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監督者責任の再構成 (4) 

第
五
目
い
じ
め
に
関
す
る
裁
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例

第
六
目
交
通
事
故
に
関
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る
裁
判
例

第
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例
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白
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故
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第
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日

小

括

第
二
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七
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未
満
の
責
任
無
能
力
者
に
関
す
る
裁
判
例

第
一
目
い
た
ず
ら
に
よ
る
事
故
に
関
す
る
裁
判
例

第
二
日
交
通
事
故
に
関
す
る
裁
判
例

第
三
目
失
火
に
関
す
る
裁
判
例

第
四
日
そ
の
他
の
事
故
に
関
す
る
裁
判
例

第

五

目

小

括

第
三
項
ま
と
め

第
三
節
わ
が
国
の
裁
判
例
と
学
説
と
の
組
踊

第
二
章
ド
イ
ツ
民
法
人
三
二
条
一
項
に
関
す
る
学
説
・
裁
判
例

第
一
節
ド
イ
ツ
民
法
八
三
二
条
一
項
の
構
造
1

立
法
史
・
学
説
を
中
心
に

第
一
款
ド
イ
ツ
民
法
人
=
一
二
条
一
項
の
立
法
史

第
一
項
普
通
法
に
お
け
る
親
の
責
任

第
二
項
ド
イ
ツ
民
法
八
三
二
条
一
項
の
制
定
過
程

第
三
章
ド
イ
ツ
民
法
八
三
二
条
一
項
と
社
会
生
活
上
の
義
務

第
四
章
日
本
法
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の
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唆
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以
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吾1>.
日岡

第
一
項 わ

が
国
の
裁
判
例
の
紹
介
と
分
析
|
監
督
義
務
の
構
造
の
視
点
か
ら
|

責
任
無
能
力
者
た
る
未
成
年
者
に
よ
る
加
害
行
為
に
関
す
る
裁
判
例

七
歳
以
上
の
責
任
無
能
力
者
に
関
す
る
裁
判
例

失
火
に
関
す
る
裁
判
例

jヒ法56(4・98)1650

説

第
二
節

第
二
款第

七
目

こ
の
類
型
に
関
す
る
公
表
裁
判
例
は
こ
れ
ま
で
に
七
件
存
在
す
る
。

[
即
]
福
岡
地
裁
昭
和
四
六
年
七
月
九
日
判
決
(
判
時
六
五
九
号
八
一
頁
)

{
事
案
】

A
(
八
歳
男
)
は
小
遣
で
買
っ
た
花
火
と
自
宅
の
タ
ン
ス
か
ら
持
ち
出
し
た
マ
ッ
チ
に
よ
り

B
Cと
共
に
花
火
遊
び
を
し
た
後
、

マ
ッ
チ
に
よ
る
火
遊
び
か
ら

X
方
建
物
を
全
焼
さ
せ
た
。

A
は
普
段
か
ら
時
々
本
件
花
火
と
同
種
の
花
火
で
遊
ん
で
い
た
が
、

A
の
父
Y
は、

A
に
対
し
て
い
つ
も
危
な
く
な
い
よ
う
に
河
原
で
遊
ぶ
よ
う
に
注
意
し
、

マ
ッ
チ
の
家
の
中
で
の
使
用
や
外
へ
の
持
ち
出
し
を
し
な
い
よ
う

注
意
し
て
い
た

o
X
ら
か
ら

Y
、

B
の
父
及
び

C
の
父
に
対
し
建
物
焼
失
に
よ
る
物
損
に
つ
き
賠
償
請
求
。
請
求
棄
却
。

【
判
旨
】

B
及
び

C
の
行
為
は
本
件
火
災
と
因
果
関
係
が
な
い
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
父
の
責
任
を
否
定
し
、
さ
ら
に
、
七
一
四
条
と
失
火
責

任
法
の
関
係
に
つ
い
て
い
わ
ゆ
る
単
純
は
め
込
み
説
を
採
用
し
て
、
「
監
督
義
務
者
が
重
大
な
監
督
上
の
義
務
過
怠
の
な
い
こ
と
を
立
証
し

た
と
き
」
に
は
責
任
を
免
れ
る
と
し
た
上
で
、

Y
の
責
任
に
関
し
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
ふ
だ
ん

A
に
対
し
て
花
火
遊
び
お
よ
び
マ
ッ

チ
の
使
用
等
に
つ
き
果
し
て
監
督
が
十
分
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
マ
ッ
チ
の
保
管
場
所
も
適
当
(
子
ど
も
が
無
断
で
持
ち
出
せ
な
い
よ
う
に
)

で
あ
っ
た
か
ど
う
か
な
ど
に
つ
き
、
ま
っ
た
く
過
失
が
な
か
っ
と
は
い
い
き
れ
な
い
も
の
が
あ
る
が
、

Y
の
A
に
対
す
る
監
督
に
つ
い
て
少

な
く
と
も
重
大
な
過
失
は
な
か
っ
た
も
の
と
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
。

【
検
討
}
子
に
よ
る
失
火
の
予
見
可
能
性
に
触
れ
る
こ
と
な
く
、
火
の
取
扱
に
関
し
て
「
注
意
」
し
て
い
た
と
の
事
実
を
認
定
し
て
重
過
失



を
否
定
し
て
い
る
。
事
案
と
し
て
は
、
過
去
の
火
遊
び
の
事
実
は
認
定
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
花
火
遊
び
の
事
実
等
が
認
定
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
C

(
花
火
遊
び
)
と
言
う
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、

で
あ
る
。

B' 

(
マ
ッ
チ
)

{
削
]
福
岡
地
裁
小
倉
支
部
昭
和
四
七
年
一
月
一
一
一
一
日
判
決
(
判
時
六
八
三
号
一

【
事
案
}
A
(
八
歳
男
)
は
、

A
の
父

Y
の
使
用
者
が
賃
借
し
て

Y
ら
に
使
用
さ
せ
て
い
た

X
所
有
建
物
に
お
い
て
、
母

B
が
目
を
離
し
た

一
七
頁
)

隙
に
マ
ッ
チ
に
火
を
つ
け
て
飛
ば
す
遊
び
を
し
、
こ
の
建
物
が
焼
失
し
た
。

X
か
ら

Y
ら
に
対
し
賠
償
請
求
。
請
求
認
容
。

【
判
旨
】
七
一
四
条
と
失
火
責
任
法
の
関
係
に
つ
い
て
い
わ
ゆ
る
延
焼
部
分
は
め
込
み
説
を
採
用
し
た
上
で
、

A
の
行
為
か
ら
生
じ
た
火
災

に
基
づ
く
X
の
損
害
を
賠
償
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
蓋
し
、

日
頃
A
に
「
仏
壇
の
ロ

l
ソ
ク
に
マ
ッ
チ
で
火

を
付
け
る
こ
と
を
容
認
し
マ
ッ
チ
を
使
用
す
る
機
会
を
与
え
て
い
た
こ
と
、
長
男
が
無
断
で
マ
ッ
チ
を
使
用
し
、

マ
ッ
チ
棒
に
火
を
付
け
て

飛
ば
す
遊
び
を
し
た
形
跡
が
数
度
あ
っ
た
の
に
こ
の
行
動
を
抑
止
す
る
た
め
、
同
人
に
き
つ
く
注
意
を
与
え
る
な
ど
し
な
い
で
放
置
し
、
か

つ
マ
ッ
チ
箱
を
長
男
の
自
の
届
か
な
い
所
に
置
く
な
ど
の
対
策
も
講
じ
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
む
し
ろ

Y
に
は
そ
の
監
督
義
務

を
怠
っ
た
過
失
が
あ
る
」
か
ら
で
あ
る
。
「
右
に
い
う
監
督
義
務
と
は
責
任
無
能
力
者
の
日
頃
の
行
動
に
関
す
る
一
般
的
な
監
督
義
務
を
指

監督者責任の再構成 (4) 

す
の
で
あ
っ
て
、
損
害
を
生
ぜ
し
め
た
当
該
加
害
行
為
に
対
す
る
具
体
的
監
督
義
務
を
指
す
も
の
で
は
な
い
か
ら
」
、
出
火
当
時
不
在
に
し

て
い
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
監
督
義
務
僻
怠
が
な
い
と
の

Y
の
主
張
に
は
理
由
が
な
い
。

{
検
討
】
本
件
に
お
い
て
親
の
責
任
を
認
め
る
た
め
に
は
親
の
重
過
失
は
必
要
な
い
と
し
た
上
で
、

一
般
論
と
し
て
は
、
親
の
監
督
義
務
と

は
「
当
該
加
害
行
為
に
対
す
る
具
体
的
監
督
義
務
を
指
す
も
の
で
は
な
い
」
と
し
な
が
ら
も
、

A
が
従
前
本
件
加
害
行
為
と
同
様
の
行
為
を

繰
返
し
て
い
た
こ
と
を
認
定
し
て
マ
ッ
チ
の
取
扱
に
つ
い
て
の
注
意
及
び
マ
ッ
チ
の
保
管
を
要
求
し
て
い
る
。
こ
の
一
般
論
の
部
分
は
、
不

在
に
し
て
い
た
と
の
Y
の
主
張
に
対
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
加
害
行
為
当
時
親
が
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
て
い
た
こ

北法56(4・99)1651



説

と
は
監
督
義
務
違
反
の
要
件
で
は
な
い
と
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
解
さ
れ
る
。
事
案
と
し
て
は

A

(
マ
ッ
チ
で
の
火
遊
び
)
及
び

E

(
マ
ッ
チ
)
。

Eき企h
日間

[
山
山
]
東
京
地
裁
平
成
三
年
三
月
二
八
日
判
決
(
判
時
一
四
二
三
号
八
四
頁
)

【
事
案
】

A
(
一
O
歳
二
ヶ
月
男
)
及
び

B
(九
歳
一
一
ヶ
月
男
)
は

C
と
共
に

D
所
有
の
空
家
に
侵
入
し
遊
ん
で
い
る
う
ち
に
発
見
し
た

マ
ッ
チ
に
よ
り
火
遊
び
を
し
、
そ
の
結
果
建
物
が
全
焼
し
た
。

A
は
本
件
建
物
の
敷
地
内
で
以
前
に
三
、
四
回
遊
ん
だ
こ
と
が
あ
っ
た

(
A

の
父
母
Y
Y
は
こ
の
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
)
が
、
中
に
入
っ
た
の
は
本
件
火
災
の
日
が
始
め
て
で
あ
り
、

Y
Y
は、

A
を
特
に
甘
や
か
す

こ
と
も
な
く
、
ま
た
、

A
が
遊
ん
で
い
る
場
所
に
つ
き
普
段
の
会
話
か
ら
大
体
承
知
し
て
い
た
が
、

Y
ら
の
自
宅
の
近
く
に
あ
る
本
件
建
物

の
存
在
等
を
知
ら
・
な
か
っ
た
。

B
の
父
母
Y

Y
は、

B
を
特
に
放
任
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
が
、

B
が
小
学
三
年
の
と
き
(
本
件
火
災
当
時

B
は
小
学
四
年
)
友
達
の
傘
を
壊
し
た
と
し
て
注
意
を
受
け
た
こ
と
等
が
あ
り
、
ま
た
、
自
宅
近
く
に
あ
る
本
件
建
物
の
存
在
を
知
っ
て
い

た
。
な
お
、

A
B
は
共
に
本
件
火
災
以
前
に
自
宅
に
あ
る
ラ
イ
タ
ー
を
操
作
し
た
こ
と
が
あ
る
が
(
そ
の
と
き

Y
Y
は
B
に
火
の
危
険
性
を

十
分
に
説
明
し
た
て
そ
の
他
に
火
遊
び
を
し
た
こ
と
は
な
く
、

Y
Y
は
A
に
機
会
が
あ
れ
ば
火
の
危
険
性
を
話
す
程
度
の
指
導
を
し
て
い

た。

D
に
対
し
て
物
損
に
つ
き
保
険
金
を
支
払
っ
た
保
険
会
社
X
が
保
険
代
位
に
よ
り
Y
Y
及
び

Y
Y
に
対
し
賠
償
請
求
。
請
求
棄
却
。

【
判
旨
】
七
一
四
条
と
失
火
責
任
法
の
関
係
に
つ
い
て
い
わ
ゆ
る
単
純
は
め
込
み
説
を
採
用
し
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
責
任
無
能
力

者
で
あ
る
子
供
と
起
居
を
と
も
に
し
て
、
そ
の
監
護
監
督
の
掌
に
あ
た
る
親
は
、

一
般
に
、
子
供
が
ど
の
よ
う
な
場
所
で
、
ど
の
よ
う
な
遊

び
を
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
常
日
頃
か
ら
注
意
を
払
い
、
遊
び
の
中
に
潜
む
他
害
の
恐
れ
を
察
知
し
た
と
き
に
は
、
そ
の
危
険
性
に
対
し

て
注
意
を
喚
起
し
、
危
険
な
行
為
を
未
然
に
防
止
す
べ
き
で
あ
り
、
か
つ
通
常
は
そ
の
危
険
の
発
生
を
防
止
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
、
火
遊
び
は
、
時
と
し
て
大
惨
事
に
至
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
し
ば
し
ば
子
供
に
と
っ
て
刺
激
的
で
魅
惑
的
で
し

jヒ法56(4・100)1652



か
も
道
具
さ
え
あ
れ
ば
手
軽
に
で
き
る
遊
び
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
遊
び
を
し
て
い
な
い
か
、
さ
ら
に
そ
の
よ
う
な
遊

び
に
興
味
や
関
心
を
抱
い
て
い
な
い
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
と
り
わ
け
十
分
に
監
督
す
べ
き
も
の
で
あ
る
」
。
「
Y
ら
は
、
親
と
し
て
、
各

人
の
子
供
ら
の
行
動
、
と
り
わ
け
火
遊
び
に
つ
い
て
、
平
素
か
ら
一
般
の
家
庭
で
親
が
払
う
注
意
と
同
程
度
の
注
意
を
払
っ
て
お
り
、
本
件

火
事
以
前
に
お
い
て
は
、

A
や
B
が
他
害
の
お
そ
れ
あ
る
行
動
を
と
る
よ
う
な
き
ざ
し
が
あ
る
の
に
こ
れ
を
放
置
し
て
い
た
と
い
う
よ
う
な

こ
と
も
な
く
、
ま
た
A
や
B
が
格
別
に
火
に
興
味
を
抱
い
て
い
た
と
か
、
火
遊
び
を
し
て
い
た
と
い
う
よ
う
な
兆
候
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る

か
ら
、

Y
ら
に
お
い
て

A
や
B
が
空
き
家
で
火
遊
び
を
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
火
遊
び

の
態
様
に
つ
い
て
み
て
も
、
:
:
:
と
り
た
て
て
常
習
性
、
計
画
性
も
窺
わ
れ
ず
、
家
庭
内
に
あ
る
ラ
イ
タ
ー
等
を
利
用
し
た
と
い
う
よ
う
な

も
の
で
も
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
火
事
は
親
の
直
接
的
な
自
の
届
か
な
い
場
所
で
の
偶
発
的
な
出
来
事
と
い
う
色
彩
が
濃
厚
で
あ
る
」

0

従
っ
て
、
本
件
火
事
に
つ
き

Y
ら
に
監
督
上
の
重
過
失
は
な
い
。
「
な
お
、
本
件
建
物
が
、
特
に

A
や
B
の
よ
う
な
年
代
の
男
子
小
学
生
に

と
っ
て
は
、
興
味
と
好
奇
心
を
そ
そ
る
対
象
と
な
る
建
物
で
あ
る
一
方
、
そ
こ
で
遊
ん
で
い
る
う
ち
に
尋
常
で
な
い
事
態
の
発
生
す
る
可
能

性
が
、
そ
れ
以
外
の
場
所
よ
り
も
高
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、

Y
ら
は
、
親
と
し
て
、
子
供
に
遊
び
場
所
を
尋
ね
た
う
え
、
具
体
的
な
危
険

を
告
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
ま
で
も
、
本
件
建
物
の
中
で
は
遊
ば
な
い
よ
う
に
注
意
す
べ
き
で
あ
っ
た
の
に
、
そ
も
そ
も
子
供
が
ど
の
よ
う

監督者責任の再構成 (4) 

な
場
所
で
遊
ん
で
い
る
の
か
に
つ
い
て
さ
え
必
ず
し
も
明
確
に
把
握
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
親
と
し
て
の
監
護
監
督
に

つ
い
て
十
全
を
期
し
て
い
た
も
の
と
は
い
え
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
直
ち
に
前
記
認
定
を
動
か
す
も
の
で
は
な
い
」

0

【
検
討
】
親
の
責
任
を
認
め
る
た
め
に
重
過
失
を
要
求
し
た
上
で
、

Y
ら
が
火
の
危
険
性
に
つ
い
て
教
示
し
て
い
た
こ
と
か
ら
火
遊
び
に
つ

い
て
「
注
意
を
払
っ
て
」

い
た
と
す
る
も
の
と
見
ら
れ
、
ま
た
、
「
火
遊
び
を
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
」
、
「
偶
発

的
な
出
来
事
」
と
し
て
い
る
点
は
火
遊
び
の
予
見
可
能
性
を
否
定
し
て
い
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。
前
者
の
説
示
は
親
が
一
般
的
監
督
義
務
を

尽
し
て
い
た
こ
と
、
後
者
の
説
一
不
は
具
体
的
監
督
義
務
の
基
礎
と
な
る
予
見
可
能
性
が
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
但
し
、
子
の
遊
び
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説

場
所
を
知
ら
な
か
っ
た
点
に
親
の
軽
過
失
を
認
め
る
か
の
よ
う
な
説
示
も
し
て
い
る
。

事
案
と
し
て
は
、
子
が
過
去
に
ラ
イ
タ
ー
を
操
作
し
た
事
実
が
認
定
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
格
別
火
に
対
し
て
興
味
を
抱
い
て
い
な
か
っ

::b. 
H間

た
と
の
事
実
認
定
を
併
せ
見
る
と
、
火
遊
び
と
言
え
る
か
は
微
妙
で
あ
る
。
判
決
が
火
遊
び
の
予
見
可
能
性
を
否
定
し
て
い
る
点
は
そ
の
た

め
で
あ
ろ
う
。
但
し
、

A
が
過
去
に
他
人
の
敷
地
内
で
遊
ん
で
い
た
と
い
う
事
実
や

B
が
過
去
に
友
達
の
傘
を
壊
し
た
こ
と
が
あ
る
と
の
事

実
か
ら
は
、
少
な
く
と
も

C
ケ
l
ス
と
な
ろ
う
か
。

(
出
)

[
問
]
東
京
高
裁
平
成
三
年
九
月
一
一
日
判
決
(
判
時
一
四
一
一
一
一
一
号
八
O
頁
)

【
世
帯
案
】
出
の
控
訴
審
。

X
控
訴
。
控
訴
認
容
。
本
件
火
災
に
至
る
経
緯
に
つ
い
て
の
事
実
認
定
は
山
と
ほ
ぼ
同
じ
。

【
判
旨
】
七
一
四
条
と
失
火
責
任
法
の
関
係
に
つ
い
て
い
わ
ゆ
る
無
能
力
者
要
件
説
を
採
用
し
た
上
で
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
A
及、ぴ

B
は、

一
O
歳
前
後
の
小
学
四
年
生
の
事
理
弁
識
能
力
を
基
準
と
し
て
も
、
こ
れ
〔
筆
者
註
一
ダ
ン
ボ
ー
ル
類
の
あ
る
室
内
で
多
数
の
マ
ツ

チ
に
続
け
て
点
火
す
る
等
の
行
為
〕
が
社
会
常
識
か
ら
見
て
火
災
を
招
く
危
険
性
の
高
い
重
大
な
危
殆
行
為
で
あ
る
こ
と
を
容
易
に
認
識
し

え
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
の
行
為
に
は
重
過
失
に
相
当
す
る
も
の
が
あ
っ
た
と
認
め
ざ
る
を
得
な
い
」
。

Y
ら
は
監
督
に
つ
い
て
重
過
失
が
な

か
っ
た
と
主
張
す
る
が
、
「
無
能
力
者
の
行
為
に
重
過
失
に
相
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
事
由
:
:
:
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
無

能
力
者
に
対
す
る
監
督
に
つ
い
て
の
重
過
失
は
問
題
で
は
な
く
、
監
督
義
務
者
に
重
過
失
が
な
か
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
責
を
免
れ
る
こ
し
に

は
で
き
な
い
」
。
「
Y
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
の
家
庭
に
お
い
て
平
素
そ
の
子
供
に
対
し
火
の
危
険
性
に
つ
い
て
話
を
し
て
き
か
せ
る
程
度
の
こ
と
は

し
て
い
た
と
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
子
供
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
場
所
で
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
し
て
遊
ん
で
い
る
の
か
に
つ
い
て
必
ず
し
も
明

確
に
把
握
し
て
お
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
危
険
な
火
遊
び
を
す
る
こ
と
を
防
ぎ
え
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
子
供
の
監
督
を
怠
ら
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
。

北i去56(4・102)1654 



【
検
討
】
親
の
責
任
を
認
め
る
た
め
に
は
子
の
「
重
過
失
に
相
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
事
由
」
が
あ
れ
ば
よ
く
、
親
の
重
過
失
は
必
要
な
い

と
し
た
上
で
、
子
に
よ
る
失
火
の
予
見
可
能
性
を
問
う
こ
と
な
く
、
子
の
遊
び
場
所
を
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
点
に
監
督
義
務
慨
怠
を
認
め

て
い
る
。

[
即
]
名
古
屋
地
裁
平
成
七
年
一
一
月
一
七
日
判
決
(
判
タ
八
九
七
号
一
四
二
貝
)

【
事
案
】

A
、

の
焚
き
火
に
よ
る
失
火
の
た
め

X
所
有
建
物
が
全
焼
し
た
。

A
の
父
母

Y
Y
は
家
で
は
日

B
及
び

C
(
い
ず
れ
も
七
歳
男
)

頃
か
ら
ラ
イ
タ
ー
等
を
子
供
の
手
の
届
か
な
い
と
こ
ろ
に
保
管
し
て
い
た
が
、
本
件
火
災
当
日

A
の
祖
父
が

Y
ら
の
家
の
仏
壇
前
に
置
き
忘

A
が
Y

Y
の
知
ら
な
い
聞
に
持
出
し
た
。

Y

Y
並
び
に

B
の
父
母
Y

Y
及、ぴ

C
の
父
母
Y

Y
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
庭
に

れ
た
ラ
イ
タ
ー
を
、

お
い
て
そ
の
子
供
ら
に
対
し
、

日
頃
か
ら
火
の
危
険
に
つ
い
て
一
般
的
な
注
意
を
す
る
他
、
特
に
火
遊
び
な
ど
し
な
い
よ
う
し
つ
け
、
子
供

ら
も
親
の
注
意
に
従
い
、
特
に
問
題
行
動
も
な
か
っ
た
。

X
か
ら

Y
乃
至
Y
に
対
し
建
物
焼
失
に
よ
る
物
損
等
に
つ
き
賠
償
請
求
。
請
求
棄

去日

監督者責任の再構成 (4) 

{
判
旨
】
七
一
四
条
と
失
火
責
任
法
の
関
係
に
つ
い
て
い
わ
ゆ
る
単
純
は
め
込
み
説
を
採
用
し
た
上
で
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
Y
ら
は
、

本
件
火
災
以
前
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
そ
の
子
供
ら
が
マ
ッ
チ
、
ラ
イ
タ
ー
等
を
使
用
す
る
こ
と
を
許
し
た
こ
と
は
な
く
、
こ
れ
ら
を
使
用
し
て

い
る
と
こ
ろ
を
見
た
こ
と
も
な
く
、
ま
た
、

Y
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
庭
に
お
い
て
、
そ
の
子
供
ら
に
対
し
、
火
の
危
険
に
つ
い
て
一
般
的

な
注
意
を
す
る
ほ
か
、
特
に
火
遊
び
な
ど
し
な
い
よ
う
に
族
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
本
件
に
お
い
て
は
、

Y
ら
が
、
本
件
火
災
の

発
生
す
る
以
前
、
本
件
火
災
が
発
生
す
る
危
険
を
容
易
に
予
見
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
よ
う
な
事
情
が
存
し
た
こ
と
を
認
め
る
べ
き
証
拠

は
な
い
か
ら
、
右
一
般
的
な
注
意
や
援
を
す
る
こ
と
以
上
に
、
本
件
火
災
の
発
生
を
防
止
す
べ
き
具
体
的
な
監
督
義
務
な
い
し
そ
の
義
務
違

反
が
あ
っ
た
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
ず
、
本
件
ラ
イ
タ
ー
を
仏
壇
の
前
の
経
文
台
の
上
に
置
き
忘
れ
た
こ
と
に
つ
き
過
失
が
あ
る
と
は
い
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説

ぇ、

Y
ら
に
、
そ
の
子
供
ら
の
監
督
に
つ
い
て
重
大
な
過
失
は
な
か
っ
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
。

員有

【
検
討
}
本
件
火
災
発
生
の
予
見
可
能
性
の
な
い
以
上
火
の
危
険
に
つ
い
て
の
「
一
般
的
な
注
意
や
藤
」
を
し
て
い
れ
ば
監
督
義
務
を
尽
く

ラ
イ
タ
ー
を
置
き
忘
れ
た
の
が

A
の
祖
父
で
あ
り
Y
ら
自
身
で
は
な
い
こ
と
か
ら
す
る
と
、
厳

し
た
も
の
と
し
て
い
る
。
事
案
と
し
て
は
、

密
に
は
、
当
該
加
害
行
為
に
使
用
さ
れ
た
物
(
ラ
イ
タ
ー
)

の
保
管
に
不
備
が
あ
っ
た
と
は
言
い
難
い
で
あ
ろ
う
。

[
胤
]
東
京
高
裁
平
成
八
年
四
月
三
O
日
判
決
(
判
時
一
五
九
九
号
八
二
頁
)

【
事
案
】
裁
判
例
閉
山
の

Y
ら
の
上
告
に
基
づ
き
七
一
四
条
と
失
火
責
任
法
の
関
係
に
つ
い
て
単
純
は
め
込
み
説
を
採
用
す
べ
き
と
し
た
最
高

(
郎
)

裁
平
成
七
年
一
月
二
四
日
判
決
(
民
集
四
九
巻
一
号
二
五
頁
)
の
差
戻
審
。
請
求
認
容
。
本
件
火
災
に
至
る
経
緯
に
つ
い
て
の
事
実
認
定
は

間
と
ほ
ぼ
同
じ
。
本
件
火
災
以
前
の
A
及、ぴ

B
の
行
動
や
Y
ら
の
監
督
状
況
に
つ
い
て
問
と
相
違
す
る
点
及
び
新
た
に
認
定
さ
れ
た
点
は
以

下
の
通
り
。

A
及、ぴ

B
は
学
校
に
お
い
て
無
断
で
他
人
の
建
物
に
入
っ
て
遊
ぶ
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
旨
指
導
さ
れ
て
い
た
こ
と
、

Y

Y
は
共
に
喫
煙
す

る
の
で
ラ
イ
タ
ー
を
い
つ
も
テ
ー
ブ
ル
上
に
置
い
て
あ
り
、

A
が
そ
の
ラ
イ
タ
ー
で
二
、
三
回
点
火
す
る
と
こ
ろ
を
見
た
こ
と
は
あ
っ
た
が
、

す
ぐ
や
め
て
テ
ー
ブ
ル
上
に
置
い
た
の
で
特
別
の
注
意
は
せ
ず
、
ま
た
、

い
て
格
別
の
注
意
を
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、

Y
Y
も
共
に
喫
煙
す
る
の
で
ラ
イ
タ
ー
を
そ
れ
ぞ
れ
持
っ
て
い
る
が
、
他
に
家
の
中
に
は
マ
ツ

B
が
小
学
校
入
学
前
に
ラ
イ
タ
ー
を
持
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
た
め
注
意
し
た
こ
と
が
あ
る
も
の
の
、

B
に
対
し
て
火
の
危
険
性

マ
ッ
チ
は
使
用
し
て
い
な
い
た
め
A
に
対
し
て
火
の
危
険
性
に
つ

チ
は
な
く
、

に
付
い
て
格
別
の
注
意
は
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
、

B
の
学
校
で
他
人
の
家
な
ど
に
入
っ
て
遊
ん
で
は
い
け
な
い
と
の
注
意
を
し
た
こ
と
が
あ

る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
こ
と
。

【
判
旨
}
七
一
四
条
と
失
火
責
任
法
の
関
係
に
つ
い
て
い
わ
ゆ
る
単
純
は
め
込
み
説
を
前
提
と
し
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
本
件
火
災
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は、

A
及、び

B
に
お
い
て
、

一
見
し
て
他
人
の
所
有
で
あ
り
、
誰
で
も
出
入
り
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
な
い
こ
と
が
明

ら
か
な
本
件
建
物
に
侵
入
し
た
上
、
付
近
に
ダ
ン
ボ
ー
ル
箱
:
:
:
等
燃
え
や
す
い
物
が
置
か
れ
て
い
た
場
所
に
お
い
て
、
:
:
:
ブ
ッ
ク
マ
ッ

チ
を
一
本
ず
つ
切
り
離
す
こ
と
な
く
、
一
個
ご
と
に
火
を
点
け
:
:
:
る
な
ど
極
め
て
危
険
な
態
様
の
火
遊
び
を

L
た
結
果
、
発
生
し
た
も
の

で
あ
る
が
、

A
及
び

B
は
他
人
所
有
の
建
物
に
無
断
で
侵
入
し
、
し
か
も
、
危
険
な
火
遊
び
を
す
る
よ
う
な
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ

る
と
い
う
こ
と
は
理
解
し
得
た
は
ず
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
の
に
、
極
め
て
安
易
に
建
物
の
無
断
侵
入
と
危
険
な
火
遊
び
と
い
う
行
為
を
し

た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

Y
ら
に
お
い
て
、
日
ご
ろ
か
ら

A
及
び

B
が
平
素
ど
の
よ
う
な
場
所
で
、
ど
の
よ
う
な
行
動
を
し
て
い
る

の
か
、
そ
の
場
所
や
行
動
が
適
切
で
、
危
険
性
の
な
い
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
十
分
注
意
を
払
い
、
右
の
よ
う
な
点
を
適
確
に
把
握

し
、
そ
の
内
容
に
応
じ
適
切
な
指
導
、
監
督
を
行
い
、
仮
に
も
他
人
所
有
の
建
物
に
無
断
で
侵
入
し
た
り
、
そ
の
建
物
中
で
危
険
な
火
遊
び

A
及、ぴ

B
ら
の
年
齢
の
児
童
で
も
行
つ
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
容
易
に
理
解
で
き
る
よ
う
な
、
違
法
で

を
す
る
な
ど
と
い
う
、

監督者責任の再構成 (4) 

し
か
も
危
険
性
が
高
い
行
動
に
出
る
こ
と
の
な
い
よ
う
適
切
な
指
導
、
注
意
を
行
っ
て
い
れ
ば
、
容
易
に
本
件
火
災
の
発
生
を
回
避
で
き
た

も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、

:
:
:
Y
ら
は
、
日
ご
ろ
か
ら

A
及、ぴ

B
の
行
動
に
つ
い
て
十
分
な
注
意
を
払
い
、

A
及
び

B
の
行
動

を
把
握
し
、
そ
の
内
容
に
応
じ
た
適
切
な
指
導
、
監
督
を
し
て
い
た
も
の
と
は
到
底
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
、

Y
Y
は
A
の
監
督
に
つ
い
て
、

Y
Y
は
B
の
監
督
に
つ
い
て
、
い
ま
だ
重
大
な
過
失
が
な
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
。

【
検
討
】
(
子
に
よ
る
失
火
の
予
見
可
能
性
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
な
い
)
子
の
行
動
の
把
握
の
慨
怠
を
重
過
失
と
し
て
い
る
。
七
一
四
条

と
失
火
責
任
法
の
関
係
に
つ
い
て
の
法
律
構
成
は
出
判
決
と
同
じ
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
子
の
加
害
行
為
の
態
様
を
重
視
し
て
お
り
、

そ
の
こ
と
が
子
の
行
動
の
把
握
の
悌
怠
を
重
過
失
と
見
る
か
軽
過
失
と
見
る
か
の
相
違
に
影
響
し
て
い
る
も
の
と
見
ら
れ
る
(
ま
た
、
出
判

Y
ら
が
子
に
対
し
て
火
の
危
険
性
に
つ
い
て
格
別
注
意
し
て
い
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
点
も
影
響
し
て
い
よ
う
)
。
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決
と
比
べ
、



説

(
山
川
)

[
陥
]
大
阪
高
裁
平
成
九
年
一

O
月
一
一
一
一
日
判
決
(
判
タ
九
六
六
号
二
三
九
頁
)

【
事
案
}
事
案
の
詳
細
は
不
明
。
但
し
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
の
コ
メ
ン
ト
な
ど
も
参
照
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
な
事
案
の
よ
う
で
あ
る
o
A
(
性

別
不
明
。

一
O
歳)、

B 

(一

O
歳
男
)
及
び

B
の
弟
C

北法56(4・106)1658

三晶

画岡

(
六
歳
男
)
が
空
家
で
あ
っ
た

X
所
有
建
物
に
侵
入
し
、

A
が
拾
っ
た
ラ
イ
タ
ー

に
よ
り
ス
ト
ロ
ー
に
火
を
つ
け
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
を

B
が
消
火
し
よ
う
と
し
て
、
建
物
内
に
あ
っ
た
可
燃
性
液
体
の
中
に
入
れ
た
た
め
、
本

件
建
物
が
全
焼
し
た
。

X
か
ら
A
の
父
母
Y
Y
並
び
に

B
及、ぴ

C
の
父
母

Y
Y
に
対
し
賠
償
請
求
。
請
求
認
容
。

【
判
旨
】

A
は
空
家
内
で
火
遊
び
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
「
こ
の
よ
う
な
建
物
内
に
お
け
る
火
遊
び
に
よ
り
火
災
が
発
生
し
得
る

こ
と
は
経
験
則
上
明
ら
か
で
あ
り
、

A
の
年
齢
か
ら
す
れ
ば
当
然
こ
の
よ
う
な
火
遊
び
が
許
さ
れ
な
い
こ
と
は
理
解
し
得
た
と
い
う
べ
き
で

あ
る
。
そ
し
て
、
親
で
あ
る

Y
Y
は
、
子
で
あ
る
A
に
対
し
、
火
遊
び
そ
の
も
の
が
危
険
で
あ
り
、
建
物
内
に
お
け
る
火
遊
び
に
よ
り
火
災

と
い
う
重
大
な
結
果
が
発
生
し
得
る
こ
と
を
十
分
に
指
導
し
、
監
督
す
べ
き
基
本
的
な
義
務
が
あ
る
と
い
う
べ
き
と
こ
ろ
、

A
が
他
人
所
有

の
建
物
に
侵
入
し
、
右
の
よ
う
な
火
遊
び
を
行
っ
た
こ
と
は
、

Y
Y
に
お
い
て
右
基
本
的
義
務
を
怠
っ
て
い
た
結
果
で
あ
る
と
い
う
ほ
か
な

く
、
ま
た
、
右
義
務
の
内
容
か
ら
み
て
、
右
義
務
を
怠
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
重
大
な
過
失
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
。

Y
Y

が
日
頃
か
ら
A
に
対
し
、
火
に
は
十
分
注
意
す
る
よ
う
に
言
い
、

A
は
本
件
火
災
発
生
時
ま
で
火
遊
び
を
し
た
り
、
火
を
付
け
る
こ
と
に
特

別
興
味
を
示
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
事
実
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
「
直
ち
に
前
記
判
断
を
覆
し
、

Y
Y
が
A
に
対
し
、
火
遊

び
の
危
険
に
つ
い
て
指
導
、
監
督
す
べ
き
基
本
的
義
務
を
十
分
尽
く
し
て
い
た
と
認
め
る
に
は
足
り
ず
、
右
義
務
を
怠
っ
た
こ
と
に
つ
い
て

重
大
な
過
失
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
。
「
B
や
C
は、

A
と
一
緒
に
な
っ
て
火
を
付
け
て
物
を
燃
や
す
行
為
を
積
極
的
に
行
つ

A
が
ラ
イ
タ
ー
で
ス
ト
ロ
ー
に
火
を
付
け
、
火
遊
び
す
る
こ
と
を
容
認
・
助

て
い
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
本
件
建
物
に
侵
入
し
、

長
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
。
そ
し
て
、

B
の
年
齢
か
ら
す
れ
ば
、

B
は
、
当
然
こ
の
よ
う
な
火
遊
び
が
許
さ
れ
な
い
こ
と
は
理
解

A
の
火
遊
び
を
制
止
し
得
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
。
「
親
と
し
て

し
得
た
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、

A
の
同
級
生
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、



は
子
供
に
対
し
、
火
遊
び
そ
の
も
の
が
危
険
で
あ
り
、
建
物
内
に
お
け
る
火
遊
び
に
よ
り
火
災
と
い
う
重
大
な
結
果
が
発
生
し
得
る
こ
と
を

十
分
に
指
導
し
、
監
督
す
べ
き
基
本
的
な
義
務
が
あ
る
こ
と
は
前
記
の
と
お
り
で
あ
る
と
こ
ろ
、
火
遊
び
に
よ
り
火
災
の
発
生
と
い
う
重
大

な
結
果
が
発
生
す
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
右
指
導
、
監
督
の
内
容
に
は
、
他
人
が
火
遊
び
を
し
て
い
た
と
し
て
も
、
同
人
と
の
関
係
等
か
ら

こ
れ
を
制
止
す
べ
き
立
場
に
あ
り
、
こ
れ
が
可
能
で
あ
る
状
況
に
あ
っ
た
場
合
に
は
、
同
人
の
火
遊
び
を
制
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
こ
と
を
当
然
に
含
む
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

A
が
始
め
た
火
遊
び
に
つ
い
て
は

B
の
積
極
的
関
与
は
な
い
と
は
い
え
、

B

に
お
い
て
本
件
建
物
に
侵
入
し
、
こ
れ
を
制
止
し
な
か
っ
た
の
は
、

Y
Y
が

B
に
対
す
る
右
基
本
的
義
務
を
怠
っ
た
結
果
と
い
う
べ
き
で
あ

り
、
ま
た
、
右
義
務
の
内
容
か
ら
み
て
、
右
義
務
を
怠
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
重
大
な
過
失
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
」

O
B
ら

の
父

Y
が
B
ら
に
火
災
に
関
す
る
指
導
を
行
っ
て
い
た
、
本
件
火
災
発
生
時
ま
で

B
ら
が
火
遊
び
を
し
て
い
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
兆
候
も
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
事
実
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
「
直
ち
に
前
記
判
断
を
覆
し
、

Y
Y
が

B
に
対
し
、
火
遊
び
の
危
険
に
つ
い
て
指
導
、

監
督
す
べ
き
基
本
的
義
務
を
十
分
尽
く
し
て
い
た
と
認
め
る
に
は
足
り
ず
、
右
義
務
を
怠
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
重
大
な
過
失
が
な
か
っ
た
と

認
め
る
に
は
足
り
な
い
」
。

【
検
討
】
親
の
責
任
を
認
め
る
た
め
に
重
過
失
を
要
求
し
た
上
で
、
子
の
当
該
加
害
行
為
の
態
様
(
と
く
に
他
人
の
空
家
へ
の
侵
入
)

か
ら

監督者責任の再構成 (4) 

親
の
重
過
失
を
認
め
、
子
の
火
遊
び
ゃ
子
が
火
に
対
す
る
興
味
を
示
し
て
い
た
と
の
事
実
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
重
過
失
は
否
定
さ
れ
な
い

と
し
て
お
り
、
火
遊
び
の
予
見
可
能
性
は
問
題
と
さ
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
火
に
つ
い
て
の
教
示
を
し
て
い
た
と
し
て
も
重
過
失
に
よ
る

監
督
義
務
違
反
を
否
定
で
き
な
い
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
監
督
義
務
の
履
行
の
た
め
に
、
他
人
の
火
遊
び
を
制
止
す
る
よ
う
に
教
育
す
る
義

北j去56(4・107)1659

務
を
要
求
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

以
上
の
失
火
に
関
す
る
裁
判
例
で
は
い
ず
れ
に
お
い
て
も
監
督
義
務
の
内
容
が
比
較
的
詳
細
に
説
示
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
失
火
の



説

場
合
に
は
七
一
四
条
と
失
火
責
任
法
の
関
係
が
問
題
と
な
り
、
裁
判
例
の
一
部
、
と
く
に
最
判
平
成
七
年
一
月
二
四
日
以
後
の
裁
判
例
は
.

こ
の
判
例
が
親
の
監
督
に
つ
い
て
の
重
過
失
を
要
求
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
親
の
軽
過
失
で
足
り
る
と
す
る
も
の
と
重
過
失
を
要
求
す
る
も

ミヨ'h.

a岡

の
の
ニ
通
り
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
監
督
義
務
慨
怠
の
有
無
に
関
す
る
具
体
的
判
断
を
見
て
み
る
と
、
法
律
構
成
の
違
い
は
必
ず
し

も
結
論
に
影
響
し
て
は
い
な
い
と
言
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
例
え
ば
山
で
は
親
の
重
過
失
が
要
求
さ
れ
た
上
で
親
の
責
任
が
否
定
さ
れ
て
い

胤
で
は
同
一
事
案
に
関
す
る
判
決
で
あ
り
、
し
か
も
同
じ
く
単
純
は
め
込
み
説
を
採
用
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の

jヒ法56(4・108)1660 

る
の
に
対
し
、

結
論
は
正
反
対
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
結
論
を
左
右
す
る
も
の
は
、
七
一
四
条
と
失
火
責
任
法
の
関
係
に
つ
い
て
い
か
な
る
法
律
構
成
を
採
用
す
る
か
と
い
う
点
に

で
は
な
く
、
監
督
上
の
「
過
失
」
乃
至
は
「
重
過
失
」
の
内
容
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
と
い
う
点
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
.

子
に
よ
る
失
火
に
つ
い
て
予
見
可
能
性
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
を
防
止
し
得
な
か
っ
た
こ
と
を
過
失
乃
至
重
過
失
の
内
容
と
す
る

裁
判
例
(
問
、
則
、
問
)
で
は
、
子
が
従
前
火
遊
び
を
行
っ
て
い
た
と
い
う
よ
う
な
事
実
が
な
い
限
り
親
の
監
督
義
務
慨
怠
が
否
定
さ
れ
る

(
刷
、
間
)
の
に
対
し
、
こ
の
予
見
可
能
性
と
は
無
関
係
に
監
督
義
務
を
構
成
し
よ
う
と
す
る
裁
判
例
(
四
、
問
、
刷
、
防
)
は
、
子
に
よ

る
失
火
の
態
様
に
着
目
し
、
そ
れ
が
単
な
る
失
火
と
は
異
な
り
何
ら
か
の
点
(
他
人
の
建
物
へ
の
無
断
侵
入
)
で
悪
質
な
も
の
で
あ
る
場
合

に
、
そ
の
こ
と
か
ら
監
督
義
務
悌
怠
を
導
き
出
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
(
但
し
、
例
外
と
し
て
問
)
。

ま
た
、
子
に
よ
る
火
災
発
生
の
予
見
可
能
性
の
な
い
と
き
に
は
「
一
般
的
な
注
意
や
挨
」
を
し
て
い
れ
ば
監
督
義
務
を
尽
く
し
た
こ
と
に

な
る
と
す
る
裁
判
例
が
注
目
さ
れ
る
(
則
、
間
)
。

第
八
日

そ
の
他
の
事
故
に
関
す
る
裁
判
例

[
陥
]
松
江
地
裁
昭
和
四
八
年
九
月
二
八
日
判
決
(
判
時
七
二
一
号
八
八
頁
)



【
事
案
】

A
(
八
歳
一

0
ヶ
月
女
)
が
縄
を
付
け
て
連
れ
て
い
た

B
所
有
コ
リ

l
犬
が

A
の
手
か
ら
離
れ
て
接
近
し
て
き
た
た
め
、
噛
み
付

か
れ
る
と
誤
解
し
た

C
の
転
倒
(
持
病
の
糖
尿
病
の
悪
化
に
よ
る
死
亡
)
。

C
の
遺
族
X
ら
か
ら
A
の
父
母

Y
Y
及
び

B
に
対
し
賠
償
請
求
。

請
求
認
容
。

【
判
旨
】

A
に
は
責
任
能
力
が
な
く
、
「
し
て
み
れ
ば
、
民
法
七
一
四
条
一
項
に
よ
り
右
A
の
親
権
者
と
し
て
法
定
監
督
義
務
者
で
あ
る

Y
、

Y
は
右
A
の
過
失
行
為
に
よ
り

X
ら
に
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
が
あ
る
」
。

第
九
目

監督者責任の再構成 (4) 

，d
括

以
上
に
検
討
し
た
七
歳
以
上
の
責
任
無
能
力
者
に
関
す
る
裁
判
例
の
全
て
の
類
型
を
通
し
て
、
そ
の
結
論
を
簡
単
に
ま
と
め
て
お
こ
う
。

七
一
四
条
に
基
づ
い
て
子
の
行
為
に
つ
き
親
が
責
任
を
追
及
さ
れ
て
い
る
裁
判
例
の
う
ち
、
親
の
責
任
を
否
定
す
る
裁
判
例
は
、
子
の
行

為
の
違
法
性
を
否
定
す
る
も
の
(
印
、
山
、
問
、
旧
)
、
子
の
加
害
行
為
と
結
果
と
の
因
果
関
係
(
若
し
く
は
「
過
失
を
根
拠
付
け
る
事
実
」
)

が
な
い
と
す
る
も
の
(
旧
、
山
)
の
他
、
正
面
か
ら
監
督
義
務
違
反
が
な
い
と
し
て
親
の
免
責
を
認
め
た
裁
判
例
は
、
失
火
に
関
す
る
裁
判

(
山
山
)

例
の
う
ち
親
の
責
任
要
件
と
し
て
重
過
失
を
要
求
し
こ
れ
を
否
定
す
る
裁
判
例
(
問
、
間
)
を
除
く
と
、
見
出
さ
れ
得
な
い
。

他
方
、
監
督
者
責
任
を
肯
定
す
る
裁
判
例
(
但
し
、
失
火
に
関
す
る
裁
判
例
に
つ
い
て
は
責
任
否
定
裁
判
例
も
含
め
て
)
に
お
け
る
監
督

義
務
の
内
容
に
関
し
て
は
、
親
に
よ
る
監
督
義
務
僻
怠
不
存
在
の
主
張
・
立
証
が
な
い
と
だ
け
述
べ
、
監
督
義
務
の
内
容
に
触
れ
ず
に
親
の

責
任
を
肯
定
す
る
も
の
が
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
比
較
的
詳
細
に
説
示
し
て
い
る
裁
判
例
を
眺
め
る
と
、
若

干
の
類
型
的
特
徴
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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い
じ
め
に
関
す
る
裁
判
例
(
問
、
問
、
日
(
父
親
に
つ
い
て
)
)
で
は
、
い
ず
れ
の
裁
判
例
に
お
い
て
も
、
「
特
定
化

さ
れ
た
行
為
」
又
は
そ
の
よ
う
な
行
為
を
誘
発
す
る
環
境
が
認
定
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
子
の
加
害
行
為
の
予
見
可
能
性
に
は
言

す
な
わ
ち
、
ま
ず
、



説

及
さ
れ
て
い
な
い
点
が
目
を
引
く
。
こ
の
こ
と
は
、
さ
ら
に
、
責
任
能
力
者
に
よ
る
い
じ
め
に
関
す
る
裁
判
例
に
お
い
て
、
親
の
七
O
九
条

論

責
任
を
認
め
る
前
提
と
し
て
予
見
可
能
性
が
要
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
も
対
照
を
な
し
て
い
る
。

い
た
ず
ら
に
よ
る
事
故
に
関
す
る
裁
判
例
の
う
ち
、
学
校
内
で
の
事
故
に
関
す
る
裁
判
例
(
問
、
問
、
問
、
別
、
印
、
別
、
問
、
山
、
山
、

出
)
に
お
い
て
は
、
学
校
設
置
者
等
の
責
任
を
併
せ
て
判
断
す
る
関
係
か
ら
か
、
監
督
義
務
の
内
容
に
つ
い
て
比
較
的
詳
細
に
説
示
が
な
さ

れ
る
(
例
外
と
し
て

m、
m)
が
、
親
の
一
般
的
監
督
義
務
違
反
に
基
づ
く
責
任
の
成
立
を
認
め
る
と
見
ら
れ
る
裁
判
例
が
少
な
く
な
い

(
問
、
問
、
印
、
即
、
山
)
。
こ
の
こ
と
は
、
親
の
七
O
九
条
責
任
を
認
め
る
前
提
と
し
て
予
見
可
能
性
を
要
求
す
る
、
責
任
能
力
者
に
よ

る
学
校
内
で
の
事
故
に
関
す
る
裁
判
例
と
対
照
を
な
し
て
い
る
。
他
方
、
学
校
外
で
の
い
た
ず
ら
に
よ
る
事
故
に
関
す
る
裁
判
例
で
は
監
督

義
務
の
内
容
に
言
及
す
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
(
監
督
義
務
の
内
容
に
言
及
し
な
い
も
の
と
し
て
山
、
問
、
四
、
別
、
旧
)
。
同

問
、
日
、
問
)
を
除
く
と
、
い
ず
れ
も
一
般

様
に
、
交
通
事
故
に
関
す
る
裁
判
例
で
は
、
監
督
義
務
の
内
容
を
説
示
し
な
い
裁
判
例
(
問
、

的
監
督
義
務
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
(
問
、
問
、
日
)
。

故
意
の
犯
罪
に
関
す
る
裁
判
例
、
遊
戯
・
ス
ポ
ー
ツ
事
故
に
関
す
る
裁
判
例
に
お
い
て
は
、
具
体
的
監
督
義
務
違
反
を
認
め
る
と
見
ら
れ

る
裁
判
例
(
跡
、
問
、
問
、
川
、
山
、
川
、
問
、
山
)
が
見
出
さ
れ
る
一
方
で
、
一
般
的
監
督
義
務
違
反
を
問
題
と
す
る
と
見
ら
れ
る
裁
判

例
(
川
、
川
、
山
)
も
見
出
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
具
体
的
監
督
義
務
違
反
を
認
め
る
裁
判
例
の
う
ち
、
子
が
従
前
「
特
定
化
さ
れ
た
行
為
」

を
行
っ
て
い
た
の
は
川
、
別
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
他
の
裁
判
例
は
「
特
定
化
さ
れ
て
い
な
い
危
険
」
や
加
害
行
為
に
使
用
さ
れ
た
物
を
親
が

子
に
供
与
し
た
と
い
う
事
実
か
ら
監
督
義
務
を
導
き
出
し
(
問
、
川
、
山
、
川
)
、
或
い
は
、
そ
れ
ら
の
事
実
が
一
切
認
定
さ
れ
て
い
な
い

に
も
か
か
わ
ら
ず
監
督
義
務
違
反
を
認
め
る
裁
判
例
(
印
)
も
見
出
さ
れ
る
。
他
方
、
こ
れ
ら
の
事
案
類
型
で
は
監
督
義
務
の
内
容
に
一
切

触
れ
な
い
も
の
も
多
数
見
ら
れ
る
(
閥
、
山
、
川
、
山
、
山
、
川
、
山
、
問
、
問
、

m、
四
、
間
)
。
ま
た
、
未
成
年
者
同
士
の
け
ん
か
に

印
、
同
)
に
お
い
て
も
、
こ
の
タ
イ
プ
の
裁
判
例
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
監
督
義
務
の
内
容
を
説
示

よ
る
事
故
に
関
す
る
裁
判
例
(
凶
、
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し
な
い
裁
判
例
に
お
い
て
は
、
子
の
従
前
の
「
特
定
化
さ
れ
た
行
為
」
等
が
一
切
認
定
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
(
そ
の
よ
う
な
何
ら
か
の
事

れ
て
い
る
と
見
て
い
る

mだ
け
で
あ
る
)
、
判
決
が
「
特
定
化
さ
れ
た
行
為
」
の
予
見
可
能
性
を
基
礎
づ
け
る
事
実
も
推
定
さ

(
こ
の
よ
う
に
解
す
れ
ば
、
具
体
的
監
督
義
務
違
反
を
肯
定
し
て
い
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
)
の
か
、
そ
れ

情
が
認
定
さ
れ
て
い
る
も
の
は
鵬
、

と
も
そ
の
よ
う
な
行
為
の
予
見
可
能
性
が
な
く
と
も
親
は
監
督
義
務
を
負
う
と
見
て
い
る

(
こ
の
よ
う
に
解
す
れ
ば
、

一
般
的
監
督
義
務
違

反
を
肯
定
し
て
い
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
)

一
般
的
監
督
義
務
と
具
体
的
監
督
義
務
の
い
ず
れ

(
こ
の
こ
と
は
い
た
ず
ら
及
び
交
通
事
故
に
関
す
る
裁
判
例
に
お
い
て
監
督
義

の
か
明
ら
か
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、

に
基
づ
く
責
任
が
肯
定
さ
れ
て
い
る
の
か
明
ら
か
で
は
な
い

務
の
内
容
に
言
及
し
て
い
な
い
裁
判
例
に
つ
い
て
も
言
え
る
)
。

失
火
に
関
す
る
裁
判
例
で
は
、
失
火
の
場
合
に
は
七
一
四
条
と
失
火
責
任
法
の
関
係
が
問
題
と
な
り
、
親
の
責
任
の
要
件
と
し
て
監
督
に

つ
い
て
の
重
過
失
を
要
求
す
る
裁
判
例
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
必
ず
し
も
そ
の
他
の
類
型
の
裁
判
例
と
同
列
に
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
監
督
義
務
慨
怠
の
有
無
に
関
す
る
具
体
的
判
断
の
結
論
の
相
違
は
、
必
ず
し
も
法
律
構
成
の
相
違
に
は
還
元
さ
れ

ず
、
監
督
上
の
「
過
失
」
乃
至
「
重
過
失
」
の
内
容
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
と
い
う
点
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
点
は
注
目
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
子
に
よ
る
失
火
の
予
見
可
能
性
が
存
在
し
た
こ
と
に
過
失
乃
至
重
過
失
を
求
め
る
裁
判
例
(
刷
、

間
)
で
は
、
法
律
構
成

61 

監督者責任の再構成 (4) 

と
は
無
関
係
に
、
子
が
従
前
火
遊
び
を
行
っ
て
い
た
と
い
う
よ
う
な
事
実
が
な
い
限
り
親
の
監
督
義
務
慨
怠
が
否
定
さ
れ
る
の
に
対
し
、
こ

の
予
見
可
能
性
と
は
無
関
係
に
監
督
義
務
を
構
成
し
よ
う
と
す
る
裁
判
例
は
、
子
に
よ
る
失
火
の
態
様
に
着
目
し
、
そ
れ
が
単
な
る
失
火
と

は
異
な
り
悪
質
な
も
の
で
あ
る
場
合
に
、
そ
の
こ
と
か
ら
監
督
義
務
慨
怠
を
導
き
出
し
て
い
る

162 

出
、
市
)
と
見
ら
れ
る
。

全
体
と
し
て
は
、
責
任
能
力
者
に
よ
る
加
害
行
為
に
関
す
る
裁
判
例
と
比
べ
る
と
、
監
督
義
務
の
内
容
を
説
示
し
な
い
裁
判
例
が
圧
倒
的

多
数
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
原
告
の
監
督
義
務
違
反
の
主
張
に
対
す
る
被
告
の
防
禦
方
法
に
も
大
き
く
影
響
さ
れ
て
い
よ
う
。
監
督

義
務
違
反
の
内
容
を
説
示
し
な
い
裁
判
例
で
は
、
原
告
の
監
督
義
務
違
反
の
主
張
に
対
し
て
、
被
告
は
、
「
監
督
義
務
違
反
を
尽
し
て
い
た
」
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説

と
主
張
す
る
の
で
は
な
く
、
原
告
の
主
張
を
「
否
認
す
る
」
と
す
る
に
と
ど
ま
る
も
の
が
多
く
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
裁
判
例
に

お
い
て
も
、
被
告
た
る
親
は
自
白
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
監
督
義
務
履
行
に
つ
い
て
の
立
証
活
動
は
行
わ
れ
て
い
る
と

論

見
ら
れ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
裁
判
例
が
、
子
の
従
前
の
「
特
定
化
さ
れ
た
行
為
」
等
を
一
切
認
定
す
る
こ
と
な
く
監
督
義
務
違
反

を
認
め
て
い
る
と
い
う
事
実
か
ら
は
、
子
の
年
齢
の
低
さ
の
故
に
(
具
体
的
危
険
の
予
見
可
能
性
を
前
提
と
し
な
い
)

一
般
的
な
教
育
や
し

つ
け
が
要
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
よ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
監
督
義
務
の
内
容
に
対
す
る
現
在
の
学
説
の
理
解
が
七
一
四
条
責
任
の
要

件
に
関
し
て
は
妥
当
し
て
い
る
と
も
見
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
に
対
し
、
失
火
に
関
す
る
裁
判
例
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
子
に
よ
る
加

害
行
為
の
予
見
可
能
性
を
基
礎
づ
け
る
事
情
が
な
い
以
上
、
「
一
般
的
な
注
意
や
蝶
」
を
し
て
い
れ
ば
監
督
義
務
を
尽
く
し
た
と
し
て
、
親

の
責
任
を
否
定
す
る
裁
判
例
も
見
ら
れ
る
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間
)
。
こ
れ
ら
の
裁
判
例
は
、
失
火
に
関
す
る
裁
判
例
に
お
け
る
親
の
責
任
の
存
否
判
断

の
決
め
手
が
重
過
失
を
要
求
す
る
か
否
か
で
は
な
く
、
何
を
も
っ
て
監
督
義
務
違
反
と
見
る
か
と
い
う
点
に
あ
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
具
体

的
監
督
義
務
と
一
般
的
監
督
義
務
の
相
五
の
関
係
に
つ
い
て
の
、
後
者
が
前
者
よ
り
も
高
度
な
義
務
で
あ
る
と
の
理
解
に
対
し
、
再
考
を
促

す
契
機
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

一
日
判
批
」
「
判
時
』

(
山
川
)
本
判
決
に
つ
い
て
は
判
例
評
釈
と
し
て
、
沢
井
裕
「
東
京
高
判
平
成
三
年
九
月
一

頁
等
が
あ
る
。

(
防
)
本
判
決
は
、
七
一
四
条
責
任
の
趣
旨
を
代
位
責
任
と
解
す
る
か
の
よ
う
な
表
現
の
あ
る
点
、
さ
ら
に
と
り
わ
け
、
監
督
義
務
違
反
の
判
断
に

際
し
て
被
監
督
者
の
行
為
態
様
を
考
慮
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
点
で
注
目
さ
れ
る
が
、
破
棄
差
一
反
判
決
で
も
あ
り
、
本
務
で
は
直
接
の
検
討

の
対
象
と
し
な
い
。

(
附
)
本
判
決
に
つ
い
て
は
加
害
者
の
中
に
七
歳
未
満
の
者
も
含
ま
れ
て
い
る
が
便
宜
上
こ
こ
で
検
討
す
る
。

(
問
)
一
部
の
学
説
に
お
い
て
親
の
監
督
義
務
違
反
が
肯
定
さ
れ
た
裁
判
例
と
さ
れ
る
最
高
裁
昭
和
国
三
年
二
月
九
日
(
判
時
五
一

O
号
三
八
頁
)

一
四
三
六
号
(
平
成
五
年
)

一
八
五
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に
つ
い
て
は
、
後
註
川
参
照
。

第
二
項

七
歳
未
満
の
責
任
無
能
力
者
に
関
す
る
裁
判
例

第

目

(
山
間
)

い
た
ず
ら
に
よ
る
事
故
に
関
す
る
裁
判
例

こ
の
類
型
に
関
す
る
公
表
裁
判
例
は
こ
れ
ま
で
に
八
件
存
在
す
る
。

[
即
]
東
京
控
訴
院
昭
和
二
年
三
月
五
日
判
決
(
法
律
評
論
一
六
巻
民
法
人
四
三
頁
)

【
事
案
】

A

(
数
え
年
七
歳
、
男
)
は
竹
梓
に
よ
り
X
の
左
眼
を
突
き
、

X
は
左
眼
を
失
明
し
た
。

X
か
ら
A
の
父
Y
に
対
し
て
賠
償
請
求
。

請
求
認
容
。

{
判
旨
】
「
Y
ノ
援
用
セ
ル
証
拠
ニ
拠
リ
テ
ハ
未
タ
Y
ニ
於
テ
右
A
一
穴
対
ス
ル
監
督
ノ
義
務
ヲ
怠
ラ
サ
リ
シ
モ
ノ
ト
ハ
認
メ
難
キ
ヲ
以
テ
右

幼
童
ノ
父
ト
シ
テ
之
ヲ
監
督
ス
ヘ
キ
義
務
ア
ル

Y
ハ
A
ノ
前
掲
加
害
行
為
ニ
因
リ

Y
ニ
蒙
ラ
シ
メ
タ
ル
身
体
上
並
ニ
精
神
上
ノ
苦
痛
ニ
対
シ

車ま督者責任の再構成 (4) 

相
当
ノ
慰
謝
料
ヲ
支
払
フ
ヘ
キ
義
務
ア
ル
モ
ノ
ト
謂
ハ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
」
。

[
瑚
]
名
古
屋
地
裁
判
決
年
月
日
不
明
(
民
集
二
二
巻
二
六
六
頁
)

【
事
案
】

A
(
六
歳
一

0
ヶ
月
男
)
が
コ
ン
ク
リ
ー
ト
片
を
投
げ
た
こ
と
に
よ
る

X
の
負
傷
。

X
か
ら
A
の
父
Y

い
て

γ
が
承
継
)
に
対
し
て
七
一
四
条
に
基
づ
き
賠
償
請
求
。
請
求
認
容
。

【
判
旨
}
「
A
ノ
父
ニ
シ
テ
親
権
者
タ
リ
シ

Y
ニ
於
テ
A
ニ
対
ス
ル
監
督
義
務
ヲ
怠
ラ
サ
リ
シ
コ
ト
ヲ
認
ム
ヘ
キ
証
左
ナ
キ
本
件
ニ
於
テ

Y

北法56(4・113)1665 

(
Y
死
亡
後
控
訴
審
に
お



説

ハ
右
A
ノ
親
権
者
ト
シ
テ
同
人
ノ
前
記
不
法
行
為
ニ
因
リ
X
ニ
加
ヘ
タ
ル
損
害
ヲ
賠
償
ス
ヘ
キ
義
務
ア
ル
モ
ノ
ト
謂
ハ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
」
。

論

[
附
]
大
審
院
昭
和
一
八
年
四
月
九
日
判
決
(
民
集
二
二
巻
二
五
五
頁
)

【
事
案
}
瑚
の
上
告
審
。

γ
か
ら
上
告
。
上
告
棄
却
。

~ti去56(4 ・ 114 )1666

{
判
旨
】
「
Y
カ
A
ニ
対
ス
ル
監
督
義
務
ヲ
怠
ラ
サ
リ
シ
コ
ト
ヲ

γ
ニ
於
テ
立
証
ス
ル
ニ
非
ス
ン
ハ
右
A
ノ
X
ニ
加
ヘ
タ
ル
本
件
不
法
行
為

上
ノ
損
害
ヲ
賠
償
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ヤ
明
白
ナ
リ
」
。
原
審
は

Y
が
監
督
義
務
を
怠
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
認
め
る
証
拠
が
な
い
と
し
た
と

こ
ろ
、
「
本
件
ノ
証
拠
上
斯
ル
判
定
ハ
必
ス
シ
モ
之
ヲ
為
シ
得
サ
ル
モ
ノ
ニ
非
ス
」
。

[m]
名
古
屋
地
裁
昭
和
三
一
八
年
一
月
二
六
日
判
決
(
判
時
三
四
七
号
五
二
頁
)

【
事
案
】

A 

(
三
歳
四
ヶ
月
男
)
が
瓦
の
破
片
様
の
も
の
を
投
げ
た
こ
と
に
よ
る
X
の
負
傷
。

X
ら
か
ら
A
の
父
母
Y
Y
に
対
し
て
賠
償
請

求
。
請
求
認
容
。

【
判
旨
】

Y
ら
は

A
の
祖
母
B
に
A
を
監
督
さ
せ
て
い
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
監
督
義
務
際
怠
が
な
か
っ
た
こ
と
を
主
張
す
る
が
、
「
B
に

Y
Y
の
右
責
任
免
除
の
理
由
と
は
な
ら
な
い
」
。

A
を
監
督
さ
せ
て
い
た
と
い
う
だ
け
で
は
、

【
検
討
】
監
督
の
委
託
の
事
実
の
立
証
だ
け
で
は
免
責
立
証
と
な
り
得
な
い
と
す
る
。

【
事
案
】

A

[
山
]
東
京
地
裁
昭
和
四
四
年
二
一
月
一
一
一
一
一
日
判
決
(
判
時
五
九
一
号
七
五
頁
)

(
四
歳
男
)
が
竹
棒
で
突
如
目
を
突
き
刺
し
た
こ
と
に
よ
る
X
の
負
傷
。

X
か
ら
A
の
父
母
Y
Y
に
対
し
て
賠
償
請
求
。
請
求

認
容
。



【
判
旨
】
「
Y
ら
が
、
本
件
事
故
当
時
、
:
:
:
〔
本
件
事
故
現
場
〕
近
く
に
い
て
、
遊
び
の
様
子
を
見
て
い
る
な
ど
し
て
、

A
の
行
動
を
具

体
的
に
監
督
す
る
こ
と
を
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
、
:
:
:
明
ら
か
で
あ
」
る
。

【
検
討
】
監
督
義
務
の
内
容
と
し
て
、
予
見
可
能
性
の
有
無
を
問
わ
ず
、
当
該
加
害
行
為
時
に
お
け
る
子
の
行
動
の
監
視
を
要
求
す
る
も
の

と
見
ら
れ
る
。

[
巾
]
大
阪
地
裁
昭
和
五
O
年
一
一
一
月
一
一
一
一
日
判
決
(
判
時
八
二
二
号
六
七
頁
)

【
事
案
】

A
(
三
歳
五
ヶ
月
男
)
は
母
親
と
共
に
来
て
い
た
銭
湯
に
お
い
て
、
脱
衣
箱
の
一
扉
を
勢
い
よ
く
閉
め
た
と
こ
ろ
、
そ
の
脱
衣
箱
の

上
に
あ
っ
た
ベ
ビ

l
ベ
ッ
ト
に
座
っ
て
い
た
X
の
指
を
挟
み
、
こ
れ
を
切
断
し
た
o

X
か
ら

A
の
父
母
Y

Y
に
対
し
て
賠
償
請
求
。
請
求
認

，チ7・
谷。【

判
旨
】

A
に
は
過
失
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
X
に
損
害
を
加
え
た
の
で
あ
る
か
ら
、
「
Y
ら
は
、
民
法
七
一
四
条
一
一
項
に
よ
る
損
害
賠
償

義
務
が
あ
る
」
。

監督者責任の再構成 (4) 

[m]
東
京
高
裁
昭
和
五
一
年
一

O
月
二
O
日
判
決
(
判
タ
三
四
七
号
一
七
七
頁
)

【
事
案
】

A
(
四
歳
女
)
は
母
Y
に
よ
り
Y
の
買
物
中
X
の
母
B
に
預
け
ら
れ
、

X
と
共
に
ま
ま
ご
と
遊
び
を
し
て
い
た
際
、
握
り
は
さ
み

で
X
の
左
眼
を
傷
つ
け
た
。

X
か
ら
A
の
父
母
Y

Y
に
対
し
て
賠
償
請
求
。
請
求
認
容
。

【
判
旨
】

Y
は
A
を
一
人
で
遊
び
に
出
す
こ
と
は
な
く
、
ま
た
室
内
で
遊
ん
で
い
る
と
き
も
、
は
さ
み
を
箪
笥
の
上
に
置
く
な
ど
し
て
、
絶

え
ず
A
が
危
険
な
も
の
に
手
を
触
れ
な
い
よ
う
に
注
意
し
、

A
に
対
し
て
も
危
険
な
も
の
が
あ
っ
た
ら
す
ぐ

Y
の
と
こ
ろ
に
持
っ
て
来
る
よ

う
常
日
ご
ろ
注
意
し
、
近
隣
の
母
親
達
と
も
幼
児
に
危
険
な
も
の
で
遊
ば
せ
な
い
よ
う
話
し
合
い
、
こ
と
さ
ら
通
常
の
母
親
が
用
い
る
以
上

の
細
心
の
注
意
を
A
の
遊
び
ゃ
行
動
に
向
け
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
さ
ら
に
、

Y

Y
は
本
件
事
故
発
生
後
A
に
対
し
は
さ
み
を
示
し
て
、

北法56(4・115)1667 



説

本
件
事
故
発
生
時
に
ど
の
よ
う
に
し
た
の
か
等
を
問
い
質
し
て
い
る
が
、
仮
に

X
の
負
傷
が
自
傷
行
為
で
あ
る
と
信
じ
て
い
た
と
す
れ
ば
.

そ
の
よ
う
な
こ
と
を
す
る
必
要
は
な
い
。
「
以
上
の
認
定
事
実
に
、

A
が
本
件
傷
害
を
惹
起
し
た
事
実
を
あ
わ
せ
る
と
、

Y
ら
は
か
ね
て
か

ら、

A
の
遊
び
に
乱
暴
な
面
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
了
知
し
、
絶
え
ず
A
の
遊
び
ゃ
行
動
に
強
い
関
心
を
抱
い
て
い
た
も
の
と
認
め
る
の
が
相

当
で
あ
る
」
。
「
そ
う
と
す
れ
ば
、

Y
は
B
に
A
を
預
け
る
に
際
し
、

A
に
対
し
危
険
な
も
の
に
手
を
触
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
事
前
の
注
ム
恩

北法56(4・116)1668

コ"-
刊岡

Y
ら
が
A
の
行
動
に
強
い
関
心
を
持
っ
て

A
が
X
方
で
危
険
な
も
の
を
持
っ
て
遊
ぶ
こ
と
の
な
い
よ
う
と
り
は
か
ら
う
な
ど
細
心
の
注
慈

を
払
う
べ
き
で
あ
っ
た
:
:
:
。
し
か
る
に
:
:
:
Y
は
A
及、び

B
に
対
し
て
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
注
意
を
し
な
か
っ
た
」
。

【
検
討
】
監
督
義
務
の
内
容
と
し
て
、
親
が
子
の
遊
び
の
「
乱
暴
な
面
」
を
了
知
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
監
督
の
委
託
に
際
し
て
の
受
託
者

を
与
え
、
ま
た

B
に
対
し
て
も
、
:
:
:
幼
児
に
危
険
な
も
の
を
与
え
な
い
よ
う
話
を
し
、
ま
た
、

い
る
事
情
を
伝
え

B
の
注
意
を
喚
起
し
て
、

へ
の
注
意
の
喚
起
を
要
求
し
て
お
り
、
子
の
加
害
行
為
の
予
見
可
能
性
を
前
提
と
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
事
案
と
し
て
は
、
従
前
A
の
遊

び
に
乱
暴
な
面
が
見
ら
れ
た
こ
と
を
認
定
し
て
お
り
、
少
な
く
と
も

C
ケ
l
ス
と
言
え
よ
う
。

[
山
]
東
京
地
裁
平
成
三
年
三
一
月
五
日
(
判
時
一
四
O
O
号
三
六
頁
)

【
事
案
】

A
(
五
歳
男
)
は
ス
イ
ミ
ン
グ
教
室
に
お
い
て
X
の
水
中
眼
鏡
を
引
っ
張
っ
て
離
し
、
そ
の
結
果
X
は
右
目
を
失
明
し
た
。

X
か

ら
A
の
父
母
Y

Y
ら
に
対
し
て
七
一
四
条
等
に
基
づ
き
賠
償
請
求
。
請
求
認
容
。

【
判
旨
】
「
民
法
七
一
四
条
一
項
の
監
督
義
務
は
一
般
的
監
督
義
務
で
あ
り
、
責
任
無
能
力
者
が
違
法
な
加
害
行
為
を
行
っ
た
場
合
に
は
反

対
の
証
拠
が
な
い
限
り
監
督
義
務
者
は
そ
の
監
督
を
十
分
に
尽
く
さ
な
か
っ
た
も
の
と
推
認
さ
れ
る
。
本
件
全
証
拠
に
よ
る
も

Y
両
名
が
監

督
義
務
を
尽
し
た
こ
と
を
認
め
る
に
足
り
な
い
」
。

【
検
討
}
「
一
般
的
監
督
義
務
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
の
ど
の
よ
う
な
内
容
を
有
す
る
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
但
し
、



本
件
で
は
監
督
義
務
を
基
礎
づ
け
得
る
よ
う
な
事
実
は
と
く
に
認
定
さ
れ
て
い
な
い
。

以
上
の
い
た
ず
ら
に
関
す
る
裁
判
例
に
お
い
て
は
監
督
義
務
の
内
容
を
検
討
す
る
こ
と
な
く
親
の
責
任
を
肯
定
す
る
も
の
が
殆
ど
で
あ
る

が
、
僅
か
に
こ
の
点
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
裁
判
例
は
、
子
の
行
動
を
常
時
監
視
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る

委
託
に
際
し
て
、
子
の
特
性
等
に
つ
い
て
受
託
者
に
注
意
を
喚
起
す
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
が
見
ら
れ
る

(
山
)
。
ま
た
、
監
督
の

(川)。

第

目

交
通
事
故
に
関
す
る
裁
判
例

こ
の
類
型
に
関
す
る
公
表
裁
判
例
は
こ
れ
ま
で
に
二
件
存
在
す
る
。

監督者責任の再構成 (4) 

[
同
]
東
京
高
裁
昭
和
五
六
年
六
月
一

O
日
判
決
(
判
タ
四
五
三
号
一
五
O
頁
)

{
事
案
】
事
案
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
の
コ
メ
ン
ト
を
併
せ
読
む
と
概
ね
以
下
の
よ
う
な
事
案
で
あ
る
。
自
動
車
を
運

転
し
て
い
た

X
は
、
進
行
方
向
左
側
の
空
地
に
母

Y
と
共
に
い
た

A
(
五
歳
男
)
が
道
路
に
向
か
っ
て
三
輪
車
を
走
ら
せ
て
く
る
の
を
発
見

し
た
た
め
、

A
が
道
路
に
飛
び
出
し
て
き
た
も
の
と
判
断
し
、
こ
れ
を
避
け
よ
う
と
し
て
自
動
車
を
歩
道
に
乗
り
上
げ
さ
せ
、
歩
行
者

B
に

衝
突
さ
せ
た
。
こ
の
と
き
Y
は
A
を
押
さ
え
て
、
空
地
と
車
道
の
間
に
あ
る
歩
道
の
中
程
で
コ
一
輪
車
を
止
ま
ら
せ
て
い
た
。

B
に
賠
償
金
を

支
払
っ
た

X
及
、
び
そ
の
使
用
者
か
ら
Y
及、び
A
の
父
Y
に
対
し
て
賠
償
請
求
。
請
求
棄
却
。

【
判
旨
】

X
運
転
の
自
動
車
が
空
地
の
手
前
約
一
五

m
付
近
に
進
行
し
た
と
き
、

A
が
三
輪
車
に
乗
っ
て
空
地
を
走
り
出
し
て
い
た
が
、
「
そ

の
速
度
は
決
し
て
速
い
も
の
で
は
な
く
、

Y
が
待
ち
受
け
て
車
道
に
出
な
い
よ
う
配
慮
し
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
A
の
乗
っ
た
三
輪
車

は
歩
道
の
中
程
で
止
ま
っ
て
車
道
に
は
出
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
客
観
的
に
は
車
道
へ
の
飛
び
出
し
の
危
険
は
な
か
っ
た
:
:
:
。
し

北法56(4・117)1669



説

か
る
に
、

X
が
加
害
車
の
運
転
を
誤
っ
て
本
件
事
故
を
発
生
さ
せ
た
の
は
、

X
が
大
型
貨
物
自
動
車
を
ス
ピ
ー
ド
を
出
し
た
ま
ま
運
転
し
、

か
つ
右
認
定
の
状
況
を
適
確
に
認
識
し
な
か
っ
た
た
め
、
飛
び
出
し
の
危
険
が
な
い
の
に
A
が
三
輪
車
を
走
ら
せ
て
車
道
に
飛
び
出
し
て
く

る
も
の
と
錯
覚
し
、
か
っ
・
:
:
・
無
理
な
回
避
行
動
を
と
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
」
。
「

Y
は
:
:
:
A
が
車
道
に
出
な
い
よ
う
、

前命

そ
の
安
全
に
配
慮
し
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
A
の
・
:
:
・
行
動
が
通
常
の
注
意
を
払
っ
て
走
行
し
て
い
る
自
動
車
運
転
者
の
運
転
を
誤
ら

せ
る
程
度
に
危
険
な
も
の
で
あ
る
と
ま
で
は
認
め
難
い
か
ら
、

Y
ら
に

X
ら
主
張
の
義
務
違
反
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
」
0

【
検
討
】
子
供
の
飛
び
出
し
(
に
見
え
る
行
動
)
に
よ
る
事
故
惹
起
と
い
う
、
わ
が
国
の
公
表
裁
判
例
の
中
で
は
珍
し
い
ケ
l
ス
に
関
す
る

判
決
で
あ
り
、
公
表
裁
判
例
の
中
で
は
親
の
監
督
義
務
慨
怠
を
正
面
か
ら
否
定
し
た
唯
一
の
裁
判
例
と
い
え
る
。
も
っ
と
も
、
本
件
に
つ
い

て
は
子
の
行
為
に
違
法
性
が
な
か
っ
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
事
案
と
し
て
は

D
ケ
l
ス
で
あ
り
、
具
体
的
監
督
義
務
が
問
題
と
さ
れ

て
い
る
と
見
ら
れ
る
。

[
川
]
千
葉
地
裁
平
成
元
年
三
月
一
一
一
一
日
判
決
(
判
時
一
一
一
一
一
一
一
八
号
一
一
一
一
八
頁
)

{
事
案
】
公
園
内
で
の

A
(
五
歳
二
ヶ
月
女
)
運
転
自
転
車
の
歩
行
者

X
へ
の
衝
突

(
X負
傷
)
o
X
か
ら
A
の
父
母

Y
Y
に
対
し
て
七
一

四
条
に
基
づ
き
賠
償
請
求
。
請
求
認
容
。

{
判
旨
】
「
A
は
当
時
五
歳
二
箇
月
で
あ
り
、

Y
ら
は
、
そ
の
両
親
で
親
権
者
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、

本
文
の
規
定
に
よ
り
:
:
:
X
の
損
害
を
連
帯
し
て
賠
償
す
べ
き
責
任
が
あ
る
」
0

Y
ら
は
、
民
法
七
一
四
条
一
項

以
上
の
交
通
事
故
に
関
す
る
裁
判
例
に
お
い
て
監
督
義
務
の
内
容
に
つ
い
て
比
較
的
詳
細
に
説
示
さ
れ
て
い
る
の
は
一
件
だ
け
(
同
)
で

あ
り
、
親
の
現
認
下
で
の
飛
び
出
し
に
よ
る
交
通
事
故
惹
起
と
い
う
特
殊
な
ケ
l
ス
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
一
件
だ
け
を
も
っ
て
類
型
的
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特
徴
を
抽
出
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

失
火
に
関
す
る
裁
判
例

こ
の
類
型
に
関
す
る
公
表
裁
判
例
は
こ
れ
ま
で
に
四
件
存
在
す
る
。

第

目

[
町
]
台
湾
高
等
法
院
昭
和
六
年
一
一
月
一
一
日
判
決
(
法
律
新
聞
三
三
一
四
六
号
一
七
頁
)

【
事
案
}
A
(
六
歳
男
)

の
マ
ッ
チ
を
用
い
た
火
遊
び
に
よ
る
X
所
有
住
宅
の
焼
失
。

X
か
ら
A
の
養
父
Y
に
対
し
て
賠
償
請
求
。

X
か
ら
、

原
判
決
が
監
督
義
務
者
の
責
任
要
件
と
し
て
重
過
失
を
要
求
し
た
の
は
不
当
で
あ
る
と
し
て
上
告
。
上
告
棄
却
。

(
則
)

{
判
旨
】
い
わ
ゆ
る
単
純
は
め
込
み
説
を
採
用
し
た
上
で
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
齢
七
歳
ニ
達
シ
タ
ル
幼
児
ノ
日
常
生
活
一
一
付
テ
ハ
絶

ヘ
ス
看
護
人
ヲ
附
セ
サ
ル
ヲ
普
通
ト
ス
ル
コ
ト
顕
著
ナ
ル
事
例
ナ
レ
ハ
父
タ
ル
親
権
者
カ
七
歳
ノ
幼
児
ヲ
家
ニ
残
シ
外
出
ス
ル
カ
如
キ
ハ
該

幼
児
ノ
監
督
上
重
大
ナ
ル
過
失
ナ
リ
ト
云
フ
ヲ
得
ス
此
ノ
点
ニ
付
原
審
ノ
確
定
ス
ル
所
ニ
依
レ
ハ

Y
ハ
本
件
失
火
ノ
当
時
其
ノ
子
A
:
:
:
ヲ

自
宅
ニ
残
シ
外
出
不
在
ナ
リ
シ
ト
云
フ
ニ
在
リ
テ
且
Y
ニ
於
テ

A
カ
X
住
家
ノ
附
近
ニ
於
テ
火
ヲ
弄
ス
ル
カ
如
キ
同
人
ノ
偶
発
的
所
為
ヲ
予

監督者責任の再構成 (4) 

メ
知
ル
由
ナ
ケ
レ
ハ
之
ヲ
未
然
ニ
防
止
セ
サ
リ
シ
カ
為
法
定
監
督
義
務
者
タ
ル

Y
ニ
監
督
上
重
大
ナ
ル
過
失
ア
リ
ト
謂
フ
ヲ
得
サ
ル
コ
ト
亦

固
ヨ
リ
言
ヲ
侯
タ
サ
ル
所
ナ
レ
ハ
原
審
カ
本
件
失
火
者
A
ノ
法
定
監
督
義
務
者
タ
ル

Y
カ
本
件
失
火
ノ
当
時
不
在
ナ
リ
シ
事
実
ヲ
確
定
シ
以

テ
A
ノ
監
督
上
重
大
ナ
ル
過
失
ア
リ
ト
謂
フ
コ
ト
ヲ
得
ス
ト
判
示
シ

X
ノ
本
訴
請
求
ヲ
排
斥
シ
タ
ル
ハ
不
法
ニ
ア
ラ
ス
」
。

【
検
討
】
親
の
責
任
を
認
め
る
た
め
に
重
過
失
を
要
求
し
た
上
で
、

A
の
加
害
行
為
の
予
見
可
能
性
が
な
い
以
上
、
外
出
時
に
六
歳
児
を
一

人
に
し
て
お
く
こ
と
は
重
過
失
で
は
な
い
と
し
た
原
審
を
是
認
し
て
い
る
。
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説

[m]
東
京
地
裁
昭
和
四
八
年
四
月
一
一
日
判
決
(
判
時
七
二
四
号
五
三
頁
)

【
事
案
】
母
Y
が
朝
か
ら
飲
酒
酪
町
し
て
寝
て
い
た
た
め
一
人
で
遊
ん
で
い
た

A
(
五
歳
女
)
が
、
仏
壇
の
上
か
ら
椅
子
を
使
っ
て
取
り
出

ロよ》、
日岡

し
た
ロ

l
ソ
ク
及
び
マ
ッ
チ
を
使
用
し
て
火
災
を
発
生
さ
せ
、

Y
の
居
住
部
分
及
、
び
そ
の
真
上
に
あ
っ
た
X
の
居
室
を
焼
致
し
た
。

X
か
ら

Y
に
対
し
て
火
災
に
よ
る
物
損
等
に
つ
き
賠
償
請
求
。
請
求
認
容
。

{
判
旨
】
い
わ
ゆ
る
延
焼
部
分
は
め
込
み
説
を
採
用
し
た
上
で
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
本
件
に
お
い
て
A
の
親
権
者
で
あ
る

Y
は
、
同

女
に
対
し
火
の
取
扱
を
厳
禁
せ
ず
、
椅
子
を
使
え
ば
容
易
に
手
の
届
く
と
こ
ろ
に
マ
ッ
チ
・
ロ

l
ソ
ク
を
放
置
し
、
そ
の
う
え
、
火
災
直
後

同
女
か
ら
火
急
を
告
げ
ら
れ
な
が
ら
午
前
中
か
ら
酪
町
熟
睡
し
て
い
た
た
め
本
件
火
災
に
気
付
い
た
と
き
に
は
、
た
だ
逃
げ
る
よ
り
術
が
な

く
、
火
元
の
真
上
の
本
件
貸
室
を
焼
損
す
る
に
至
っ
た
:
:
:
〔
の
で
〕
あ
る
か
ら
、

Y
は
親
権
者
と
し
て
そ
の
子
女
に
よ
る
失
火
防
止
に
つ

い
て
一
般
的
な
監
督
行
為
を
怠
っ
て
い
た
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
ず
、
:
:
:
結
局
Y
は
、
本
件
火
災
発
生
前
後
に
お
い
て
A
の
監
督
義
務
を

怠
っ
た
」
。

【
検
討
】
本
件
火
災
に
よ
り
焼
損
し
た

X
の
居
室
は
火
元
の

Y
の
居
室
と
一
体
と
な
っ
た
建
物
の
中
に
あ
り
、
本
判
決
は

X
の
居
室
の
焼
損

を
「
延
焼
」
に
よ
る
も
の
と
す
る
の
か
否
か
を
明
言
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
「
一
般
的
な
監
督
行
為
」
を
問
題
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

(m) 

X
の
居
室
の
焼
損
が
「
延
焼
」
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
親
の
責
任
要
件
と
し
て
軽
過
失
で
足
り
る
と
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
本
判
決
は

マ
ッ
チ
・
ロ

l
ソ
ク
の
管
理
や
Y
が
酪
町
熟
睡
し
て
い
た
こ
と
を
捉
え
て
Y
の
監
督
義
務
慨
怠
と
し
て
お
り
、
そ
の
限
り
で

A
に
よ
る
加
害

行
為
の
予
見
可
能
性
を
要
求
し
て
い
な
い
も
の
と
見
ら
れ
る
。
事
案
と
し
て
は
官
ケ
l
ス

(
マ
ッ
チ
・
ロ

l
ソ
ク
)
0

[m]
大
阪
高
裁
昭
和
五
六
年
四
月
一
五
日
判
決
(
判
時
一

O
一
八
号
八
三
一
頁
)

【
事
案
】
学
校
か
ら
帰
宅
し
た

A
(
六
歳
一
一
ヶ
月
男
)
が
母
Y
の
職
場
へ
行
く
前
に
X
所
有
倉
庫
の
庇
下
で
火
遊
び
を
し
た
こ
と
に
よ
る
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倉
庫
及
び
そ
の
中
の
商
品
の
焼
失
。

A
の
父
Y
は
単
身
赴
任
し
、

Y
も
働
い
て
い
る
た
め
、
他
に
家
族
の
い
な
い

A
は
下
校
後
直
ち
に

Y
の

勤
務
先
に
赴
き
、

Y
の
退
勤
時
に
一
緒
に
帰
宅
す
る
こ
と
が
多
く
(
本
件
火
災
当
日
は
雨
が
降
っ
て
い
た
の
で
鞄
を
置
き
に
一
度
自
宅
に
帰

ら
せ
た
)
、
平
素
は

A
だ
け
自
宅
で
留
守
を
す
る
こ
と
は
な
く
、

Y
ら
は

A
の
監
督
に
つ
き
常
に
そ
れ
な
り
の
注
意
を
払
っ
て
い
た
が
、
そ

の
留
守
中
A
が
自
宅
に
入
る
に
つ
い
て
近
隣
の
者
等
に
特
に
監
督
を
依
頼
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

X
か
ら

Y
Y
に
対
し
て
賠
償
請
求
。
請

求
認
容
。

【
判
旨
}
い
わ
ゆ
る
単
純
は
め
込
み
説
を
採
用
し
た
上
で
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
子
ど
も
の
火
遊
び
に
つ
い
て
の
注
意
は
親
と
し
て
最

も
基
本
的
な
も
の
で
、
こ
れ
は
日
常
生
活
を
共
に
し
て
い
る
親
で
あ
れ
ば
子
供
の
性
格
や
行
動
に
つ
い
て
わ
ず
か
な
注
意
を
払
う
こ
と
に
よ

り
そ
の
兆
候
を
察
知
し
、
こ
れ
を
未
然
に
や
め
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
ほ
か
、
両
親
不
在
の
自
宅
に
未
だ
六
歳
の
子
供

を
一
人
で
入
ら
せ
る
に
は
そ
れ
相
当
の
対
応
が
必
要
で
、
近
隣
の
者
そ
の
他
適
当
な
者
に
監
督
を
依
頼
す
る
な
ど
わ
ず
か
な
注
意
を
払
え
ば

監督者責任の再構成 (4) 

少
な
く
と
も
自
宅
内
又
は
そ
の
近
辺
で
の
火
遊
び
な
ど
は
未
然
に
防
ぎ
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
、

Y
ら
は
こ
れ
ら
注
意
義
務
を

怠
っ
た

(
:
:
:
Y
は、

A
の
本
件
火
災
当
日
の
た
き
火
は
前
日
Y
ら
方
に
下
宿
中
の
大
学
生
が
裏
庭
で
手
紙
類
を
燃
や
し
て
た
き
火
を
し
て

い
た
の
を
見
て
関
心
を
持
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、

Y
は
右
前
日
の
た
き
火
の
際
の

A
の
こ

れ
に
対
す
る
関
心
の
程
度
に
気
付
き
、
同
人
に
対
す
る
訓
戒
を
含
め
適
切
な
対
応
を
す
べ
き
で
あ
り
、
か
っ
、
こ
れ
を
な
す
こ
と
は
容
易
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
が
な
さ
れ
た
も
の
と
も
認
め
ら
れ
な
い
。
)
た
め
本
件
火
災
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、

Y
ら
に
は

A
の

監
督
に
つ
き
重
大
な
過
失
が
あ
っ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
」
。

【
検
討
】
親
の
責
任
を
認
め
る
た
め
に
重
過
失
を
要
求
し
た
上
で
、
火
遊
び
に
つ
い
て
の
予
見
義
務
違
反
を
課
し
、
さ
ら
に
本
件
火
災
前
日

に
A
が
示
し
て
い
た
た
き
火
へ
の
関
心
か
ら
予
見
可
能
性
を
導
き
出
す
と
共
に
、
監
督
の
委
託
を
要
求
し
て
い
る
。
事
案
と
し
て
は

K
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。



説

[
別
]
青
森
地
裁
昭
和
六
一
年
二
月
二
七
日
判
決
(
判
タ
五
九
九
号
四
九
頁
)

【
事
案
】

A

(
五
歳
男
)
が

X
方
建
物
に
入
り
、
置
い
で
あ
っ
た
卓
上
ラ
イ
タ
ー
を
点
火
し
て
い
た
ず
ら
し
た
こ
と
に
よ
る
失
火

(
X
方
建

さ-6.
G岡

物
等
の
全
半
焼
)
o
A
は
二
歳
前
か
ら

X
方
に
遊
び
に
来
て
お
り
、
幼
稚
園
入
国
後
X
方
に
置
い
て
あ
る
卓
上
ラ
イ
タ
ー
を
弄
ん
で
点
火
す

る
こ
と
が
あ
り
、
こ
れ
に
つ
き

X
は
A
の
父
Y
に
告
げ
て
火
遊
び
し
な
い
よ
う
注
意
を
喚
起
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

X
ら
か
ら
Y
及
び
A
の

母
Y
ら
に
対
し
て
建
物
焼
失
に
よ
る
物
損
等
に
つ
き
賠
償
請
求
。
請
求
認
容
。

【
判
旨
】
火
遊
ぴ
に
よ
り
火
災
を
発
生
さ
せ
た
場
合
、
「
そ
の
火
遊
び
自
体
を
も
っ
て
重
大
な
過
失
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
。
「
子
供
の
火
遊

び
に
対
す
る
注
意
は
親
と
し
て
の
監
護
の
う
ち
で
基
本
的
な
も
の
で
あ
る
。

:
:
:
Y
は
X
か
ら
A
が
X
方
で
ラ
イ
タ
ー
を
悪
戯
す
る
こ
と
を

知
ら
さ
れ
て
注
意
を
求
め
ら
れ
て
い
た
し
、
:
:
:
本
件
火
災
以
前
に
も
同
市
内
で
子
供
の
火
遊
び
に
よ
る
火
災
の
発
生
し
た
こ
と
が
認
め
ら

れ、

Y
、
Y
も
知
っ
て
い
た
と
推
認
さ
れ
る
か
ら
、

Y
ら
は
A
に
対
し
、
火
遊
び
の
危
険
な
こ
と
を
教
え
、

X
方
で
ラ
イ
タ
ー
を
悪
戯
す
る

こ
と
の
な
い
よ
う
訓
戒
す
る
義
務
が
あ
る
の
に
こ
れ
を
し
な
い
で
A
が
X
方
に
遊
び
に
行
け
ば
ラ
イ
タ
ー
を
悪
戯
す
る
危
険
が
あ
る
の
を
知

り
乍
ら
こ
れ
を
放
任
し
て
い
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
」
。

Y
ら
の
監
督
義
務
違
背
は
、
「
A
の
監
督
に
つ
い
て
の
重
大
な
過
失
で
あ
る
」
。

{
検
討
】
責
任
無
能
力
者
の
行
為
に
つ
い
て
「
重
大
な
過
失
」
を
認
定
す
る
と
共
に
、
親
の
監
督
義
務
違
背
を
「
重
大
な
過
失
」
と
し
て
お

A
が
従
前
同
様
の
火
遊
び
を
し
て
い

り
、
七
一
四
条
と
失
火
責
任
法
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
の
か
明
ら
か
で
な
い
。
但
し
、

た
こ
と
か
ら
火
遊
び
の
予
見
可
能
性
を
認
め
て
監
督
義
務
違
背
を
肯
定
し
て
い
る
。
事
案
と
し
て
は
A
ケ
l
ス。

以
上
の
失
火
に
関
す
る
裁
判
例
で
は
、
親
の
責
任
の
有
無
を
判
断
す
る
際
に
重
過
失
を
必
要
と
し
て
い
る
の
か
否
か
が
明
ら
か
で
は
な
い

裁
判
例
(
削
)
も
見
ら
れ
る
も
の
の
、
い
ず
れ
に
お
い
て
も
監
督
義
務
悌
怠
の
内
容
が
比
較
的
詳
細
に
説
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
こ

で
も
、
七
歳
以
上
の
責
任
無
能
力
者
に
よ
る
失
火
に
関
す
る
裁
判
例
と
同
様
、
七
一
四
条
と
失
火
責
任
法
の
関
係
を
如
何
に
考
え
る
か
で
は

~tiよ56(4 ・ 122)1674 



な
く
、
過
失
乃
至
重
過
失
の
内
容
を
如
何
に
捉
え
る
か
に
よ
り
結
論
が
左
右
さ
れ
て
い
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
子
に
よ
る
失
火

に
つ
い
て
予
見
可
能
性
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
を
防
止
し
得
な
か
っ
た
こ
と
を
過
失
乃
至
重
過
失
の
内
容
と
す
る
裁
判
例
(
問
、

m、
間
)
で
は
、
子
が
従
前
火
遊
び
を
行
っ
て
い
た
と
い
う
よ
う
な
事
実
や
火
に
対
し
て
関
心
を
示
し
て
い
た
と
い
う
事
実
が
存
在
す
る
場

合
に
親
の
監
督
義
務
憾
怠
を
肯
定
し
て
い
る
の
に
対
し
、
こ
の
予
見
可
能
性
と
は
無
関
係
に
監
督
義
務
を
構
成
し
よ
う
と
す
る
裁
判
例

(m)

は
、
マ
ッ
チ
や
ロ

l
ソ
ク
の
保
管
の
不
備
、
或
い
は
、
午
前
中
か
ら
の
酪
町
熟
睡
と
い
っ
た
点
か
ら
監
督
義
務
慨
怠
を
導
き
出
し
て
い
る
。

そ
の
他
の
事
故
に
関
す
る
裁
判
例

こ
の
類
型
に
関
す
る
公
表
裁
判
例
は
こ
れ
ま
で
に
二
件
存
在
す
る
。

第
四
日

監督者責任の再構成 (4) 

[
削
]
和
歌
山
地
裁
昭
和
四
八
年
八
月
一

O
日
判
決
(
判
時
七
二
一
号
八
三
頁
)

【
事
案
】
運
動
場
に
お
い
て
他
の
園
児
と
喧
嘩
を
し
て
い
た

A
(
六
歳
一
ヶ
月
男
)
が
陪
一
嘩
相
手
目
掛
け
て
投
げ
た
板
切
れ
に
よ
る
、

X
の

右
目
負
傷
。

A
は
問
題
の
あ
る
家
庭
環
境
に
起
因
す
る
軽
い
情
緒
障
害
が
あ
り
、
ま
た
、
入
国
後
、
遊
戯
中
に
他
の
園
児
に
暴
行
を
加
え
る

な
ど
粗
暴
な
振
る
舞
い
が
目
に
余
る
よ
う
に
な
り
、
保
育
園
は
A
の
母
Y
に
対
し
て
A
を
自
主
的
に
退
園
さ
せ
る
よ
う
求
め
る
な
ど
し
て
い

た。

X
か
ら
A
の
父
母
Y

Y
ら
に
対
し
て
賠
償
請
求
。
請
求
認
容
。

【
判
旨
】
「
親
権
者
は
児
童
の
全
生
活
関
係
に
つ
い
て
監
督
義
務
を
負
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
た
と
え
代
理
監
督
者
に
責
任
が
あ
る
か
ら
と

い
っ
て
、
そ
れ
が
た
め
当
然
に
親
権
者
の
責
任
が
免
除
さ
れ
る
い
わ
れ
は
な
い
。
親
権
者
の
過
失
責
任
は
、
当
該
違
法
行
為
に
つ
い
て
の
そ

れ
で
は
な
く
、
一
般
的
に
監
督
を
怠
る
こ
と
で
あ
り
、
実
質
上
危
険
責
任
の
性
格
を
有
す
る
と
解
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
当
該
行
為
の
客
観
的

諸
事
情
を
綜
合
的
に
考
慮
し
、
行
為
が
専
ら
代
理
監
督
義
務
者
の
監
督
下
で
お
こ
な
わ
れ
、
し
か
も
児
童
の
日
常
に
お
け
る
生
活
関
係
の
全
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説

面
に
わ
た
っ
て
監
督
義
務
を
怠
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
立
証
し
な
い
か
ぎ
り
、
親
権
者
は
責
任
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
。
「
再
三
に
わ
た

る
保
育
園
等
か
ら
の
指
摘
に
よ
っ
て
、

A
に
は
教
育
上
配
慮
す
べ
き
多
く
の
問
題
が
あ
る
こ
と
を
知
悉
し
な
が
ら
、
何
ら
適
切
な
措
置
を
講

ず
る
こ
と
な
く
時
日
が
経
過
し
て
い
た
聞
に
本
件
事
故
が
発
生
し
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
」
る
。

{
検
討
}
本
件
は
未
成
年
者
同
士
の
喧
障
に
際
し
て
の
事
故
で
あ
る
が
、
第
三
者
が
巻
添
え
と
な
っ
た
事
案
で
あ
る
た
め
、
未
成
年
者
同
士

の
喧
聴
に
よ
る
事
故
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
の
他
の
事
故
に
関
す
る
裁
判
例
と
し
て
分
類
す
る
。

一
般
論
と
し
て
、
「
一
般
的
」
監
督
の
僻
怠
に
基
づ
く
責
任
を
認
め
、
さ
ら
に
七
一
四
条
責
任
は
実
質
上
危
険
責
任
で
あ
る
と
し
て
い
る

も
の
の
、
具
体
的
な
事
案
の
解
決
と
し
て
は
、
子
に
よ
る
加
害
行
為
の
予
見
可
能
性
を
肯
定
し
た
上
で
親
の
責
任
を
認
め
て
い
る
と
見
る
こ

5命

と
が
で
き
る
。
事
案
と
し
て
は
A
ケ
l
ス

(
他
の
園
児
に
対
す
る
暴
行
)
。

[
問
]
札
幌
地
裁
昭
和
五
二
年
一

O
月
一
一
一
日
判
決
(
判
タ
三
六
九
号
二
九
七
頁
)

【
事
案
】
自
転
車
を
砂
地
か
ら
出
す
た
め
に
ス
レ
ー
ト
片
を
集
め
て
い
た

A
(
小
学
一
年
男
)
の
投
げ
た
ス
レ
ー
ト
片
に
よ
る
X
の
右
目
負

傷。

A
は
日
頃
粗
暴
な
振
舞
い
の
目
立
つ
子
で
は
な
く
、
ご
く
普
通
の
、
む
し
ろ
大
人
し
い
子
で
あ
っ
た
。

X
か
ら
A
の
父
母
Y
Y
に
対
し

て
賠
償
請
求
。
請
求
認
容
。

A
が
ス
レ
ー
ト
片
を
わ
ざ
と
X
に
ぶ
つ
け
た
わ
け
で
は
な
く
、
不
運
に
も
、
た
ま
た
ま
投
げ
た
も
の
が
X
の
右

目
に
当
た
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
不
慮
の
事
故
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
子
供
達
の
親
が
四
、
六
時
中
っ
き
っ
き
り
で
監

{
判
旨
】
「
本
件
事
故
は
、

督
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
:
:
:
が
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
事
実
上
不
可
能
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
も
そ
も
子
供
達
は
、
そ
の

成
長
過
程
に
お
い
て
幾
多
の
危
険
に
遭
遇
し
、
そ
れ
か
ら
身
を
{
寸
る
術
を
自
ら
学
、
び
、
或
い
は
人
か
ら
教
え
ら
れ
て
成
長
し
て
い
く
わ
け
で

あ
り
、
親
が
四
、
六
時
中
つ
き
そ
い
、

一
切
の
危
険
か
ら
隔
離
し
た
生
活
を
子
供
に
さ
せ
る
こ
と
は
、
子
供
の
将
来
に
と
っ
て
極
め
て
不
幸
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な
こ
と
で
あ
る
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
る
と
、
本
件
に
お
け
る

Y
ら
の
監
督
責
任
も
、
結
局
は
、
他
人
に

危
害
を
加
え
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
注
意
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
旨
の
A
に
対
す
る
教
育
、
し
つ
け
の
不
十
分
さ
を
問
わ
れ
る
も
の
と
い
う

べ
き
で
あ
」
る
。

【
検
討
】
事
実
上
不
可
能
で
あ
る
こ
と
及
び
危
険
へ
の
対
処
に
関
す
る
子
供
の
成
長
と
い
う
観
点
か
ら
、

務
を
否
定
し
、
「
教
育
、
し
つ
け
」
の
僻
怠
に
つ
い
て
の
責
任
を
認
め
る
。

っ
き
っ
き
り
で
監
視
す
る
親
の
義

以
上
の
そ
の
他
の
事
故
に
関
す
る
裁
判
例
に
お
い
て
は
、
監
督
義
務
は
対
照
的
な
内
容
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

一

向

1
h岡
〉
」

1
レ
ヂ
t

、
十
品

一

，

且

均

一

言

ロ

「

両
者
と
も
、
親
は
子
に
よ
る
加
害
行
為
の
予
見
可
能
性
の
有
無
を
問
わ
ず
に
責
任
を
負
う
と
し
て
い
る
点
で
一
致
し
て
い
る
も
の
の
、
子
の

従
前
の
行
動
に
当
該
加
害
行
為
に
現
わ
れ
た
の
と
同
様
の
危
険
性
が
既
に
現
わ
れ
て
い
た
ケ
l
ス

181 

で
は
そ
れ
に
応
じ
た
監
督
措
置
を

講
じ
な
か
っ
た
点
に
監
督
義
務
慨
怠
が
あ
る
と
さ
れ
、
他
方
、
子
の
従
前
の
行
動
等
に
特
段
の
危
険
性
の
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
ケ
l
ス
(
問
)

で
は
「
教
育
」
の
慨
怠
を
も
っ
て
監
督
義
務
悌
怠
と
さ
れ
て
い
る
。

監督者責任の再構成 (4) 

第
五
目

、
巳
H
J

，
N
Z抗

以
上
の
七
歳
未
満
の
責
任
無
能
力
者
に
関
す
る
裁
判
例
の
う
ち
、
親
の
責
任
を
否
定
す
る
裁
判
例
は
、
失
火
に
関
す
る
裁
判
例
に
お
い
て

一
件
(
日
)
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
未
成
年
の

親
の
責
任
要
件
と
し
て
重
過
失
を
要
求
し
こ
れ
を
否
定
す
る
裁
判
例
(
山
)
を
除
く
と
、

子
の
加
害
行
為
に
つ
い
て
親
の
七
一
四
条
責
任
が
追
及
さ
れ
て
い
る
裁
判
例
に
お
い
て
唯
一
、
正
面
か
ら
親
の
監
督
義
務
悌
怠
を
否
定
し
た

裁
判
例
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
で
紹
介
し
た
裁
判
例
で
は
、
親
に
よ
る
監
督
義
務
慨
怠
不
存
在
の
主
張
・
立
証
が
な
い
と
だ
け
述
べ
、
監
督
義
務
の
内
容
に
触
れ
ず
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説

問
、
川
、
問
、
日
、
川
)
、
類
型
的
特
徴
を
抽
出
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

但
し
、
失
火
に
関
す
る
裁
判
例
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
通
り
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
の
失
火
に
関
す
る
裁
判
例
を
除
く
と
、
監
督
義
務
の
内
容

に
つ
い
て
比
較
的
詳
細
な
説
示
を
し
て
い
る
裁
判
例
は
、
子
の
加
害
行
為
の
予
見
可
能
性
を
基
礎
づ
け
得
る
何
ら
か
の
事
情
が
あ
る
と
き
に

は
(
場
合
に
よ
っ
て
は
一
般
論
と
し
て
「
一
般
的
」
監
督
の
悌
怠
を
問
題
と
し
な
が
ら
、
他
方
で
具
体
的
判
断
に
際
し
て
)
そ
の
予
見
可
能

性
を
基
礎
と
し
て
親
の
責
任
を
認
め
(
閃
、
問
)
、
そ
の
よ
う
な
事
情
が
な
い
場
合
に
は
、
子
の
「
一
般
的
」
監
督
又
は
「
教
育
」
の
慨
怠

に
親
の
責
任
の
根
拠
を
求
め
て
い
る
(
山
、
四
)
と
言
え
よ
う
か
(
も
っ
と
も
、
上
記
の
責
任
否
定
裁
判
例
目
を
参
照
。
こ
れ
は
親
の
現
認

下
で
子
の
行
為
が
行
わ
れ
た
特
殊
な
ケ
l
ス
で
あ
り
、
主
と
し
て
当
該
行
為
に
対
す
る
監
督
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
に
と
ど
ま
る
)
。
ま
た
、

に
親
の
責
任
を
肯
定
す
る
も
の
が
大
部
分
を
占
め
(
問
、

68 

ささ'b.

H岡

七
歳
以
上
の
未
成
年
者
に
つ
い
て
述
べ
た
の
と
同
様
に
、
監
督
義
務
の
内
容
を
説
示
す
る
こ
と
な
く
監
督
義
務
違
反
を
肯
定
す
る
裁
判
例
に

お
い
て
も
、
一
般
的
監
督
義
務
違
反
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
そ
の
限
り
で
、
七
歳
未
満
の
責
任
無
能
力
者
の
加
害
行
為

に
関
す
る
裁
判
例
に
お
い
て
も
、
監
督
義
務
の
内
容
に
関
す
る
現
在
の
学
説
の
見
解
が
妥
当
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

(
胤
)
前
註
問
参
照
。

(
削
)
数
え
年
と
思
わ
れ
る
。

(
川
)
こ
の
点
に
つ
い
て
、
沢
井
裕
『
失
火
責
任
の
法
理
と
判
例
』
(
平
成
元
年
・
有
斐
閣
)

損
害
」
と
認
定
し
て
い
る
と
す
る
。

一
O
九
頁
も
、
本
判
決
が
X
の
居
室
の
焼
損
を
「
直
接

第

項

ま
と
め

責
任
無
能
力
者
の
加
害
行
為
に
関
す
る
裁
判
例
は
、
失
火
に
関
す
る
裁
判
例
を
除
く
と
、
大
部
分
は
結
論
と
し
て
親
の
責
任
を
肯
定
し
て
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お
り
、
特
に
親
の
監
督
義
務
慨
怠
を
正
面
か
ら
否
定
し
た
裁
判
例
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い

例
外
と
し
て

mJo
失
火
に
関
す
る
裁
判
例

に
お
い
て
は
、
監
督
義
務
違
反
に
つ
い
て
軽
過
失
を
要
求
す
る
も
の
と
重
過
失
を
要
求
す
る
も
の

(
或
い
は
そ
の
他
の
法
律
構
成
を
と
る
も

の
)
が
混
在
す
る
が
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
法
律
構
成
で
は
な
く
何
を
以
っ
て
監
督
義
務
違
反
と
見
る
か
と
い
う
点
に
結
論
が
左
右
さ
れ

て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

失
火
に
関
す
る
裁
判
例
を
除
く
責
任
肯
定
例
で
は
、
監
督
義
務
の
内
容
に
一
切
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
裁
判
例
が
数
多
く
見
ら
れ
る

phJV

、月
I
t

、
nF

台、

qtJV

、
F
K
J

、
n
h
u

、
n
x
u

、
n
H
U

、
1
i

、内ノ旬、

qtυ

、
n
x
u

、
n
u
v

、
1
l
A

、
qtυ

、
F
h
u

、開/，、

n
x
u

、
η
/

台、開
t
t

、
n
x
u

、
ρ
h
u

、同
t
i

、
n
%
U

、

問
、
川
、
問
、
問
、

m)。
こ
れ
ら
の
裁
判
例
で
は
、
判
決
が
「
特
定
化
さ
れ
た
行
為
」
の
予
見
可
能
性
を
基
礎
づ
け
る
事
実
も
推
定
さ
れ

て
い
る
と
見
る
の
か
(
こ
の
よ
う
に
解
す
れ
ば
、
具
体
的
監
督
義
務
の
違
反
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
)
、
そ
れ
と

108 

も
そ
の
よ
う
な
行
為
の
予
見
可
能
性
が
な
く
と
も
親
は
監
督
義
務
を
負
う
と
見
て
い
る
の
か

の
違
反
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
)
が
明
ら
か
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、

(
こ
の
よ
う
に
解
す
れ
ば
、

一
般
的
監
督
義
務

一
般
的
監
督
義
務
と
具
体
的
監
督
義
務
の
い

監督者責任の再構成 (4) 

ず
れ
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
も
の
の
、
被
告
た
る
親
が
監
督
義
務
違
反
に
つ
き
自
白
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
特
定
化
さ
れ
た
行
為
」
等
が
ほ
と
ん
ど
認
定
さ
れ
て
い
な
い
(
例
外
と
し
て
四
)
点
か
ら
は
、
「
特
定
化
さ
れ
た
行
為
」

一
般
的
監
督
義
務
違
反
に
基
づ
く
責
任
を
肯
定
し
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

の
予
見
可
能
性
を
要
求
す
る
こ
と
な
く
、

他
方
、
監
督
義
務
の
内
容
に
つ
い
て
比
較
的
詳
細
に
説
示
さ
れ
て
い
る
裁
判
例
(
失
火
に
関
す
る
も
の
を
除
く
)
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、

七
歳
未
満
の
未
成
年
者
に
関
す
る
裁
判
例
で
は
裁
判
例
の
数
自
体
が
少
な
い
こ
と
か
ら
、
類
型
的
特
徴
の
抽
出
に
は
不
向
き
で
あ
る
。
そ
こ

で
、
七
歳
以
上
の
未
成
年
者
に
関
す
る
裁
判
例
を
中
心
と
し
て
み
る
と
、
若
干
の
類
型
的
特
徴
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、

い
た
ず
ら
に
よ
る
事
故
、
い
じ
め
、
交
通
事
故
に
関
す
る
裁
判
例
で
は
原
則
と
し
て
一
般
的
監
督
義
務
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と

印
、
問
、
同
(
母
親
に
つ
い
て
)
、
則
、
問
、
問
、
山
、
日
)
、
い
じ
め
に
関
す
る
裁
判
例
に
つ
い
て
は
七
O
九
条
責
任

が
で
き
(
山
、

136 

jヒ1去56(4・127)1679



説

い
た
ず
ら
に
よ
る
事
故
に
関
す
る
裁
判
例
に
つ
い
て
は
、
類
型
は
異
な
る
が
同
じ
学
校
事
故
(
未
成
年
者

い
じ
め
)
に
関
す
る
七
O
九
条
責
任
の
裁
判
例
と
は
対
照
を
な
し
て
い
る
。
ま
た
、
交
通
事
故
に
関
す
る
裁
判
例
に
つ
い
て

一
般
的
監
督
義
務
を
問
題
と
す
る
点
で
は
一
六
歳
未
満
の
責
任
能
力
を
有
す
る
未
成
年
者
に
関
す
る
裁
判
例
と
共
通
点
を
有
し
て
い
る

も
の
の
、
自
転
車
の
供
与
と
い
う
事
実
自
体
か
ら
既
に
監
督
義
務
を
導
き
出
す
裁
判
例
が
見
ら
れ
る
(
国
)
点
が
異
な
る
。
い
た
ず
ら
に
よ

る
事
故
や
い
じ
め
に
関
す
る
裁
判
例
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
行
為
が
子
の
悪
性
の
現
わ
れ
で
あ
る
こ
と
と
、
年
齢
の
低
さ
故
の
子
の
行
為

の
予
測
不
可
能
性
(
但
し
、
何
か
危
険
な
こ
と
を
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
程
度
の
抽
象
的
危
険
は
存
在
す
る
)
が
相
ま
っ
て
、
監
督
義

務
が
広
く
親
に
課
さ
れ
る
結
果
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。
交
通
事
故
に
つ
い
て
は
、
自
動
車
交
通
の
発
達
に
伴
う
交
通
教
育
の
重
要
性
の
増
大

の
ほ
か
、
こ
の
年
齢
階
層
の
子
ど
も
に
つ
い
て
は
、
そ
の
取
扱
い
に
よ
っ
て
自
転
車
が
既
に
公
衆
に
と
っ
て
の
危
険
物
と
な
り
得
る
と
の
評

に
関
す
る
同
類
型
の
裁
判
例
と
、

同
士
の
喧
峰
、

号ふ

"問

ま価
が
背
景
と
な
っ
て
い
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。

次
に
、
故
意
の
犯
罪
、
遊
戯
・
ス
ポ
ー
ツ
事
故
に
つ
い
て
見
る
と
、
具
体
的
監
督
義
務
違
反
を
認
め
る
と
見
ら
れ
る
裁
判
例
と
一
般
的
監

督
義
務
違
反
を
認
め
る
と
見
ら
れ
る
裁
判
例
が
混
在
す
る
が
、
子
の
加
害
行
為
を
直
接
に
基
礎
づ
け
得
る
よ
う
な
事
情
が
認
定
さ
れ
て
い
る

も
の
は
僅
か
(
問
、
間
)
で
あ
り
、
そ
の
他
の
裁
判
例
(
跡
、
川
、
山
、
川
、
町
、
山
)
に
つ
い
て
は
、
「
特
定
化
さ
れ
た
行
為
」
の
予
見

可
能
性
を
前
提
と
し
な
い
監
督
義
務
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
と
見
た
ほ
う
が
よ
か
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
七
一
四
条
責
任
に
関
す
る
裁
判
例
で
は
、
子
の
加
害
行
為
の
予
見
可
能
性
を
直
接
に
基
礎
づ
け
得
る
事
情
、
子
の
従
前
の

「
特
定
化
さ
れ
た
行
為
」
の
認
定
な
く
し
て
広
く
親
の
監
督
義
務
違
反
が
認
め
ら
れ
、
責
任
が
肯
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
点
は
七
O
九
条
責

任
に
関
す
る
裁
判
例
と
は
大
き
く
異
な
る
様
相
を
呈
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
故
に
、
こ
れ
ら
の
七
一
四
条
責
任
に
関
す
る
裁
判
例
で
は
、
監

督
義
務
の
内
容
に
関
す
る
現
在
の
学
説
の
理
解
が
原
則
と
し
て
妥
当
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
但
し
、
失
火
に
関
す
る
一
部
の

一
般
的
監
督
義
務
を
要
求
し
な
が
ら
も
親
が
こ
の
義
務
を
尽
し
て
い
た
と
す
る
も
の
が
見
ら
れ
る

裁
判
例
に
お
い
て
は
、

161 

間
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こ
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の
占
…
は
、

一
般
的
監
督
義
務
違
反
を
具
体
的
監
督
義
務
違
反
の
受
け
皿
と
し
て
捉
え
る
現
在
の
学
説
の
理
解
に
対
し
て
再
考
を
促
す
契
機
と

な
る
か
も
し
れ
な
い
。

最
後
に
、
七
一
四
条
責
任
に
関
す
る
裁
判
例
に
お
い
て
唯
一
監
督
義
務
違
反
を
正
面
か
ら
否
定
し
た
裁
判
例
目
は
、
現
前
で
行
わ
れ
た
加

害
行
為
に
つ
き
親
の
責
任
が
問
わ
れ
た
わ
が
国
で
は
数
少
な
い
ケ
l
ス
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
事
案
の
態
様
か
ら
、
監
督

義
務
違
反
に
関
す
る
当
事
者
の
主
張
が
事
故
現
場
で
の
親
の
行
態
に
集
中
し
た
た
め
か
、
子
の
年
齢
が
五
歳
と
低
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
一
般

的
監
督
義
務
は
問
題
と
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
親
の
監
督
義
務
が
否
定
さ
れ
た
背
景
に
は
そ
れ
以
上
に
、
飛
出
し
に
よ
る
事
故
惹
起
と

い
う
加
害
行
為
の
態
様
(
七
歳
以
上
の
未
成
年
者
に
よ
る
交
通
事
故
に
関
す
る
裁
判
倒
防
、
的
参
照
)
と
、
子
の
行
為
に
そ
も
そ
も
違
法
性

が
認
め
ら
れ
る
か
問
題
と
な
り
得
る
事
案
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
見
ら
れ
る
。

第
三
節

わ
が
国
の
裁
判
例
と
学
説
の
甑
鋸

(
川
)

以

t
の
第
二
節
に
お
け
る
わ
が
国
の
裁
判
例
の
検
討
か
ら
以
下
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
少
な

Eま督者責任の再構成 (4) 

く
と
も
七
O
九
条
責
任
に
関
す
る
裁
判
例
に
お
い
て
は
、
監
督
義
務
の
内
容
に
関
す
る
現
在
の
学
説
の
見
解
は
妥
当
し
難
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
現
在
の
学
説
に
お
い
て
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
具
体
的
監
督
義
務
と
一
般
的
監
督
義
務
が
階
層
構
造
を
成
し
、
前
者
の
義
務
違

反
が
問
わ
れ
、
こ
れ
が
否
定
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
次
い
で
常
に
後
者
の
義
務
違
反
が
問
わ
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
現
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実
の
裁
判
例
で
は
必
ず
し
も
両
者
の
監
督
義
務
は
そ
の
よ
う
な
階
層
構
造
を
成
し
て
は
お
ら
ず
、
具
体
的
監
督
義
務
の
違
反
が
問
わ
れ
る
に

と
ど
ま
る
も
の
が
多
数
存
在
す
る
。
こ
こ
に
、
監
督
者
責
任
に
関
す
る
わ
が
国
の
裁
判
例
と
学
説
と
の
聞
の
祖
師
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ

、「ノ。



説

確
か
に
、
七
O
九
条
責
任
に
関
す
る
裁
判
例
の
中
で
も
被
監
督
者
た
る
子
の
年
齢
が
比
較
的
高
い
場
合
(
例
え
ば
一
八
歳
乃
至
一
九
歳
)

の
よ
う
な
場
合
に
は
、
そ
の
年
齢
の
高
さ
の
故
に
一
般
的
監
督
の
必
要
性
が
否
定
さ
れ
、
そ
れ
故
敢
え
て
一
般
的
監
督
義
務
違
反
の
有
無
を

問
題
に
す
る
ま
で
も
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
例
え
ば
子
の
年
齢
が
一
五
歳
未
満
で
あ
っ
た
よ
う
な

場
合
に
は
一
概
に
一
般
的
監
督
が
必
要
な
い
と
言
え
る
か
は
疑
問
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
ま
で
一
般
的
監
督
義
務
違
反
が
暗
黙
の
う

北法56(4・130)1682 

論

ち
に
否
定
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
わ
が
国
の
七
O
九
条
責
任
に
関
す
る
裁
判
例
は
、
子
の
加
害
行
為
に
つ
い
て
親
に
具
体
的
監
督
義
務
だ
け
が
課
さ
れ
る

場
面
と
そ
れ
に
加
え
て
一
般
的
監
督
義
務
ま
で
課
さ
れ
る
場
面
を
何
ら
か
の
規
準
に
従
っ
て
振
り
分
け
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

さ
ら
に
、
裁
判
例
の
中
に
は
、
両
者
の
監
督
義
務
違
反
を
聞
い
な
が
ら
も
一
般
的
監
督
義
務
違
反
を
否
定
し
具
体
的
監
督
義
務
違
反
だ
け
を

肯
定
す
る
裁
判
例
(
位
)
、
或
い
は
、
子
の
加
害
行
為
の
予
見
可
能
性
を
直
接
に
基
礎
づ
け
得
る
事
情
が
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
具
体

的
監
督
義
務
違
反
を
問
う
こ
と
な
く
一
般
的
督
義
務
違
反
だ
け
を
聞
い
、
親
の
責
任
を
否
定
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
裁
判
例

(
4
)
も
存
在

す
る
。
こ
れ
ら
の
裁
判
例
を
も
併
せ
考
え
る
と
、
現
実
の
裁
判
例
に
お
い
て
は
、
必
ず
し
も
一
般
的
監
督
義
務
違
反
が
具
体
的
監
督
義
務
違

反
よ
り
も
高
度
な
監
督
義
務
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
故
、
場
合
に
よ
り
、
具
体
的
監
督
義
務
違
反
だ
け
が
問
題
と
な
る
か
、

そ
れ
に
加
え
て
一
般
的
監
督
義
務
違
反
も
問
題
と
な
る
か
と
い
う
振
り
分
け
に
加
え
て
、
さ
ら
に
一
般
的
監
督
義
務
だ
け
が
問
題
と
な
る
場

面
の
振
り
分
け
が
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
が
国
の
裁
判
例
に
お
け
る
監
督
義
務
の
構
造
は
、
具
体
的
監
督
義

務
と
一
般
的
監
督
義
務
が
複
線
的
構
造
を
成
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
、
七
O
九
条
責
任
に
関
す
る
裁
判
例
に
お
い
て
複
線
的
構
造
を
な
す
と
見
ら
れ
る
具
体
的
監
督
義
務
と
一
般
的
監
督
義
務
は

そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
帰
責
原
理
に
基
づ
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
具
体
的
監
督
義
務
違
反
に
基
づ
く
責
任
が
認
め
ら
れ

る
場
合
に
は
、
加
害
行
為
の
具
体
的
危
険
の
予
見
可
能
性
を
前
提
と
し
て
そ
れ
に
対
応
し
た
結
果
回
避
義
務
違
反
に
基
づ
い
て
責
任
が
負
わ
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さ
れ
る
と
い
う
、
有
責
性
原
理
の
枠
組
み
の
中
で
の
説
明
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
る
具
体
的
監
督
義
務
は
、

予
見
可
能
性
(
乃
至
予
見
義
務
)
を
前
提
と
し
た
具
体
的
結
果
回
避
義
務
と
し
て
の
監
督
義
務
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
子
の
従
前
の
「
特

定
化
さ
れ
た
行
為
」
と
い
う
加
害
行
為
の
予
見
可
能
性
を
直
接
に
基
礎
づ
け
得
る
事
情
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
一
般
的
監
督
義
務
違
反
、

特
に
し
つ
け
乃
至
教
育
義
務
違
反
に
基
づ
い
て
責
任
が
認
め
ら
れ
る
場
合
、
加
害
行
為
の
抽
象
的
危
険
の
み
が
存
在
す
る
段
階
で
「
親
と
し

(m) 
て
」
な
す
べ
き
こ
と
を
内
容
と
す
る
行
為
義
務
が
課
さ
れ
、
こ
の
行
為
義
務
の
違
反
に
基
づ
い
て
責
任
が
負
わ
さ
れ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
一
般
的
監
督
義
務
は
、
予
見
可
能
性
と
は
切
り
離
さ
れ
た
、
「
親
と
し
て
の
」
行
為
義
務

(m) 

で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
「
親
と
し
て
の
」
行
為
義
務
が
ど
の
よ
う
な
帰
責
根
拠
に
基
づ
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
か
に
関
し

て
、
わ
が
国
の
一
六
歳
未
満
の
責
任
能
力
者
に
関
す
る
裁
判
例
か
ら
は
、
(
場
合
に
よ
っ
て
は
具
体
的
監
督
義
務
違
反
に
仮
託
し
て
)
一
般

的
監
督
義
務
違
反
が
問
題
と
さ
れ
る
事
案
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
子
の
年
齢
、
被
侵
害
利
益
の
性
質
、
「
特
定
化
さ
れ
て
い
な
い
危
険
」

や
「
特
定
化
さ
れ
た
行
為
」
を
誘
発
す
る
環
境
、
加
害
行
為
に
使
用
さ
れ
た
物
の
親
か
ら
子
へ
の
供
与
等
の
事
実
と
い
っ
た
も
の
が
一
応
窺

わ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
拠
る
と
し
て
も
、
全
て
の
事
案
類
型
を
説
明
す
る
こ
と
は
、
事
案
類

型
に
応
じ
た
相
違
を
別
と
し
て
も
、
困
難
で
あ
ろ
う
(
と
く
に
一
六
歳
以
上
の
交
通
事
故
に
関
す
る
裁
判
例
を
参
照
)
。
こ
こ
に
、
帰
責
根

拠
に
対
す
る
理
解
の
暖
昧
さ
に
由
来
す
る
、
七
O
九
条
責
任
に
関
す
る
裁
判
例
に
お
け
る
監
督
義
務
に
つ
い
て
の
理
解
の
混
乱
が
窺
わ
れ
よ

λ
ノ
。

他
方
、
第
一
一
に
、
七
一
四
条
責
任
に
関
す
る
裁
判
例
に
つ
い
て
は
、
親
の
監
督
義
務
悌
怠
を
正
面
か
ら
否
定
す
る
裁
判
例
は
ほ
と
ん
ど
な
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く
、
子
の
加
害
行
為
の
予
見
可
能
性
を
直
接
基
礎
づ
け
得
る
よ
う
な
事
実
、
す
な
わ
ち
子
の
従
前
の
「
特
定
化
さ
れ
た
行
為
」
を
認
定
す
る

こ
と
な
く
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
行
為
の
予
見
可
能
性
に
触
れ
る
こ
と
も
せ
ず
に
親
の
監
督
義
務
慨
怠
を
肯
定
す
る
裁
判
例
が
少
な
く
な
い
。

こ
れ
ら
の
裁
判
例
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
「
特
定
化
さ
れ
た
行
為
」
の
予
見
可
能
性
を
前
提
と
し
な
い
親
の
一
般
的
監
督
義
務
慨



説

怠
を
肯
定
す
る
と
見
ら
れ
、
こ
の
よ
う
に
解
す
る
と
き
、
監
督
義
務
の
内
容
に
関
す
る
現
在
の
学
説
の
見
解
は
七
一
四
条
責
任
に
関
す
る
裁

'==-，6. 
H岡

判
例
に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て
妥
当
性
を
有
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
七
一
四
条
責
任
は
ま
さ
に
無
過
失
責
任
と
化
し
て
い
る
。

し
か
し
、
七
一
四
条
責
任
に
関
す
る
裁
判
例
の
こ
の
よ
う
な
態
度
、
ま
た
学
説
の
理
解
は
常
に
貫
か
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿

の
官
頭
に
述
、
べ
た
よ
う
な
七
一
四
条
責
任
に
関
す
る
通
説
的
理
解
に
疑
問
の
余
地
が
あ
る
こ
と
は
別
と
し
て
も
、
上
述
よ
う
に
、
七
O
九
条

責
任
に
関
す
る
裁
判
例
に
お
い
て
一
般
的
監
督
義
務
慨
怠
を
否
定
し
な
が
ら
具
体
的
監
督
義
務
僻
怠
を
肯
定
す
る
裁
判
例
(
位
)
が
見
ら
れ

る
ほ
か
、
親
の
重
過
失
が
要
求
さ
れ
る
か
否
か
で
は
な
く
何
を
も
っ
て
監
督
義
務
違
反
と
見
な
す
か
と
い
う
点
に
監
督
義
務
違
反
の
判
断
の

決
め
手
が
あ
る
と
見
ら
れ
る
失
火
に
関
す
る
裁
判
例
に
お
い
て
具
体
的
監
督
義
務
違
反
と
共
に
一
般
的
監
督
義
務
違
反
を
否
定
す
る
裁
判
例

(
問
)

(
出
、
問
)
も
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
裁
判
例
か
ら
は
、
一
般
的
監
督
義
務
が
わ
が
国
の
学
説
で
考
え
ら
れ
て
い
る
ほ
ど
必
ず
し
も
高
度
の

義
務
で
は
な
い
こ
と
が
あ
り
得
る
と
い
う
こ
と
が
窺
わ
れ
よ
う
。

一
般
的
監
督
義
務
違
反
を
問
わ
れ
る
親
は
如
何
な
る
免
責
立
証
を
行
え
ば
免
責
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
前
節

そ
れ
で
は
、

の
わ
が
国
の
裁
判
例
を
見
る
限
り
、
七
一
四
条
責
任
に
関
し
て
監
督
義
務
悌
怠
を
正
面
か
ら
否
定
す
る
判
決
は
出
の
一
件
、
だ
け
で
あ
る
と
こ

ろ
、
こ
の
裁
判
例
は
親
の
現
認
下
で
道
路
へ
の
飛
び
出
し
(
と
見
ら
れ
る
行
為
)
と
い
う
子
の
行
為
が
行
わ
れ
た
、
わ
が
国
の
裁
判
例
で
は

特
殊
な
ケ

l
ス
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、

一
般
的
監
督
義
務
に
触
れ
る
こ
と
な
く
監
督
義
務
違
反
を
否
定
し
て
い
る
た
め
、
こ
の
間

題
に
対
す
る
参
考
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う

G

そ
こ
で
、
七
O
九
条
責
任
に
関
し
て
は
、
裁
判
例
に
お
け
る
異
な
る
監
督
義
務
を
い
か
に
使
い
分
け
る
べ
き
か
、
ま
た
、

一
般
的
監
督
義

務
が
い
か
な
る
帰
責
根
拠
に
基
づ
く
も
の
と
解
さ
れ
る
べ
き
か
、
七
一
四
条
責
任
に
関
し
て
は
、
親
の
一
般
的
監
督
義
務
僻
怠
が
否
定
さ
れ

る
余
地
は
な
い
の
か
、
あ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
い
か
な
る
場
合
か
を
明
ら
か
に
す
る
手
が
か
り
を
得
る
た
め
、
次
章
に
お
い
て
は
、
ド
イ
ツ

に
お
け
る
監
督
者
責
任
に
関
す
る
法
制
度
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
民
法
典
に
お
い
て
監
督
者
責
任
を
規
定
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す
る
同
法
八
三
二
条
に
関
す
る
学
説
・
裁
判
例
は
、
同
条
が
わ
が
国
の
七
一
四
条
と
同
様
に
監
督
義
務
慨
怠
に
つ
い
て
の
立
証
責
任
を
転
換

し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
極
め
て
詳
細
に
監
督
義
務
の
内
容
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
い
る
。
さ
ら
に
、
同
条
が
有
責
性
原
理
に
基
づ

く
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
関
係
か
ら
、
従
来
監
督
義
務
慨
怠
の
判
断
が
極
め
て
厳
格
に
行
わ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
、
近
時
、
子
に
よ
る
交
通
事

故
や
失
火
等
の
裁
判
例
に
関
し
て
監
督
義
務
の
内
容
の
拡
大
傾
向
が
学
説
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
学
説
・
裁
判
例
の
紹

介
・
検
討
は
、
以
上
の
問
題
の
解
決
に
つ
い
て
有
益
な
示
唆
を
与
え
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

監督者ー責任の再構成 (4) 

(
川
)
以
上
に
紹
介
し
た
裁
判
例
の
ほ
か
、
子
の
加
害
行
為
に
つ
い
て
の
親
の
責
任
が
問
題
と
な
っ
て
は
い
る
が
、
事
案
の
詳
細
が
不
明
な
も
の
、

ま
た
、
自
白
の
成
立
等
の
理
由
で
監
督
義
務
の
内
容
に
つ
い
て
検
討
が
行
わ
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
検
討
か
ら
除
外
し
た
。

そ
の
よ
う
な
裁
判
例
と
し
て
、
大
審
院
明
治
=
一
四
年
二
一
月
二
七
日
判
決
(
刑
録
七
輯
一
一
巻
一
三
九
頁
、
過
失
致
死
被
告
事
件
)
、
大
審
院
大

正
六
年
四
月
一
二
O
日
判
決
(
民
録
二
三
輯
七
一
五
頁
、
「
光
清
撃
ツ
ゾ
」
事
件
)
、
大
審
院
昭
和
一
四
年
三
月
一
一
一
一
日
判
決
(
法
律
新
聞
四
四
O

二
号
三
頁
)
、
最
高
裁
昭
和
四
三
年
二
月
九
日
判
決
(
判
時
五
一

O
号
=
一
八
頁
、
弓
矢
に
よ
る
事
故
)
、
東
京
地
裁
昭
和
五
一
年
三
月
二
四
日
判

決
(
判
タ
三
四
二
号
一
一
一
一
一
一
頁
、
花
火
遊
び
に
際
し
て
の
事
故
)
、
大
阪
地
裁
昭
和
五
九
年
七
月
三
O
日
判
決
(
判
タ
五
三
七
号
二
二
ニ
頁
、
自

動
二
輪
車
で
の
無
免
許
運
転
・
信
号
無
視
に
よ
る
事
故
)
、
神
戸
地
裁
昭
和
六
O
年
一
一
月
二
七
日
判
決
(
判
時
一
一
九
三
号
二
一

δ
頁
、
殺
人
)

大
阪
地
裁
昭
和
六
三
年
九
月
二
二
日
判
決
(
交
民
集
一
一
一
巻
五
号
九
四
二
頁
、
盗
難
車
で
の
暴
走
行
為
に
よ
る
事
故
)
、
東
京
地
裁
昭
和
六
三
年

九
月
三
O
日
判
決
(
交
民
集
一
二
巻
五
号
九
九
三
頁
、
自
動
車
の
ド
ア
の
開
閉
に
よ
る
原
動
機
付
き
自
転
車
と
の
接
触
事
故
)
、
神
戸
地
裁
平
成

一
一
年
一
一
一
月
一
一
日
判
決
(
判
時
一
六
七
七
号
一
一
一
頁
、
殺
人
)
が
あ
る
。
な
お
、
最
高
裁
昭
和
田
三
年
二
月
九
日
判
決
に
つ
い
て
は
、
学

説
に
お
い
て
、
本
判
決
が
七
一
四
条
但
書
の
免
責
立
証
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
も
の
が
見
ら
れ
る
(
前
回
・
前
掲
「
不
法
行
為
」
(
註
槌
)

一
三
九
頁
以
下
、
平
井
・
前
掲
書
(
註
山
)
一
二
九
頁
)
0

し
か
し
、
本
判
決
は
、
被
害
者
で
あ
る
子
の
母
が
「
監
督
責
任
を
果
し
た
」
と
し
て

被
害
者
側
の
過
失
に
よ
る
過
失
相
殺
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
子
の
加
害
行
為
に
つ
い
て
そ
の
親
が
負
う
監
督
者
責
任
が
問
題
と
な
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

(
同
)
一
般
的
監
督
義
務
違
反
を
問
う
裁
判
例
に
お
い
て
し
ば
し
ば
、
「
親
と
し
て
」
「
父
母
と
し
て
」
「
親
権
者
と
し
て
」
と
い
っ
た
表
現
が
用
い
ら
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説

れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
(
例
え
ば
裁
判
例
3
、
H
H

、
日
、
泊
、
却
等
)
。

(
巾
)
こ
れ
ら
の
具
体
的
監
督
義
務
、
一
般
的
監
督
義
務
は
そ
れ
ぞ
れ
、
潮
見
教
授
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
「
発
生
し
た
特
定
の
結
果
か
ら
そ
の
帰
責

根
拠
を
事
後
的
・
遡
及
的
に
推
論
す
る
と
い
う
思
考
方
法
」
に
よ
り
、
そ
の
意
味
で
「
事
後
的
評
価
」
に
基
づ
く
監
督
義
務
、
「
あ
る
特
定
の
行

為
(
帰
責
根
拠
)
か
ら
あ
る
事
象
(
結
果
)
が
ど
の
よ
う
に
生
ず
る
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
、
事
前
的
に
推
論
す
る
と
い
う
思
考
方
法
」
に

よ
り
、
そ
の
意
味
で
「
事
前
的
評
価
」
に
基
づ
く
監
督
義
務
と
き
尽
え
る
か
も
し
れ
な
い
(
潮
見
教
授
が
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
用
い
ら
れ
て

い
る
「
事
後
的
評
価
」
「
事
前
的
評
価
」
と
い
う
用
語
は
、
帰
責
に
関
す
る
推
論
の
方
向
を
表
わ
す
も
の
で
あ
り
、
過
失
の
注
意
義
務
の
基
準
時

を
行
為
時
と
す
る
か
、
事
実
審
の
口
頭
弁
論
終
結
時
に
す
る
か
と
い
う
意
味
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
を
要
す
る
)
。
潮
見
・
前
掲
「
帰
責
構
造
」

(
註
日
)
二
七
七
頁
参
照
。
も
っ
と
も
、
潮
見
教
授
は
「
過
失
の
事
前
的
無
価
値
判
断
に
共
感
を
覚
え
る
L

(

潮
見
・
前
掲
「
帰
責
構
造
」
二
七

八
頁
)
と
し
、
両
者
の
思
考
方
法
に
基
づ
く
帰
責
構
造
を
「
過
失
の
段
階
的
構
造
」
へ
と
止
揚
す
る
(
同
・
一
一
一
O
一
頁
以
下
)
。

(
問
)
な
お
、
既
に
見
た
よ
う
に
、
子
の
行
為
に
違
法
性
が
な
い
と
し
て
親
の
責
任
を
否
定
す
る
裁
判
例
が
存
在
す
る
(
問
、
山
、
問
)
が
、
こ
れ

ら
の
裁
判
例
も
、
実
質
的
に
は
子
の
行
為
態
様
か
ら
一
般
的
監
督
義
務
違
反
を
否
定
し
て
い
る
も
の
と
見
ら
れ
な
い
で
は
な
い
。

ざ辺〉、

日間

第
二
章

ド
イ
ツ
民
法
八
三
二
条
一
項
に
関
す
る
学
説
・
裁
判
例

第
二
即

ド
イ
ツ
民
法
八
三
一
二
条
一
項
の
構
造
l
立
法
史
・
学
説
を
中
心
に

ド
イ
ツ
民
法
典
(
以
下

B
G
B
と
す
る
)

は
そ
の
八
三
二
条
に
お
い
て
以
下
の
よ
う
な
規
定
を
置
い
て
い
る
。

第
一
項

「
未
成
年
又
は
精
神
的
若
し
く
は
身
体
的
状
態
の
た
め
に
監
督
を
必
要
と
す
る
者
に
つ
い
て
監
督
を
行
う
義
務
を

法
律
に
基
づ
い
て
負
う
者
は
、
被
監
督
者
が
第
三
者
に
対
し
て
違
法
に
加
え
た
損
害
を
賠
償
す
る
義
務
を
負
う
。

監
督
義
務
者
が
そ
の
義
務
を
尽
し
た
と
き
、
又
は
、
相
応
の
監
督
を
行
っ
て
も
損
害
が
発
生
し
た
で
あ
ろ
う
と
き

は
、
賠
償
義
務
は
生
じ
な
い
」
。
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第
二
項

(
市
)

「
契
約
に
よ
り
監
督
を
行
う
こ
と
を
引
き
受
け
た
者
も
、
前
項
と
同
一
の
責
任
を
負
う
」
。

わ
が
国
の
七
一
四
条
と
規
定
の
体
裁
上
異
な
る
点
は
、
第
一
に
、
責
任
の
補
充
性
が
な
い
点
、
す
な
わ
ち
、
親
は
子
の
不
法
行
為
能
力
の

有
無
に
か
か
わ
ら
ず
こ
の

B
G
B
八
三
二
条
に
よ
り
責
任
を
負
う
と
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
り
、
第
二
に
、
監
督
義
務
慨
怠
の
有
無
の
み
な
ら

ず
監
督
義
務
慨
怠
と
損
害
発
生
と
の
問
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
も
証
明
責
任
が
転
換
さ
れ
て
い
る
点
(
前
註
1
1
1
参
照
)
、
そ
し
て
第
三
一

に
、
代
理
監
督
者
が
「
契
約
に
よ
り
」
監
督
義
務
を
負
う
者
に
限
定
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

こ
の
第
一
節
で
は
、
第
二
節
以
下
に
お
け
る

B
G
B
八
二
一
二
条
に
つ
い
て
の
裁
判
例
の
紹
介
・
検
討
等
を
通
し
て
、
第
一
章
で
提
起
し
た

問
題
の
解
決
の
手
が
か
り
を
得
る
前
提
と
し
て
、

B
G
B
八
三
二
条
の
歴
史
的
背
景
、
同
条
の
帰
責
根
拠
や
監
督
義
務
の
内
容
が

B
G
B
の

立
法
者
に
よ
り
ど
の
よ
う
に
解
さ
れ
て
い
た
か
、
さ
ら
に
現
在
の
学
説
が
同
条
の
帰
責
根
拠
や
監
督
義
務
に
関
わ
る
基
本
理
念
を
ど
の
よ
う

に
解
し
て
お
り
、
と
く
に
上
記
の
規
定
の
体
裁
か
ら
明
ら
か
に
な
る
相
違
点
が
い
か
な
る
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

但
し
、

こ
れ
ら
の
紹
介
及
び
検
討
の
内
容
は
本
稿
の
取
り
扱
う
、
親
の
監
督
義
務
の
内
容
及
び
帰
責
根
拠
の
問
題
の
検
討
に
必
要
な
限
度

で

(
従
っ
て

B
G
B
八
三
二
条
一
項
を
中
心
に
)
行
う
こ
と
を
予
め
ご
了
承
頂
き
た
い
。

監督者責任の再構成 (4) 

(
巾
)
日
本
語
訳
は
椿
寿
夫
H

右
近
健
男
(
編
)
『
注
釈
ド
イ
ツ
不
当
利
得
・
不
法
行
為
法
』
(
日
本
評
論
社
・
平
成
二
年
)

た。

一
四
六
頁
を
参
考
に
し

第
一
款

ド
イ
ツ
民
法
八
三
一
二
条
一
項
の
立
法
史

ド
イ
ツ
民
法
典
は
一
八
九
六
年
に
公
布
さ
れ
、

一
九
O
O
年
一
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
。
そ
れ
以
前
は
各
地
方
の
ゲ
ル
マ
ン
法
と
そ
れ
を

北法56(4・135)1687



説

補
充
す
る
普
通
法

BOEO-口町田閉山
R
Z
)
が
効
力
を
有
し
、
さ
ら
に
一
八
世
紀
末
以
降
に
は
各
地
方
に
お
い
て
法
典
編
纂
が
行
わ
れ
る
よ
、
っ

に
な
り
、
ド
イ
ツ
民
法
典
の
施
行
に
至
る
ま
で
、
各
地
方
ご
と
に
通
用
す
る
法
が
異
な
る
状
態
が
見
ら
れ
た
。
そ
こ
で
ド
イ
ツ
民
法
典
施
行

~ì命

以
前
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
法
状
態
に
つ
い
て
は
、
普
通
法
に
限
定
し
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
し
、
そ
の
他
の
法
に
関
し
て
は
必
要
な
限
h
リ

で
言
及
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

第

項

(m) 

普
通
法
に
お
け
る
親
の
責
任

普
通
法
と
は
、
周
知
の
よ
う
に
、

一
五
世
紀
中
葉
以
降
本
格
的
に
、
と
く
に
一
七
世
紀
の
「
パ
ン
デ
ク
テ
ン
の
現
代
的
慣
用

(
E
E
g
o
-

号
B
E
E同丘町
2
2
5
)
」
を
経
て
ド
イ
ツ
に
継
受
さ
れ
た
ロ

1
マ
法
を
主
体
と
す
る
法
を
言
、
つ
が
、
こ
の
ロ

l
マ
法
に
お
い
て
は
、
権
力
服

(
川
)

従
者
の
加
害
行
為
に
つ
い
て
の
家
父
の
責
任
と
し
て
、
加
害
訴
権
(
島

n
E
g
g
-
-∞
)
と
は
別
に
、
加
害
者
委
付
な
き
訴
権
(
白
色
。
∞

sn

(m) 

ロ。凶

8
s
a
z
M
g
o
)
が
存
在
し
た
。
こ
の
加
害
者
委
付
な
き
訴
権
の
意
義
に
つ
い
て
、
パ
ウ
ル
ス
は
以
下
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。
「
我
々

は
こ
こ
で
知
っ
て
い
る
こ
と
(
目

2
2
5
)
を
許
容
と
解
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
〔
加
害
行
為
を
〕
防
ぐ
こ
と
の
で
き
た
者
は
、
〔
加
害

(
5
2
E
B
E
n
-
5
℃邑
g
E
R己
主

BZFESE-勺
B
E
Z
8
ち
E
=
g
g
E
F
3

行
為
防
止
を
〕
し
な
か
っ
た
場
合
に
、
義
務
を
負
わ
さ
れ
る

(m) 

ロ。ロ『
R
O岳
)
」
。
す
な
わ
ち
、
権
力
服
従
者
の
加
害
行
為
を
知
っ
て
そ
れ
を
防
止
し
な
か
っ
た
家
父
は
、

(

問

)

(

問

、

問

)

に
基
づ
い
て
直
接
訴
権

2
2
5
e
B
n
g
)
に
よ
り
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る
。

ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
法
(
一
日
〉
古
庄
白
)

も
っ
と
も
、
こ
の

R
g包
5
5
5町
内
庁
舎
』

8
0
が
ロ

1
マ
に
お
い
て
家
子
の
加
害
行
為
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
て
い
た
か
否
か
に
つ
い
て
は

(
問
)

明
ら
か
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
訴
権
に
言
及
す
る
法
文
は
奴
隷
の
加
害
行
為
に
関
す
る
主
人
の
責
任
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
り
、

家
子
の
加
害
行
為
に
関
す
る
法
文
が
見
当
た
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
白
色
。
国
百
四
回
。
岡
田
町
門
庁
舎

5
5
は
、
ロ
ー
マ
に
お
い
て
は
、
加
害
訴
権
と
同
様
に
、
行
為
者
が
他
権
者
(
曲

Eg--呂
田
)

で
あ
っ
た
こ

北法56(4・136)1688



と
を
要
件
と
す
る
が
、
加
害
訴
権
と
は
異
な
り
、
被
告
と
な
る
家
父
が
権
力
服
従
者
の
行
為
時
に
権
力
(
意
向

g
g
)
を
有
し
て
い
る
こ
と

(

胤

)

(

邸

)

が
肝
心
で
あ
り
、
家
父
が
現
実
に
そ
の
加
害
行
為
を
防
止
し
え
た
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
家
父
が
現
実
に
そ
の
加
害
行
為
を
知
っ
て
い
た

こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
既
に
ロ

l
マ
時
代
(
特
に
古
典
期
)
に
お
い
て
予
見
可
能
性
を
前
提
と
す
る
町
三
宮
の
概
念

(
胤
)

が
知
ら
れ
て
い
た
か
否
か
と
の
問
題
と
の
関
連
か
ら
、
定
か
で
は
な
い
。
効
果
の
点
に
お
い
て
は
、
加
害
訴
権
の
場
合
に
は
罰
金
(
言
。

E)

の
支
払
又
は
加
害
物
の
委
付
(
ロ
虫
忠
弘
色
。
)
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
白
色
。
田
宮
内
ロ

2
8
号
岳
5
5
の
場
合
に
は
罰
金
の
支
払
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
こ
の
責
任
は
普
通
法
に
継
承
さ
れ
る
と
共
に
、
少
な
く
と
も
一
八
世
紀
に
は
、
家
長
の
責
任
と
し
て
の
、

5
2
5
に
制
限
さ

(
閉
山
)

れ
な
い
、
監
督
義
務
違
反
を
理
由
と
す
る
責
任
が
見
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
家
長
の
責
任
が

5
m
g
g
に
制
限
さ
れ
る
こ

一
八
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
初
期
の
普
通
法
学
が
、
権
力
服
従
者
の
加
害
行
為
に
つ
い
て
の
家
長
の
責
任
に
関

し
、
同
2
5
5
0
口
実
白
白
色

a
-
a
o
S
を
継
承
す
る
と
共
に
、
「
選
任
過
失

(22uE口町出加
nEC)」
に
基
づ
く
責
任
を
発
展
さ
せ
、
第
三
者
の
不

(
問
)

法
行
為
を
防
止
す
る
一
般
的
義
務
(
阻
止
義
務
。

E
m己
5

5
宮内出

ge)
を
展
開
し
た
と
い
う
事
情
が
存
在
し
た
。
こ
の
義
務
は
、
権
力
服

従
者
の
加
害
行
為
を
家
長
が
過
失
に
よ
り
知
ら
な
か
っ
た
場
合
に
も
存
在
す
る
と
言
、
つ
点
で
、
ロ
ー
マ
時
代
の
尽
き
言
。
ロ
2
8
骨
舎
5
5

と
の
な
く
な
っ
た
背
景
に
は
、

に
お
け
る
家
長
の
義
務
に
比
べ
包
括
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

監督者責任の再構成 (4) 

」
の
よ
、
つ
に
し
て
、

一
九
世
紀
に
入
る
と
、
学
説
の
支
配
的
見
解
や
判
例
に
よ
り
、

5
2
E
に
限
定
さ
れ
な
い
、
家
長
の
広
汎
な
責
任

が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ヴ
ィ
ン
ト
シ
ヤ
イ
ト
(
者
E仏
国

nzaa)
は
、
「
不
作
為
が
義
務
を
負
わ
せ
る
の
は
先
行
す
る
活
動
又
は
付

随
的
活
動
に
よ
り
作
為
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
場
合
だ
け
で
あ
る
」
と
の
限
定
を
附
し
な
が
ら
も
不
作
為
に
よ
る
責
任
を
認
め
た
上
で
、
父
親

(
問
)

の
監
督
に
つ
い
て
の
過
責
(
〈
n
g
S
E
E
g
)
に
関
し
て
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
法
上
の
訴
権
を
認
め
、
ま
た
、
デ
ル
ン
ブ
ル
ク

(Umgσ
日
開
)
は
、

(
削
)

有
責
な
不
作
為
も
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
法
に
よ
る
義
務
を
負
わ
せ
る
と
し
て
、
不
作
為
に
よ
る
不
法
行
為
を
広
く
認
め
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
見
解
に
対
し
、

5
2
E
と
い
う
要
件
を
依
然
と
し
て
要
求
す
る
見
解
も
見
ら
れ
た
。
例
え
ば
、

北法56(4・137)1689
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説

(
冨
富
島
・
可
)
は
、
知
れ
て
お
り
且
つ
防
止
さ
れ
る
べ
き
不
法
行
為
を
防
止
す
る
こ
と
を

J

家
父
が
怠
っ
た
こ
と
は
そ
の
不
法
行
為
へ
の
関
与

(
限
)

さ
ら
に
、
子
の
加
害
行
為
に
つ
い
て
の
家
長
の
責
任
に
否
定
的
な
見
解
も
見
ら
れ
た
。
例
え
ば
、
プ
フ
タ

自
体
に
は
、
息
子
の
行
為
に
よ
り
父
親
に
義
務
を
負
わ
せ
る
如
何
な
る
根
拠
も
存
在
し
な
い
」
と
し
て
、
子
の
不
法
行
為
に
基
づ
く
家
長
の

(
郎
)

責
任
を
原
則
と
し
て
否
定
し
、
ま
た
、
ヴ
ェ
ン
テ
ィ
ヒ
(
宅
起
き
加
)
は
、
他
人
の
不
法
行
為
を
防
止
す
る
一
般
的
義
務
も
、
監
督
慨
怠
に

基
づ
く
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
法
上
の
訴
権
も
存
在
し
な
い
と
し
た
上
で
、
。
・
申
・
ム
-
M
-

一
等
を
奴
隷
の
行
為
に
関
す
る
家
長
の
責
任
に
限
定
し
、
そ

(
刷
)

れ
故
現
代
で
は
適
用
が
な
い
と
し
て
い
る
。

(
司
ロ

n
E
S
)

は
、
「
父
権
そ
れ

北法56(4・138)1690

ーヨ£為
両岡

と
見
な
さ
れ
る
と
す
る
が
、
不
法
行
為
の
防
止
に
つ
い
て
の
過
失
だ
け
で
あ
り
、
家
子
の
事
前
の
意
図
を
知
る
こ
と
に
つ
い
て
の
過
失
で
は

(
肌
)

な
い
と
す
る
。

こ
の
よ
う
に
一
九
世
紀
の
普
通
法
学
説
に
お
い
て
は
、
子
の
加
害
行
為
に
つ
い
て
家
長
の
責
任
を
認
め
る
か
否
か
に
関
し
て
見
解
が
多
岐

に
分
か
れ
て
い
た
が
、
裁
判
例
も
家
長
の
広
汎
な
責
任
を
肯
定
す
る
も
の
と
否
定
す
る
も
の
に
分
か
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
、
普
通
法
の
下
で
、

子
の
不
法
行
為
に
つ
い
て
家
長
の
責
任
が
問
題
と
な
っ
た
裁
判
例
を
幾
っ
か
紹
介
し
よ
う
。

[
問
]
リ
ュ

l
ベ
ッ
ク
上
級
地
方
裁
判
所
(
。
円
。
戸
5
2
r
)
一
八
五
二
年
二
月
一

(
防
)

一
日
判
決

【
事
案
】
父
親
の
家
で
生
活
を
し
て
い
た
未
成
年
者
A

を
望
ん
だ
が
、
庖
主
X
か
ら
こ
の
申
し
出
を
拒
否
さ
れ
た
た
め
、

X
の
意
思
に
反
し
て
そ
の
承
諾
を
得
ず
に
旅
に
出
た
。
父
親

Y
は
こ
れ
を

(
男
)
は
徒
弟
契
約
の
期
間
を
一
年
以
上
残
し
な
が
ら
、
外
国
で
勤
め
に
就
く
こ
と

防
止
せ
ず
、
さ
ら
に
息
子
が
旅
に
出
る
手
助
け
を
し
た
。
そ
こ
で

X
は
Y
に
対
し
て
、
当
該
期
間
A
の
代
わ
り
に
必
要
に
な
っ
た
従
業
員
の

雇
用
に
よ
っ
て
彼
に
生
じ
た
費
用
の
賠
償
を
請
求
し
た
。

【
判
旨
}
「
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
は
、
そ
の
振
舞
い
に
よ
り
明
ら
か
に
X
に
対
し
て
不
法
を
な
し
た

Y
の
、
彼
が
X
に
故
意
に
与
え



た
損
害
を
賠
償
す
る
法
的
義
務
は
、
既
に
一
般
原
則
に
よ
り
正
当
化
さ
れ
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
現
に
存
在
し
て
い
る
事
案
に
、

少
な
く
と
も
類
推
適
用
さ
れ
る
、
法
律
に
お
い
て
与
え
ら
れ
て
い
る
一
定
の
訴
え
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
、
家
子
に
よ

り
締
結
さ
れ
た
契
約
に
関
し
て
契
約
相
手
の
不
利
益
と
な
る
号

-5
を
犯
す
父
親
に
対
し
て
行
わ
れ
る
訴
え
で
あ
り
、
と
く
に
、
そ
の
契
約

に
よ
り
息
子
に
委
託
さ
れ
て
い
る
事
柄
を
父
親
が
意
の
ま
ま
に
し
て
そ
の
引
渡
を
拒
絶
す
る
場
合
に
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。
:
:
:
こ
こ
で
現

に
存
在
す
る
事
案
は
、
被
告
が
そ
の
違
法
な
行
為
に
よ
っ
て
原
告
か
ら
被
告
の
息
子
と
締
結
さ
れ
た
契
約
の
対
象
で
あ
る
、
な
お
残
っ
て
い

る
修
行
期
間
の
息
子
の
就
業
を
奪
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
法
律
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
事
案
に
類
似
す
る
」
。

[
胤
]

(
附
)

マ
ン
ハ
イ
ム
上
級
宮
廷
裁
判
所
石
田
。
冨

B
5
2
5
)
判
決
年
月
日
不
明

【
事
案
】

A
(
一
四
歳
男
)
が
父
親

Y
の
不
在
中
に
弾
丸
の
装
填
さ
れ
た
プ
リ
ン
ト
銃
を
使
い
、
そ
こ
に
居
合
わ
せ
て
い
た
女
性
の
警
告
を

無
視
し
て
遊
ん
で
い
た
と
こ
ろ
、
そ
の
プ
リ
ン
ト
銃
が
暴
発
し
、
側
に
い
た
少
女
に
重
傷
を
負
わ
せ
、
後
遺
症
が
残
っ
た
。

Y
は
賠
償
を
請

求
さ
れ
た
た
め
、
そ
の
日
は
家
に
お
ら
ず
、
そ
れ
故
そ
の
行
為
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
プ
リ
ン
ト
銃

が
家
に
あ
る
こ
と
を
全
く
知
ら
ず
、
年
長
の
息
子
は
そ
の
銃
の
所
持
を
隠
し
て
い
た
と
抗
弁
し
た
。
宮
廷
裁
判
所

(
E
C
ぽ
町
立
与
問
)

は
こ
の

監督者責任の再構成 (4) 

免
責
原
因
が
十
分
な
も
の
だ
と
し
た
。

【
判
旨
】

マ
ン
ハ
イ
ム
上
級
宮
廷
裁
判
所
は
、
何
人
か
の
者
(
そ
の
中
に
は
婿
や

Y
の
使
用
人
が
含
ま
れ
て
い
る
)
が
そ
の
プ
リ
ン
ト
銃
の

所
持
を
知
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
息
子
が
そ
れ
ほ
ど
長
い
閉
そ
の
所
持
を
父
親
に
隠
す
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
事
情
は
、
家
庭
で
の

し
つ
け
と
規
律
の
い
い
加
減
さ
を
推
論
さ
せ
る
と
し
て
、

Y
に
有
責
判
決
を
下
し
た
。

[
悶
]
バ
イ
エ
ル
ン
最
高
裁
判
所
(
切
ミ
。
σ立
以
)

)¥ 
)¥ 

O 
年

月

日
半IJ;;;
決"，
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説

【
事
案
】

Y
の
息
子
A

(
九
歳
男
)

は
X
の
息
子
B
の
乗
っ
て
い
た
馬
に
突
然
飛
び
出
し
て
打
っ
て
か
か
り
、
そ
の
馬
を
驚
か
せ
、
そ
れ
に

よ
り

B
は
落
馬
し
て
負
傷
し
た
。

X
が
Y
に
対
し
て
自
己
の
名
で
訴
え
を
提
起
す
る
と
共
に
、

B
の
法
定
代
理
人
と
し
て
治
療
費
用
及
び
慰

品 A

H筒

謝
料
を
請
求
。

【
判
旨
】
「
争
わ
れ
て
い
る
判
決
は
、
〔
Y
の
〕
未
成
年
の
息
子
に
よ
り
違
法
に
引
き
起
こ
さ
れ
た
、

X
の
息
子
の
身
体
損
害
に
つ
い
て
の

Y

の
民
事
法
上
の
答
責
性
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、

Y
の
子
ど
も
に
対
し
て
暴
力
を
振
る
う
よ
う
に
と
の
父
親
に
よ
る
そ
の
男
の
子

へ
の
間
接
的
な
刺
激
を
含
む
事
実
、
又
は
、
子
ど
も
た
ち
、
と
く
に
息
子
A
の
教
育
に
つ
い
て
の

Y
の
い
い
加
減
さ
を
確
実
に
推
論
す
る
こ

と
を
そ
も
そ
も
許
す
よ
う
な
事
実
が
存
在
す
る
場
合
だ
け
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
出
発
点
と
し
て
い
る
。
現
に
存
在
す
る
訴
え
の
判
断
に

と
っ
て
こ
の
法
的
観
点
が
正
当
で
あ
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
異
議
を
唱
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
詳
し
く
言
、
っ
と
、
こ
の
法
的
観
点
が
、
理

論
と
実
務
に
よ
り
承
認
さ
れ
た
、

ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
法
の
基
本
思
想
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
法
原
則
を
含
む
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ

の
法
原
則
と
は
、
自
由
な
自
己
決
定
を
行
わ
な
い
者
に
関
し
て
負
担
し
て
い
る
監
督
義
務
を
怠
る
者
は
、
こ
の
者
が
違
法
に
行
っ
た
加
害
行

為
に
つ
い
て
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
と
く
に
そ
の
子
ど
も
の
教
育
に
つ
い
て
の
家
庭
で
の
し
つ
け
と
規
律
を
怠
っ
た
両
親
は
そ
の

子
ど
も
の
違
法
な
行
為
に
よ
り
惹
起
さ
れ
た
損
害
に
つ
い
て
、
そ
の
行
為
が
教
育
の
憾
怠
の
結
果
で
あ
る
と
い
う
要
件
の
下
で
責
任
を
負
う

と
い
う
も
の
で
あ
る
」
。
「
X
は
自
ら
、

Y
が
そ
の
息
子
の
加
害
行
為
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
主
張
し
な
か
っ
た
:
:
:
。
よ
り
正
確
に

言
う
と
、
争
わ
れ
て
い
る
判
決
で
は
、
被
告
が
決
定
的
な
時
点
に
家
に
い
な
か
っ
た
こ
と
が
認
定
さ
れ
て
い
る
」
。
同
様
に

X
の
主
張
に
か

か
る
U
C
ム
U
-
Y
等
に
お
い
て
は
、
「
主
人
は
奴
隷
の
行
っ
た
殺
害
に
つ
い
て
、
主
人
が
知
っ
て
い
な
が
ら
そ
の
殺
害
が
行
わ
れ
た
場
合
に

は
、
全
額
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
と
い
う
こ
と
し
か
定
め
ら
れ
て
い
な
い
」
。

[瑚
]
O
F
C
切

g
zロ
田
町
宮
毛
色
刷

(
郎
}

一
八
九
一
年
一
一
一
月
二
日
判
決
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の
父
母
Y
Y
は
馬
車
と
馬
を
借
り
、
母
Y
が
A
と
共
に
そ
の
馬
車
に
乗
っ
て
い
た
際
に

A
に
馬
の
手
綱
を
託
し

た
と
こ
ろ
、
路
上
で

X
の
馬
車
と
衝
突
し
、

X
の
馬
車
及
び
馬
が
段
損
さ
れ
た
。

X
か
ら
Y
Y
に
対
し
て
訴
え
を
提
起
。

Y
が
馬
車
を
借
り
た
際
に
A
が
Y
の
面
前
で
御
者
台
に
座
り
馬
車
を
動
か
し
た
と
い
う
事
実
か
ら
、

Y
の
A
に
対
す
る
委
託
が
導

{
事
案
】

A

(
一
三
歳
男
)

【
判
旨
】

き
出
さ
れ
る
と
し
て
も
、
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
法
上
の
訴
権
は
棄
却
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
と
い
う
の
は
、
:
:
:
そ
の
共
同
被
告
〔
で
あ

る
Y
〕
は
そ
の
〔
事
故
の
〕
前
に
出
発
す
る
と
き
決
し
て
現
わ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
認
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

:
:
:
Y
の
責

任
は
そ
の
妻
の
責
任
と
共
に
、
例
え
ば
、
こ
の

Y
が
、
間
近
に
迫
っ
て
い
る
旅
を
知
り
・
な
が
ら
、
そ
の
実
施
の
態
様
、
と
く
に
馬
の
相
当
な

統
率
の
獲
得
に
気
を
配
ら
ず
、
そ
れ
に
よ
り
そ
の
後
の
事
故
を
有
責
に
引
き
起
こ
し
た
と
い
う
こ
と
に
し
か
基
づ
き
得
な
い
。
し
か
し
、
こ

の
よ
う
な
根
拠
も
成
果
が
な
い
ま
ま
に
違
い
な
い
。
も
っ
と
も
、
:
:
:
先
行
す
る
又
は
随
伴
す
る
活
動
に
よ
り
所
為
が
必
要
で
あ
っ
た
と
き

に
は
不
作
為
が
責
任
を
負
わ
せ
る
と
い
う
見
解
が
、
支
配
的
で
あ
り
且
つ
承
認
さ
れ
る
べ
き
見
解
と
認
め
ら
れ
て
よ
い
」
。
「
そ
し
て
、
目
下

の
者
、
と
く
に
家
子
又
は
里
子
に
関
す
る
義
務
に
従
っ
た
監
督
の
慨
怠
、
及
、
び
、
そ
の
よ
う
な
者
の
不
法
行
為
又
は
危
険
な
行
為
を
防
止
し

な
か
っ
た
こ
と
も
こ
の
よ
う
な
不
作
為
と
し
て
見
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
:
:
:
。
し
か
し
、
加
害
責
任
に
つ
い
て
の
法
源
に
よ
れ
ば
、

監督者責任の再構成 (4) 

ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
訴
権
に
つ
い
て
の
法
源
と
同
様
に
、
監
督
の
義
務
を
負
う
者
が
そ
の
目
下
の
者
の
事
前
の
行
為
に
つ
い
て
予
め
知
ら
せ
を
受

け
、
そ
の
行
為
を
防
止
で
き
た
こ
と
が
要
件
と
さ
れ
て
い
る
」
。
「
そ
の
よ
う
な
不
作
為
に
つ
い
て
本
件
で
は

Y
の
妻
し
か
非
難
す
る
こ
と
が

で
き
ず
、
こ
の

Y
自
身
を
非
難
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

Y
は
、
妻
が
そ
の
旅
行
の
聞
の
そ
の
男
の
子
の
監
督
に
つ
い
て

Y
を
思
慮
分
別
の

あ
る
方
法
で
代
理
し
、
と
く
に
:
:
:
彼
女
が
そ
れ
〔
馬
の
操
縦
〕
を
息
子
に
委
ね
る
場
合
に
は
、
そ
の
際
に
こ
の
息
子
か
ら
相
応
に
目
を
離

さ
ず
、
遭
遇
す
る
荷
車
に
対
し
て
規
則
に
従
っ
て
回
避
す
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
。
従
っ
て
、
彼
が
そ
の
事
柄
に
そ
れ
以

上
に
気
を
配
っ
て
い
な
か
っ
た
と
き
、
少
な
く
と
も
そ
の
結
果
が
、
彼
の
妻
が
彼
を
代
理
し
て
規
則
に
従
っ
た
振
舞
い
を
す
る
で
あ
ろ
う
と

の
彼
の
信
頼
が
正
当
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
た
と
し
て
も
、
責
任
を
負
わ
せ
る
過
責
が
あ
る
と
し
て
彼
が
非
難
さ
れ
る
こ
と
は

北法56(4・141)1693 



説

な
い
」
。

論

(
即
)

一
八
九
八
年
五
月
二
二
日
判
決

[
即
]
切

mq

。σ戸。

【
事
案
】

Y
の
息
子
A

そ
の
学
校
の
建
物
の
真
中
を
通
り
抜
け
、
そ
の
際
に
自
転
車
の
ベ
ル
の
レ
バ
ー
を

X
の
右
目
に
ぶ
つ
け
、

(
一
二
歳
五
ヶ
月
男
)
は
自
転
車
に
乗
り
、

学
校
の
建
物
の
前
に
日
曜
学
校
の
生
徒
が
大
勢
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

X
は
失
明
し
た
。

【
判
旨
】
「
Y
の
責
任
は
、
警
察
の
許
可
な
く
し
て
自
転
車
で
通
り
を
走
行
す
る
こ
と
の
禁
止
を
彼
が
知
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

と
い
う
こ
と
、
息
子
が
そ
の
よ
う
な
警
察
の
許
可
を
得
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
彼
が
知
っ
て
い
た
こ
と
、
彼
が
息
子
に
通
り
を
走
ら
せ
、

れ
が
ど
れ
ほ
ど
危
険
で
あ
る
か
を
考
慮
せ
ず
、
わ
り
と
成
熟
し
た
男
性
の
持
つ
意
思
の
活
力
の
な
い
若
者
に
こ
れ
を
許
可
し
て
い
た
こ
と
か

ら
導
か
れ
る
。
従
っ
て
、

Y
の
過
責
に
は
十
分
に
理
由
が
あ
る
」

0

(
制
)

閣
の
裁
判
例
は
特
有
財
産
訴
権
(
白
n
E
O

号

官

2
2。
)
等
の
類
推
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
が
、
父
親
の
責
任
の
判
断
に
際
し
て
実
質
的
に

父
親
自
身
が
加
害
行
為
(
息
子
の
逃
走
の
布
助
)
を
し
た
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
お
り
、
子
の
加
害
行
為
に
基
づ
く
父
親
の
責
任
と
言
う
よ
り

は
、
父
親
自
身
の
不
法
行
為
の
成
立
を
認
め
た
も
の
と
見
た
ほ
う
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
聞
を
除
く
裁
判
例
は
、
父
親
の
子
に
対
す
る
監
督
が
と
く
に
問
題
に
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
こ
ろ
、
大
き
く
二
つ
に

分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
つ
は
悶
及
び
聞
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
裁
判
例
は
被
告
た
る
父
親
が
加
害
行
為
又
は
そ
の
直
前
の
行
為
の
と
き
に

そ
の
場
に
居
合
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
父
親
の
責
任
を
否
定
し
て
お
り
、

5
2
E
と
い
う
要
件
を
厳
格
に
解
し
て
い
る
も
の
と
見

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
胤
及
び
即
の
裁
判
例
に
お
い
て
は
被
告
た
る
父
親
が
子
の
加
害
行
為
或
い
は
そ
の
直
前
の
行
為
の
と

き
に
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
父
親
の
責
任
を
肯
定
し
て
お
り
、

5
2
5
と
い
う
要
件
を
比
較
的
緩
や
か

北法56(4・142)1694
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に
解
し
て
い
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
裁
判
例
に
お
い
て
も
、
子
の
加
害
行
為
に
基
づ
く
家
長
の
責
任
を
広
く
認
め
る

か
否
か
は
見
解
が
分
か
れ
て
い
た
。

さ
ら
に
こ
れ
ら
の
裁
判
例
で
注
目
さ
れ
る
点
は
、
ロ
ー
マ
法
文
に
お
い
て
は
「
教
育
過
失
(
円
三
宮

z
a
R
B号
)
」
と
い
う
概
念
は
知
ら

れ
て
い
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
判
決
の
中
で
「
教
育
」
や
「
し
つ
け
」
と
い
う
概
念
が
用
い
ら
れ
て
い
た
点
で
あ
る
(
刷
、
間
)
。

(
言
わ
ば
子
の
加
害
行
為
の

胤
で
は
父
親
の
責
任
の
根
拠
が
子
の
銃
器
所
持
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と

予
見
義
務
違
反
)
に
求
め
ら
れ
、
ま
た
、
問
で
は
父
親
が
「
決
定
的
な
時
点
に
家
に
い
な
か
っ
た
こ
と
」
を
理
由
と
し
て
責
任
が
否
定
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
「
教
育
」
と
い
う
概
念
の
下
で
実
際
に
は
具
体
的
加
害
行
為
の
防
止
が
要
求
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
ひ
い

し
か
し
、
よ
り
詳
細
に
見
て
み
る
と
、

て
は
「
教
育
」
と
い
う
概
念
が
多
義
的
で
あ
り
、
そ
の
捉
え
方
如
何
に
よ
り
、
具
体
的
加
害
行
為
の
防
止
の
み
が
問
題
と
さ
れ
得
る
と
い
う

こ
と
が
示
さ
れ
よ
う
。

以
上
、
子
の
加
害
行
為
に
つ
い
て
の
親
の
責
任
に
関
し
て
普
通
法
で
は
、
不
作
為
に
基
づ
く
不
法
行
為
を
認
め
る
か
否
か
に
付
き
そ
も
そ

も
争
い
が
あ
っ
た
も
の
の
、
こ
れ
を
肯
定
す
る
見
解
は
、
父
親
が
子
の
加
害
行
為
を
知
っ
て
い
た
こ
と

目

2
2
5
)
を
要
件
と
し
て
、
そ

れ
を
防
止
し
得
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
防
止
し
な
か
っ
た
父
親
に
固
有
の
責
任
を
認
め
、
さ
ら
に
子
の
加
害
行
為
を
過
失
に
よ
り
知
ら
な
か
っ

監督者責任の再構成 (4) 

た
父
親
に
固
有
の
責
任
を
負
わ
せ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
見
解
が
分
か
れ
て
い
た
と
云
守
つ
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
普
通
法
下
の
裁
判
例

に
お
い
て
は
、
「
教
育
」

ゃ
「
し
つ
け
」
と
い
う
概
念
に
言
及
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
そ
の
内
容
と
し
て
少
な
く
と
も
子
の
加
害
行
為
の
認

識
(
予
見
)
可
能
性
を
前
提
と
し
た
具
体
的
監
督
の
慨
怠
が
念
頭
に
置
か
れ
、
具
体
的
加
害
行
為
と
離
れ
た
抽
象
的
な
「
教
育
」
や
「
し
つ

け
」
は
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
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説論

(
附
)
以
下
の
叙
述
は
、
〉
-σ
『刊
n
Z
E
n
z
p
E
h
H
h
m
S
N足
、
旨
冶
与
な
も
白
内
E
H
1
C
E
ミ
~
b
h
s
h
h
s
h
b
q同
さ
え
持
含
官
同
匂

8
・
2
2
2
c足
当
3

2

。
5
8
E
a
-
-
唱。
3
・
∞
・
凶
内
内
に
負
う
。

(
川
)
加
害
訴
権
(
白
色
。
口
。
E
E凹
)
は
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
帝
の
時
代
に
は
家
子
に
つ
い
て
廃
止
さ
れ
て
い
た

(
Z
2・
品
・
∞
・
ご
。
加
害
訴
権
に
つ
い
て

は
、
船
田
享
二
「
ロ
!
マ
法
第
三
巻
』
(
山
石
波
書
盾
・
改
版
・
昭
和
四
五
年
)
七
O
六
頁
以
下
、
原
田
慶
吉
『
ロ

l
マ
法
』
(
有
斐
閣
・
一
六

版
・
昭
和
五
O
年
)
二
三
四
頁
以
下
(
以
下
「
ロ

l
マ
法
」
と
し
て
引
用
)
参
照
。

(
川
)
ロ

l
マ
法
に
お
け
る
子
の
加
害
行
為
に
関
す
る
親
の
責
任
に
つ
い
て
は
既
に
松
坂
・
前
掲
論
文
(
註
4
)

一
四
九
頁
以
下
に
紹
介
が
あ
る
が
、

主
因
。
包
ロ
伺
口
。
E
m
a
n
a
-
5
5
と
加
害
訴
権
の
関
係
に
つ
き
誤
解
を
招
く
記
述
が
見
ら
れ
る
。

(問

)
E
E・o-唱-
N
・
&
・
胃
・
法
文
の
引
用
は

Q
号

S
E
E
n島三
-
2
・
S
F
同・・。同
m
g
g
a
n
c
m
g
E
玄
O
B吉
田
町
口
町
内
『
m
g
n
g岳
尽
dmmm『
(
者
向
E
S
S
E
-

M

内〈同

-ae-玄
u
n内
内
の
巴
〈
)
に
よ
る
。

ア
ル
プ
レ
ヒ
ト
・
ブ
ッ
ク
ス
に
よ
れ
ば
、
目
2
2
E
は
古
典
期
以
前
に
お
い
て
は
命
令
(
呂
田
E
E
)
や
助
言

(
n
S
E
E
B
)
と
同
義
で
あ
り
、

古
典
期
以
後
そ
の
内
容
を
拡
張
し
て
、
単
に
知
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
認
容
し
た
こ
と
を
も
含
む
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

な
お
、
デ
イ
ゲ
ス
タ
の
第
九
巻
邦
訳
と
し
て
は
既
に
船
田
享
二
「
ユ
ス
チ
ニ
ア
ヌ
ス
帝
学
説
棄
纂
第
九
巻
邦
訳
」
『
法
学
新
報
』
四
五
巻
六
号

一
O

O
頁
以
下
、
同
七
号
一

O
五
頁
以
下
、
同
人
号
一
一
八
頁
以
下
、
同
一

O
号
八
六
頁
以
下
、
同
一
一
号
一
二
五
頁
以
下
、
同
一
二
号
二
二

六
頁
以
下
(
以
上
昭
和
一

O
年
)
及
び
同
四
六
巻
二
号
(
昭
和
一
一
年
)
八
二
頁
以
下
が
あ
る
。

(
即
)
直
接
訴
権

2
3
5
ι
5
n
g
)
と
は
、
こ
こ
で
は
、
加
害
訴
権
と
対
置
さ
れ
、
行
為
者
(
権
力
者
)
本
人
に
対
す
る
訴
え
を
意
味
す
る
。
司
霊
園

ヨ
S
S
E
Sミ
ミ
尽
き

NR
是
認
を
同
ロ

g
n凡
な
芯
き
.
h円

F
S
F
S
2・
3
ロ
凶
円
安
-
盟
国
nFnF-2hp
。
〉
E
2
Y

∞-
E申・

(則

)
c
e・o・。・ム
-
N
・
「
奴
隷
が
、
主
人
の
知
っ
て
い
る
間
に
殺
し
た
と
き
は
、
〔
そ
の
こ
と
は
〕
主
人
に
全
額
の
責
を
負
わ
せ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
主
人

自
身
が
殺
し
た
と
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
一
し
か
し
、
知
ら
な
い
問
〔
に
殺
し
た
〕
場
合
、
加
害
物
委
付
訴
権
が
あ
る
の
で
あ
り
、
な
ぜ
な
ら
、

奴
隷
の
不
法
行
為
の
た
め
に
、
加
害
物
と
し
て
委
付
す
る
こ
と
以
上
に
義
務
を
負
わ
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

1
.
〔
加
害
行
為
を
〕

防
が
な
か
っ
た
者
は
、
主
人
の
ま
ま
で
あ
ろ
う
と
主
人
で
あ
る
こ
と
を
放
棄
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
、
こ
の
訴
権
に
よ
っ
て
義
務
を
負
わ
さ
れ
る

一
な
ぜ
な
ら
、
防
が
な
い
と
き
に
主
人
で
あ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
そ
れ
で
十
分
だ
か
ら
で
あ
り
、
ケ
ル
ス
ス
が
、
奴
隷
が
完
全
に
又
は
部
分
的
に

譲
渡
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
、
解
放
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
、
加
害
訴
権
は
加
害
物
に
随
伴
し
な
い
と
思
う
ほ
ど
〔
十
分
〕
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
、
命
令
を
し
て
い
る
主
人
の
言
う
こ
と
を
聞
い
た
奴
隷
は
、
何
ら
不
法
行
為
を
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
但
し
、
〔
主
人
が
〕
命
じ
た
場
合
、
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監督者責任の再構成 (4) 

こ
の
こ
と
が
言
わ
れ
得
る
一
し
か
し
、
〔
主
人
が
〕
防
が
な
か
っ
た
場
合
、
我
々
は
ど
の
よ
う
に
し
て
奴
隷
の
行
為
を
無
罪
放
免
と
す
る
の
で
あ

ろ
う
か
?
し
か
し
な
が
ら
、
ケ
ル
ス
ス
は
、
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
法
と
十
二
表
法
と
の
聞
で
区
別
し
て
い
る
一
な
ぜ
な
ら
、
古
い
法
律
に
お
い
て
は
、

奴
隷
が
主
人
の
知
っ
て
い
る
と
き
に
加
害
を
な
し
た
か
又
は
そ
の
他
の
加
害
を
犯
し
た
場
合
、
奴
隷
の
名
に
よ
っ
て
加
害
訴
権
が
あ
る
の
で
あ

り
、
主
人
は
自
ら
名
を
も
っ
て
義
務
を
負
わ
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
、
こ
れ
に
対
し
て
、
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
法
に
お
い
て
は
、
主
人
は
自
ら
名
を
も
っ

て
義
務
を
負
わ
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
奴
隷
の
名
を
も
っ
て
で
は
な
い
、
と
〔
ケ
ル
ス
ス
は
〕
言
う
。
そ
し
て
、
〔
ケ
ル
ス
ス
は
〕
い
ず
れ
か
の
法

律
の
論
拠
を
、
十
二
表
法
に
は
、
あ
た
か
も
〔
十
二
表
法
が
〕
奴
隷
に
こ
の
場
合
に
主
人
の
言
、
つ
こ
と
を
聞
か
な
い
こ
と
を
要
求
し
た
か
の
よ

う
に
、
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
法
に
は
、
あ
た
か
も
〔
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
法
が
、
服
従
を
〕
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
死
ぬ
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
、
主
人
に

服
従
し
た
奴
隷
を
許
す
か
の
よ
う
に
与
え
る
。
し
か
し
、
ユ
リ
ア
ヌ
ス
が
第
八
六
巻
で
『
奴
隷
が
窃
盗
を
な
し
又
は
加
害
を
な
し
た
場
合
に
』

が
後
者
の
法
律
に
も
及
ぶ
と
書
い
た
こ
と
が
賛
成
を
得
る
と
き
、
さ
ら
に
、
奴
隷
の
名
に
よ
っ
て
主
人
に
対
し
加
害
訴
訟
が
行
わ
れ
得
る
と
い

う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
得
た
。
そ
の
結
果
、
主
人
に
対
す
る
ア
ク
イ
リ
ウ
ス
〔
訴
権
〕
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
奴
隷
を
無
罪
放
免
に
す
る
も
の

で
は
な
く
、
主
人
に
重
荷
を
負
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
我
々
は
ユ
リ
ア
ヌ
ス
に
賛
同
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
見
解
は
論
拠
を
有
し

て
お
り
、
ユ
リ
ア
ヌ
ス
〔
の
述
べ
る
と
こ
ろ
〕
に
お
い
て
は
マ
ル
ケ
ル
ス
に
よ
り
賛
同
さ
れ
る
(
∞
-
8
2
5
E
2
8
号
E
B
o
n
2
仏
P
E
g
-
E
E
S

色
。
自
E
E
言
。
守
z
m
H
H
F
e
M
m
g
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5
色
町
宮
円
安
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2
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全
国
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町
一
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B
E
E
R
-
g
s
・
ロ
。
凶
白
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田
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田
F
ロ
刊
n
g
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B
込
町
F
E
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=
w
H
B
E
r
m
内
u
g
回
目
『
i
g
司

-
5
8
5
P

AE阻
g
g
ロ
O
H
m
w向
2
5
込
町
色
白
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・
-
r
s
z
F
ロ
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ロ
y
o
E
σ
E
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白
色
。
E
5
5
5
8
2
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白
色
町
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町
四
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田
町
ι
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B
E
E
F
Y
R
2
2
0
口
白
円
2
2
ロ
『
一
回
巴
虫
色
H
m
E
5
・
包
目
。

門
町
田
唱
。
B
a
o
S
E
E
P
G
E
O
ロ
O
ロ
官
。
E
σ
S
F
P
F
S
S
口
問
E
5
・
三
円
リ
巳
田
巴
田
吉
見
n
F
2
P
2
-
H
白
E
n
ロ
包
g
Z
2
5
5
8
g
ヨ
〈
白
ご
口
問
u
h
g
n
g
〈
刊
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E
g
c
s
z
z
p

ロ
C
岡
山
出
口
町
担
問
百
円
ロ
O
ロ
∞
m
A
E
T
ロ
国
5
8
3
E
B
E
z
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色
m
w
Z
S
E
E
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色
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5
5
0
z
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口
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z
n
B
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田
三
円
開
同
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口
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z
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口

問
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色
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g
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呂
田
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n
H
n
E
明
白
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B
E凹
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目
目
E
目
g
s
m
ロ
a
R
r
B
E
5
5
p
n
巳
5
8
『
-
四
個
町
四
国
〉
G
E
M
-
-
E
5
2
-
n
加
刊
ヨ
a
z
o
仏
m
w
a
g

s
σ
三
時
口
同
国
一
口
白
ヨ
ヨ
-
m
伺
刊
白
=
E
』
E
P
包
お
ヨ
ロ
回
目
丘
町
三
白
色
。
ョ
5
0
P
H
A
Z
E
F
n
ぽ
〈
己
白
一
回
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日
ロ
O
U
5
5
8
B
E
E
T
M
m
ミ
』
口
。
5
5
m
R
巳
。
g
門
口
。
g
z
m
E
m
n

円
山
C
5
5
5
2
0
口
。
B
E
m
向
。
=
刊
冨
『
a
a
s
-
n
明
白
〉
A
E
-
-
P
E
S
F
H
Z
a
色
。
ョ
一
口
巴
∞
∞
E
C
口
。
ョ
ヨ
開
同
開
口
町
四
E
F
=
。
口
問
刊
『
三
-
=
E
5
3
E
丘
町
関
岡
田
『
旦
仏
国
同
『
釦
円
5
ロ
O
B
e
門
田
E
o
a
m
n
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g
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F
ロ
E
d
B
e
G
E
E
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O
-
z
m
ユ
Z
0
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2
a
o
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E
E
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B
口
。
=
。
宮
町
呂
田
混
同
世
『
タ
〉
A
E
-
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田
タ
円
山
口
白
出
回
目
関
口
C
〈
伺
呂
田
恒
2
0
・
』
E
F
己

O
S
E
c
-
u
H
R
E
T
宮
口
Z
E
回
目
回
口
。
口

町
四
円
四
回
回
目
押
印
白
色
包
立
m
w
n
g
F
A
E
O
内
回
目
E
E
h
g
z
田
口
『
円
。
。
n
g
加
2
2
5
0
明
男
吉
田
町
ユ
E
て
包
明
白
2
5
明
E
コE
B
E
H
』
同
口
。
H
5
5
〈
伺
口
。
n
E
X
・
2
5
B
邑
吉
田
B
E
R
a
-
m
m
g

-umw
コ5
2
P
唱
。
8
2
ご
】
-
2
2
5
吉
田
開
『
i
E
o
s
-
ロ
刊
円
ロ
ヨ
ι
0
2
5
0
由也

-
u
o
出
回
開
口
。
H
E
Z
百
円
出
2
P
E
』
巴
c
a
己

m
u
門
戸
』
『
〉
』
g
-
5
白
色
〈
叩
『
回
巴
出
S
O
S
E
E
S
-
=
。
ロ
印
町
『
〈
巴
5

0
H
n
5
2
・
8
島
内
同
。
S
Z
E
E
C
ロ
2
2
・
ロ
g
B
E
R
B
田
町
2
=
ι
E
E
E
-
-
白
口
E
E
円
高
o
σ
m
w
三
E
E
F
』
E
E
m
田
町
=
8
2
5
F
E
σ
2
5
巳
。
=
m
5
2
釦
玄
R
n
m
z
o
E
-
u
戸
E
E
-
-
m
w
E
E
S
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説

同肖

oσ
田宮司・)」

も
っ
と
も
、
ヵ

l
ザ
l
は
、
こ
の

0
・唱・品
-
M

司
己
か
ら
古
典
期
に
論
争
の
あ
っ
た
こ
と
が
推
論
さ
れ
る
と
し
、
古
典
期
に
こ
の
よ
う
な
家
長
の

責
任
が
認
め
ら
れ
た
と
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
懐
疑
的
で
あ
る
。

-
n
g
p
u
s
河内

5
2
R
E
h
U
2
5弓
同
門
戸
(
の
-Z・回刊
n
F
F
M
-
h
n
5
8き
〉
ロ
『
]
J
3斗ご・

剛山品
J

ア印・品凶日・

(
限
)
加
害
行
為
を
行
っ
た
家
子
自
身
の
責
任
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
三
世
紀
の
初
め
に
は
、
そ
の
家
子
が
幼
児

(
E
Pロ
と
で
あ
る
場
合
に
は

責
任
を
負
わ
ず
、
幼
児
期
よ
り
上
の
未
成
熟
者

(
E
E
Z
ニミ
g
E
S
&
C円
)
の
場
合
に
は
そ
の
者
に
不
法
の
能
力
が
あ
る

(
E
E
E
E句
史
)
と

き
に
の
み
責
任
を
負
う
(
但
し
、
執
行
手
続
を
実
行
し
得
る
の
は
、
家
子
が
特
有
財
産
(
司
RE--ES)
を
有
し
て
い
る
場
合
に
限
ら
れ
た
)
と
す

る
見
解
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ce・o-唱-
M
・凶
-
M
・
「
そ
れ
故
、
精
神
病
者
が
損
害
を
与
え
た
場
合
、
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
法
上
の
訴
権
が
あ
る
か
ど
う
か
我
々
は
尋
ね
る
。
ペ
ガ
ス
ス

は
否
定
し
た
一
な
ぜ
な
ら
、
彼
の
精
神
が
な
い
と
き
に
、
彼
に
ど
の
よ
う
な

g
f
E
が
あ
る
の
か
?
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
極
め
て
正
し
い
。
:

幼
児
が
損
害
を
与
え
た
場
合
、
や
は
り
、
同
様
に
述
べ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
も
し
、
未
成
熟
者
が
そ
れ
を
な
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
ラ
l
ベ
オ

i

は
、
彼
が
窃
盗
の
責
め
を
負
わ
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
彼
は
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
に
よ
り
責
め
を
負
わ
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
一
私
は
、

い
ま
や
彼
に
不
法
の
能
力
が
あ
る
場
合
、
こ
の
こ
と
を
正
し
い
と
見
な
す
(
田
区
g
G
5
2
5
5・己『
E
2
5
e
s
E
E
h
H
a
E
F
g
芯
性
的
〉
宮
E
F
O

白
nco
巴
コ
開
門
司
伺
宮
田
E田
口
刊
曹
三
四
一

GE曲目白
E
5
5
8
2
-宮
田
F
2
5
8
8
5
2宮田口
O口出
5
2
z
o
n
町三〈
2
2巴
SEE--
・・・・・明白色町内

2
5
P
E
e
s
E
E

e
色町同
-
F
E
2
M
m忌
島
町
四
白
色
ロ
ヨ
・

acoam--=吉
宮
田
庄
司
刊
n
S
F
F
m
w
F
g
巳
F
S
E
E
P
5
8ロ
n
E
F
円2
2
2
〉
AE--白
E
B一
a
z
o
n
宮
8
5
2
5
4
回
二
位

S
E

E-ロロ白刊
E
-
M
H
W
H
・)」
0

g
p
g
と
吉
宮
σ
2
5
P
2
5
5
&
2
の
区
別
は
、
古
い
時
代
に
は
話
す
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
に
求
め
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
が

(
0
0
5
Z円-N-

E
ミ込町内
F
(戸
当
玄
告
白
咽

Y
〈町号
2
お
耳
目
〉
E
P
3
0
3・
申
出
一
E-hp
∞
ご
申
)
、
遅
く
と
も
テ
オ
ド
シ
ウ
ス
帝
の
時
代
に
は
七
歳
未
満
が

E
p
g
と

さ
れ
た
(
内
・
。
・
出
・

5
・
宮
「
幼
児
、
す
な
わ
ち
七
歳
未
満
(
吉
司
S
E
-
-
ι
2
2
5口問
8
8自
由

E
Z
)
」)。

(
問
)
例
え
ば
前
出
の

0
・唱・品いム・

(胤

)
E
E
-
-
0・。・
A
Z一
・
「
外
に
あ
る
奴
隷
が
私
の
知
っ
て
い
る
問
に
〔
加
害
行
為
を
〕
な
し
、
私
が
〔
そ
の
奴
隷
を
〕
買
い
受
け
た
場
合
、
私
に
対

す
る
加
害
訴
権
が
与
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
と
い
う
の
は
、
丁
度
そ
の
と
き
主
人
で
は
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
主
人
の
知
っ
て
い
る
問
に

行
っ
た
と
見
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
(
巴
安
門
5
5
5
8ヨ
ロ
回
目
2
2ぉ
B
n
r
g岳

E
B
G
E
m
円mangog咽口。
z
-
Z
E
2
5
5
g
n
a与
吉
『
咽
宮
E
R
E

論
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〈
E
O円ロコ
HOB-ロ
O
E
S
R
p
a
g
p
2
5
2
8日間
5
5
E
5
5
5
口。
=
P
E
E
-
)
」。

d
q・0
・
喧
・
品
・
凶
・
?
「
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
訴
え
の
相
違
は
知
っ
て
い
る
者
が
全
体
に
つ
い
て
責
め
を
負
わ
さ
れ
る
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、

知
っ
て
い
る
者
が
奴
隷
を
譲
っ
た
か
若
し
く
は
解
放
し
て
し
ま
っ
て
い
る
、
又
は
、
奴
隷
が
死
ん
で
し
ま
っ
て
お
り
、
主
人
が
責
め
を
負
わ
さ

れ
る
こ
と
で
あ
る
:
:
:
(
E
P『S
E
E
S
E
S
E
E
S。
=

5

5
日

O
z
-
-
2
2ム
E
a
S
S
E
-口
三
E
5
5
2
Z
F
E
Z
Z
E
S
E宮
内
ム
巴
。
aw

包〈町田
-
5
E
d
h吾
回
目
25Hdm吉岡田
2
z
z
a
B
S
E
E
-∞mユ
同
包
括

ι宮町田田町立丹田町『〈
E
T
号
B
E
Z
2
2
2
2
・・・・・・)」。

(
出
)
宮
巳
0
・
唱
ふ
ム
・
胃
・
「
奴
隷
の
不
法
行
為
に
お
い
て
主
人
が
知
っ
て
い
る
こ
と
は
ど
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
べ
き
か
?
助
言
の
〔
あ
る
〕
と
き
〔
で

あ
る
こ
と
が
必
要
〕
か
?
た
と
え
防
ぐ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
し
て
も
た
だ
見
て
い
た
だ
け
の
場
合
〔
で
十
分
〕
か
?
〔
奴
隷
が
〕
自
由
で

あ
る
と
主
張
し
て
主
人
の
見
て
い
る
聞
に
〔
加
害
行
為
を
〕
な
す
場
合
、
又
は
、
主
人
を
無
視
す
る
者
〔
奴
隷
〕
は
ど
う
か
?
或
い
は
、
奴
隷

が
川
の
向
こ
う
に
い
る
聞
に
、
確
か
に
〔
主
人
が
〕
見
て
い
る
が
、
主
人
の
意
思
に
反
し
て
罪
を
犯
す
場
合
は
?
従
っ
て
、
防
ぐ
こ
と
が
で
き

る
者
と
解
さ
れ
る
べ
き
者
の
知
と
よ
り
適
切
に
述
べ
ら
れ
る
一
そ
れ
故
、
知
と
い
う
言
葉
に
関
し
て
は
全
て
の
告
示
に
お
い
て
こ
の
よ
う
に
解

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
(
宮
号
-
5
2
お
2
0
5
5
R
5
2
5
m
H
O
E
D
-
』

E
O
B包
ヨ
邑
ロ
B
R
B立
g
a
E
2
4
E
E
B
E
E
S
E
E
ミ
2

2
己
=
含
ユ
=
S
E
E
-

』

E白百三国間
MgEσ
凹『開口。ロ唱。門口町
2
3』
E
E
O
E
g
巴
邑
jEσ
開『門白押
m
B
言。
nEBm呂田色。
5
5。∞
n
F
m
E
B
P
2巳白
E
S
E
-
n
o
E
g
B
=町民会
)55zEJV
〈伺
-
2
5
門司白口明

白

z
g
g
田
町
田
町
三
E
p
i
a
g円n
G
E
E
S
f
∞a
F口三
g
a
o
B
E
O
ロ
C
M
Eヨ
目
。
n
gコ『伺
nzc由民白
S
E
m
e
n
-
E『臼
n
E
2
5
5
a
z明白円円四回出
g
e
B
-
A
E
F
唱『
O
F
5
0呂

田

VO門町田同一四円
E
o
n
-
=
8
8
a
-
n円CHES--mmg色巴呂町出向
2
『口白開巳
2
2
B
〈
q
F
E
B・)」。

(
胤
)
古
典
期
に
既
に
予
見
可
能
性
を
基
礎
と
す
る

g-3
の
概
念
が
認
め
ら
れ
て
い
た
か
否
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
の
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

原
因
慶
士
口
「
日
本
民
法
典
の
史
的
素
描
』
(
創
文
社
・
昭
和
二
九
年
)
一
一
一
五
一
頁
(
以
下
「
史
的
素
描
」
と
し
て
引
用
)
等
参
照
。
こ
の
よ
う
な

2
-
E
の
概
念
が
認
め
ら
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
不
注
意
に
よ
り
権
方
服
従
者
の
加
害
行
為
を
知
ら
な
か
っ
た
家
長
に
つ
い
て
も
直
接
訴
権
に
よ

り
責
任
を
問
わ
れ
た
可
能
性
は
あ
る
。
も
っ
と
も
、
。
・
唱
-
M

凶
】
に
対
す
る
ク
ン
ケ
ル
の
見
解
に
つ
い
て
、
小
菅
芳
太
郎
「
ク
ス
ト
デ
イ
ア
(
保
管
・

監
護
)
責
任
覚
書
」
「
北
法
」
三
九
巻
五
・
六
合
併
号
下
巻
(
平
成
元
年
)
四
三
四
頁
及
び
四
六
六
頁
註
却
参
照
。
さ
ら
に
、
古
典
期
に
お
い
て

は
現
実
に
知
っ
て
い
た
こ
と
を
必
要
と
し
た
と
す
る
見
解
と
し
て
、
原
田
・
前
掲
「
史
的
素
描
」
(
註
m
m
)

三
四
八
頁
。

(
即
)
例
え
ば
、
普
通
法
を
基
礎
と
す
る
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ヌ
ス
・
バ
イ
エ
ル
ン
民
法
典

(
n
a
g
富
安
5
Z
5
5
5
回
忠
臣
2
5
は
、
第
四
編
第
一
六

章
第
六
条
八
号
に
お
い
て
、
子
ど
も
と
愚
人

(
C
E
5
5凹
)
の
引
き
起
こ
し
た
損
害
に
つ
い
て
の
責
任
に
関
し
て
以
下
の
よ
う
に
規
定
す
る
。
「
子

ど
も
と
愚
人
は
判
断
力
と
自
由
意
思
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
か
ら
号
-5
の
能
力
が
な
く
又
円
三
宮
の
能
力
も
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
自
ず
と
導

北法56(4・147)1699



説

か
れ
る
の
は
、
そ
れ
ら
の
者
の
せ
い
で
あ
る
損
害
は
全
く
て
ん
補
さ
れ
な
い
か
、
少
な
く
と
も
そ
れ
ら
の
者
の
固
有
の
財
産
か
ら
て
ん
補
さ
れ

る
こ
と
は
な
く
、
せ
い
ぜ
い
そ
の
よ
う
な
者
に
関
す
る
保
護
を
負
っ
て
い
る
が
、
相
応
の
精
励
を
も
っ
て
行
わ
な
か
っ
た
者
の
財
産
か
ら
で
ん

補
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
」
。

(
胤
)
例
え
ば
、
Q
E
n
F
旨
も
E
込
町
岳
内
向
、
S
S
H
q
E句
弘
司
「

E
=
丸
町
内
定
芯
言
内
吾
、
町
内
『
本
ミ
2
.
ヨ
』
門
也
君
、
ミ
ミ

R
-
0・
ベ
E
m
-
-
回
一
〉
宮
古
田
-
E
m
(
』
。
Z
E
E
n
o
z

E
E
L
∞
。
∞
)
咽
唱
-
E
n
F
-
M
-
d
円
・
句
。
0
・
∞
・
凶
民
は
、
。
ご
∞
一
品
を
引
用
し
、
精
神
障
害
者
の
監
督
者
に
慨
怠
が
あ
る
場
合
に
そ
の
者
に
対
す
る
損
害

賠
償
の
訴
え
を
肯
定
し
て
い
る
。

宮
2
・
0
・
ご
∞
-
玉
「
し
か
し
、
朕
は
、
汝
の
文
書
か
ら
、
彼
が
こ
の
よ
う
な
地
位
及
び
身
分
に
い
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
彼
の
別
荘
に
お
い
て
、

そ
の
上
自
己
の
別
荘
に
お
い
で
さ
え
も
監
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
の
で
、
汝
が
丁
度
そ
の
と
き
監
視
す
べ
き
で
あ
っ
た
者
た
ち
を
呼
ぴ
、

こ
の
よ
う
に
大
き
な
不
注
意
の
理
由
を
検
査
し
、
そ
れ
ら
の
者
の
各
々
に
、
汝
に
と
っ
て
解
放
さ
れ
る
こ
と
又
は
円
三
宮
を
も
っ
て
非
難
さ
れ
る

こ
と
が
見
出
さ
れ
る
の
に
応
じ
て
、
汝
が
判
決
を
下
し
た
場
合
に
は
、
朕
は
汝
が
正
し
く
行
う
も
の
と
見
る
。
な
ぜ
な
ら
、
監
視
人
達
は
精
神

病
者
の
た
め
に
、
単
に
〔
精
神
病
者
が
〕
自
分
自
身
に
ヨ
リ
有
害
な
こ
と
を
生
じ
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
に
関
し
て
の
み
利
用
さ
れ
る
の

で
は
な
く
、
他
の
者
た
ち
に
と
っ
て
有
害
で
な
い
よ
う
に
あ
る
た
め
に
利
用
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
一
従
っ
て
、
〔
罪
が
〕
犯
さ
れ
、
自
ら
の
職
務

に
お
い
て
よ
り
不
注
意
で
あ
っ
た
者
逮
の
町
三
宮
に
不
当
に
で
は
な
く
帰
せ
ら
れ
る
べ
き
こ
と
が
実
現
さ
れ
る
(
・
・
・
・
・
・
2
B
E
B
E
g
-吉
m
z

g
z
g
加
ロ
O
〈
O
E
g
g
S
E
E
s
-
o
g
包
』
己
刊
。
三
呂
町
四
閉
山
タ
ロ
円
曲
目
E
凹
〈
m
-
2
S
E
E
-
u
g
唱
『
g
i
-
-白
2
2
0
島
町
民
巳
円
以
n
n
円
m
p
n
E
E
∞
=
。
玄
∞
〈
回
品
目
コ
P
国回目。∞曲目

A
E
σ
E
z
-
-
。
8
5
-
M
0
8
0
σ
8
2
田
宮
間
開
閉
田
m
F
〈
。
n
E
〈
伺
江
田
町
田
E
E
回
目
ヨ
S
R
B
5
m
X
加
g
Z
8
2
2
回
開
問
『
2
2
5
E
E
E
S
G
E
n
B
門
戸
巴
刊
g
E
5
・
-
u
g
S
E
E
-
n
g
H
F
5
-

O
口
町
『
白
江
町
三
官
2
5
2
色
町
z
z
n
g
z
白
色
宮
町
号
・
E
B
n
C
M
S
色
町
抗
日
1
E
E
C巴
M
E
O
E
邑
F
o
n
s
}
E
B
邑
E
-
v
g
E
『
渇
5
A
E弘
司

m
g
-
2
0
巴
巴
己
沼
田
ニ
ロ
田
町
E
O
E
m
s
z
p

明
白
色
志
田
口
広
告
。
S
E
m
m
M
-
t
o
m
-
Z
円
一
宮
c
a
包

B
E
g
-
E
Z
ア
ロ
。
=
同
5
5
E
g
n
E
}
官
m
m
o
g
B
邑
田
n
E
σ
S
E
E
m日
F
S
Z
F
口
m
m
w
加
g
c
。
『
n
z
=
c
S
2
。
凹
E
O

『

Egg-)
」。

但
し
、
こ
こ
で
普
通
法
学
説
が
挙
げ
る
法
文
(
上
記
の
他
、
例
え
ば
後
出
の
ロ
・
唱
-
M
・
目
。
・
や

0
・
唱
-
M
S
・
-
】
)
は
い
ず
れ
も
奴
隷
や
精
神
障
害

者
の
加
害
行
為
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
子
の
加
害
行
為
に
よ
る
家
長
の
責
任
に
関
係
す
る
も
の
で
は
な
い
(
グ
リ
ュ
ッ
ク
も
子
の
加
害
行
為

に
つ
い
て
の
家
長
の
責
任
に
は
触
れ
て
い
な
い
。
〈
包
-
s
n
u
Q
E
n
F
E
曲
。
ニ
匂
己
岨
印
一
・
主
的
)
。
ア
ル
プ
レ
ヒ
ト
・
ブ
ッ
ク
ス
は
、
こ
れ
ら
の
法
文

の
家
長
の
責
任
へ
の
拡
張
を
、
自
然
法
に
よ
る
家
父
権
の
義
務
的
性
格
の
形
成
に
由
来
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。
〉
-
-
u
E
n
z
p
阻

-P
。
・
(
明
白
・
コ
品

)

e

切
-

mw】
同
・

論
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な
お
、
デ
ィ
ゲ
ス
タ
第
一
巻
の
邦
訳
と
し
て
は
既
に
春
木
一
郎
『
ユ

l
ス
テ
ィ

l
ニ
ア

l
ヌ
ス
帝
学
説
蒙
纂
H
P
Q
T
A
』
(
有
斐
閣
、
昭
和

一
三
年
)
六
O
頁
以
下
が
あ
る
。

(
m
m
)

者
5RH2ZOH品目白

3
・
t
r
S
E与
え
2
3
2
民
間
雪
室
、
同
町
E
H
F
(
唱
〉
E
P
3
0
品
(
印
n
F
2
5
・
Z
E
E
-
n
r
・
-
ま
凶
)
)
@
回
色
-
M
-
宏
司
・
臼
・
ヨ
h
H
『
『
・
ヴ
イ
ン
ト
シ
ヤ
イ

ト
は
こ
こ
で
前
出
の

0
・
唱
-
N
・
当
・
ご
を
援
用
す
る
。

。
・
唱
-
M
・
S
-
=
「
:
:
:
有
害
な
奴
隷
を
有
し
て
い
た
場
合
、
こ
の
よ
う
な
者
を
有
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
不
法
損
害
(
e
S
E
E
5
5
ユ
と
に
よ
っ

て
そ
の
者
〔
奴
隷
〕
の
責
め
を
負
わ
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
借
家
の
借
家
人
た
る
資
格
に
関
し
て
同
じ
こ
と
が
維
持
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
:
:
:
(
・

・
・
・
巴
ロ
O
出
。
∞
お
2
2
F
h
w
σ
E
F
T
a
m
w
S
E
2
5
5
2
E
E
S
伺
『
r
n
E
Z
一
何
回
E
σ
E
R
-
-
色
g
z
n
『
〈
白
ロ
込
z
g
a
n
-
R
E
ロ
』
E
-
z
=
。
『
E
B
E
E
-
E
O
℃
刊
号
o
z
m
説
明
円
ユ
笠
間
・
・

.・)」
0

但
し
、
モ
ム
ゼ
ン
H

ク
リ
ュ

l
ガ
ー
に
よ
れ
ば
こ
の
部
分
は
イ
ン
テ
ル
ポ
ラ
テ
ィ
オ
と
さ
れ
る
。

(別
)

U四
E
E
G
-
P
回
・
0
・(2・
z
s
-
申

z
f
∞-
M
a
-
-
デ
ル
ン
ブ
ル
ク
は
こ
こ
で
前
出
の
り
・
叫
-
M
S
・
唱
を
援
用
す
る
。

c
f・0
・
唱
-
N
S
・
甲
・
「
小
作
人
の
暖
房
係
の
奴
隷
が
眠
り
込
み
、
農
場
が
焼
き
尽
く
さ
れ
た
場
合
、
ネ
ラ
テ
イ
ウ
ス
は
、
選
任
さ
れ
る
べ
き
使
用

人
に
関
し
て
怠
慢
で
あ
っ
た
場
合
、
賃
貸
の
故
に
契
約
の
責
め
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
書
い
て
い
る
一
そ
の
他
に
、
あ
る
者
は
暖
房

に
火
を
与
え
、
他
の
者
が
い
い
加
減
に
監
視
し
て
い
た
場
合
、
火
を
与
え
た
者
が
責
め
を
負
わ
さ
れ
る
の
か
?
な
ぜ
な
ら
、
監
視
を
す
る
者
は

何
も
し
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
火
を
正
し
く
与
え
た
者
は
悪
事
を
犯
さ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
一
従
っ
て
、
ど
の
よ
う
で
あ
る
の
か
?
私
は
、

暖
房
の
側
で
眠
り
込
ん
だ
者
に
対
し
て
も
い
い
加
減
な
監
視
を
し
て
い
た
者
に
対
す
る
の
と
同
様
に
準
訴
訟
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る

の
で
あ
り
、
眠
り
込
ん
だ
者
に
対
し
て
誰
も
、
そ
の
者
が
人
間
的
な
こ
と
や
自
然
な
こ
と
を
こ
う
む
っ
た
と
は
言
わ
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、

火
を
消
す
か
又
は
広
が
ら
な
い
よ
う
に
安
全
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
(
臼
F
S
R
邑
5
お
2
5
8
Z
E
邑
『
C
E
R
m
g
oず

ι
o
コ
昆
Z
2
2
i
-
Z
P
R
宮
町
u
g
∞
戸
z
q
a
宮
山
田
町
コ
豆
円
安
-
o
g
円
。
打
。
=
〈
g
E吉
田
u
g
g
S
E
a
m
-
u
q
p
出
-
=
m
m
-四
回

g
z
=
m
z
m
g
色
Z
E
笠
宮
内
口
広
m
E
円
・
8
8
E呂

田
仲
釦
Z
E
M
G
5
5
2
E
m
n
q
u
p
B
白
n
r
白
-
5
2
5
加
一
刊
明
白
2
2
n
g
g
【
出
向
ユ
F
g
s
=
町
立
円
R
A
Z
Z
E
σ
R
2
1
3
E
S
S
E
-
n
E
S
品
同
F
E
r
-
-
p
n
同
P
R出色

5
2
0
G
5吉

田
E
E
o
n
-
F
口
。
口
問
x
w
n
g
〈
回
同
・
直
巴
区
内
『
問
。
2
3
℃

E
S
E
E
-
m
E
n
o
s
-
x
u
B
B
R
C
C
ロ
m
E
S
E
-
ロ
m
E
S
S
E
-
邑
『
。
『
E
n
刊
5
0
σ
色
。
コ
亘
三
円
』
E
E
ヨ
5
2
5
』
S

E
m
m
}
白
岡
町
E
q
n
g
g
m
】
戸
ロ
n
n
a
E
岡
田
』
E
E
回
全
同
町
ユ
同
Z
g
a
g
o
v
ι
。
『
S
F
〈
F
8
5
2
2
F
E
S
S
E
-
d
2
口
同
g
g
-
m
S
唱
曲
目
出
口
ヨ
岨
n
z
g
品
開
σ
2
2
〈
n
-
F
伺
ロ
0
5

2
2
ロ
m
E
叩
『
伺
〈
m
-
R
E
S
E
E
『
タ
=
n
n
〈
白
m
a
R
)
」
。

な
お
‘
プ
リ
ン
ツ
は
、
不
作
為
に
よ
る
不
法
行
為
を
原
則
と
し
て
否
定
す
る
が
、
他
方
で
ロ
叩
-
M
-
M
斗
・
。
に
つ
い
て
、

監督者責任の再構成 (4) 

ス
ト
ー
ブ
を
つ
け
る
者
は

北i去56(4・149)1701



説自命

ス
ト
ー
ブ
や
建
物
に
行
為
を
し
て
お
り
、
作
為
過
失

(2-宮
z
p
a
n
E
O
)
を
犯
し
て
お
り
、
馬
を
引
き
止
め
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
御
者
等

と
同
じ
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
プ
リ
ン
ツ
は
何
ら
か
の
先
行
行
為
の
存
在
す
る
場
合
に
は
結
果
的
に
不
作
為
に
基
づ
く
責
任
を
肯

定
す
る
も
の
と
見
ら
れ
る
が
、
子
の
不
法
行
為
に
関
す
る
家
長
の
責
任
に
は
触
れ
て
い
な
い
た
め
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
プ
リ
ン
ツ
の
見
解
は

明
ら
か
で
は
な
い
。
国
コ
=
ロ
ト
冬
、
守
ミ
与
え
問
、

E
ミ
込
町
内
注
入
〉
邑
『

o
g
u
e
s
s
-
M
-
K
R官
庁
『
同
町
〉
Z
2
4
-
E
N
)咽切仏
-M咽明
N
u
o
u
-
-
出
向
4
2
h
S咽印・∞。∞

(
山
山
)
冨
白
出
品
々
・

0
8
h内
宮
内
向
君
、
む
き

.P3同
札
制
定
、
、
同
町
宮
ヨ
号
、

AhhhhsεhhS色
町

b
S
〔川島町内司
R
F
F
町
内
♂
(
国
・
戸
在
宅
-
-
∞
吐
血
)
咽
回
《
H

・M
・-蜘
-
O
凶・同
a
M
一
マ
ン
ド
リ
イ

は
、
家
子
の
不
法
行
為
に
基
づ
く
家
父
の
責
任
と
し
て
、
こ
の
他
に
豆
町
三
R
E
B
仏
2-、
及
、
び
、
湾
問
5
色
町
宮

nzrを
認
め
る
。

ジ
ン
テ
ニ
ス
は
、
一
方
で
、
家
父
権
を
有
す
る
父
親
等
は
、
行
為
者
に
対
す
る
そ
の
人
的
立
場
に
よ
り
そ
の
行
為
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
、

そ
れ
故
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
き
に
そ
の
行
為
を
放
置
し
た
場
合
、
他
人
の
不
法
行
為
に
よ
り
独
立
に
義
務
を
負
わ
さ
れ
る
と
す
る
が
、
他
方
で
、

子
の
加
害
行
為
に
関
す
る
父
親
の
責
任
に
関
し
て
は
、
。
・
甲
N
-
合
唱
吋
・
や

0
・
申
・
品
・
晶
司
円
・
等
を
援
用
し
、
奴
隷
に
関
す
る
主
人
の
責
任
に
つ
い
て
の
原

則
と
同
じ
原
則
が
妥
当
す
る
と
だ
け
述
べ
る
。
的

E
g
p
。
む
目
、

S
E
R
E
同
町
宮
内
志
向
。
ミ
ミ
門
戸
国
内

H

・M
・-(切

m
g
E丘
叶
g
n
E
5・
凶
-
〈
町
『
宮

MM2m

〉
Em--za∞(同
2目
y
z
n
E
g
n
r・-唱ヨ))咽蜘
-oN-
∞
・
凶
活
再
・
父
親
の
責
任
を

5
0呂
田
に
限
定
す
る
趣
旨
で
あ
ろ
う
か
。

(
即
)
な
お
、
ロ

l
マ
に
お
い
て
は
、
ア
ク
イ
リ
ウ
ス
法
上
の
訴
権
の
発
生
要
件
と
し
て
身
体
に
よ
っ
て
身
体
に
加
え
ら
れ
た
損
害

(
e
B
E
E
S円4

可。

8
8号。
E
e
E
g
)
が
要
求
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
不
作
為
に
よ
る
加
窓
口
に
つ
い
て
は
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
法
の
保
譲
を
直
接
に
受
け
る
こ
と
が
で
き

ず
、
こ
の
場
合
に
は
個
別
に
法
務
官
法
上
の
保
護
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。

ce・o・J

こ
・
己
-M-

「
他
方
に
お
い
て
、
過
去
の
損
害
の
た
め
に
用
益
権
者
は
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
法
或
い
は
宮
邑
え
さ

:
z
s
の
文
言
で
始
ま
る
特

示
命
令
(
百
円
相
丘

E
E
B
官

a
z
g
z
-
E
M
)
に
よ
っ
て
も
責
め
を
負
わ
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
ユ
リ
ア
ヌ
ス
が
言
う
よ
う
に
で
あ
る
一
な
ぜ
な
ら
、

こ
れ
ら
の
訴
権
に
よ
り
、
そ
し
て
ま
た
窃
盗
訴
権
に
よ
り
用
益
権
者
も
責
め
を
負
わ
さ
れ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
他
人
の
物
に
何
か
こ
の
よ

う
な
こ
と
を
し
た
他
の
誰
か
の
よ
う
に
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
法
の
訴
権
が
一
緒
に
追
求
す
る
と
き
に
法
務
官
が
訴
権
を
申
し
出

る
こ
と
が
何
の
た
め
に
有
用
で
あ
っ
た
の
か
に
〔
ユ
リ
ア
ヌ
ス
は
〕
熟
考
し
て
答
え
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
と
い
う
の
は
、
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
の
訴

権
が
生
じ
な
い
場
合
が
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
の
〔
審
判
人
の
〕
裁
定
に
よ
り
〔
用
益
権
を
〕
行
使
す
る
た
め
、
審
判
人
が
与

え
ら
れ
る
と
一
-
な
ぜ
な
ら
、
耕
地
を
耕
さ
な
い
者
、
ブ
ド
ウ
つ
る
を
後
か
ら
植
え
な
い
者
、
同
様
に
、
水
道
を
傷
ん
だ
ま
ま
に
容
れ
る
者
は
、

ア
ク
イ
リ
ウ
ス
法
に
よ
り
責
め
を
負
わ
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
同
じ
こ
と
は
使
用
権
者
に
お
い
て
も
述
べ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る

(Um
句

S
2
2
ε
2
5二
宮
吉
田

E
n
z
g
E目
mE釦
百
回
目
加
伺
〉

GE戸
-
5
5
2
2ご
豆
町
三

5
0
宮

a
i
E
Z
E
E
d
E
ニ
z
z
g
g
包
片
岡
戸

g
z
n
g包
EE

北i去56(4・150)1702



監督者責任の再構成 (4) 

』
。
=
ρ
ロ
O
R
ロ
白
ユ
在
的
E
n
t
o巳
σ
E
2
5
n
口
。
口
同
E
B
H
8
3
Z
5
0
2
・
2
n
g
』
E
m
B
}
志
向
押
印
-
z
g
-
』
g
g
釦
-
F
E
E
d
s
-
m
』
E
-
a
n
o
B
5
2
0
『
巳
・
a
n
w
ロ
】
』
巳
四
円
。
=
間
三
円
E
F
占
。
=

σ
。
ロ
E
S
P
-
押
釦
n
t
。
=
o
g
℃
。
-
z
g
ユ
唱
『
8
円
O
B
B
-
n
E
S
S
E
-
u
R
E
二
目
加
仲
間
〉
』
E
己
E
白
血
n
c
c
咽
吋
白
日
吉
ロ
R
H
F
』
巴
回
曲
目
巴
四
回
目
円
島
田
Z
F
円
吉
5
5
8
z
a
〉
門
官
豆
諸
剛
山
口
巳
0
・

広
g
宮
内
出
8
ヨ
ι
R
r
E
S
E
回
目
『
玄
円
『
a
E
Z
S
E
吋
一
E
E
S
E
-
H
w
m
E
B
口
。
ロ
勺
『
。
∞
n
E
R
t
F
』
信
三
円
相
田
口
。
=
目
=
σ
田
町
ユ
ア
=
m
s
m
w
S
E
R
E
B
ι
巴
町
宮
田
円
。
ロ
ヨ
ヨ
宮
官
官
g
F

-
o
加
伺
〉
G
E
-
-
白
口
。
口
同
開
=
2
R
-
g
【
同
町
B
四
二
口
5
5
ュ
。
e
n
m
z
b
E
E
E
・
)
」
。

一
九
世
紀
ド
イ
ツ
普
通
法
に
お
け
る
家
長
の
責
任
に
関
す
る
見
解
の
対
立
も
、
こ
の
よ
う
な
不
作
為
に
よ
る
加
害
に
つ
い
て
の
統
一
的
要
件

の
欠
如
に
由
来
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

な
お
、
デ
イ
ゲ
ス
タ
第
七
巻
邦
訳
と
し
て
は
既
に
千
賀
鶴
太
郎
『
ユ
ス
チ
ニ
ア
l
ヌ
ス
帝
欽
定
羅
馬
法
学
説
業
纂
』
(
有
斐
閣
、
大
正
二
一
年
)

が
あ
る
。

(問

)
E
n
z
F
E
Z
丸
町
E
2
・
2
0
Z
ロ
ロ
〉
ヨ
σ
8
5
出
回
釦
『
円
F
5
2
e
3
2
5
己
お
話
回
吉
町
〉
E
コJ
Z
ゴ
)
岨
官
ゴ
岨
凶

-S一
プ
フ
タ
は
、
子
の
行
為
に
基
づ
き
、

権
力
関
係
を
前
提
と
し
て
家
父
が
責
任
を
負
う
場
合
と
し
て
、
E
5
』
z
a
呂
田
言
、
尽
き
込
町
四
O
咽
官
。
牛
島
。
-
。
吉
田
-
0
3
コ2
2
宮
g
p
g
e
E
A
5

R
S
『
町
民
、
E
n
E
C
門
田
町
5
8
5
5
a
c
、
白
色
。
号
官
2
-
5
及
び

R
g
E
E
5
5
を
認
め
る
が
、
こ
れ
ら
の
訴
権
は
い
ず
れ
も
付
加
的
性
質
の
訴
権

(
R
H
5
邑
ぽ
E
S
S
A
E
-
-
E
Z
)
で
あ
り
、
家
父
が
全
額
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

な
お
‘
シ
ュ
ト
ッ
ベ
は
、
「
継
受
以
降
の
新
た
な
法
」
は
、
父
親
等
に
当
然
果
す
べ
き
監
督
が
欠
け
て
お
り
、
間
接
的
に
そ
の
損
害
に
つ
い
て

責
め
を
負
う
場
合
に
は
、
そ
の
損
害
に
つ
い
て
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
も
の
の
、
こ
こ
で
掲
げ
ら
れ
て
い
る
「
新
た
な
法
」

と
は
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
(
A
L
R
)
を
始
め
と
す
る
各
国
の
法
典
で
あ
り
、
ま
た
、
普
通
法
で
は
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
法
上
の
2
-
宮
に
つ

い
て
不
作
為
の
結
果
と
し
て
も
責
め
を
負
わ
さ
れ
る
か
否
か
疑
わ
れ
て
い
る
と
す
る
こ
と
か
ら
、
普
通
法
上
の
親
の
責
任
を
否
定
す
る
も
の
と

見
ら
れ
る
0
2
0
5
m
w
尚
喜
え
さ
忌
九
ご
む
E
H
R
E
S
可江戸、
b
H
E
S
F
(
ぎ
己
E刊
E
z
q
p
M
〉
E
P
-
∞
∞
凶
)
ふ
M
O
C
司
回
当
少
当
∞
-

(
別
)
者
白
S
E
m
-
門
、
忌
旬
、
え
た
司
も
き
句
冶
、
L

子
S
R
出
向
室
内
之
む
た
宮
内
司
皇
位
~
E
h
S
E
与
さ
き
R
E
S
-
h
3
2
3
3
・
E
E
t
E
S
与
宮
内
F
2
5
え
記
号
、
内
ヨ

ぇ
shHh町、H2H河町四円、号、同町、HHF(閉山。匂σ2・加温-∞吋一凶)咽剛一NAr∞AH-R

そ
の
他
に
、
例
え
ば
出
g
F
U
R
S守
b
h
a
志
ヨ

zss河
内
町
芝
h
e
(
〉
品
。
弓
玄
白
『
E
F
M
・
-
〈
R
B刊
E
m
h
J
E
-
-
-
∞
凶
∞
)
・
包
岨
印
・
己
『
・
は
、
不
作
為
に
よ
る

不
法
行
為
を
原
則
と
し
て
否
定
し
た
上
で
、

0
・
喧
-
M
・
当
こ
を
援
用
し
て
、
危
険
な
傾
向
を
有
す
る
奴
隷
の
主
人
は
(
そ
の
奴
隷
の
譲
渡
後
も
)

ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
法
に
よ
り
責
任
を
負
い
、
か
つ
て
は
同
じ
こ
と
が
子
ど
も
に
つ
い
て
も
三
守
え
た
と
し
て
い
る
。
ハ
ツ
セ
も
ヴ
エ
ン
テ
ィ
ヒ
同
様
、

子
の
不
法
行
為
に
基
づ
く
「
現
代
」
の
家
長
の
責
任
を
否
定
す
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。
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説

(

防

)

回

目

E
R〉
-
a
Z『
-
M
-

∞

(
附
)
∞

g
R〉・吋
Z
円・一三∞-

(

即

)

印

n
z
R〉・

3
2『M
C
A
#

・

(

別

)

回

目

E
R〉・品、司
Z
『・召a・

(
m
m
)

∞
E
弓
〉
出
凶
Z
円・M
M
a
・

(
捌
)
特
有
財
産
訴
権
に
つ
い
て
は
原
因
・
前
掲
「
ロ

l
マ
法
」
(
註
巾
)
一
一
一
六
頁
以
下
参
照
。

言命

ド
イ
ツ
民
法
八
三
二
条
一
項
の
制
定
過
程

(
加
)

ド
イ
ツ
民
法
典
の
部
分
草
案
は
そ
の
債
務
関
係
法
第
一
章
総
則
の
第
二
節
第
三
款
九
条
一
項
に
お
い
て
、
未
成
年
の
子
の
加
害
行
為
に
つ

第

項

い
て
の
親
の
責
任
に
関
し
、
「
他
者
に
つ
い
て
監
督
を
行
う
義
務
を
法
的
に
負
う
者
は
、
義
務
に
従
っ
た
監
督
を
行
う
こ
と
に
よ
り
そ
の
行

為
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
、
且
つ
、
そ
の
監
督
義
務
者
が
こ
の
件
に
関
す
る
過
責
の
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
、
手
、

の
他
者
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
た
損
害
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
」
と
の
定
め
を
置
き
、
二
項
に
お
い
て
「
こ
れ
に
よ
り
、
と
く
に
父
親
及
び

父
親
の
死
後
は
母
親
、
里
親
:
:
:
は
、
未
成
年
子
、
里
子
:
:
:
が
そ
れ
ら
の
者
と
同
一
の
家
庭
共
同
体
の
中
に
あ
り
、
そ
れ
ら
の
者
の
監
督

(m) 

下
に
あ
る
場
合
、
そ
れ
ら
の
者
に
つ
い
て
責
任
を
負
:
:
:
う
」
と
し
て
い
た
。
こ
の
規
定
に
つ
い
て
起
草
者
の
フ
ォ
ン
・
キ
ュ

l
ベ
ル

(m) 

(5ロ
囲
内
号
n-)

は
、
同
条
の
責
任
は
「
責
め
を
負
う
者
に
対
し
て
行
為
者
が
置
か
れ
て
い
る
関
係
の
特
別
な
性
質
の
結
果
と
し
て
生
じ
る

も
の
で
あ
り
、
こ
の
関
係
に
よ
り
責
め
を
負
う
者
は
他
人
の
不
法
行
為
を
防
止
す
る
義
務
を
負
う
」
と
し
、
こ
の
よ
う
な
事
案
は
、
「
人
は
、

そ
の
者
と
他
人
と
の
聞
に
損
害
の
発
生
を
防
止
す
る
こ
と
に
つ
い
て
法
的
な
義
務
を
負
い
且
つ
防
止
で
き
る
よ
う
な
関
係
が
存
在
す
る
と
き

(
制
)

に
は
い
つ
で
も
、
他
人
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
た
損
害
に
よ
り
責
任
を
負
わ
さ
れ
る
と
い
う
命
題
に
由
来
す
る
」
と
述
べ
、
さ
ら
に
同
条
の

(
加
)

責
任
が
責
め
を
負
う
者
の
過
責
に
基
づ
く
責
任
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
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監督者責任の再構成 (4) 

ま
た
、
親
の
子
に
関
す
る
監
督
義
務
の
内
容
に
つ
い
て
、
キ
ュ

l
ベ
ル
は
既
に
、
子
の
年
齢
が
低
け
れ
ば
低
い
ほ
ど
監
督
の
程
度
は
高
く

(
獅
)

な
り
、
年
齢
が
高
け
れ
ば
高
い
ほ
ど
監
督
の
程
度
は
低
く
な
る
と
い
う
、
監
督
の
程
度
と
子
の
年
齢
の
相
関
関
係
を
認
め
て
お
り
、
監
督
義

(
加
)

務
慨
怠
の
証
明
責
任
に
つ
い
て
は
、
草
案
の
同
第
三
款
一
条
二
項
に
お
い
て
一
般
に
賠
償
義
務
者
の
有
責
性
が
推
定
さ
れ
て
い
た
。
も
っ
と

(
捌
)

も
、
監
督
義
務
の
内
容
と
し
て
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
た
か
は
明
ら
か
で
は
な
く
、
ま
た
、
監
督
の
欠
如
と
そ

れ
に
よ
り
損
害
が
可
能
と
さ
れ
た
こ
と
、
義
務
に
従
っ
た
監
督
を
し
て
い
れ
ば
こ
の
損
害
が
防
止
さ
れ
得
た
で
あ
ろ
う
こ
と
(
監
督
義
務
博

(
捌
)

怠
と
損
害
と
の
因
果
関
係
)
は
原
告
が
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
た
。

そ
の
後
、
こ
の
部
分
草
案
を
土
台
に
行
わ
れ
た
第
一
委
員
会
や
編
集
委
員
会
扇
町

E
r
g
s
g明
聞
各
品
)
で
の
審
議
、
第
一
草
案
を
基
に

(
仰
)

行
わ
れ
た
ラ
イ
ヒ
司
法
庁
準
備
委
員
会
(
〈
。
央

O
B
E
5
S
号田

mans乙
己
注
目
星
)
や
第
二
委
員
会
で
の
審
議
、
第
一
一
一
草
案
に
つ
い
て
行

わ
れ
た
ラ
イ
ヒ
議
会
(
第
一
二
委
員
会
)
で
の
審
議
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
現
行
B
G
B
八
三
二
条
の
帰
責
根
拠
や
そ
の
監
督
義
務
の
内

(
加
)

容
に
関
す
る
議
論
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
そ
れ
ら
の
審
議
の
内
容
は
主
と
し
て
監
督
義
務
者
の
範
囲
及
び
監
督
義
務
僻
怠
に
関
す
る
証

明
責
任
の
転
換
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
以
下
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
、
現
行
B
G
B
八
三
二
条
一
項
に
該
当
す
る
部
分
に

(
幻
)

限
定
し
て
、
そ
の
審
議
の
内
容
を
簡
単
に
見
て
い
こ
う
。

第
一
委
員
会
で
は
部
分
草
案
債
務
関
係
法
第
一
章
第
二
節
第
三
一
款
九
条
一
項
に
つ
い
て
、
証
明
責
任
の
転
換
に
関
し
、
フ
ラ
ン
ス
法
の
専

門
家
で
あ
っ
た
デ
ア
シ
ヤ
イ
ト

(
0
2田
町
町
四
五
)
か
ら
監
督
義
務
僻
怠
及
び
そ
れ
と
損
害
と
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
の
証
明
責
任
転
換
を
規

定
し
得
る
文
言
が
提
案
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
委
員
会
の
多
数
派
は
一
般
的
法
原
則
か
ら
逸
脱
す
る
根
拠
を
認
め
る
こ
と
は
で
き

な
い
と
し
て
、
被
害
者
に
監
督
慨
怠
、
及
、
び
、
監
督
が
行
わ
れ
て
い
れ
ば
そ
の
損
害
が
生
じ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
監
督
義

務
慨
怠
と
損
害
と
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
の
証
明
責
任
を
課
し
、
ま
た
同
第
三
款
一
条
二
項
が
削
除
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
監
督
義
務
者
の
過

(
仰
)

責
に
つ
い
て
も
被
害
者
が
証
明
責
任
を
負
う
と
し
た
。
ま
た
、
監
督
義
務
者
の
範
囲
に
関
し
、
家
族
法
部
分
の
草
案
起
草
者
で
あ
っ
た
。
フ
ラ

北法56(4・153)1705



論

一
項
の
監
督
義
務
者
を
、
法
律
上
監
督
義
務
を
負
う
者
だ
け
に
限
定
す
べ
き
と
の
提
案
が
な
さ
れ
、
こ
れ
ら

(
制
)

の
提
案
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
第
一
委
員
会
の
審
議
か
ら
は
、
何
故
法
定
監
督
義
務
者
へ
の
限
定
が
行
わ
れ
た
の

か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
審
議
の
結
果
、
第
一
草
案
七
一

O
条
一
項
に
は
、
「
他
人
に
つ
い
て
監
督
を
行
う
義
務
を
法
律
に
基
づ

い
て
負
う
者
は
、
こ
の
者
が
そ
の
監
督
義
務
に
違
反
し
、
且
つ
、
そ
の
監
督
義
務
が
履
行
さ
れ
て
い
れ
ば
そ
の
損
害
が
生
じ
な
か
っ
た
で
あ

ろ
う
と
き
、
そ
の
他
人
に
よ
り
第
三
者
に
加
え
ら
れ
た
損
害
の
賠
償
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
」
と
の
規
定
が
置
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

説

ン
ク
や
ク

l
ル
パ
ウ
ム
か
ら
、

~ti去56(4 ・ 154 )I706 

し
か
し
、
こ
の
第
一
草
案
を
基
に
し
た
ラ
イ
ヒ
司
法
庁
準
備
委
員
会
で
の
審
議
で
は
、
証
明
責
任
の
転
換
に
関
し
、
こ
れ
ら
の
証
明
責
任

を
転
換
し
、
加
害
者
の
行
態
の
根
拠
を
加
害
者
と
同
様
に
よ
く
主
張
し
得
る
監
督
義
務
者
に
対
し
て
、
彼
が
そ
の
監
督
義
務
を
尽
し
た
こ
と

(
初
)

の
証
明
を
要
求
す
る
こ
と
が
適
切
だ
と
さ
れ
、
さ
ら
に
、
第
一
草
案
七
一

O
条
の
規
定
は
、
両
親
の
監
督
義
務
の
よ
う
に
監
督
義
務
が
そ
の

(
川
)

根
拠
を
被
監
督
者
の
特
別
な
精
神
的
又
は
肉
体
的
状
態
に
有
す
る
事
案
に
つ
い
て
し
か
正
当
化
さ
れ
な
い
と
批
判
が
な
さ
れ
る
に
至
っ
た
の

そ
し
て
、
第
二
委
員
会
に
お
い
て
は
こ
れ
ら
の
主
張
や
批
判
が
敷
桁
さ
れ
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
、
被
監

督
者
を
未
成
年
者
等
に
限
定
す
る
必
要
性
に
閲
し
て
、
「
未
成
年
者
及
、
び
精
神
的
又
は
身
体
的
欠
陥
の
た
め
未
成
年
者
に
同
置
さ
れ
る
者
は
、

そ
の
者
ら
自
身
の
た
め
に
そ
の
者
ら
に
つ
い
て
の
監
督
を
不
可
欠
の
も
の
と
す
る
そ
の
状
態
の
た
め
に
危
険
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
監
督
を
行

う
こ
と
は
、
被
監
督
者
の
面
倒
を
見
る
必
要
の
な
い
他
人
に
対
し
て
被
監
督
者
か
ら
さ
し
迫
る
危
険
を
防
止
す
る
こ
と
に
も
及
、
ば
な
け
れ
ば

(
初
)

な
ら
な
い
」
と
さ
れ
、
次
い
で
証
明
責
任
の
転
換
に
関
し
て
は
、
「
少
な
く
と
も
、
自
己
の
行
態
の
根
拠
を
容
易
に
証
明
し
得
る
監
督
義
務

者
に
免
責
立
証
を
な
す
こ
と
を
要
求
す
る
こ
と
が
、
責
任
を
負
担
さ
せ
る
要
素
を
提
出
す
る
こ
と
を
被
害
者
に
要
求
す
る
よ
り
も
、
よ
り
合

理
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
、
「
監
督
義
務
者
が
そ
の
義
務
の
履
行
の
た
め
に
し
た
こ
と
に
関
し
て
釈
明
す
る
こ
と
は
、
被
害
者
に
対
す

(
仰
)

る
関
係
に
お
い
て
も
監
督
義
務
者
に
課
さ
れ
て
い
る
法
律
上
の
義
務
と
し
て
の
監
督
義
務
の
本
質
に
適
っ
て
い
る
」
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
こ

の
第
二
委
員
会
で
は
、
第
一
委
員
会
の
審
議
で
は
明
ら
か
に
さ
れ
な
か
っ
た
、
責
任
負
担
者
の
法
定
監
督
義
務
者
へ
の
限
定
の
根
拠
に
関
し



て
、
「
監
督
を
必
要
と
す
る
者
の
任
意
の
引
受
は
、
し
ば
し
ば
一
つ
の
行
為
又
は
個
別
の
行
為
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
し
か
存
在
し
な
い
の

で
あ
り
、
監
督
を
引
き
受
け
る
者
に
、
被
監
督
者
に
対
す
る
関
係
で
も
第
三
者
に
対
す
る
関
係
で
も
義
務
を
負
わ
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
監

督
を
行
う
者
と
被
監
督
者
の
間
に
は
、
監
督
を
行
う
こ
と
が
続
い
て
い
る
問
、
事
実
上
の
関
係
し
か
存
在
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
法
的
な
義

(
仰
)

務
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
は
、
現
実
の
生
活
に
は
全
く
馴
染
ま
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
結
果
第
二
草
案
七
五
五
条
一
項
に
お
い
て
は
、
「
未
成
年
又
は
精
神
的
若
し
く
は
身
体
的
状
態
の
た
め
に
監
督
を
必
要
と
す
る
者
に

つ
い
て
監
督
を
行
う
義
務
を
法
律
に
基
づ
い
て
負
う
者
は
、
そ
の
者
が
第
三
者
に
違
法
に
加
え
た
損
害
を
賠
償
す
る
義
務
を
負
う
。
但
し
、

そ
の
者
が
監
督
義
務
を
尽
し
た
と
き
、
又
は
、
相
応
の
監
督
を
行
っ
て
も
損
害
が
生
じ
た
で
あ
ろ
う
と
き
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
」
と
の
規

定
が
置
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
第
二
草
案
七
五
五
条
は
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
修
正
第
二
草
案
八
一
七
条
一
項
、
第
三
草
案
八
一

六
条
一
項
へ
と
受
け
継
が
れ
、
現
行
B
G
B
八
三
二
条
一
項
と
し
て
成
立
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
の

B
G
B
八
三
二
条
一
項
の
制
定
過
程
か
ら
以
下
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
ろ
う
。
第
一
に
、

B
G
B
八
コ
一
二
条
一
項
の
帰
責
根
拠
に

関
し
て
は
、
起
草
者
の
キ
ュ

l
ベ
ル
に
よ
り
、
同
条
の
責
任
が
「
人
は
、
そ
の
者
と
他
人
と
の
聞
に
損
害
の
発
生
を
防
止
す
る
こ
と
に
つ
い

て
法
的
な
義
務
を
負
い
且
つ
防
止
で
き
る
よ
う
な
関
係
が
存
在
す
る
と
き
に
は
い
つ
で
も
、
他
人
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
た
損
害
に
よ
り
責

監督者責任の再構成 (4) 

任
を
負
わ
さ
れ
る
」
と
い
う
命
題
に
由
来
す
る
、
「
他
人
の
不
法
行
為
を
防
止
す
る
義
務
」
を
負
わ
せ
る
「
特
別
な
性
質
」
の
関
係
に
基
づ

く
責
任
で
あ
り
、
監
督
義
務
者
の
過
責
に
基
づ
く
責
任
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
以
降
、
制
定
過
程
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
議
論
さ

れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
監
督
義
務
の
内
容
に
つ
い
て
も
、
キ
ュ

l
ベ
ル
に
よ
り
、
監
督
の
程
度
と
子
の
年
齢
に
相
関
関
係
が
あ
る
こ
と
が

認
め
ら
れ
て
い
た
も
の
の
、
そ
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
、
「
他
人
の
不
法
行
為
を
防
止
す
る
義
務
」
と
す
る
以
上
に
と
く
に
述
べ
ら
れ

る
こ
と
は
な
く
、
そ
の
後
の
制
定
過
程
に
お
い
て
も
殆
ど
問
題
視
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
同
条
の
制
定
過
程
に
お
け
る
議
論
は
む
し
ろ

監
督
義
務
者
及
び
被
監
督
者
の
範
囲
、
並
び
に
、
証
明
責
任
の
転
換
に
関
す
る
議
論
に
集
中
し
て
い
た
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
こ
の
制
定

北法56(4・155)1707



説

過
程
に
お
け
る
議
論
に
は
「
教
育
」
や
「
し
つ
け
」
の
慨
怠
と
い
う
概
念
は
現
わ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
キ
ュ

l
ベ
ル
に
よ
れ
ば
、
義
務
に

従
っ
た
監
督
を
行
う
こ
と
に
よ
り
被
監
督
者
の
加
害
行
為
を
防
止
し
得
た
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
い
た
。

第
二
に
、

B
G
B
八
三
一
二
条
に
お
い
て
監
督
義
務
慨
怠
に
つ
い
て
証
明
責
任
が
転
換
さ
れ
て
い
る
根
拠
は
、
ラ
イ
ヒ
司
法
庁
準
備
委
員
会

や
第
二
委
員
会
の
審
議
か
ら
は
、
被
害
者
が
監
督
義
務
悌
怠
を
基
礎
づ
け
得
る
事
情
を
立
証
す
る
よ
り
も
監
督
義
務
者
が
そ
の
不
存
在
を
基

礎
づ
け
得
る
事
情
を
立
証
す
る
こ
と
の
方
が
よ
り
容
易
で
あ
り
、
そ
れ
が
被
害
者
に
対
す
る
関
係
で
課
さ
れ
て
い
る
法
定
監
督
義
務
の
「
本

質
に
適
っ
て
い
る
」
点
に
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
最
後
に
、
で
は
何
故
八
三
二
条
一
項
に
お
い
て
監

督
義
務
者
が
法
定
監
督
義
務
者
に
限
定
さ
れ
、
被
監
督
者
が
未
成
年
者
等
に
限
定
さ
れ
た
か
と
い
う
点
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ

い
て
、
ラ
イ
ヒ
司
法
庁
準
備
委
員
会
及
、
び
第
二
委
員
会
の
審
議
は
、
未
成
年
者
等
の
危
険
性
の
故
に
そ
れ
ら
の
者
を
監
督
す
る
者
に
は
第
三

者
へ
の
危
険
を
防
止
す
る
義
務
が
生
じ
る
と
こ
ろ
、
そ
れ
ら
の
者
に
関
す
る
事
実
上
の
監
督
者
に
ま
で
法
的
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
は
「
現

弓念
日岡

実
の
生
活
に
馴
染
ま
な
い
」
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
、
未
成
年
者
等
と
そ
れ
ら
の
者
の
危
険
性
の
故

に
(
不
法
行
為
法
以
外
の
法
律
に
よ
り
)
法
定
監
督
義
務
を
負
う
者
と
の
関
係
に
お
い
て
の
み
、
前
者
の
行
為
に
よ
る
第
三
者
に
と
っ
て
の

(m) 

危
険
を
後
者
が
防
止
す
る
と
い
う
(
不
法
行
為
法
上
の
)
義
務
が
認
め
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
言
え
よ
う
。

(加
)
B
G
B編
纂
過
程
に
お
け
る
各
参
与
機
関
及
び
立
法
資
料
の
名
称
の
日
本
語
訳
に
つ
い
て
は
、
児
玉
寛
「
ド
イ
ツ
民
法
典
編
纂
資
料
一
覧
I

民
法
典
編
纂
に
関
す
る
資
料
の
概
要
」
「
ド
イ
ツ
民
法
典
の
編
纂
と
法
学
』
(
九
州
大
学
出
版
会
・
平
成
一
一
年
)

V

頁
以
下
を
参
考
に
し
た
。

(
加
)
史
的

n
F
5
2
(
E
a
t
-
む
た
さ
号
、
=
号
、
河
町
吾
ぎ
『
S
H
出
『
え
尽
き
同
町
内
。
5
=
.
2
5
H
N
E「
〉

Z
S尋問
HHE昌
弘
S
E
H
さ
き
s
s
g
『
同
町
、
町
内
F
S

c
s
h
H
N
E♀
2
・
河
内
与
え
ぬ
込
町
宮
~
号
2
E
~
H
a
z
n
M
1
2
~
~
・
(
毛
色
富
島
町
。
呂
志
三
唱
∞
C
)
咽∞・
2
ム・

(
加
)
ヴ
ユ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
代
表
、
裁
判
官
。
普
通
法
の
専
門
家
。
一
八
八
四
年
に
草
案
未
完
の
ま
ま
死
去
し
、
後
任
と
し
て
マ
ン
ド
リ
ィ
が
選
出

さ
れ
た
が
、
総
則
部
分
は
キ
ュ

l
ベ
ル
自
身
の
手
に
よ
る
。
以
上
の
点
を
含
め
、

B
G
B
起
草
過
程
の
概
要
等
に
つ
き
、
平
田
公
夫
「
ド
イ
リ
ノ

北法56(4・156)1708



監督者責任の再構成 (4) 

民
法
典
を
創
っ
た
人
々

(
l
)
1
(
3
・
完
)
」
『
岡
山
大
学
教
育
学
部
研
究
収
録
』
五
六
日
万
六
三
頁
、
五
八
号
二
三
頁
、
六
O
号
二
八
一
頁
以

下
(
昭
和
五
六
年
l
同
五
七
年
)
及
び
石
部
雅
亮
「
ド
イ
ツ
民
法
典
編
纂
史
概
説
」
『
ド
イ
ツ
民
法
典
の
編
纂
と
法
学
』
(
九
州
大
学
出
版
会
・

平
成
一
一
年
)
三
頁
以
下
(
以
下
「
編
纂
史
概
説
」
と
し
て
引
用
)
参
照
。

(

捌

)

臼

n
F
5
2・島
b
・o-(E-NOS-
∞

-sa・
キ
ュ

i
ベ
ル
は
こ
こ
で

A
L
R
第
一
編
第
六
章
五
九
条
等
を
引
用
す
る
。

A
L
R
で
は

5
2
Eを
要
件

と
す
る
同
条
の
責
任
と
こ
れ
を
要
件
と
し
な
い
責
任

(
A
L
R
第
一
編
第
六
章
五
七
条
及
び
第
二
編
第
二
章
一
四
三
条
参
照
)
が
区
別
さ
れ
て

い
た
が
、
一
九
世
紀
の
各
地
方
の
法
典
編
纂
に
際
し
て
は
両
者
の
責
任
が
明
確
に
区
別
さ
れ
ず
、
両
者
の
責
任
が
同
一
の
規
定
で
定
め
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
〈
m
-
-
〉
・
2
n
F
F
白
・
担
。
(
司
ロ
・
コ
晶
)
咽
印
・
∞
M
R・
普
通
法
の
専
門
家
で
あ
っ
た
キ
ュ

l
ベ
ル
も
こ
の
両
者
の
責
任
を
明
確
に
区
別
し
て

い
な
か
っ
た
と
見
ら
れ
る
点
に
、
先
に
述
べ
た
普
通
法
に
お
け
る

E
g
E要
件
の
放
棄
と
い
う
傾
向
が
窺
わ
れ
る
。

な
お
、

A
L
R
第
二
編
第
二
章
一
四
O
条
乃
至
一
四
二
条
は
、
父
親
が
子
ど
も
に
不
法
行
為
の
き
っ
か
け
を
与
え
、
そ
そ
の
か
し
、
又
は
、

損
害
防
止
が
可
能
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
防
止
し
な
か
っ
た
場
合
に
つ
い
て
の
責
任
に
関
す
る
規
定
で
あ
り
、
同
一
四
四
条
に
よ
り
母
親

に
も
準
用
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
同
一
四
三
条
の
教
育
悌
怠
及
び
監
督
慨
怠
に
基
づ
く
責
任
は
、
教
育
権
が
原
則
と
し
て
父
親
に
属
す
る
こ

と
か
ら
、
母
親
に
は
準
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

A
L
R
に
お
け
る
父
親
の
教
育
権
規
定
が
(
と
く
に
ヴ
ォ
ル
フ
の
)
自
然
法
思
想
に
強
く
影

響
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
点
に
も
、

5
2
E
要
件
の
放
棄
に
自
然
法
思
想
が
果
し
た
役
割
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
よ

う。

A
L
R
の
監
護
教
育
権
に
つ
い
て
は
、
乾
昭
=
一
「
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
国
法
に
お
け
る
監
護
教
育
権
」
『
立
命
館
法
学
』
四
・
五
合
併
号
一
一

一
頁
(
昭
和
二
八
年
)
、
石
部
雅
亮
「
ブ
ロ
イ
セ
ン
普
通
国
法
に
お
け
る
親
権
の
特
質
」
『
香
川
大
学
経
済
論
叢
』
コ
一
二
巻
三
・
四
・
五
合
併
号

(
昭
和
三
四
年
)
四
O
八
頁
参
照
。

こ
れ
に
対
し
、
従
来
わ
が
国
の
学
説
で
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、

B
G
B
八
=
一
二
条
が
ゲ
ル
マ
ン
法
流
の
団
体
主
義
的
責
任
を
ロ

l
マ
法

流
の
個
人
主
義
的
賠
償
理
論
に
影
響
さ
れ
て
修
正
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
き
た
。
我
妻
・
前
掲
書
(
註
9
)

一
五
六
頁
、

松
坂
・
前
掲
論
文
(
註
4
)

二
三
頁
な
ど
参
照
。
し
か
し
、
周
知
の
よ
う
に

B
G
B
の
編
纂
過
程
に
ゲ
ル
マ
ニ
ス
テ
ン
が
及
ぼ
し
た
影
響
は

必
ず
し
も
大
き
く
な
い
も
の
と
見
ら
れ
(
ギ
i
ル
ケ
の
見
解
に
つ
い
て
は
後
註
山
参
照
)
、
ま
た
、
現
在
参
照
し
得
る

B
G
B
八
三
二
条
の
立
法

資
料
に
も
そ
の
よ
う
な
起
草
者
乃
至
立
法
者
の
見
解
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
さ
ら
に
、
ア
ル
プ
レ
ヒ
ト
・
ブ
ッ
ク
ス
は
、
一
九
世
紀
末

に
支
配
的
で
あ
っ
た
包
括
的
統
一
的
保
護
権
と
し
て
の
ム
ン
ト
(
冨
己
主
理
解
に
疑
問
を
呈
し
、
以
下
の
よ
う
な
見
解
を
示
す
。
す
な
わ
ち
、

ゲ
ル
マ
ン
先
史
時
代
に
は
父
は
子
の
不
法
行
為
に
つ
い
て
無
制
限
に
「
故
意
の
な
い
犯
罪
(
ピ
ロ
加
え
答

z
q
r
)
」
と
し
て
煩
罪
金
(
回
忌
刊
)
の
支

北法56(4・157)1709



説吉ム
ロ岡

払
の
責
任
を
負
っ
た
が
、
そ
の
後
の
人
民
法
(
〈
。
F
5
n
Z
)
及
び
法
書
(
男
四
円
宮
田
Z
n
y
)
の
時
代
に
は
、
父
が
子
の
不
法
行
為
の
共
犯
と
見
な

さ
れ
る
場
合
を
除
き
、
子
自
身
が
自
己
の
財
産
で
責
任
を
負
い
、
子
の
財
産
の
管
理
権
を
有
す
る
父
が
被
害
者
に
よ
る
子
の
財
産
へ
の
掻
取
を

妨
げ
た
限
り
で
父
が
責
任
を
負
っ
た
と
し
、
ま
た
、
人
民
法
の
時
代
か
ら
中
世
後
期
に
か
け
て
の
ド
イ
ツ
法
が
既
に
監
督
義
務
違
反
を
理
由
と

す
る
父
の
責
任
を
知
っ
て
い
た
と
す
る
見
解
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ら
の
見
解
が
依
拠
す
る
パ
ユ
ワ
リ
オ
l
ル
ム
法

(-E
切呂同〈
R
5
2
5
)
や
リ

ヒ
ト
シ
ユ
タ
イ
グ
ラ
ン
ト
法

(
E
n
z
z
a凹

E
E
B
n
z
g
)
な
ど
の
検
討
を
経
た
上
で
こ
れ
を
否
定
す
る
。
〈
包
・
〉
-
E
n
g
-
白
E

・o
-
Q
=・
コ
ふ
)
咽
∞
-

岩
片
岡
:
こ
の
ブ
ッ
ク
ス
の
見
解
に
従
う
と
す
れ
ば
、

B
G
B
八
三
二
条
に
つ
い
て
は
む
し
ろ
ロ

l
マ
法
の

5
2
5
責
任
へ
の
自
然
法
思
想
の
影

響
が
重
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
(
但
し
、
反
対
に
、
親
権
に
関
す
る
ゲ
ル
マ
ン
法
思
想
が
自
然
法
思
想
に
影
響
を
与
え
た
と
す
る
も
の
と
し

て
、
末
川
博
「
独
逸
に
於
け
る
親
権
進
化
の
史
的
概
観
」
「
法
学
論
叢
』
七
巻
二
号
(
大
正
一
一
年
)
一
一
一
一
四
頁
)
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
詳
細

な
検
討
は
今
後
に
委
ね
た
い
。

(
加
)
臼
n
v
z
σ
2・F
白・白・。・(明白

MCM)咽印斗()】・

(
捌
)
印
nZEσ

目見
w
m
w

白・。・(明白

MOM)ゆ∞

-S∞・

(加
)ωnzz-um『F
曲・曲。・(明ロ
-MCM)咽印・。一出、
CM-

(
抑
)
但
し
、
キ
ュ

l
ベ
ル
は
、
不
法
行
為
能
力
の
な
い
よ
う
な
子
に
つ
い
て
は
、
親
が
n
E
-
官

5
巴
侃

g
号
を
犯
す
こ
と
な
く
他
人
に
監
督
を
委
ね

た
場
合
に
の
み
そ
の
親
は
免
責
さ
れ
る
と
し
て
お
り
(
〈
加
戸
印
n
E
Z
2・釦-P0・

(E-MCM)・∞

-S∞
)
、
相
当
広
い
監
督
義
務
を
想
定
し
て
い
た
よ
う

でゐめヲ匂。

(
捌
)
回
目
FEσ

目『
f
p
m
H
・0・

2=-NOG-
∞・吋
()M-

(
抑
)
ラ
イ
ヒ
司
法
庁
の
成
立
史
及
び
初
期
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
平
田
公
夫
「
帝
国
司
法
庁
扇
町
』
与
を
さ
N

白
星
)
と
ド
イ
ツ
民
法
典
ご
と
『
岡

山
大
学
法
学
会
雑
誌
』
四
七
巻
二
号
(
平
成
九
年
)
-
二
九
頁
参
照
。
石
部
・
前
掲
「
編
纂
史
概
説
」
(
註
加
)
四
二
頁
以
下
は
ラ
イ
ヒ
司
法
庁

を
「
第
二
委
員
会
の
推
進
力
」
と
い
っ
て
よ
い
と
し
、
同
準
備
委
員
会
が
第
二
委
員
会
に
決
定
的
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
し
て
い
る
。

(
山
)
但
し
、
委
員
会
や
議
会
等
の
外
で
は
異
論
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
ギ
l
ル
ケ
は
、
ロ
ミ
阿
佐
H
E
£
q
m宮
内
』
窓
、
同
町
、
丘
町
宮
、
目
。
中

EN宮町
F
2
5
n
T
H
b
h
n出向ミ
h町
古
河
内
町
F
H
(
U
E
n
r
q
h
r
F
E
z
a
-
-
∞∞
3
・∞

-MaR
に
お
い
て
、
家
長
の
監
督
義
務
違
反
に
基
づ
く
責
任
と
構
成
す
る

こ
と
に
つ
い
て
批
判
的
な
見
解
を
述
べ
て
い
る
。
ギ
l
ル
ケ
は
、
古
代
民
族
の
法
定
吉
邑

o
E
-
a
m
s
n円
)
を
手
が
か
り
と
す
べ
き
こ
と
を
示
唆

す
る
も
の
の
、
む
し
ろ
実
際
の
必
要
(
包
ロ
官
爵
吾
n
F
g
∞
a
z
R呂
田
)
を
強
調
し
て
い
る
。
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監督者責任の再構成 (4) 

(
加
)
な
お
、
現
行
B
G
B
八
三
二
条
二
項
の
代
理
監
督
者
に
つ
い
て
は
、
第
一
委
員
会
に
お
け
る
。
フ
ラ
ン
ク
(
宣
告
n
r
)
や
ク
l
ル
パ
ウ
ム
(
穴
E
'

Z
E
B
)
の
提
案
等
に
基
づ
い
て
(
〈
伺
戸
田
・
国
・
』
供
与
田
川
打
者
∞
n
E
F
2
3
『
お
-
Y
U
R
N
W
2
b
s
s
h
ぇ
2
』
W
E
認
可
~
町
内
F
S
C
Sミ
N
F
R
F
h
3
h
y己
2
3
b
S
円
宮
、

N
E
h
b
ヨ
韮
s
h
R
~
~
E
H
h
色
町
2
3
て
町
、
b
h
S
H
~
町
内
E
2
0
言
~
~
町
戸
河
内
町
吉
弘
司
川
町
宮
~
え
て
町
、
ま
言
宮
内
ミ
咽
(
垣
島
由
ζ
問
。
E
ヨ
2
4
3
∞
凶
)
@
∞
・
3
凶
弓
・
)
当
初
第
一
草
案

で
は
「
法
律
に
よ
り
義
務
を
負
う
者
の
た
め
に
監
督
を
行
う
こ
と
を
引
き
受
け
た
者
」
も
責
任
を
負
、
つ
と
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
ラ
イ
ヒ
議

会
(
第
一
一
一
委
員
会
)
に
お
い
て
、
契
約
に
よ
る
監
督
義
務
者
へ
と
限
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
o

〈

包

∞

F
2
1
2
(
F
a
t
-
O百

h
aむ
き
さ
2

ミ
ミ
ミ
S
な
き
包
ヨ
雲
、
崎
町
込
町
E
S
C
S
尽
き
与
冶
、
E
h
b
E
H
h
町
宮
河
内
向
♀
・
回
円

H

・M・場(m-〈・02rmF}∞唱。)・∞・己
C
C
『
:
こ
の
よ
う
に
限
定
さ
れ
た
理
由
と

し
て
、
第
一
二
委
員
会
で
は
、
事
実
上
の
監
督
者
を
責
任
負
担
者
か
ら
除
外
す
る
こ
と
、
及
び
、
法
定
監
督
義
務
者
が
い
な
い
場
合
に
も
契
約

に
よ
る
監
督
義
務
者
が
責
任
を
負
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
た
。

(
出
)
』
供
。
Z
H
∞
n
E
E
σ
2
・
匝
担
。
・
(
E
-
M
}
M
)
・
∞
・
3
凶
『
『
一
〈
加
一
-
g
n
F
玄
巴
1
2
・
血
-
B
・
。
・
(
E
N
-
3
・
∞
・
全
C
『目

(山
)
U
E
Z
H
W
E
Z
P
白
・
担
。
q
p
M
己
)
@
唱
出
民
な
お
、
同
第
三
款
九
条
二
項
は
、
同
条
一
項
の
責
任
が
問
題
と
な
る
個
別
の
監
督
関
係
を
列
挙

し
て
い
た
の
に
対
し
、
第
一
委
員
会
は
、
監
督
義
務
の
範
聞
が
個
別
の
状
況
に
応
じ
て
極
め
て
異
な
り
、
一
項
の
一
般
規
定
に
そ
ぐ
わ
な
い
等

の
理
由
で
こ
の
列
挙
さ
れ
て
い
た
監
督
関
係
を
削
除
し
た
。
』
供
与
田
H
M
m
z
z
z
p
E
b
・

o・
-
m
・
3
a
一
〈
m
-
-
g
n
z
ζ
E
1
2
・
2
。
岨
印
念
。
・

(
出
)
』
供
与
E
H
r
z
σ
2
・
担
-
P
。
・
(
E
N
-
M
)
・
∞
-
室
。
・

こ
の
と
き
、
監
督
義
務
の
程
度
に
関
し
て
、
監
督
義
務
者
は
、
被
監
督
者
に
対
す
る
の
と
同
様
に
第
三
者
に
対
し
て
も
、
自
己
の
事
務
に
お

け
る
の
と
同
様
の
注
意
(
E
G
g
E
G
E
B
E
E
-
出
)
を
尽
す
こ
と
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
と
す
る
こ
と
が
決
議
さ
れ
、
第
二
委
員
会
も
同
様
の

見
解
で
あ
っ
た
(
〈
m
F
ζ
E
m
e
p
白
目
P
0
・
(
E
M
-
M
)
e
∞
-
2
3
が
、
そ
の
後
、
編
集
委
員
会
決
議
暫
定
集
成
(
N
E
S
S
B
吉
田
E
Z
口
問
仏
句
切
刊
明
n
z
-
宮
町

内
田

R
m
a
E
W
Z
O
口
出
W
O
E
S
-
g
H
C
ロ
)
七
一

O
条
で
は
「
相
応
の
宙
開
F
E
加
)
監
督
L

を
必
要
と
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
変
更
さ
れ
た
経

緯
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

(
別
)
』
件
。
g
H
∞
n
Z
σ
白
『
F
E
-
P
。
(
E
M
-
M
)
咽
印
室
。

(
加
)
玄
a
m
u
p
血

m
w
-
。
・
(
3
・
M
-
M
Y
∞
呂
志

(
出
)
冨
z
z
g
a
p
P
0
・
(
E
N
-
N
)
唱
∞
-
-
S
0
・

(
仰
)
玄
ロ
包
g
-
曲
・
釦
・
0
・
(
E
-
M
-
N
)
歯
切
・

5
8・

(
剖
)
こ
の
点
に
つ
い
て
ラ
イ
ヒ
司
法
庁
覚
書
は
、
現
行
B
G
B
八
二
一
二
条
一
項
の
「
責
任
が
正
当
で
あ
る
の
は
、
監
督
義
務
が
監
督
義
務
に
服
す

北法56(4・159)1711



説吉ム
ロ岡

る
者
に
よ
る
第
三
者
へ
の
加
害
を
防
止
す
る
目
的
を
有
し
て
い
る
と
き
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
要
件
に
当
て
は
ま
る
の
は
、
未
成
年
又
は
精
神
的

若
し
く
は
身
体
的
状
態
の
た
め
に
監
督
を
必
要
と
す
る
者
に
つ
い
て
監
督
を
す
る
法
律
上
の
義
務
が
あ
る
場
合
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
豆
E
凹，

ag-島-釦・。・
(E-N-M)@
∞--NE-
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