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概
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と
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節
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正
手
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た
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の
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関
係
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説

序

論

古川
l
l
l

視

5命

第
一
章

「
公
訴
の
利
益
」
概
念
の
系
譜

第

節

l主

じ

め

検
察
官
の
起
訴
・
不
起
訴
の
判
断
は
常
に
公
正
で
妥
当
な
も
の
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
収
集
し
う
べ
き
証
拠
の
収
集
を
怠
っ
て
起
訴

す
る
こ
と
も
あ
る
o

ま
た
通
常
で
あ
れ
ば
微
罪
処
分
と
な
る
o

た
と
え
ば
端
的
に
違
法
性
の
低
い
場
合
、
あ
る
い
は
通
常
で
あ
れ
ば
起
訴

猶
予
と
な
る
場
合
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
起
訴
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
証
拠
は
十
分
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
公
訴
の
準
備
は

実
は
官
憲
の
汚
れ
た
手
に
よ
っ
て
、
た
と
え
ば
被
疑
者
を
暴
行
陵
虐
し
、
ま
た
は
「
わ
な
」
に
ま
で
か
け
る
と
い
っ
た
不
正
な
手
段
に
よ

っ
て
な
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
、
検
察
官
が
い
っ
た
ん
公
訴
を
提
起
す
れ
ば
、
現
行
の
通
説

の
下
で
は
、
市
民
は
被
告
人
と
し
て
検
察
官
の
訴
訟
追
行
に
最
後
ま
で
つ
い
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
裁
判
所
は
実
体
裁
判
を
最
後
ま

《
註

1
)

で
押
し
進
め
実
体
判
決
を
な
さ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
こ
に
問
題
が
存
す
る
こ
と
は
最
近
指
摘
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

本
稿
は
、
右
の
事
象
が
、
解
釈
論
上
、

は
た
し
て
形
式
裁
判
の
対
象
と
し
て
考
察
さ
れ
ま
た
処
理
さ
れ
う
べ
き
も
の
か
と
い
う
問
題
に

と
く
に
「
公
訴
の
利
益
」
を
限
界
づ
け
る
す
な
わ
ち
刑
事
訴
訟
に
発
現
す
る
検
察
官
の

対
し
て
、

「
公
訴
の
利
益
」
と
い
う
観
点
か
ら
、

訴
訟
制
度
の
利
用
を
限
界
づ
け
制
限
し
う
べ
く
機
能
す
る
優
越
す
る
利
益
の
観
点
か
ら
透
視
す
る
こ
と
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

訴
訟
制
度
の
利
用
の
許
否
を
め
ぐ
っ
て
発
現
し
て
く
る
利
益
の
問
題
は
、
民
事
訴
訟
法
学
の
分
野
に
お
い
て
は
、
権
利
保
護
の
資
格

権
利
保
護
の
利
益
(
河
免
}
戸
時
国
山
口
宮
豆

E
2
2丘
、
正
当

(
岡
山
⑦
円
}
見
出
田
町
}
回
口
同

N
同
位
}
同
一
時
}
内

2
件
)
、

権
利
保
護
の
必
要
(
初
完
吉
田
印
n
r
E
N
σ
E
U
H
F
-由)、

北法19(1・22)22



な
利
益
(
ゲ
2
2
7片山
m
g
F
H巾
目
印
豆
、
あ
る
い
は
法
的
利
益
(
司

R
Z
F
r
g
F♂
Z
曲
活
)
な
ど
の
観
念
の
も
と
に
、
古
く
か
ら
尖
鋭
に
意
識
さ

れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
訴
と
し
て
形
式
上
の
要
件
を
充
足
し
且
つ
実
体
法
上
の
法
律
関
係
ま
た
は
権
利
の
存
否
が
明
瞭

で
あ
る
場
合
で
あ
、
裁
判
所
は
な
お
実
体
裁
判
を
な
し
え
ぬ
場
合
が
あ
り
、
そ
こ
に
訴
訟
に
お
け
る
特
殊
な
利
益
の
有
無
と
い
う
具
体
的

な
関
係
の
構
成
H
H

「
訴
の
利
益
」

H
H
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
て
い
る
o

本
稿
は
民
事
訴
訟
に
い
う
と
こ
ろ
の
そ
の
訴
訟
に
お
け
る
特
殊
な
利
益
の
概
念
そ
れ
自
体
を
問
題
に
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、

わ
れ
わ
れ
は
、

わ
れ
わ
れ
が
か
か
え
て
い
る
問
題
に
対
し
て
、
訴
訟
に
お
け
る
特
殊
な
利
益
概
念
を
導
入
し
そ
の
概
念
分
析
の
発
展
を
み

て
い
る
民
事
訴
訟
法
学
の
遺
産
か
ら
示
唆
さ
れ
教
え
ら
れ
る
と
じ
ろ
す
く
な
く
な
い
。
そ
し
て
、
本
稿
の
立
つ
視
点
は
、

そ
の
多
く
を
、

そ
こ
か
ら
示
唆
さ
れ
教
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、

本
稿
の
立
つ
視
点
の
一
応
の
意
味
を
、
本
論
に
立
ち
入
る
前
に
、
提
示
し
て
お
く
た
め
に
も
、
順
序
と
し
て
ま
ず
「
訴

の
利
益
」
の
一
応
の
解
明
を
与
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、

「
公
訴
の
利
益
」
の
観
念
の
一
応
の
意
味
を
、
そ
の
い
わ

ば
系
譜
を
ま
ず
辿
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
明
ら
か
に
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
本
章
は
、

ま
ず
、
そ
れ
に
当
て
ら
れ
る
o

(ー)

〔註

1
〉
そ
の
代
表
的
見
解
を
あ
げ
る
な
ら
ば
、
平
野
教
授
は
「
訴
訟
を
促
進
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
で
き
る
だ
け
救
済
す
べ
き
で
あ
る
」
(
法
律
学
全
集
・

刑
事
訴
訟
法
・
一
二
八
頁
)
と
す
る
。
ま
た
、
実
際
上
重
要
な
の
は
、
い
わ
ば
端
的
に
違
法
性
が
低
い
場
合
で
あ
る
(
「
可
罰
的
違
法
性
」
ジ
ユ
リ
ス

ト
比
一
二
一
コ
了
六
四
頁
)
と
し
て
、
「
将
来
刑
の
宣
告
猶
予
、
あ
る
い
は
釈
放
の
裁
判
な
ど
、
何
ら
か
の
措
置
が
必
要
で
あ
ろ
う
」
(
全
集
二
一
八
頁
)

と
い
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
井
戸
田
助
教
授
は
「
立
法
論
と
し
て
の
み
そ
の
問
題
を
片
付
け
る
こ
と
は
何
と
し
て
も
正
当
と
は
い
え
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
そ
の
前
に
、
解
釈
論
上
、
果
た
し
て
絶
対
に
現
行
法
上
解
釈
し
え
な
い
も
の
か
の
努
力
が
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
し
て
「
公
訴
提
起
を

許
容
す
る
客
観
的
嫌
疑
の
存
在
」
お
よ
び
「
起
訴
猶
予
す
べ
き
事
実
の
存
在
」
が
訴
訟
条
件
に
含
ま
れ
る
(
前
者
は
公
訴
棄
却
判
決
事
由
と
し
て
、
後

者
は
免
訴
判
決
事
由
と
し
て
)
と
の
解
釈
論
を
試
み
て
い
る
(
「
訴
訟
条
件
の
機
能
と
内
容
」
立
命
館
法
学
・
一
九
六
五
、
比
四
・
一
頁
以
下
)
。

北法19(1・23)23
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説

の

矛リ

益
」

「
訴

第

二

節

論

ー
、
権
利
保
護
の
資
格
そ
し
て
必
要
あ
る
い
は
利
益
と
い
う
慨
念
の
構
成
に
ま
ず
寄
与
し
た
の
は
、
純
粋
に
手
続
的
な
訴
訟
要
件
(
P
O
N
E
S
B己
的
国

2
2
2
a

m
巾
口
)
と
区
別
さ
れ
る
訴
の
要
件
(
百
同
問
。
g
B
E
E
N
g
m
m
m
「
が
る
い
は
権
利
保
護
要
件
(
河
内
口
z
g
E
5
0
5
5
巾
E
司
向
。
ロ
)
な
る
も
の
を
定
立
す
る
権
利
保
護

請
求
権
説
の
立
場
に
立
つ
学
説
で
あ
っ
た
。

権
利
保
護
要
件
の
定
立
に
努
力
し
た
シ
ユ
タ
イ
ン
に
語
ら
せ
よ
う
。
権
利
保
護
要
件
と
は
当
事
者
が
権
利
保
護
請
求
権
を
有
す
る
た
め
に
あ
る
い
は
換
言
す

(許

2
v

る
な
ら
ば
裁
判
官
が
当
事
者
に
有
利
な
実
体
判
決
を
す
る
た
め
に
与
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
諸
情
況
で
あ
る
。
か
か
る
情
況
と
し
て
、
ま
ず
第
一
に
あ
る
特
定

〈註
3
}

の
法
律
要
件
、
す
な
わ
ち
「
あ
る
法
文
へ
の
包
摂
(
川
区
ゲ
E
B
E
g
)
の
た
め
に
集
め
合
わ
さ
れ
た
一
組
の
諸
事
実
」
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の

法
律
要
件
は
求
め
ら
れ
た
権
利
保
護
の
資
格
そ
も
つ
も
の
(
E
E
m
)
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
ま
た
、
そ
の
権
利
保
護
は
請
求
者
の
必
要
(
回
&
合
同
口
町

《
宮
〉
日
買
丹
r
g
舟
ロ
)
を
満
足
さ
せ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
権
利
保
護
の
利
益
(
同
2
7
5
お
宮
内
N
S
H
2
2
自
)
を
も
つ
も
の
で
な
け

〈註
4
)

れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
、
国
家
の
権
利
保
護
行
為
が
な
さ
れ
る
た
め
に
は
、
こ
の
三
つ
の
要
件
、
す
な
わ
ち
付
法
律
要
件
百
旦
r
g
s
e
口
権
利
保

(註

5
)

護
の
資
格
(
m
-
2
7
g
m
n
E
民間
Y
仲
間
宮
忌
)
同
権
利
保
護
の
必
要
(
月
o
o
r
g
R
F
E
N
r
&
骨
E
Z
)
が
与
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
、
は
な
ら
な
い
。
さ
て
、
こ
の
権
利
保
護

要
件
は
訴
訟
要
件
と
は
根
本
的
に
異
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
権
利
保
護
要
件
は
単
に
有
利
な
実
体
判
決
の
諸
条
件
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
訴
訟
要

件
は
訴
訟
関
係
(
P
D
N
g〈
R
E
-
5
2
)
が
成
半
す
る
た
め
に
す
な
わ
ち
申
立
人
が
と
に
か
く
彼
の
申
立
に
つ
い
て
の
裁
判
(
〈
R
E
邑
一
E
同
ロ
関
口

Z
Z三
百
四
)

を
獲
得
す
る
た
め
に
与
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
訴
訟
要
件
は
有
利
な
実
体
判
決
を
ま
た
同
様
に
不
利
な
実
体
判
決
を
も
条
件
づ
け
る
も
の
で

Z
U
6〉

あ
る
。
」
両
者
の
実
際
的
差
異
は
そ
の
欠
般
の
効
呆
に
あ
る
。
訴
訟
要
件
の
欠
飲
の
場
合
は
訴
訟
却
下

(pc自
ω
E
σ
=
3
5
同
)
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
権
利

保
護
要
件
は
「
訴
の
理
由
」
(
邑
白
m
m
E
邑
)
の
一
部
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
審
理
は
本
案
(
実
体
)
審
理
吉
岡
宮
昌
弘
-
5
m
g
同
国
E司
g
n
Z
)
な

の
で
あ
り
、
そ
の
欠
献
の
場
合
に
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
却
下
手
Z
2
5
四
)
は
、
訴
訟
要
件
の
確
認
後
に
は
じ
め
て
許
さ
れ
る
本
案
ハ
実
体
)
判
決

〈註
7
)

(∞
R
E
『
件
。
己
)
(
理
由
な
し
と
し
て
却
下
(
〉
「
若
2
2
口
問
)
〉
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
シ
ユ
タ
イ
ン
に
よ
れ
ば
、
権
利
保
護
の
資
格
お
よ
び
必
要
の
存
否
は
、
訴
訟
要
件
の
存
否
と
明
確
に
区
別
さ
れ
、
実
体
的
な
法
律
関
係
の
存

否
と
同
一
一
半
面
に
位
置
づ
け
ら
れ
ま
た
取
扱
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
地
面
「
権
利
保
護
要
件
を
定
め
る
(
E
E巳
-
g
)
こ
と
は
訴
訟
の
件
務
で
あ
る
」
と
し

て
、
権
利
保
護
の
資
格
お
よ
び
必
要
は
あ
く
ま
で
も
公
法
た
る
訴
訟
法
プ
ロ
パ

l
の
領
域
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
い
わ
く
、
権
利
保
護
の
資
格
は

「
明
ら
か
に
私
法
的
性
質
の
も
の
で
は
な
い
ο

そ
れ
は
債
務
者
と
の
関
係
三
月
r
m
-
z
f
E
g
〈
君
主
貯
7
5
3
)
に
関
係
(
∞
2
2
民
自
)
す
る
も
の
で
は
な

北法19(1・24)24



(ー〉

ア
エ
ア
ア
エ

W
F
=
ス

ペ

ト

ν
ツ
7
エ
ン

い
の
で
あ
っ
て
国
家
と
の
関
係
に
関
係
す
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
訴
-
訟
百
円

Egω)
に
対
し
て
ま
た
裁
判
所
に
対
し
て
の
み
意
味
を
も
つ
も
の
で

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
内
容
は
あ
る
権
利
保
護
請
求
権
の
肯
定
(
切
3
m
f
E伺
)
で
あ
り
、
権
利
保
護
請
求
権
を
肯
定
す
る
立
法
者
は
し
た
が
っ

〈
註
@
)

て
裁
判
所
に
行
為
を
命
令
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
す
な
わ
ち
、
権
利
保
護
の
資
格
そ
し
て
必
要
あ
る
い
は
利
益
が
あ
る
か
否
か
は
、
専
ら
訴
訟
法
の
見
地
か

ら
つ
ま
り
国
家
的
見
地
か
ら
評
価
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
、
と
す
る
。

権
利
保
護
請
求
権
説
に
立
つ
学
説
は
、
い
ず
れ
も
訴
訟
に
お
け
る
特
殊
な
利
益
概
念
の
構
成
の
必
要
を
説
く
が
、
右
の
シ
ユ
タ
イ
ン
の
所
説
に
最
も
顕
著
に

み
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
性
質
の
把
握
お
よ
び
そ
の
取
扱
い
に
お
い
て
実
体
法
的
な
要
素
お
よ
び
観
察
方
法
と
訴
訟
法
的
要
素
お
よ
び
観
察
方
法
と
が
交
錯
し

〈
註
叩
〉

あ
る
い
は
混
在
し
て
い
る
こ
と
に
そ
の
特
徴
が
あ
る
。

(
註

1
〉
こ
の
要
件
を
説
い
た
の
は
ヘ
ル
ヴ
ィ
乙
で
あ
る
(
出
。
ロ
当
日
間
・
関
宮
関
門
R
Z
ロ
ロ
仏
間
宮
町

sumznrro--3030
す
な
わ
ち
、
彼
は
訴
の
目
的
を
勝
訴

に
お
き
、
こ
の
目
的
な
達
成
す
る
た
め
の
条
件
と
し
て

E
m四
2
2
2自
2
2口問
g
を
考
え
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
目
見

2
E
r
E
m同
2
0
8
5局
-

R
己
ロ
問
。
ヨ
と
官

B
N
m
g
E
r
E
ω
悶
巾

5
5
5お
お
g
m
S
に
分
け
、
後
者
を
さ
ら
に

r
g
o邑
宮
市
官

C
N
g
m
g
z
E
m
w
m
2
2
2
m
m
O
H
E口問
g
と
田
-
一

mmggp目

安

ON説的
g
-
o
E山間
2
0
3
5自門
E
口問

g
に
分
け
、
権
利
保
護
の
利
益
は
こ
の

rgcEω
足
官

B
N内協
E
F
E
ω
町内

5
3
5自
ロ
ロ
ロ
向

g
で
あ
る
と
し
た
。

そ
し
て
、
そ
れ
が
欠
紋
す
る
場
合
に
、
州
内

-ωmgr君
。
円
程
口
問

m
r
c
E
c
g
m
E
m
O《
同
耳
目
吋

NOX
と
な
る
と
し
た
。

(
註

2
)

∞豆
P
3
d
σ
2
ι
5
〈
2
E
m百円
N
E開。ロ

ι
g
河
内
口
宮
間
口

7
5
2
F
B
m
r
E
C
E
m
B
r
a
L
R
〈
司
馬

H
Z
g
m印
r
v問。
J

明
白
仲
間
与
何
分
司
凶
日
広
三
円

Z
ロ

E

E
叶位二
2
3
5
Z
5
2
与
5
0
5
3
5
E
E
Z
B
5
2
2
r
s・
(
5
5
.
∞-
S印・

(註
3
)

伊
三
Jω
・
佳
品
・

(註
4

)

(

註
5
)
忌
匹
、

ω・ωミ・

〈註
6
)
H
r丘
二
∞
・

ωg.

(註
7
)
H
r
H仏
Jω
・
ω
勾・

(註
8
)
H
r包
-w

∞-
U印
也
・

(註
9
)
H
r
F
P
-
∞・

ω
2
・

(
註
叩
〉
特
殊
な
権
利
保
護
要
件
を
定
立
し
、
そ
れ
が
訴
訟
に
お
い
て
訴
訟
要
件
の
よ
う
に
で
は
な
く
、
実
体
法
的
な
法
律
要
件
の
よ
う
に
取
扱
わ
れ
る
も

の
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
は
、
ゴ
ー
ル
ド
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
っ
て
特
異
な
形
に
お
い
て
徹
底
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
右
の
権
利
保
護
要
件
の
特
殊
性

か
ら
、
伎
は
、
こ
れ
ら
の
要
件
を
規
律
す
る
規
定
は
訴
訟
法
に
帰
属
す
る
の
で
は
な
く
実
体
法
に
同
帰
属
す
る
、
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
規
定
は
「
疑

北法19(1・25)25

公訴の 刻 益



説

い
も
な
く
公
法
的
性
質
」
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
私
法
に
属
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
、
そ
れ
ら
の
規
定
の
属
す
べ
き
実
体
的
民
事
司
法
法

(ヨ巳

E
E
F
N
E一宮
ω門戸
N円
。
口
宮
)
な
る
法
領
域
を
想
定
し
た
の
で
あ
る
(
。
。

E自
Y
R
E
Y
N司
E
回
υ
号
白
血
百

E
E
Eえ
2
E
-
E
N
F〈去
E
C
N円2
T
-

F
Eロ巾
7
F
m
H
R
E
F
S
E

山

Lgσ]rq-
富
山
吉
弓
一

r
p
E
N
B
F
出

cr一耳目明。
ω苦
r
P
3
0
3
0

2
、
訴
訟
要
件
の
三
分
説
を
そ
し
て
法
的
評
価
の
四
分
説
を
唱
え
る
ザ
ウ
ア
l
に
お
い
て
は
、
こ
の
訴
一
訟
に
お
け
る
利
益
の
問
題
の
特
異
な
そ
し
て
興
味
深

い
展
開
が
な
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
、
「
訴
に
お
け
る
利
益
の
主
張
」
と
「
訴
訟
上
の
利
益
」
と
さ
ら
に
「
正
当
な
利
益

(Eロ
r
R
2
7
2明
E
H
E
2
2おこ

と
を
区
別
し
、
利
益
の
主
張
の
欠
政
の
場
合
に
は

5
2
5
2
m
(不
適
法
)
と
し
て
、
訴
訟
上
の
利
益
の
欠
依
の
場
合
に
は

5
5長
田
ヨ
(
無
効
)
と
し
て
、

正
当
な
利
益
の
欠
紋
の
場
合
に
は

E
F句
ロ
ロ
L
Z
(
理
由
な
し
)
と
し
て
、
訴
は
そ
れ
ぞ
れ
与
君
包
括
ロ
(
却
下
)
さ
れ
る
、
と
説
く
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
説
く

と
こ
ろ
を
次
に
す
こ
し
詳
し
く
観
察
し
よ
う
。

ま
ず
、
訴
に
お
け
る
利
益
の
原
告
の
主
張
(
切
。
r
E宝
E
凹
)
の
不
存
在
が
訴
を

5
2区
間
品
と
し
て
ち

4
2
g
さ
せ
る
と
す
る
立
論
か
ら
み
て
い
こ
う
。

そ
れ
は
彼
の
実
体
あ
る
い
は
法
形
成
訪
日
デ
え
'
m
R
7
2四
g
s
r
g
m
)
の
理
念
に
根
拠
を
も
っ
。
そ
の
理
念
は
訴
訟
要
件
と
し
て
実
体
形
成
要
件
訪
日
『
問
中

え
岳
g
m
ω
5
5
5
8
R
E開
g)
な
る
も
の
を
定
立
さ
せ
る
。
そ
こ
で
実
体
形
成
要
件
と
の
コ
ン
テ
ッ
ク
ス
ト
に
お
い
て
こ
れ
を
み
よ
う
。
実
体
形
成
要
件
と
は

何
か
。
彼
の
い
う
と
こ
ろ
は
こ
う
だ
。
そ
れ
は
「
純
粋
な
訴
訟
要
件
で
は
な
い
。
そ
れ
は
実
体
要
件

(
p
n
E
C
B
E
E
N
5
m
g
)
に
よ
り
近
り
が
実
体
要
件

そ
れ
自
体
で
は
な
い
。
訴
訟
の
発
展
状
態
に
お
け
る

(
S
N
E
C邑
-
E
N
Z
E再
開

2
2
R
5
5
m
)
実
体
要
件
な
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
実
体
形
成
の
形
相

(閃吋閉口
7
0
5
5聞
広

2
互
に
お
け
る
実
体
要
件
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
訴
追
要
件
(
〈
q
r
-間
百
四

ω〈
D
S
E
E
N
g
m
g
)
が
権
利
訴
追
(
何
日
Z
2
2
E・

mgm)
の
許
容
性

(N三白
3
m
r
o同
時
)
を
条
件
づ
け
る
よ
う
に
、
実
体
形
成
の
許
容
性
を
条
件
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
、
そ
の
訴
訟
法
的

意
味
に
お
い
て
、
訴
訟
要
件
に
属
す
る
。
内
容
的
に
は
、
し
か
し
そ
れ
は
実
体

(ω
常
広
)
に
属
し
、
実
体
法
的
性
格
を
有
し
、
し
た
が
っ
て
一
方
で
は
ま
た
実

〈註
1
v

際
そ
の
本
質
的
な
意
味
に
お
い
て
は
実
体
法
の
特
質
を
共
有
す
る
c
」
よ
り
具
体
的
に
こ
れ
を
い
う
な
ら
ば
、
実
体
形
成
要
件
と
は
「
客
観
的
に
理
由
づ
け
ら

れ
た
十
分
な
嫌
疑
(
牛
耳

CF有
E

Z
問
H
E
E開
花
一

5
5
n
r
s
L
m
〈
σ
L
R
T
)
、
客
観
的
に
理
由
づ
け
ら
れ
た
訴
の
原
因

(
E
a
m
E
E
)
、
客
観
的
に
新
し
い

〈註
2
〕

事
実
(
任
。

o
Z
R
Z〈
ロ
2
2
斗
忠
臣
円
Z
ロ
)
等
々
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
裁
判
所
の
評
価
に
先
行
す
る
も
の
」
で
あ
り
、
「
主
張
さ
れ
た

(
Z
E毛
主
)
十

ハ註
3
v

分
な
嫌
疑
、
主
張
さ
れ
た
訴
の
原
因
で
あ
り
、
実
際
次
に
続
く
訴
訟
段
階
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
」
「
そ
れ
は
、
訴
訟
の
進
行
に
お
い
て
、
個
人
の
単
な
る
主

張

(
Z
c
p
F
Z毛門
Em)
か
ら
官
庁
の
宣
言

(ω
胃

5
7
ハ
ぜ
伊
T
U
三
ゆ
)
に
ま
で
そ
し
て
そ
の
実
現
へ
と
発
展
す
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
そ
の
他
の
純
粋

な
訴
訟
要
件
と
本
質
的
に
兵
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
発
展
中
の
実
体
要
件
な
の
で
あ
り
、
次
に
続
く
段
階
の
た
め
の
条
件
と
し
て
、
あ
る
実
体
的
評
価
つ
ま
り
あ

る
可
能
性
・
蓋
然
性
あ
る
い
は
確
実
性
判
断
を
必
要
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
分
岐
点
に
お
い
て
の
あ
る
私
的
な
主
張
の
あ
る
い
は
あ
る
い
は
あ
る
官
庁
の
行
為
の
あ

5命
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l
、、

(
註

4
〉

る
い
は
判
決
の
形
成
に
お
い
て
、
訴
訟
要
件
と
な
る
の
で
あ
る
。
」
以
上
の
こ
と
か
ら
し
て
、
実
体
形
成
要
件
は
「
実
体
あ
る
い
は
法
形
成
の
(
あ
る
い
は
よ

り
一
層
の
形
成
の
)
以
前
に
手
続
的
に
実
体
と
関
係
す
る
訴
訟
主
体
の
判
断
に
お
け
る
手
続
的
な
対
象

2
2
可

5
月
訟

E
F
の
お
き
ω
S
E
E
C
ユZ
L
g

(註
5
〉

HJCHEZ-}ど
の
日
向
押
収
)
」
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
す
く
な
く
と
も
勝
訴
の
実
体
判
決
を
得
る
蓋
然
性
が
原
告
の
観
点
か
ら
し
て
存
在
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
の
原
告
の
実
体
に
つ
い
て
の
主
張
の
存
在
な
く
し
て
(
裁
判
官
に
よ
る
)
一
層
の
実
体
形
成
は
な
し
え
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
そ
れ
は
訴
訟
の

許
容
性
を
条
件
づ
け
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
、
ま
ず
客
観
的
な
意
味
に
お
け
る
原
告
勝
訴
の
蓋
然
性
の
存
在
そ
れ
自
体
で
は
な

い
。
ま
た
、
原
告
の
そ
の
蓋
然
性
判
断
そ
れ
自
体
も
一
且
次
に
続
く
段
階
に
入
れ
ば
、
つ
ま
り
裁
判
所
に
よ
る
実
体
形
成
の
ひ
き
つ
ぎ
が
な
さ
れ
る
や
い
な

や
、
そ
の
意
味
を
失
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
実
体
形
成
要
件
は
次
に
続
く
段
階
に
お
い
て
は
も
は
や
存
続
し
つ
づ
け
る

(京
6
}

必
要
が
な
い
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ザ
ウ
ア
l
は
、
こ
の
点
に
お
い
て
こ
の
要
件
は
あ
る
一
つ
の
訴
訟
段
階
の
み
な
ら
ず
訴
訟
全
体

2
2
悶

2
0
・

(註
T
)

ヨ
Z
H
J
C
N
Z
)
(
の
許
容
性
)
を
条
件
づ
け
る
訴
追
条
件
(
〈
2
E
m
E間
2
2
2自
立

E
a
g
)
と
本
質
的
に
相
違
す
る
、
と
す
る
。
結
局
、
そ
こ
に
お
い
て
意

味
あ
る
も
の
と
し
て
残
る
の
は
、
勝
訴
の
蓋
然
性
の
主
観
的
価
値

(
H
H
利
益
)
判
断
の
主
張
そ
れ
自
体
の
存
在
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

(訂

8
)

他
面
、
訴
訟
全
体
の
許
容
性
を
ま
た
訴
訟
上
の
権
利
訴
追
(
河
内
円
7
2
2三
D
一mgm)
を
条
件
づ
け
る
と
こ
ろ
の
訴
追
要
件
と
の
関
係
に
お
い
て
「
訴
訟
上
の

(註

9
)

利
益

(Eロ
雪
2
2
2∞一
B
E
E
R
E
)
」
が
、
そ
れ
が
欠
献
す
る
場
合
に
無
効

(
5
2長
田
ヨ
)
と
し
て
の
評
価
を
受
け
る
も
の
と
し
て
、
問
題
に
さ
れ
る
。
こ

れ
を
彼
の
法
的
評
価
の
斡
駒
山
り
四
分
説
と
く
に
そ
の

5

3・r
E
2
の
評
価
と
の
コ
ン
テ
ッ
ク
ス
ト
に
お
い
て
観
察
し
よ
う
。
周
知
の
よ
う
に
、
ザ
ウ
ア
l
は、

法
的
評
価
の
範
隠
と
し
て
、
ち
一
戸
戸
田
t
Eち
-
片
岡
出
(
成
立
!
不
成
立
)
、

5
吋

r
gヨ
6
5
5円r
s
g
(有
効

l
無
効
)
、

N
E
E
Z回
目

5
2
Z
S戸
間
(
適
法

l
不
適
法
)
、

宮
町
『

Z
E
E
-
E
F
m『
E
L
2
(理
由
の
有

l
無
)
の
四
分
説
を
説
く
。

5
同

r
E
ョ，
E
豆
長
E
E
な
ら
び
に
間
口
一
門
戸
田

E
E民
三
門
戸
聞
の
評
価
は
、
純
粋
に
法
律
的
な

(
』

E
E
2
7
)
-評
価
で
あ
る
き
一
位
回
日
記
t
5
2
5
2
m
お
よ
び

Z
向
与
邑
2
・5
g同
E
E
2
の
評
価
と
は
異
っ
て
、
法
律
外
的
(
た
と
え
ば
社
会
的
な
)
現
象
に

(
許
叩
)

対
し
て
も
ま
た
向
け
ら
れ
る
。

2
5
3間
a
S
E
E盟
国
間
は
実
定
法
的
(
官
Q
E
C品
2
2
N一円
7)
評
価
を
そ
の
内
容
と
す
る
に
対
し
て
、
さ
み
E
B
t
S三
件
E
S
お

よ
び

m
E
F
H同

'
E四
位
一
台
聞
は
ま
さ
に
明
文
規
{
貯
の
な
い
と
こ
か
で
問
題
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
事
柄
の
性
質
そ
れ
自
体
か
ら
出
て
く
る
前
法
律
的
(
〈
0
7

へ
許
川
ぱ

1
2
t
m
n
y
)
な
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
、

m
E
t
m
t
g
m
E
C
m
の
評
価
は
評
価
の
対
象
と
な
る
行
為
に
そ
の
本
質
的
な
メ
ル
ク
マ
2
パ
ー
ル
が
存
す
る
か
否
か
の
問

題
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

5
呆
E
E
E
5豆
長
自
ヨ
の
評
価
は
そ
の
行
為
に
固
有
の
目
的
が
存
す
る
か
否
か
の
問
題
で
あ
一
一
引
民
す
な
わ
ち
、
何
ら
法
的
効

〈
詳
!
日
)

果
を
有
し
な
い
行
為
は

5
5矢
田
ヨ
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
行
為
に
固
有
の
目
的
を
欠
く
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、

E
Z
M
r
s
B
な
行
為
は
、
す
べ
て
の
本

(許
H
〉

質
的
メ

pw)マ
l
ル
を
満
し
て
い
る
が
、
訴
訟
上
権
利
を
訴
追
す
る
そ
の
目
的
を
欠
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
訴
訟
上
の
利
益
は
常
に
要
求
さ

れ
て
い
る
」
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
事
柄
の
性
質
自
体
か
ら
出
て
く
る
前
法
律
的
な
問
題
で
あ
り
、
そ
の
有
無
は
訴
追
の
目
的
の
有
無
と
対
応
さ
せ
ら
れ
て
い
る

北法19(1・27)27
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説

の
で
あ
る
。

し
か
し
、
ザ
ウ
ア
l
に
あ
っ
て
は
、
さ
ら
に
次
の
こ
と
が
主
張
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
い
わ
く
、
「
こ
の
利
益
は
し
か
し
さ
ら
に
正
当
な
も
の

(
r
q
R
Z百円)

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
実
体
的
な
合
法
性
お
よ
び
違
法
性
元

2
Y
2
5
m
E
;
m
o
n
g
z
E同
E
円
)
に
関
す
る
最
品
開
制
な
訴
訟

的
な
そ
し
て
ま
た
超
訴
訟
的
な
評
価
の
前
に
屈
す
る
。
こ
の
評
価
は
実
体
法
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
実
体
要
件
の
領
域
と
関
係
す
る
」
と
。
す

(
註
口
〉

な
わ
ち
、
こ
の
訴
訟
上
の
利
益
そ
れ
自
体
は
「
切
口
問
円

5
L冊子
E
の
訴
訟
的
価
値
判
断
の
た
め
の
客
体
」
で
は
あ
る
が
、
さ
ら
に
訴
訟
上
の
利
益
の
認
可

B
q
R
Z
F
m
E
m
)
が
問
題
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
理
由
に
よ
る
。

ザ
ウ
ア
ー
に
よ
れ
ば
、
訴
訟
は
単
な
る
形
式
的
・
法
律
的
な
事
務

2
0
5
mア
Z
2
5口
Z
〉ロ
m
o
r
m
s
Z
5
で
は
な
い
。
社
会
現
象
と
し
て
、
訴
訟
は
、
社

内
註
凶
〉

会
倫
理
的

PONEア
2
r
m口Y
)

な
任
務
を
は
た
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
訴
訟
の
任
務
は
社
会
倫
理
的
に
生
活
関
係
の
正
義
へ
の
接
近
(
〉
ロ
E
Z
E晶

(註

mv

包ロ
g
c
r
g語
H
T昨

-
5
5
2
E
L
5
0
-
R
a
r
z
m『
早
)
と
し
て
規
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
正
義
と
は
妥
当
し
て
い
る
共
同
体
価
値

3
2
5口
忠
宮
町
内
ω
唱
巾
え
)
と

(
註
刊
〉

個
々
の
価
値
(
何
百
任
者
。
コ
)
と
の
調
和
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
訴
訟
に
お
い
て
は
法
の
適
用
の
公
共
の
利
益
百

3
2
5円
Z
2
3
E
)
と
の
一
致
が
常

に
問
題
と
さ
れ
、
使
宣
主
義

(
C苫
臼
E
2
E
Z宮
口
N

号
)
が
支
配
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
い
う
便
宣
主
義
と
は
「
法
律
の
目
的
と
の
関
連
に
お
い
て
内
面

化
さ
れ
た
(
〈
255ユ
E
F
)

法
定
主
義

pa巳
H
S
Z百円
g
N回
目
乙
で
あ
り
、
法
律
か
ら
の
自
由
あ
る
い
は
怒
意
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
法
律
の
精
神
的

〈
註
却
》

(
凹
&
自
主
再
ゲ
)
な
内
容
つ
ま
り
そ
の
意
味
と
目
的
を
ひ
き
あ
い
に
出
す
も
の
で
あ
る
。
」
そ
し
て
、
こ
の
便
宜
主
義
は
、
「
基
本
的
に
は
、
国
家
に
具
現
さ
れ
た

共
同
体
の
利
益
を
標
準
と
す
る
。
そ
の
標
準
と
し
て
、
ま
た
、
優
越
す
る
私
人
の
利
益
、
文
化
的

(Er再
-
一
)
利
益
そ
し
て
特
殊
国
家
的
(
官
庁
の
)
利
益

(
註
幻

)
;
v
f
、，

が
、
そ
れ
ら
が
『
ま
さ
に
右
の
国
家
的
社
会
的
利
益
と
一
致
す
る
限
り
に
お
い
て
、
問
題
と
な
り
う
る
」
(
制
軒
)
と
す
る
。
具
体
的
に
い
か
な
る
点
に
お
い
て
こ

れ
ら
の
標
準
が
問
題
に
さ
れ
る
の
か
。
ま
ず
私
人
の
利
益
の
標
準
に
つ
い
て
だ
が
、
ザ
ウ
ア
l
は
、
国
家
の
利
益
が
私
人
の
利
益
と
比
較
し
て
非
常
に
低
い
場

(
註
沼
)

合
、
あ
る
い
は
国
家
が
私
人
の
利
益
を
自
己
自
身
の
利
益
と
す
る
場
合
が
考
え
ら
れ
る
と
す
る
。
そ
し
て
そ
の
具
体
例
と
し
て
次
の
場
合
を
あ
げ
る
。
す
な
わ

ち
、
証
人
に
対
す
る
い
わ
ゆ
る
お
礼
ま
い
り
の
恐
れ
の
あ
る
場
合
、
あ
る
い
は
重
病
の
被
告
人
の
病
状
の
鑑
定
の
公
判
廷
で
の
報
告
の
場
合
に
、
証
拠
調
べ
あ

る
い
は
公
判
廷
へ
出
席
す
る
当
事
者
の
訴
訟
上
の
利
益
宵
宮
古
H
O
N
g
g
z
F
5
2自
)
は
よ
り
高
い
価
値
を
も
っ
私
人
の
利
益
の
前
に
後
退
す
る
。
す
な
わ

〈
註

mv

ち
、
そ
の
出
席
を
厳
格
に
規
定
す
る
法
律
に
対
す
る
形
式
的
な
違
背
は
、
違
法
で
は
な
く
、
ま
た
上
訴
理
由
と
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
証
明
者
と
く
に
証
人
あ

(

許

制

品

ぜ

る
い
は
当
事
者
の
不
必
要
な
暴
露
(
回
一

c
p
E一Em)
や
、
彼
等
に
対
す
る
煩
わ
し
さ
の
負
課
、
た
び
か
さ
な
る
召
喚
は
避
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
次
に
、
文

化
的
利
益
の
標
準
だ
が
、
ザ
ウ
ア
ー
は
次
の
場
合
を
あ
げ
る
。
公
開
性

B
F
z
z
n
F
E
)
を
基
礎
と
す
る
訴
訟
は
、
そ
れ
が
重
大
な
国
際
政
治
的
あ
る
い
は

国
内
政
治
的
損
失
を
生
じ
る
場
合
に
は
、
停
止
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
重
要
な
国
家
機
密
の
開
示
の
場
合
が
そ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
証
拠
が
危
険

論

北法19(1・28)28 



(ー〉

公
証
明
叫
〉

な
伝
染
病
を
も
た
ら
す
よ
う
な
場
合
が
そ
う
だ
と
す
る
。
最
後
に
、
特
殊
国
家
的
(
官
庁
の
)
利
益
は
直
接
的
な
国
家
利
益
の
つ
ま
り
法
的
安
定
住
(
河
R
g
g
a

江
戸
内
岳
巳
円
)
お
よ
び
訴
訟
経
済
の
利
益
較
量
の
問
題
で
あ
る
と
し
て
、
ま
ず
軽
微
な
事
件
を
問
題
に
す
る
。
す
な
わ
ち
、
軽
微
な
事
件
に
お
い
て
は
、
時
間
と

費
用
の
か
か
る
証
拠
調
べ
を
で
き
る
だ
け
は
ぶ
い
て
、
す
み
や
か
に
判
決
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
道
義
的
非
難
お
よ
び
社
会
的
危
険
性
の
軽
微
な
刑
事
事
件

へ
註
回
)

の
場
合
に
は
検
察
官
は
そ
の
取
調
べ
を
停
止
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
ま
た
、
民
事
事
件
に
お
い
て
は
、
よ
り
簡
単
な
方
法
が
と
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

(
註
幻
】

で
あ
っ
て
、
時
間
と
費
用
の
か
か
る
方
法
は
形
式
的
に
は
合
法

(
m
Z
Z
N
B
主
品
)
で
は
あ
っ
て
も
許
容
さ
れ
な
い
宮
内
N品
目
色
、
と
い
う
。

か
く
し
て
、
こ
の
便
宣
主
義
は
、
刑
事
訴
訟
に
お
い
て
も
ま
た
同
様
に
民
事
訴
訟
に
お
い
て
も
、
正
当
な
訴
追
利
益
の
要
請
(
開
吋
問
。
ぇ
2
2
ω
2
5
Z円R
E
M
-

R
g
〈え
0
5
5
m
5
5
2口
)
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
「
刑
事
訴
訟
に
お
い
て
、
使
宣
主
義
は
正
当
な
訴
追
利
益
の
要
請
を
意
味
す
る
。
よ

り
重
要
で
な
い
つ
ま
り
よ
り
重
要
な
利
益
の
存
在
の
故
に
刑
事
訴
追
が
適
切
で
な
い
事
件
の
排
除

E
E
R
}豆島
g)
を
要
求
す
る
。
使
宣
主
義
は
、
許
容
規

定

(
N
E
g
g
g岡

山
巾

F
O
N
も〈
OHm
口
町
民
円
)
の
不
存
在
の
場
合
に
あ
る
い
は
不
許
容
規
定
守
口
岬
町
内
問
。
E
R窓
口
品
。
旬
。
母
子
O
B
口
}
丘
町
門
)
の
存
在
の
場
合
に
訴
訟
を
許

容
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
法
律
を
越
え
て
刑
事
訴
追
を
拡
張
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
制
限
す
る
も
の
で

あ
る
。
私
人
起
訴
事
件

(
F
2
2
E
a
2
2
r口
)
の
場
合
に
、
検
察
官
に
よ
る
刑
事
訴
追
は
、
『
八
ム
の
利
益
(
と
F
E
r
n
r
E
H
D
H
O
B担
。
)
』
の
存
す
る
場
合
に
の

み
許
容
さ
れ
る
(
倒
誠
一
純
一
ニ
)
。
公
の
利
益
と
は
国
家
の
利
益
(
凹

g己

5
2
H
E
R
S。
)
を
意
味
す
る
。
こ
の
原
則
は
し
か
し
一
般
的
に
妥
当
す
る
。
す
な
わ
ち
、

そ
れ
は
刑
事
訴
訟
に
投
影
さ
れ
た
司
法
の
根
本
原
則
の
表
現
な
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
殺
人
と
同
時
に
そ
れ
に
使
用
し
た
銃
砲
の
不
法
所
持
に
よ
る
帰
罪
の
場

合
の
よ
う
に
、
他
の
犯
行
に
比
し
重
要
な
ら
ざ
る
犯
行
の
訴
追
の
停
止
(
瑚
附
姑
一
)
は
そ
の
一
つ
の
適
用
例
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
犯
人
の
(
社
会
倫
理

的
)
責
任
が
軽
微
で
あ
り
、
ま
た
行
為
の
結
果
が
無
価
値
で
あ
る
(
つ
ま
り
保
護
法
益
の
侵
害
が
低
い
〉
場
合
に
訴
追
は
停
止
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
あ
る
い
は

停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
規
定
(
同
一
一
一
一
)
は
実
体
法
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
訴
訟
法
に
属
す
る
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
場
合
に

お
い
て
は
、
固
有
の
刑
罰
要
件
(
∞
昨
日
守
2
2
m
E
E口
問
。
口
)
で
あ
る
責
任
と
(
実
質
的

S
E
R
E
-
)
違
法
性
が
な
い
場
合
で
あ
り
、
可
罰
行
為
は
し
た
が
っ
て

(
法
律
の
文
言
に
は
反
す
る
が
)
全
く
存
在
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
訴
追
の
制
限
は
、
と
こ
ろ
で
、
裁
判
所
の
裁
判
を
も
た
ら
す
公
の
利
益
が
成
立
す
る
限

り
に
お
い
て
、
今
一
度
訴
追
に
関
係
し
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
種
の
訴
追
の
利
益
は
、
低
度
の
犯
罪
性
は
よ
り
高
度
の
そ
れ
の
『
温
床

(
Z
E
F
2
)
』
で

(
註
泌
)

あ
る
が
放
に
、
た
と
え
ば
あ
る
種
の
軽
罪
の
累
犯
の
場
合
に
、
成
立
す
る
。
」
「
民
事
訴
訟
に
お
い
て
も
、
ま
た
同
様
に
、
正
当
な
訴
追
の
利
益
(
訴
の
利
益

決
古
問
。
互
の
お
お
と
さ
ら
に
い
わ
ゆ
る
権
利
保
護
の
利
益
)
が
必
要
で
あ
る
。
実
定
法
上
の
規
定
と
し
て
民
事
訴
訟
法
二
五
六
条
は
確
認
の
訴
に
は
『
法
的
確

認
の
利
益
(
同
R
Z一正
E
司

2
5
0一一
E
明
古
お
お
ω
担
)
』
が
必
要
で
あ
る
、
と
う
た
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
法
律
の
立
場
は
多
く
の
面
に
お
い
て
狭
ま
す
ぎ
る
。

ま
ず
、
確
認
の
利
益
は
ま
た
正
当
な
も
の
(
『
同
R
E
H町
内
)
〈
違
法
性
(
円
R
r
g
i
p
E
と
対
立
す
る
〉
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
単
に
『
法
的
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(
円

RE--ny)
な
も
の
』
(
つ
ま
り
単
に
事
実
上
の
も
の
(
互
協
与
一
月
Z
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
対
立
す
る
法
的
に
重
要
で
あ
る
(
同
2
7
5
H
Z
r
F
Y
)
と
い
う
こ

と
)
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
足
り
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
正
当
な
利
益
の
存
在
は
給
付
の
訴
に
お
い
て
も
同
様
に
必
要
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。
正
当
な
利
益
が
欠
飲
す
る
場
合
に
は
、
訴
は
不
適
法
(
口
自
己
ω協
同
町
)
と
し
て
で
は
な
く
し
て
理
由
な
し

(
E
r
u
h込
昆
主
と
し
て
与
毛
色
∞
何
回
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
。
す
で
に
利
益
が
欠
献
し
て
い
る
場
合
(
た
と
え
ば
原
告
が
す
で
に
判
決
を
も
ら
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
た
め
に
)
に
は
、
訴
は
無
効

(53HrEB)

と
し
て
谷
君
2
司
ロ
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
シ
カ
I
ネ
的
な
債
権
の
分
割
請
求
は
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
形
式
‘
的
な
合
法
性
(
何
百
r

g
自
民
仲
間

EFこ
に
も
か
か

わ
ら
ず
、

5
r
aる
E
2
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
場
合
、
原
告
は
確
か
に
単
な
る
利
益

(
Z
c
a
g
F
Zお
却
と
た
有
し
て
い
る
だ
ろ
う
(
相
手
方
に
費
用
な

ら
び
に
煩
わ
し
さ
を
課
す
)
。
し
か
し
、
お
び
た
だ
し
い
分
割
請
求
の
利
益
は
、
訴
の
要
求
(
沢
一
民
間
σ{
申込

2
5問
。
ロ
)
は
成
立
し
て
い
る
と
し
て
も
、
正
当
な
も

の
で
は
な
い
。
同
様
の
考
量
か
ら
、
法
律
が
認
め
て
い
る
よ
り
簡
単
な
よ
り
費
用
の
か
か
ら
な
い
よ
り
迅
速
な
方
法
に
よ
ら
な
い
訴
は
そ
の
正
当
な
利
益
を
欠

〈

許

制

叫

〉

く
」
と
。

さ
て
、
こ
の
「
正
当
な
刺
益
」
に
お
い
て
は
、
右
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
そ
の
訴
↓
訟
的
性
格
を
失
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ

は
、
訴
訟
上
の
利
益
U
正
当
な
訴
訟
上
の
法
的
利
益
の
も
つ
意
味
が
、
訴
追
を
積
極
的
に
根
拠
づ
け
る
機
能
を
も
つ
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
訴
訟
の

任
務
の
目
的
論
的
見
地
か
ら
し
て
訴
追
を
制
限
す
る
た
め
の
機
能
を
も
つ
も
の
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
、
ザ
ウ

ア
l
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
訴
追
を
限
界
づ
け
制
限
す
る
優
越
す
る
利
益
要
素
と
し
て
専
ら
国
家
的
利
益
が
問
題
に
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
ま
た
そ
の
利
益
の
帰
属

者
も
専
ら
「
国
家
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
に
し
か
す
ぎ
な
い
。

説論

(註
1
)

(註

2
〉

(註

3
)

(註
4
〉

(註
5
)

(註
6
)

(註

7
)

(註
8
)

(註
9
)
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問
。
c
o
♂
〉
一
戸
田
虫
出
自
ロ
σ
句
史
)
N
の
お
河
内
y
g
r
r
E
W
H申
印

H
W

∞-
N
O申
-
M
H
O
-

】

r
M
L
-
w
ω
-
N
}

。・

]
r
M牛
J
m
-
N
]
{
(
)
・

}「』
L
J
m
-
N
H
C
-
N
H
H
・

同一】戸仏
J
m
-
N同
一
ケ

-一uHι
よ

ω
-
N
H
ω

・

】

r
F
L
・-
m
-
N
H
ω
・

】

r
-
r
J

∞-
N
O品・

5
H
L
-
w
m
・
N
a
w

〉
ロ
ヨ
-
M
∞.



〈ー〕

(
註
机
山

)
H
r広
よ
∞
-
N
H
4
・

(
註
日
)
H
r
M
L・-∞
-
M
M
0
・

(
註
ロ
)
F
H
p
w

∞-
N
N
H
・

(
註
日
)
H
r
M
L・-∞・
M
M
0
・

(註

U
)
5
5・∞
-NNω
・

(
註
日
)
手
五

"
ω
-
N出・

(
註
日
山

)
H
Z
P
-
ω
-
N臼・

(
註
刊

U
U
R
S
F
R
O
Eロ
岳
山
間

g
ι
g
-
M
B
Nも
百
円

7
g・
5
5・
ω・
印
怒
・

(註
mm)
ロ
耳
切
の
一

Z
T
〉
ニ
聞
の
ロ
耳
目

E
H
J
d
h
P
R
r
z
r
r
p

∞-
H
・

(
註
刊
日

)
H
g
p
u
m
w
-
H
F
N
G
C
-

(
註
初
)
】
『
一
子
∞
-
N
N
・

(
註
幻

)
H
r
H
L
J
∞
・
当
日
・

(
註
泣

)
H
r
H
p
u
ω
-
N
N・

(
詮
お

)
H
r】

?
ω
-
N
ω
・

(註
M
)
H
Z
L
-
w

∞-N4ω
・

(
註
お

)
H
r
乞・・

ω

N
足

(
註
お

)
H
E
L
-
-
ω
・
N
2
.

(
註
幻
)
H
r
H
L
J

∞-
N吋印・

(註
m
m
)
H
Z
P
-
ω
-
N
a
F
N
g
-

(註
m
m
)
H
r丘
、
∞
-
N品・
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公訴の利益

3
、
a

フ
ラ
イ
は
、
保
護
の
客
体
(
川
口
7
5
N
m
a
g
m
g
E
)
す
な
わ
ち
実
体
利
決
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
る
べ
き
対
象
つ
ま
り
訴
訟
物
と
し
て
の
権
利
ま
た
は
法

(詳
1
)

律
関
係
の
内
容
と
し
て
の
利
益
と
訴
訟
上
の
利
益
(
安
定
2
2乙
g
F
5
2見
)
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
立
場
か
ら
、
訴
訟
に
お
け
る

法
的
利
益
(
円
丘
三
E
E
H
E
R
g
m
o
)
を
問
題
に
す
る
。



(註
2
)

彼
に
よ
れ
ぽ
、
こ
の
法
的
利
益
は
付
訴
訟
物
と
関
係
す
る
と
こ
ろ
の
「
実
体
的
関
係
に
お
け
る

(
E
E与
一
括
宮
司
∞

5
5
s
m
)
法
的
利
益
」
、
同
原
告
と
な
り

s
r
3
2
2
今
口
問
主
耳
目
5
x
g
z
r
g
)
そ
し
て
他
人
を
被
告
人
と
す
る
(
命
E
E
S骨
目
白
山
一
ω
3
5
M
N
Z
〈

2
r
r
m
g
)
利
益
と
関
係
す
る
と
こ
ろ
の

(註

3
)

「
人
的
関
係
に
お
け
る

(5
℃

g
E
t
n
y口H
F
2
7
5開
)
法
的
利
益
」
、
そ
し
て
伺
手
続
形
式
お
よ
び
訴
の
種
類

2
2
r
r日
E
『C
H
E
F
E
ω
m
E
)
の
利
益
で

(註

4
〉

あ
る
と
こ
ろ
の
「
態
容
的
お
よ
び
形
式
的
関
係
に
お
け
る

(
5
2え
と
2
5
L
F口
E
-
R
F
Nほ
7
5
m
)
法
的
利
益
」
に
分
類
さ
れ
、
「
権
利
保
護
の
資
格
」

は
実
体
的
関
係
に
お
け
る
法
的
利
益
の
問
題
に
す
ぎ
ず
、
ま
た
「
権
利
保
護
の
利
益
」
は
態
様
的
関
係
に
お
け
る
法
的
利
益
の
問
題
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
、

そ
れ
は
「
訴
訟
上
の
概
念
で
あ
り
、
実
体
的
・
人
的
・
態
容
的
ま
た
形
式
的
関
係
に
お
け
る
実
体
裁
判
要
件

(
ω
R
}
H
2
5
Z
E
g
m
ω
5
3
5指
定

E
何
百
)
で
あ

り
、
し
た
が
勺
て
許
容
性

(
N
C
5
3
m
r
Z
)
の
問
題
な
の
で
あ
っ
て
、
勝
訴
の
要
件
で
は
な
く
し
た
が
っ
て
ま
た
理
由
具
備
性

(FmHC
邑
272H)
の
問
題
な

〔
討
F
K
U
)

の
で
は
な
い
」
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
法
的
利
益
は
実
体
裁
判
の
許
容
性
の
要
件
と
し
て
の
訴
訟
要
件
百
円
。
局
、
S
E
5
8
5
5
m
)
と
そ
の
本
質
に
お
い
て

(註
6
v

ま
た
そ
の
取
扱
い
に
お
い
て
何
等
異
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
し
て
、
「
法
的
利
益
」
を
訴
訟
要
件
に
加
え
入
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
守
フ
ラ
イ
は
、
「
法
的

利
益
の
実
体
法
的
性
格
の
否
認
を
徹
底
す
る
。
し
か
し
、
「
他
の
訴
訟
要
件
と
は
こ
と
な
っ
て
法
的
利
益
は
実
体
裁
利
を
求
め
る
権
利
の
実
体
的
要
素

(ErmHa

戸註
7
)

〈許
8
v

同ロ

5
一一司何一。

s
g乙
で
あ
り
」
、
「
(
実
体
)
私
法
規
範
か
ら
み
て
法
的
利
益
を
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
る
」
こ
と
を
認
め
ざ
る
を

え
な
か
っ
た
。

説論

(註
1
)

(註
2
)

(註
3
)

(註
4
)

(註
5
)

〈註
6
)

(註
7
)

(註

8
)
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∞一

a-
同一戸
m
B
n
Z
ロロ弘司
2
7己
5
7
2
Hロ芯湾問
ωPHmuNU
・∞
-
?
ω
・品
N-ω
・
印
国
戸
凶
者
-

HrF仏
」

ω・
申

N
『『-

HrML・-ω
・由
ω
『『・

同

rFι
よ

ω-HCM『
h
-

H
仏
F

己

Jω
・
印
-

H仏
-ι
・・

ω-HO∞
民
-

H《
凶
同
門
日
よ

ω・]{]己

阿
《
出
《
同
よ

ω・印・

4
、
権
利
の
秩
序
と
特
別
な
権
利
保
護
の
秩
序
と
を
対
立
さ
せ
る
二
元
論
的
考
え
方
に
反
対
し
て
商
法
秩
序
の
統
一
を
強
調
す
る
ビ
ン
ダ
l
は
次
の
よ
う
に

、〉円ノ。

t
u
w
 

「
訴
と
権
利
と
の
法
律
関
係
は
、
訴
訟
に
よ
っ
て
、
原
告
の
即
自
(
皇
宮
『
)
に
有
す
る
も
の
で
は
な
い
が
有
し
て
い
る
と
主
張
す
る
利
益
が
、
そ
の
前
提



の
も
と
で
法
が
保
護
を
約
束
す
る
と
こ
ろ
の
法
律
要
件
の
存
在
の
証
明
が
な
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
保
護
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
保
護
さ
れ
る

利
益
は
特
別
な
権
利
保
護
の
利
益
な
の
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
許
容
さ
れ
た
権
利
保
護
に
よ
っ
て
満
さ
れ
る
べ
き
実
体
的
な
利
益
な
の
で
あ
る
。
あ
る

い
は
む
し
ろ
、
わ
れ
わ
れ
が
権
利
保
護
の
あ
る
特
別
な
利
益
を
想
定
し
た
い
と
す
る
な
ら
ば
、
(
保
護
さ
れ
る
実
体
的
利
益
と
ニ
の
特
別
な
利
益
と
は
)
同
一

(置。
E
E
C
の
関
係
に
あ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
多
分
両
者
の
一
致

R
S
E
E
g
N
)
の
関
係
が
あ
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
原

告
の
そ
の
所
有
権
の
享
有
あ
る
い
は
債
務
者
か
ら
の
給
付
等
々
の
実
体
的
利
益

Z
B
B伊
丹

g色町
E
5
2
0
)
は
権
利
保
護
の
許
容
(
の
σ
2
S
Eロ
間
)
に
よ
っ
て

の
み
満
さ
れ
う
る
に
し
か
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
権
利
保
護
の
利
益
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
意
味
は
な
く
は
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
は
請
求
の

充
足

(
F
E丘一回
Em)
の
利
益
と
一
致
す
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
私
法
的
利
益
(
吉

s
z
n
E
5
2
F
5
5
0
)
|そ
れ
が
主
観
的
私
権
の
基
礎
と
し
て
と
に

か
く
承
認
さ
れ
る
限
り
ー
と
な
ら
ん
で
特
別
な
権
利
保
護
の
利
益
を
想
定
し
、
こ
の
後
者
の
利
益
を
権
利
保
護
請
求
権
の
ま
た
訴
権
の
要
件
と
し
て
主
張
す
る

二
元
論
的
見
解
は
否
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
o

訴
の
願
(
沢
一
旬
開
m
E互
に
応
ず
る
判
決
の
要
件
は
、
実
は
常
に
一
つ
、
す
な
わ
ち
判
決
を
命
令
す
る
法
規
範

と
一
致
す
る
法
律
要
件
の
確
証
(
何
叶
冨
ユ
ロ
ロ
加
)
で
し
か
な
い
。
そ
し
て
、
確
認
の
訴
に
お
け
る
民
訴
法
二
五
六
条
の
即
時
確
定
の
利
益
が
そ
れ
に
共
に
帰
属

〈註
1
〉

(自
F

片
岡
与
。
日
ロ
)
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
る
」
と
。

(註

1
〉

田
宮
内
凶

q
-
H
ν
B
N。
ロ
ロ
コ
与
問
。
u
r
y
戸市甲山山、ア

ω・ω
∞∞・

(ー)

5
、
形
式
法
規
範
と
実
体
法
規
範
と
の
境
界
は
決
し
て
ア
・
プ
リ
オ
リ
l
に
確
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
、
そ
し
て
権
利
保
護
の
利
益
は
異
っ

た
見
地
か
ら
ず
件
吋
喋
っ
た
規
範
領
域
に
属
す
る
と
み
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
両
規
範
の
移
行
領
域

(
L
2
2
E
E
L
m
s
q宮
間
)
に
属
す
る
法
現
象
で
あ
る

こ
と
を
強
調
し
た
の
は
ノ
イ
ナ
ー
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
「
あ
る
国
家
行
為
に
お
い
て
国
家
機
関
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
る
法
規
範
の
そ
の
行
為
の
内
容
を
規
定
す
る
(
実
体
的
な

E
2
2
5
5
規
範
と
そ

の
要
件
を
規
定
す
る
(
形
式
的
な
『
2
2
5
規
範
と
の
区
別
は
決
し
て
ア
-
プ
リ
オ
リ
l
に
必
然
的

(
8
3
5
5
3
2
)
な
も
の
で
は
な
与
)
の
で

あ
っ
て
、
「
あ
る
規
範
が
実
体
法
的
な
そ
れ
で
あ
る
か
あ
る
い
は
訴
訟
法
的
(
〈
q
r
r
g
R
R
Z
t
n
y
)
な
そ
れ
で
あ
る
か
の
問
題
は
法
秩
序
の
精
神
に
つ
ま
り

〈誌
n
J
V

結
局
の
と
こ
ろ
合
目
的
的
な
判
断

2
2
7
N
S
N
rヨ
邑
伝
言
吉
岡
『

E
L
3
2
3
5
r
E門

戸

g)
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
解
釈
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
」

で
は
、
訴
訟
に
お
け
る
特
殊
な
利
益
の
問
題
に
対
し
て
い
か
な
る
合
目
的
的
な
判
断
が
下
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
い
う
。
「
特
殊
な
訴
の
利
益

の
存
す
る
場
合
に
の
み
訴
は
許
容
さ
れ
る
と
い
う
規
定
(
〈
C
円円

F
5
)
の
立
法
目
的
と
し
て
、
ま
ず
不
必
要
な

(
E
r
q
D
Z
自
伝
)
訴
か
ら
裁
判
所
を
守
ろ
う
と

す
る
志
向
、
が
、
そ
し
て
ま
た
訴
訟
の
被
告
人
に
与
え
る
負
担
に
対
し
て
保
護
に
値
す
る

(
E
E
G
-町
会
開
)
利
益
が
原
告
の
方
に
凌
駕
す
る
場
合
に
し
か
被
告

人
に
そ
の
負
担
を
課
さ
な
い
よ
う
に
し
よ
う
と
す
る
志
向
が
観
取
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
二
つ
の
目
的
は
互
に
排
斥
し
合
う
も
の
で
は
な
い
。
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公訴の利 益



訴
訟
に
お
け
る
権
利
保
護
の
利
益
の
立
日
産
(
伊

E
Eロ
間
宮
刀

R
Z
2
E
N
E
q
2
5
)
は
こ
の
二
つ
の
目
的
か
ら
導
き
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
崎
』

す
な
わ
ち
、
権
利
保
護
の
利
益
は
、
訴
を
積
極
的
に
基
礎
づ
け
る
と
い
う
方
向
に
お
い
て
原
告
の
た
め
の
も
の
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
も
の
で
は
な
く
、
そ

れ
を
制
限
す
る
と
い
う
方
向
に
お
い
て
裁
判
所
の
た
め
の
も
の
と
し
て
の
意
味
と
か
つ
ま
た
被
告
人
の
利
益
の
た
め
の
も
の
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ

る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
つ
そ
し
て
、
「
権
利
保
護
の
利
益
の
な
い
場
合
に
は

r
n
r
ω
r
z
z
g
で
は
な
く
し
て

p
s
&与
者
巴
百
】
し
か
な
さ
れ
る
べ
き
で
な

い
こ
と
は
争
う
余
地
の
な
い
と
こ
ろ
と
し
て
妥
当
し
え
る
。
そ
の
こ
と
は
そ
の
規
定
の
目
的
か
ら
出
て
く
る
」
と
帰
結
す
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
権
利
保
護
の
利
益
の
欠
飲
の
有
無
が
職
権
調
査
事
項
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
ノ
イ
ナ
i
は
疑
問
を
提
出
す
る
。
い
わ
く
「
権
利
保
護
の
利
益
を
要

求
す
る
規
定
の
目
的
が
裁
判
所
の
保
護
で
あ
る
と
し
て
も
し
か
し
ま
た
次
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
被
告
人
は
と
っ
ち
み
ち

(註

6
)

国
家
の
そ
の
利
益
を
こ
こ
ろ
ゆ
く
ま
で
利
用
す
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
」
「
不
必
要
な
訴
に
よ
っ
て
煩
わ
さ
れ
な
い
と
い
う
国
家

(
H裁
判
所
)
の
利
益
は
、
そ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
場
合
に
ま
た
同
様
に
被
告
人
も
同
じ
利
益
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
恐
ら
く
十
分

に
保
護
さ
れ
る
。
そ
の
規
定
は
専
ら
被
告
人
の
利
益
に
お
い
て
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
己
れ
の
利
益
を
弁
護
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
被
告
人
の
母
親

R
5
L
g
g
C
2乏
に
な
っ
て
や
る
こ
と
の
利
益
を
国
家
は
恐
ら
く
ほ
と
ん
ど
有
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
」
と
。
こ
こ
に
い
た
っ
て
は
、
も
は
や
、
権
利
保

護
の
利
益
の
有
す
べ
き
二
つ
の
意
味
の
う
ち
、
被
告
人
の
利
益
の
た
め
の
も
の
と
し
て
の
意
味
に
重
点
が
移
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
観
取
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

説=!:，l:.‘ 
民団

(註
1
)

(註

2
)

(註
3
)

(註

4
)

(註

5
〕

(註
6
)

(註
7
)

北法19(1・34)34

2
2
5コ
H
J
2
2月
h
同

5
仏

司

『
D
Nの
白
日

n
z
.
3
N印
咽
特
に

]
[
t
H
L
U
ω
・
叶
-

H
t
H
《凶よ∞-∞-

Hr戸
内
】

J
m
w・
出

ω・

】

r-門
日
よ

ω・
出
品
-

H
H
v
-
L
J
ω
・
品
印
-

Hruι
よ

ω
・∞。・

ω・
J

可
、
吋
・

〈註
1
〉

6
、
「
岡
山
骨
7
2
R
7
5
N
F
b
L
E
え
Eω
」
と
題
す
る
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
が
シ
エ
ン
ケ
に
よ
っ
て
一
九
五

O
年
に
仕
上
げ
ら
れ
た
。
そ
こ
に
お
い
て
、
シ
エ
ン
ケ

は
、
権
利
保
護
の
必
要
の
い
わ
ば
本
質
論
の
一
一
胞
の
ほ
り
下
げ
と
い
う
よ
り
は
、
権
利
保
護
の
必
要
が
実
際
上
問
題
と
な
り
う
る
場
合
を
詳
細
に
か
つ
多
数
抽

戸訂

2
、

出
し
て
、
豊
富
な
判
例
研
究
に
基
づ
い
た
い
わ
ば
各
論
的
に
そ
の
適
用
場
面
の
吟
味
と
そ
の
整
理
と
を
試
み
た
。
し
た
が
っ
て
、
シ
エ
ン
ケ
の
意
図
す
る
と
こ

ろ
を
一
広
す
に
は
同
書
を
全
訳
し
て
一
示
す
以
外
に
は
適
切
な
方
法
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
す
る
こ
と
は
、
し
か
し
、
民
事
訴
訟
に
お
け
る
個
別
的
な
問
題



本
稿
に
と
っ
て
は
必
要
は
な
い
。

〔ー〕

そ
れ
自
体
に
本
稿
・
の
目
的
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、

た
い
。彼

は
、
ま
ず
、
権
利
保
護
の
必
要
に
と
っ
て
目
的
論
的
考
察
が
必
要
で
あ
る
点
を
強
調
し
、
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
制
度
と
し
て
の
民
事
訴
訟
に
と
っ
て
は
、

公
共
の
利
益

(
H
E
R
E自
仏
白
〉
=
聞
の
E
2
5
2同
)
が
前
面
に
立
つ
。
す
な
わ
ち
、
法
の
確
証

a
z
F
E口問

ι
2
F
o
r
m
)
と
法
的
平
和
の
維
持
(
巧
与
E
口問

ι
g
岡
山
内

n
Z
M『ユ包
gm)
と
が
そ
の
目
的
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
個
人
は
権
利
保
護
の
必
要
が
在
す
る
と
き
に
の
み
、
し
か
し
そ
の
時
に
は

常
に
そ
し
て
そ
の
限
り
に
お
い
て
の
み
、
国
家
裁
判
所
の
時
間
と
力
と
を
要
求
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
権
利
保
護
の
必
要
は
こ
れ
ま
で
何
に
も
ま
し
て
訴

(
百
回
向
。
)
と
の
関
連
に
お
い
て
取
扱
わ
れ
て
き
た
。
権
利
保
護
の
必
要
は
、
し
か
し
、
す
べ
て
の
訴
訟
行
為
の
要
件
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
般
的
権
利
保
護
付
与

要
件

(ω
一一
m
g
5
5
H
N
2
7
5
n
y
E
N
m
Z書
E
口問
ω
5
3
5渇
G
E
m
g
)
で
あ
る
。
国
家
は
そ
の
裁
判
お
よ
び
強
制
の
権
力
を
、
権
限
あ
る
官
庁
の
合
義
務
的
裁

量

(
E
E
Z
E由
民
話
宮
町
ヨ

2
2
)
に
よ
っ
て
、
十
分
な
利
益

(
E
P
E
S
-
n
z
h
J
L
2
F
5
2。
)
す
な
わ
ち
権
利
保
護
の
必
要
を
有
す
る
と
認
め
た
者
に
対
し

〈註

3
)

て
の
み
、
付
与
す
る
の
で
あ
る
。
」

と
こ
ろ
で
、
「
申
立
人
の
個
人
的
利
益
状
態

2
2
5
2汚
口
一
鼻
立
は
国
家
が
権
利
保
護
を
付
与
す
る
公
の
利
益

(
O
R
B
E口F
g
H
2
2
2月
)
が
存
す
る
と
み
る

会
社

4
V

か
否
か
の
た
め
の
出
発
点
で
あ
る
。
」
す
な
わ
ち
、
「
私
法
規
範
か
ら
生
じ
る
利
益
は
大
部
分
の
訴
訟
行
為
に
あ
っ
て
は
権
利
保
護
の
必
要
の
た
め
の
本
質
的
要

素
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
般
的
権
利
保
護
付
与
要
件
と
し
て
の
権
利
保
護
の
必
要
は
す
べ
て
の
訴
訟
行
為
に
必
要
で
あ
る
が
故
に
、
私
法
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ

(持

5
v

た
利
益

(
0
5
3〈
白

HZnr円一円
7
Pコ
岳

2
2
F
R呂
田
O
)

は
権
利
保
護
の
必
要
の
一
般
的
要
素
(
と
-
m
o
E
0
5
2
何一の
2
2
C
で
は
な
い
。
」
「
権
利
保
護
の
利
益

(
F
n
y
Z
R
E
E
2
2
2
ω
め
)
は
私
法
上
の
請
求
権
と
同
一
物
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
ま
た
、
訴
訟
手
続
中
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
諸
規
定
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て

い
る
一
そ
の
他
の
利
益
と
も
同
一
物
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
た
と
え
私
法
上
の
請
求
権
が
成
立
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
権
利
保
護
の
必
要
は
欠
飲
し
う
る
の
で

h
H
u
a
v
v
 

あ
る
。
」

か
く
し
て
、
「
権
利
保
護
の
必
要
の
た
め
に
存
在
す
べ
き
利
益
は
、
訴
訟
の
対
象
あ
る
い
は
当
該
訴
訟
行
為
の
訴
訟
上
の
意
義
お
よ
び
効
果
を
基
礎
と
し
て

主計
μ
7
)

生
じ
う
る
、
と
い
う
結
論
」
に
到
達
す
る
。
す
な
わ
ち
、
権
利
保
護
の
必
要
は
訴
訟
行
為
の
対
象
・
意
義
・
効
果
と
同
一
物
で
は
な
い
が
、
一
般
の
つ
ま
り
公

共
の
利
益
を
前
面
に
立
て
る
訴
訟
制
度
目
的
と
の
関
連
に
お
い
て
、
そ
れ
を
基
礎
と
し
て
生
じ
る
利
益
を
必
要
と
す
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

(註

8
)

し
た
が
っ
て
、
そ
の
利
益
は
、
具
体
的
に
は
、
訴
訟
物
や
訴
訟
行
為
の
多
様
性
に
応
じ
て
種
々
様
々
で
あ
り
う
る
の
で
あ
り
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
利
益
有
無

の
判
断
は
、
シ
エ
ン
ケ
二
よ
れ
ば
、
具
体
的
に
は
(
原
理
的
に
は
公
共
の
利
益
を
前
面
に
立
て
る
訴
訟
制
度
目
的
に
よ
る
)
次
の
基
準
に
よ
る
、
と
さ
れ
る
。

へ
註

9
)

す
な
わ
ち
、
次
の
場
合
に
は
権
利
保
護
の
必
要
は
な
い
。
付
申
立
て
ら
れ
た
効
果
が
訴
訟
外
の
方
法
に
よ
っ
て
得
ら
れ
う
る
場
合
。
同
他
に
特
殊
な
ま
た
は
よ

北法 19(1・35)35

目
}
ご
て
-

J
I
J
/
 

彼
が
前
提
す
る
そ
の
基
本
的
立
場
の
省
察
に
と
ど
め

公訴の 利 益



説

(
註
刊
)

り
簡
易
な
権
利
保
護
方
法
が
あ
っ
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
同
一
の
効
果
が
得
ら
れ
う
る
場
合
。
日
訴
訟
の
目
標
守
3
Nのい
2
2
F
N
E
)
ば
保
護
二
値
す
る
も
の

宮
古
宣
言
昼
間
)
で
な
け
れ
吋
誌
も
な
い
。
」
し
た
が
っ
て
、
@
履
行
不
能
な
給
付
、
反
道
徳
的
給
付
を
求
め
る
買
切
怒
に

(
E
Z
Z
ニ一
-m)
缶
詰
航

U
h

吋
M
M
)
開
始
さ
れ
た
訴
の
場
A
t
o
l
e訴
訟
と
無
縁
な
(
℃

UN2『

B
B
L
)
目
的
を
訴
追
す
る
利
温
は
保
護
に
値
し
な
い
ヮ

α利
益
が
一
般
通
念
か
ら
し
て
国
家
の

権
利
保
護
制
度
の
利
用
を
是
認
さ
せ
な
い
程
に
僅
少
(
間
2
5
m
)
で
あ
る
と
み
ら
れ
う
る
場
合
η
l
f
た
、
次
の
基
準
に
合
致
し
な
い
場
合
に
も
権
利
保
護
の
必

要
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
同
権
利
保
護
の
必
要
は
現
在
の
も
の
(
聞
の
如
何

2
3問
)
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
守
げ
権
利
保
護
の
必
要
は
、
申
立
人
の
実
体
法
上
の

あ
る
い
は
訴
訟
上
の
地
位
に
関
す
る
利
益
、
す
な
わ
ち
人
的
な
利
益

(
2
3
m
E
5
2
E
3
2
)
を
必
要
と
す
む
M

げ
市
立
人
の
利
益
だ
け
で
な
れ
γ
羽

(
許
口
〉

手
方
の
利
益
も
顧
慮
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
的
な
お
、
権
利
保
護
の
必
要
を
と
な
え
る
も
の
は
争
あ
る
権
利
の
主
体
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
ま

た
当
該
行
為
か
ら
損
害
賠
償
の
問
題
を
生
じ
る
可
能
性
は
権
利
保
護
の
必
要
を
妨
げ
な
い
。
)

右
に
あ
げ
た
具
体
的
基
準
に
よ
っ
て
そ
の
有
無
を
判
断
さ
れ
る
権
利
保
護
の
必
要
は
、
シ
エ
ン
ケ
に
よ
れ
ば
、
理
由
具
備
(
四
兆
円

E
E
2
Z伊
丹
)
の
問
題
で
は

な
く
し
て
、
当
該
訴
訟
行
為
の
許
容
性

(
N
己
2
巴
m
r
E
)
の
要
件
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
彼
の
い
う
と
ニ
ろ
は
こ
う
だ
。
「
権
利
保
護
の
必
要
は
一
般
的

権
利
保
護
付
与
要
件
で
あ
る
。
こ
の
要
件
は
訴
訟
要
件

(
P
R急
〈
D
E
E
m口定
5
m
g
)
と
そ
の
効
果
じ
お
い
て
一
致
す
る
。
こ
の
要
件
の
適
用
範
凶
は
、
し
か

し
、
訴
訟
要
件
の
そ
れ
よ
り
も
広
い
。
す
な
わ
ち
、
権
利
保
護
の
必
要
は
本
案
判
決
要
件

(
ω
R
Z号
ξ
5
2
5協
定
E
m
E
)
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
ま

た
、
そ
の
存
在
は
す
べ
て
の
訴
訟
行
為
の
許
容
性
の
要
件
で
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
本
案
判
決
要
件
の
存
在
あ
る
い
は
欠
飲
の
確
定
は
全
訴
訟
法
律
関

係
に
関
係
し
て
く
る
が
、
権
利
保
護
の
必
要
の
場
合
そ
の
存
否
の
確
定
は
常
に
全
体
の
訴
訟
法
律
関
係
に
か
か
わ
る
必
要
は
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
れ
が
あ
る
特

定
の
訴
訟
行
為
に
対
し
て
あ
る
い
は
あ
る
特
定
の
訴
訟
段
曜
に
対
し
て
し
か
奇
圧
を
も
た
な
い
場
合
が
し
ば
し
ば
起
る
の
で
あ
る
。
こ
の
権
利
保
護
の
必
要
の

適
用
範
囲
と
本
案
判
決
要
件
の
適
用
範
囲
と
の
差
異
は
、
し
か
し
、
両
者
の
法
的
な
効
果
(
お
口
z
z
n
r作
者
弓
宮
口
問
)
に
お
け
る
何
等
の
差
異
を
も
理
由
づ
け

る
も
の
で
は
な
い
」
と
。

何
故
に
こ
の
よ
う
に
権
利
保
護
の
必
要
が
理
由
具
術
性
の
要
件
の
問
題
で
は
な
く
し
て
(
す
べ
て
の
訴
訟
行
為
の
)
許
容
性
の
要
件
で
あ
る
か
、
に
関
し
て

の
特
に
ほ
り
下
げ
た
理
由
づ
け
は
、
し
か
し
、
示
さ
れ
て
は
い
な
い
。
彼
に
あ
っ
て
は
、
権
利
保
護
の
必
要
が
許
容
性
の
要
件
な
の
か
あ
る
い
は
理
由
具
似
性

の
要
件
な
の
か
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
許
容
性
の
要
件
と
し
て
の
権
利
保
護
の
必
要
が
具
体
的
か
っ
実
際
の
事
例
に
お
い
て
い
っ
、
い
か
な
る
場
合
に
問
題
と

な
ゐ
か
と
い
う
点
に
そ
の
主
た
る
関
心
が
向
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
た
と
え
基
本
的
問
題
の
把
揮
に
説
得
力
が
弱
い
と
し
て

も
、
許
容
性
の
要
件
と
し
て
の
権
利
保
護
の
必
要
の
具
体
的
か
つ
実
際
的
な
適
用
場
面
を
地
道
で
は
あ
る
が
し
か
し
実
証
的
に
詳
細
に
吟
味
し
て
い
く
こ
と
の

意
義
を
シ
エ
ン
ケ
か
ら
教
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

論
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7
、
シ
エ
ン
ケ
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
詳
細
な
解
釈
論
は
そ
の
す
べ
て
に
お
い
て
承
認
さ
れ
は
し
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
最
近
の
教
科

書
は
い

J
相
寸
権
利
保
護
の
必
要
を
本
案
(
実
体
)
判
決
要
件
と
し
て
取
扱
い
あ
の
す
べ
て
の
訴
訟
行
為
の
要
件
だ
と
す
る
点
に
つ
い
て
は
賛
意
を
示
す
も
の

で
は
な
い
。
ま
た
、
婦
制
保
護
の
必
要
」
の
概
念
の
不
要
な
る
こ
と
を
論
ず
る
ア
ロ
リ
オ
か
ら
の
徹
底
し
た
攻
撃
が
ゴ
戸
て
し
て
ま
た
シ
エ
ン
ケ
の
跡
を
継
い

だ
ポ
l
レ
か
ら
の
修
正
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
次
に
こ
の
二
人
の
説
く
と
こ
ろ
を
き
こ
う
。
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説

へ
誌

1
)

「
(
w
r
P
R
r
〈

C
=
H
F
E
F
申
ω。
阜
、
申

ω由一

Z
F
E口Y
叫
ω寸】同

ω・
蜘
印
司
口
印
一
月
号
凶
ぬ
ロ
『
巾
円
mu
叫
∞
印
口

N
F
叫∞叩・

(註

2
)

円山口門戸口
C
〉

=
2
5・
m
2
r
g
u
n
r
E
N
r
m
L
R
P
E
叩
N-N・司
J
回

L・
ミ
・

5

2
・閉山
-UN同町『・

(註

3
)
河

CLD一同匂
cr一P
N日
戸
。
r
B
g
B
H
N
o
u
z
gロr
E
N
r
L広三
=
F
何百門出口
7
2
P
E
↑
開
門
戸
丘
コ
口
r
F
d己
主
ヨ
叶
印
-
o
u
r
f
q
g
g
m・
5
印J
Y
ω
-
S印
R
・

8
、
ア
ロ
リ
オ
は
権
利
保
護
の
必
要
と
い
う
概
念
の
不
必
要
な
こ
と
を
説
く
。

い
わ
く
、
「
『
保
護

(ω
ロ75N)
』
の
個
々
の
型
の
定
義
の
な
か
に
は
『
保
護
の
利
益

2
2
0門g
m
E
H
ω
口
宮
廷
)
』
の
要
素
が
『
生
来
的
に
(
自
問
。
σο
自
己
)
』
含

ま
れ
て
い
る
。
そ
の
定
義
に
保
護
の
利
益
の
要
素
は
内
在
し
て
い
る

(
5
2
2
m
E
E
E口
)
も
の
で
あ
る
か
ら
、
私
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
『
保
護
の
利
益
』
は

『
保
護
』
の
概
念
そ
れ
自
体
の
な
か
に
消
失
す
る
。
『
利
益
』
の
存
在
に
関
す
る
価
値
判
断
は
「
保
護
』
そ
れ
白
体
の
認
容
の
事
実
に
お
い
て
す
で
に
言
い
尽
さ

れ
て
い
る
。
あ
る
利
益
ハ
す
な
わ
ち
、
誰
れ
で
も
と
い
う
の
で
は
な
く
し
て
裁
判
官
の
あ
る
特
定
の
型
の
行
動
を
要
求
す
る
適
格
の
あ
る
官
四
E
B
5
2
)
人

の
有
す
る
利
益
)
の
存
在
に
対
す
る
価
値
判
断
は
、
立
法
者
が
裁
判
官
の
保
護
の
諸
々
の
型
の
そ
れ
ぞ
れ
を
規
定
し
た
そ
の
瞬
間
に
す
で
に
立
法
者
に
よ
っ
て

下
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
立
法
者
が
保
護
を
求
め
る
利
益
が
あ
る
と
長
初
か
ら
解
し
た
が
故
に
こ
そ
、
そ
の
保
護
の
許
与
が
な
さ
れ
る
の
で
あ

(註
1
)

る
よ
す
な
わ
ち
、
「
権
利
保
護
の
必
要
は
独
立
し
た
訴
訟
上
の
要
件
で
は
な
い

(
5
5
2
m
g
m
g
E百
官
2
2
E
ω
一
日
間
三
2
去
3
2
)
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は

ア
ス
ペ
ク
ト

訴
訟
に
お
い
て
主
張
さ
れ
る
実
体
的
権
利
の
単
な
る
一
つ
の
面
で
あ
る
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
訴
の
理
由
具
備
性
の
要
件
(
∞
え
5
m
E
m
g

へ註
2
〉

牛巾吋即日四円
E
E
2
r
o
v件

L
R
穴
一
回
問
。
)
に
す
で
に
吸
収
(
島
町
凶
O
P
5
5と
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
」
「
し
た
が
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
訴
訟
行
為
に

お
け
る
特
殊
な
保
護
の
必
要
あ
る
い
は
利
益
の
存
在
リ
思
弁
的
虚
構
の
公
式
化
の
所
産
(
司
門
戸
口
7二
三
日
間
昭
一
C間
E
7
2
3
5ロ
-
5
5民
)
H
H
の
追
求
は
、
『
利

益
』
あ
る
い
は
『
権
利
保
護
の
必
要
』
が
欠
依
す
る
と
い
う
み
せ
か
け
上
の
様
相
の
下
で
の
権
利
保
権
の
拒
絶
に
そ
れ
が
役
に
立
た
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
少
な

(註
3
)

く
と
も
完
全
に
無
駄
な
結
果
に
終
る
、
と
い
う
結
論
に
到
達
す
る
o
」

確
か
に
ア
ロ
リ
オ
の
説
く
と
こ
ろ
は
、
主
張
さ
れ
た
請
求
権
の
民
法
上
の
法
律
要
件
に
対
し
て
は
妥
当
し
よ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
が
シ
エ
ン
ケ
の
提
示
し
た

具
体
的
個
別
的
問
題
の
す
べ
て
に
対
し
て
妥
当
す
る
か
は
大
い
に
疑
問
で
あ
る
。

(註
1
)
K
C
S
2
p
p
m
-

。Jω・
ωNA-

(註

2
)
H
E
L
-
-
ω
・

8
0・

(註

3
)
H
Z
L
J
ω
・ピ
NE

山

口巾E

9
、
シ
エ
ン
ケ
の
提
示
し
た
権
利
保
護
の
必
要
の
慨
念
は
不
明
確

(
5
r自己
5
5月
)
な
も
の
で
あ
り
、
「
一
般
的
溜
池
(
と
一
向
。
E
2
5
ω
V
E
g
m
F
2
r
gご

(註
1
〉

だ
と
き
め
つ
け
る
ポ
l
レ
の
詳
細
な
再
検
討
は
ま
ず
シ
エ
ン
ケ
の
と
っ
た
目
的
論
的
考
察
方
法

2
5
E
g
F
m
z
z
F可
E
T
S同
2
2在
の
適
否
か
ら
開
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、1
ノ

仏
相
さ
れ
る

0

2
註
2
)

ポ
i
レ
は
い
う
。
「
法
の
縫
証
と
い
う
目
的
は
そ
の
崩
濃
か
」
威
嚇
す
ろ
手
に
お
え
な
く
な
っ
た
鬼
4
J

を
生
み
出
し
て
し
ま
っ
た
o
」
す
な
わ
ち
、
訴
訟
の
対
象

の
利
益
が
僅
少
で
あ
る
場
合
、
シ
エ
ン
ケ
に
よ
れ
ば
権
利
保
護
の
必
要
は
否
定

P

寸
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
で
あ
っ
て
も
法
の
確
証
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
疑

い
の
な
レ
と
ミ
ろ
で
払
持
ル
そ
こ
で
は
、
法
の
確
証
と
い
う
目
的
が
そ
れ
と
は
全
く
こ
と
な
る
そ
し
て
矛
盾
す
る
観
念
で
あ
る
権
利
保
権
の
価
値

(
E
E
F

立
証

4
)

3
E凶』間
r
E
)
と
い
う
観
念
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
た
と
え
ば
、
履
行
不
能
な
あ
る
い
は
良
俗
違
反
の
給
付
の
場
合
の
よ
う
に
、
そ
れ
が
理
由

が
な
い
か
ら
と
い
う
理
由
だ
け
で
、
理
由
の
な
い
訴
を
理
由
な
し
と
し
て
棄
却
せ
ず
に
不
適
法
と
し
て
却
下
す
る
と
す
れ
ば
、
法
の
確
証
の
目
的
は
十
分
に
達

(註
5
v

成
さ
れ
は
し
な
い
。
理
由
の
な
い
請
求
は
理
由
な
し
と
し
て
棄
却
し
て
こ
そ
法
の
確
証
は
な
し
う
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
権
利
保
護
の
方
法
が
複
数
あ
る
場
合
に

最
も
簡
易
な
そ
し
て
費
用
の
か
か
ら
な
い
方
法
に
つ
い
て
権
利
保
護
の
必
要
が
あ
る
と
す
る
が
、
い
ず
れ
の
方
法
に
よ
っ
て
も
シ
エ
ン
ケ
の
掲
げ
る
こ
つ
の
目

/
t
f
 

的
は
達
成
さ
れ
る
o

そ
こ
で
関
わ
れ
て
い
る
問
題
は
、
法
の
確
証
で
は
な
く
し
て
(
た
と
え
ば
手
続
の
促
進
、
費
用
、
裁
判
官
の
質
と
い
っ
た
)
特
定
の
権
利

会
註

7
〉

保
護
の
た
め
の
そ
の
適
合
性
(
開
拓

E
口
問
)
お
よ
び
特
別
な
手
続
形
成
の
特
性
(
何
百
2
2
2
0口
)
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
要
す
る
に
、
「
法
の
確
J

証
と
い
う
目
的
か
ら

は
民
事
訴
訟
に
お
け
る
公
の
利
益
の
一
般
的
な
優
越
性
(
巾
吉
丘
一
向
2
5
5
q
〈
2
m
g四
《
伊
三
P
E
E戸
g
F
5
2
ω
2
)
を
、
そ
し
て
ま
た
権
利
保
護
の
必
要

(註
8

〉

の
理
論
を
も
導
き
出
さ
れ
は
し
な
い
」
の
で
あ
る
、
と
。

右
の
批
判
は
、
権
利
保
護
の
必
要
な
る
も
の
の
意
味
あ
る
い
は
そ
の
機
能
に
対
す
る
ポ
!
レ
の
次
の
基
本
的
理
解
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
権

利
保
護
の
必
要
が
権
利
保
護
の
許
与
の
特
別
な
要
件
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
、
そ
の
権
利
保
護
の
必
要
は
、
権
利
保
護
を
根
拠
づ
け
る
の
で
は
な
く
し
て
、
権

利
保
護
を
限
界
づ
け
ま
た
制
限
す
る
。
(
中
略
)
。
権
利
の
裁
判
上
の
強
制
可
能
性
(
間

3nzr一再開「
N

者
百

$
2
5
5
を
出
発
点
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
っ
て
、
裁
判
上
の
保
護
の
拒
絶
(
〈
。
2
m
g
闘の日
z
t口
7
g
浮
7
5
5い
)
は
例
外
(
〉
5
E
Y
Bめ
)
な
の
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
は
法
制
度
の
目
的

(
N
E
L
2
m
2
Z
E
E
-
n
z
s
m
)
に
つ
い
て
で
あ
り
、
そ
の
あ
と
で
は
じ
め
て
そ
の
限
界
あ
る
い
は
制
限
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
権
利
保
護
の
必
要
は
、
し
た
が
っ
て
第
二
次
的
な
目
的

(
N当

R
r
N
5号ロ

HNEmE)
に
仕
え
る
も
の
で
あ
る
o

権
利
保
護
の
許
与
が
原
別
で
あ
り
、

そ
の
拒
絶
は
例
外
で
あ
る
。
」

と
こ
ろ
で
、
ポ
l

レ
に
あ
っ
て
は
、
権
利
保
護
の
制
限
あ
る
い
は
拒
絶
を
強
め
る
と
い
う
方
向
に
そ
の
政
策
的
考
慮
が
働
い
て
い
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を

指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
制
限
が
あ
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
政
策
的
な
考
慮
に
立
つ
が
放
に
、
右
の
基
本
的
理
解
は
、
不
明
確
な
あ

る
い
は
「
一
般
的
溜
池
」
で
あ
る
権
利
保
護
の
必
要
の
概
念
の
適
用
領
域
を
極
力
せ
ば
め
て
い
こ
う
と
す
る
態
度
と
結
合
し
て
、
個
々
の
具
体
的
問
題
を
展
開

(註
M
)

さ
せ
る
。
特
殊
な
「
権
利
保
護
の
必
要
」
の
要
求
は
国
家
裁
判
所
の
時
間
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
保
護
の
要
議
を
そ
の
理
由
と
す
る
が
、
こ
の
理
由
か
ら
一
般
的
に

北法19(1・39)39
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(註
H
)

(喜四円

7
2宮
)
権
利
保
護
を
否
定
す
る
こ
と
に
は
、
し
た
が
っ
て
、
ポ
l
レ
の
賛
成
は
与
え
ら
れ
な
い
。
個
別
的
に
権
利
保
護
の
拒
絶
の
よ
り
具
体
的
な
よ
り

実
質
的
な
理
由
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
彼
の
賛
成
を
得
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
ま
た
、
権
利
保
護
の
必
要
の
不
存
在
の
場
合
の
み
を
問
題
に
す
れ
ば
主
い
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
場
合
に
、
こ
れ
ま
で
は
権
利
保
護

を
制
限
す
る
た
め
の
利
益
と
し
て
公
の
利
益

(BFE--各
g
E
3曲
目
叩
)
と
い
う
こ
と
が
あ
ま
り
に
も
)
・
万
的
に
前
.
面
に
据
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
に
対
し
て
、

ポ
1
レ
は
、
被
告
人
側
の
利
益
を
、
す
く
な
く
と
も
司
法
の
利
益
と
な
ら
ん
で
、
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
説
い
て
は
砧
ご
と
に
苦
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
彼
に
よ
れ
ば
、
特
殊
な
種
類
の
実
体
判
決
要
件
と
し
て
の
権
利
保
護
の
必
要
は
限
ら
れ
た
範
囲
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
裁
判
所
な

ら
び
に
反
対
当
事
者
の
不
必
要
な
負
担

(
E
S口
c
t
m
o
F
E
E
m
)
の
回
避
に
仕
え
ふ
時
か
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
権
利
保
護
の
必
要
が
例
外
的
、
第
二
次
的
な
目
的
に
仕
え
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
が
被
告
人
の
利
益
の
た
め
の
も
の
で
も
あ
る
と
い
う

(註
H
〉

認
識
は
、
そ
の
主
張
な
ら
び
に
挙
証
責
件
の
被
告
人
側
へ
の
分
配
と
い
う
彼
の
主
張
と
結
び
つ
く
。

説論
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(註
1
)

】

U
D
E
m
u
m
-
P
O
-
-

∞-
N
E
F
自由・

(註
2
、

3
)
H
r
F科
、
∞
-
H
但∞-

〈註
4
、
5
)
H
E門
Hum-
呂田・

(註
6
、
7
)
H
E
P
-

∞-
N
O
N
・

(註
8
〉

同

『

山

手

w

∞-
N
ω
h・

(註
9
)
H
Z
P
・
m-Ncp

(註

m〉
個
別
的
問
題
に
お
い
て
シ
エ
ン
ケ
の
解
釈
に
対
す
る
ポ
l

レ
の
全
面
的
修
正
は
本
文
に
述
べ
た
基
本
的
立
場
か
ら
展
開
さ
れ
る
が
、
そ
の
修
正
点

の
い
く
つ
か
を
次
に
あ
げ
て
お
こ
う
。

ハ
円
権
利
保
護
の
要
求
が
僅
少
で
あ
る
場
合
。
彼
は
権
利
保
護
を
拒
絶
す
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
(
権
利
保
護
の
拒
絶
の
場
合
で
は

な
い
か
ら
)
権
利
保
護
の
必
要
は
問
題
と
は
な
ら
な
い

(
m
-
N
H
S
。
H
H
放
怒
に
な
さ
れ
た
訴
の
場
合
。
法
的
不
確
実
性
の
克
服
(
岡
山
内
n
Z
Eロ
岡
市
当

5
・

Z
F
g
g
r
m
g
d
m
w
p口
)
と
い
う
こ
と
は
ま
さ
に
訴
訟
の
任
務
で
あ
る
か
ら
、
権
利
保
護
の
必
要
の
な
い
場
合
だ
と
は
い
え
な
い
。
そ
し
て
「
当
事
者

は
広
範
囲
な
裁
判
に
対
し
て
既
判
力
あ
る
判
決
に
よ
っ
て
確
固
た
る
基
礎
(
の
2
邑
E
m
g
)
を
得
る
こ
と
の
明
白
な
利
益
を
有
じ
て
い
る
」

(
ω
-
M
H
S

と
い
う
。
同
訴
訟
と
無
縁
な
目
的
じ
訴
ぶ
ず
る
場
合
。
す
な
わ
ち
た
と
え
ば
仮
装
訴
訟
の
場
合
、
彼
は
、
合
意
に
よ
る
そ
れ
と
一
方
的
な
そ
れ
と
も

区
別
し
、
前
者
に
あ
っ
て
は
実
体
制
判
決
で
請
求
を
棄
却
す
べ
き
で
あ
り
、
後
者
の
そ
れ
は
(
訴
訟
却
ド
と
す
べ
き
だ
が
)
呂
田
m
g昇
。
=
の
問
題
で



あ
る

(ω
・
M
M
叶
)
、
と
す
る
。
帥
履
行
不
能
な
あ
る
い
は
良
俗
違
反
の
訴
の
よ
う
な
場
合
。
ポ

l
レ
は
、
従
来
裁
判
上
強
制
で
き
な
い
と
さ
れ
て
き
た
権

利
関
係
の
う
ち
、
そ
も
そ
も
(
実
体
法
上
〉
強
制
不
可
能
な
(
不
完
全
)
債
務
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
そ
の
場
合
に
は
本
案
判
決
で
請
求
を
棄
却
す

べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
単
に
裁
判
上
強
制
不
可
能
な
場
合
に
は
「
単
に
訴
訟
却
下
の
効
果
を
生
じ
る
純
粋
な
訴
訟
上
の
欠
鉄
と
み

る
見
解
が
す
ぐ
れ
て
い
る
と
私
は
み
た
い
。
そ
し
て
そ
の
場
合
対
Z
同
}
】
凶
み

2
門

(
H
M
N
R
E
S与
え
民
主
=
m
r
E
C
の
欠
絞
と
い
う
こ
と
が
語
ら
れ
る
」

(ω
・
出
印
)
と
す
る
。
同
複
数
の
方
法
の
あ
る
場
合
。
こ
の
場
合
に
も
彼
は
権
利
保
護
の
必
要
が
欠
飲
す
る
か
ら
と
い
う
一
般
的
抽
象
的
な
論
じ
方

を
し
な
い

3
・
N
N
同
町
)
。
な
お
、
ポ
1
レ
の
解
釈
の
細
目
に
つ
い
て
の
紹
介
を
試
み
て
い
る
石
川
明
「
権
利
保
護
の
必
要
」
慶
応
創
立
百
年
記
念
論

文
集
法
学
編
四
二
九
頁
以
下
が
あ
る
。

(
註
日

)
M
V
O
E
P
F
P・
O
・-∞
-
N
2
・

(
註
ロ
〉

Hr~ιJ
∞
-
N
O日

F

N

O
由
・
な
お
、
ポ

l
レ
に
よ
れ
ば
、
実
体
判
決
を
得
る
法
的
利
益
が
原
告
に
お
い
て
欠
放
し
て
い
る
場
合
で
も
、
被
告
に
と
っ

て
そ
の
利
益
が
あ
る
場
合
に
は
、
事
情
に
よ
っ
て
は
、
被
告
の
そ
れ
が
原
告
の
そ
れ
を
治
癒
す
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。
た
と
え
ば
民
訴
訟
法
二
七

一
条
に
よ
る
実
体
判
決
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
場
合
が
そ
う
だ
と
い
う
(
伊

N
O
S

(
註
日
〉

FE--
∞'
N
o
a
{・

〔註
M
〕

H
E
P
ω
-
N
3・

第
三
節
「
訴
の
利
益
」
と
「
公
訴
の
利
益
」

可
ノ

実
体
法
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
る
利
益
の
訴
求
は
、
裁
判
所
と
い
う
国
家
機
関
の
利
用
つ
ま
り
訴
訟
制
度
と
い
う
手
続
を
利
用
し
な

け
れ
ば
な
し
え
な
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
利
益
主
張
は
訴
訟
手
続
の
利
用
の
許
与
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
と
な
り
、
ま
た
そ
の
実
現
を

み
る
。
他
方
、
そ
の
利
用
の
許
与
に
よ
司
て
、
こ
の
訴
訟
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
人
間
生
活
関
係
は
他
者
に
対
し
て
い
ろ
い
ろ
の
不
利
益

あ
る
い
は
負
担
を
強
い
る
(
そ
れ
が
強
い
ら
れ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
享
有
さ
れ
て
い
る
利
益
の
存
在
を
前
提
と
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も

な
い
〉
。
そ
の
不
利
益
あ
る
い
は
負
担
が
不
当
な
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
自
明
の
理
で
あ
る
。
こ
の
自
明
の
理
は
訴
訟
手

続
の
利
用
の
許
与
を
限
界
づ
け
制
限
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
訴
訟
と
名
づ
け
て
い
る
人
間
生
活
関
係
は
相
対
立
し
相
矛
盾
し

北法19(1・41)41 

公訴の利益



説

ま
ず
訴
訟
手
続
の
利
用
の
許

与
を
め
ぐ
っ
て
発
現
し
て
く
る
相
矛
盾
し
対
立
し
合
う
利
益
と
利
益
と
の
衝
突
の
決
済
に
あ
た
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
民
事

ム
ロ
う
諸
利
益
の
衝
突
の
場
な
の
で
あ
っ
て
、

(註
1
〉

ま
さ
に
こ
れ
ら
の
衝
突
の
決
済
の
過
程
で
あ
る
訴
訟
秩
序
は
、

前
節
に
お
い
て
観
察
し
て
き
た
民
事
訴
訟
学
者
達
は
、

い
ず
れ
も
、

」
の
訴
訟
手
続
利
用
の
許
与
を
め
ぐ
っ
て
そ
れ
を
条
件
づ
け
あ

北法19(1・42)42

論

訴
訟
に
つ
い
て
も
ま
た
同
様
に
刑
事
訴
訟
に
つ
い
て
も
等
し
く
妥
当
す
る
。

る
い
は
限
界
づ
け
る
も
の
と
し
て
訴
訟
の
場
に
発
現
し
て
く
る
諸
利
益
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
o

す
な
わ
ち
、
彼
等
は
、
ま
ず
、

訴
訟
制
度
の
利
用
の
許
与
を
求
め
る
た
め
に
は
し
た
が
っ
て
ま
た
そ
れ
を
許
与
す
る
た
め
に
は
訴
訟
に
お
け
る
特
殊
な
あ
る
利
益
リ
以
後

こ
れ
を
「
訴
の
利
益
」
と
称
し
よ
う

1
の
存
在
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
説
い
た
の
で
あ
る
o

そ
し
て
、

そ
れ
ら
の
主
張
は
シ
エ
ン
ケ
の

「
権
利
保
護
の
必
要
荷
台
7
3月
rENσ
包
C
江
口
一
回
)
」
の
理
論
に
集
大
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

「
訴
の
利
益
」
が
、

そ
め
性
質
に

お
い
て
異
る
し
た
が
っ
て
そ
の
欠
献
の
場
合
に
下
さ
れ
る
判
断
の
種
類
に
お
い
て
ま
た
そ
の
効
果
に
お
い
て
異
る
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、

「
実
体
法
的
」
性
格
を
も
つ
も
の
な
の
か
あ
る
い
は
「
訴
訟
法
的
」
性
格
を
も
つ
も
の
な
の
か
、

と
い
う
点
に
お
い
て
、

未
だ
一
致
を
み

実
体
法
と
訴
訟
法
と
の
移
行
領
域
の
問

て
い
な
い
の
で
あ
る
o

そ
れ
は
、
「
訴
の
利
益
」
が
、

(註
2
}

題
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。

ノ
イ
ナ
ー
が
正
当
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、

「
訴
の
利
益
」
と
い
う
観
念
の
も
つ
意
味
あ
る
い
は
機
能
に
つ
い
て
訴
訟
制
度
の
利
用
の
許
与
を
条
件
づ
け
る
つ
ま
り
積
極
的
に
基
礎

づ
け
る
た
め
の
も
の
と
し
て
理
解
す
る
限
り
、
こ
の
「
訴
の
利
益
」
の
有
す
る
二
重
性
格
性
が
消
去
し
難
い
も
の
と
し
て
交
錯
し
合
っ
て

発
現
し
て
く
る
こ
と
は
ビ
ン
ダ

l
あ
る
い
は
ア
ロ
リ
オ
の
所
説
と
。
フ
ラ
イ
あ
る
い
は
シ
エ
ン
ケ
の
所
説
と
を
つ
き
合
わ
せ
て
み
れ
ば
瞭
然

で
あ
る
。

し
か
し
、

「
訴
の
利
益
」
は
訴
を
積
極
的
に
基
礎
づ
け
る
、

す
な
わ
ち
訴
訟
制
度
利
用
の
許
与
を
積
極
的
に
基
礎
づ
け
る
と
い
う
意
味

と
機
能
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
、
す
で
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
ザ
ウ
ア

l
、

ノ
イ
ナ

l
そ
し
て
ポ

l
レ
に
よ
丹
て
指
摘
さ
れ
強
調



は
訴
訟
制
度
の
利
用
の
許
与
を
限
界
づ
け
制
限
し
あ
る
い
は
ま
た
拒
絶
す
る
と
い
う
意
味

と
機
能
を
も
つ
も
の
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
o

「
訴
の
利
益
」

「
訴
の
利
益
」
な
る
観
念
の
構
成
と

ノ
イ
ナ
ー
に
よ
っ
て
適
切
に
語
ら
れ
た
よ
う
に
、

不
必
要
な
ま
た
不
当
な
訴
訟
制
度
の
利
用
か
ら
裁
判
所
を
そ
し
て
被
告
人
を
守
ろ
う
と
す
る
志
向
に
基
づ
く
も
の
な
の
で

あ
る
。
「
訴
の
利
益
」
有
無
の
判
断
の
標
準
を
、
ザ
ウ
ア
l
等
の
よ
う
に
、
専
ら
公
の
利
益
に
の
み
求
め
る
こ
と
は
正
し
く
な
い
。
ま
た
、

ポ

l
レ
の
よ
う
に
被
告
人
側
の
利
益
を
そ
の
標
準
と
す
る
こ
と
を
説
き
な
が
ら
同
時
に
「
訴
の
利
益
」
不
存
在
の
範
囲
を
せ
ば
め
て
い
こ

そ
の
定
立
は
、

う
と
す
る
態

A

度
改
、
本
論
で
ふ
れ
る
よ
う
に
特
に
被
告
人
の
利
益
保
護
に
厚
く
あ
る
べ
き
刈
事
訴
訟
に
お
い
て
は
、
賛
成
で
き
な
い
。
さ

ら
に
、
裁
判
所
の
利
益
の
保
護
と
い
う
目
的
と
被
告
人
の
利
益
の
保
護
と
い
う
目
的
法
互
に
排
斥
し
合
う
も
の
で
は
な
い
と
す
る
ノ
イ
ナ

ー
の
指
摘
は
銘
記
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
訴
の
利
益
)
の
も
つ
目
的
あ
る
い
は
意
味
と
機
能
と
を
右
の
よ
う
に
解
し
た
場
合
、
と
こ
ろ
で
、
「
訴
の
利
益
」
の
有
す
る
二
重
性
格

性
と
い
う
本
質
そ
れ
自
体
に
変
化
が
生
じ
る
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
を
訴
訟
法
的
に
観
察
し
か
つ
ま
た
訴
訟
法
的
に
取
扱
う
こ

と
の
必
要
性
と
妥
当
性
が
さ
ら
に
は
必
然
性
が
与
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
妥
当
性
と
必
然
性
の
前
に
「
訴
の
利
益
」
の
実

体
法
的
性
格
は
そ
の
影
を
ひ
そ
め
て
い
か
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
「
訴
の
利
益
」
は
原
告
の
訴
訟
利
用
の
許
与
に
よ
っ
て

他
者
に
生
じ
る
不
利
益
あ
る
い
は
負
担
か
ら
他
者
を
守
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
(
裁
判
所
の
そ
し
て
)
被
告
人
の
た
め
の
も
の
で
あ
る

(ー)

と
す
る
こ
と
は
、

そ
の
不
利
益
あ
る
い
は
負
担
の
即
時
的
な
排
除
つ
ま
り
そ
の
不
利
益
負
担
を
与
え
る
手
続
の
即
時
停
止
に
よ
る
そ
の
保

訴の利益

護
を
意
味
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
o

「
訴
の
利
益
」
不
存
在
の
場
合
と
は
訴
訟
手
続
の
即
時
停
止
が
要
請
さ
れ
て
い
る
場
合
な
の
で
あ
る
o

わ
れ
わ
れ
は
し
た
が

北法19(1・43)43

そ
し
て
、

っ
て
そ
の
意
味
に
お
い
て
「
訴
の
利
益
」
不
存
在
の
場
合
の
み
を
問
題
に
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
の
実
質
的
意
味
に
お
い
て

公

も
は
や
実
体
裁
判
の
問
題
で
は
な
く
し
て
形
式
裁
判
の
問
題
な
の
で
あ
る
。

ザ
ウ
ア
ー
が
、

「
訴
訟
上
の
利
益
」
と
「
正
当
な
利
益
」
と



説

を
区
別
し
、
後
者
を
実
体
裁
判
の
問
題
に
位
置
づ
け
た
の
は
、

し
た
が
っ
て
正
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

論

点
に
関
し
て
は
、
法
的
判
断
の
種
類
の
四
分
法
を
と
り

「
訴
訟
上
の
利
益
」

不
存
在
の
場
合
に
は

E
g
E
h
g
g
(無
効
)

で
あ
る
と
し
た

北法19(1・44)44 

で
は
、
「
訴
の
利
益
」
不
存
在
の
場
合
に

形
式
的
な
意
味
に
お
い
て
い
か
な
る
種
類
の
判
断
が
下
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
か
。
こ
の

あ
の
三
件
8
5
1
5
3
H
r
g
B
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
示
唆
に
富
む
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
訴
の
利
益
」
の
不
存
在
を
も
た
ら
す
利
益

的
基
礎
し
た
が
っ
て
ま
た
目
的
の
定
め
方
に
つ
い
て
の
彼
の
把
握
そ
れ
自
体
に
は
賛
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
明
文
規
定
の
な
い
と

こ
ろ
で
問
題
と
さ
れ
ま
た
法
律
外
的
現
象
に
対
し
て
も
向
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
、
利
益
的
基
礎
と
の
関
連
に
お
い
て
目
的
論
的
に
下
さ
れ

る
、
本
来
的
効
果
発
生
の
有
無
に
対
す
る
評
価
と
し
て
の
あ
の
有
効
・
無
効
(
ヨ
ユ
同
8
5
1
5
3岳
2
5
)
の
範
鴎
で
あ
る
。
「
訴
の
利
益
」
の

(註
3
)

ま
さ
に
明
文
規
定
の
間
際
に
発
現
し
て
く
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
不
存
在
を
も
た
ら
す
も
の
は
純
粋
に
法
律
的
な
現
象
だ
け

不
存
在
は
、

そ
の
不
存
在
は
、
訴
訟
制
度
を
利
用
す
る
と
い
う
訴
の
本
来
的
効
果
の
発
生
を
拒
絶
す
る
o

し

た
が
っ
て
、
右
の
意
味
で
の
無
効
と
い
う
評
価
の
範
時
を
承
認
す
る
限
り
、
「
訴
の
利
益
」
が
不
存
在
の
場
合
に
そ
の
形
式
的
な
意
味
に

に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
、

お
い
て
下
さ
れ
る
判
断
の
種
類
と
し
て
「
無
効
」
の
そ
れ
の
登
場
を
許
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

さ
て
、
右
に
み
て
き
た
問
題
は
、

ひ
と
り
民
事
訴
訟
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
刑
事
訴
訟
に
お
い
て
も
同
様
に
み
ら
れ
う

る
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
訴
訟
制
度
の
利
用
の
許
否
を
め
く
っ
て
発
現
し
て
く
る
利
益
の
対
立
、
矛
盾
そ
し
て
ま
た
そ
の
衝
突
は
、
刑
事

訴
訟
に
お
い
て
は
一
層
深
刻
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
、

よ
り
切
実
な
問
題
と
し
て
そ
の
決
済
に
よ
る
被
告
人
の
利
益
の
擁
護
が
望
ま
れ
る

と
い
っ
て
過
言
で
な
い
σ

右
に
み
て
き
た
「
訴
の
利
益
」
不
存
在
と
そ
の
根
本
的
視
点
に
お
い
て
パ
ラ
レ
ル
な
も
の
と
し
て
、
刑
事
訴
訟
制
度
の
利
用
の
許
否
を

め
ぐ
っ
て
発
現
し
て
く
る
「
公
訴
の
利
益
」
の
不
存
在
を
問
題
に
す
る
こ
と
は
、
か
く
し
て
、
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
百
歩
を
譲
っ
て
、

は
た
し
て
許
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
の
か
否
か
そ
れ
を
検
討
す
る
こ
と
を
本
論
の
課
題
と
し
よ
う
。



と
こ
ろ
で
、
現
代
ド
イ
ツ
の
有
力
な
刑
事
訴
訟
法
学
者
の
一
人
で
あ
る
べ
i
テ
ル
ス
は
か
つ
て
そ
の
教
科
書
ご
九
ヰ
一
年
版
)
で
は
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
た
。

「
権
利
保
護
の
必
要
の
刑
事
訴
追
条
件

E
S
T
Z
{
4
2
h♀
m
g
m当
2
2
3又
2
3
3
門
古
河
JυrguYEN-}え
午

江
戸

Fag)
は
刑
事
訴
訟
に
は
存
在
し
な
い
。
こ
の
種
の
刑
事
訴
追
条
件
の
問
題
は
次
の
場
合
に
生
じ
う
る
。
す
な
わ
ち
、
刑
法
上
の
構
成

要
件
を
充
足
し
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
専
ら
権
利
保
護
の
利
益
(
刃
2
7
Z円
7
E
N
F
E
2
2湾
)
の
欠
扶
と
い
う
理
由
か
ら
刑
事
訴
追
が
許
さ
れ

〈註
4
)

(∞
S
2
2
E
g
)
え
な
い
場
合
で
あ
る
o

そ
の
よ
う
な
場
合
は
、
し
か
し
、
存
在
し
な
い
」
と
。
し
か
し
、
最
近
版
を
改
訂
(
一
九
六
六
年
)
し

た
彼
は
、
そ
の
き
ロ
を
翻
し
て

次
の
よ
う
に
説
く
に
い
た
っ
た
。

「
権
利
保
護
の
必
要
の
刑
事
訴
追
条
件
が
刑
事
訴
訟
に
存
在
す
る
か
否

か
は
問
題
(
同
E
m口
口
『
)

で
あ
る
。

そ
れ
を
肯
定
す
る
か
否
か
は
、

刑
法
上
の
構
成
要
件
を
充
足
し
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
専
ら
権
利
保
護

の
利
益
の
欠
扶
と
い
う
理
由
か
ら
刑
事
訴
追
が
ス
リ
ッ
プ
・
ダ
ウ
ン

(司王
p
-
Y乏
し
て
し
ま
う
場
合
が
あ
る
か
否
か
に
依
存
す
る
o

実

際
、
些
細
性
(
の
包
括
Em~mroX)
に
よ
る
手
続
一
の
中
止
(
何
吉
田
正
E
a
)
(刑
訴
法
一
五
三
条
・
三
八
三
条
E
項
〉
の
場
合
あ
る
い
は
他
の
犯
行
に

比
し
重
要
な
ら
ざ
る
犯
行
で
あ
る
こ
と
(
ピ
コ
ミ
ゲ
巾

zrrrss
に
よ
る
手
続
の
中
止
(
刑
訴
法
一
五
四
条
)
の
場
合
は
、
そ
れ
を
肯
定
で
き
る

〈註

5
v

場
合
で
あ
る
」
と
。
こ
こ
に
引
点
し
た
こ
と
よ
り
以
上
の
こ
と
は
、
こ
の
教
科
書
で
は
語
ら
れ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
彼
が
右
の
よ
う

に
説
を
翻
が
え
す
に
い
た
っ
た
そ
の
聞
の
事
情
を
さ
ぐ
る
こ
と
は
ま
た
興
味
が
あ
ろ
う
。
と
共
に
、
彼
が
示
し
た
そ
の
態
度
の
変
更
は
刑

事
訴
訟
に
お
け
る
「
権
利
保
護
の
利
益
の
欠
依

(
5
2
m巳
E
g
児

R
Z回
目
円

E
E
E
3
2月)」
H
H
彼
の
表
現
に
よ
れ
ば
H
H
の
問
題
に
対
す

(一)

る
わ
れ
わ
れ
の
態
度
決
定
を
せ
ま
る
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
に
答
え
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
も
本
稿
は
以
下
に
お
い
て
「
公
訴
の

公訴の利益

利
益
」
不
存
在
の
発
現
を
問
題
に
し
た
い
。
そ
し
て
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
発
現
の
態
様
の
解
明
と
そ
の
取
扱
い
に
つ
い
て
の
論
究
を
試
み

北法19(1・45)45

て
み
た
い
。

(註

1
〉

(註
2
)

小
山
昇
・
「
法
の
解
釈
の
科
学
性
に
つ
い
て
」
北
大
法
学
論
集
七
巻
一
号
一
一
員
以
下
参
照
。

な
お
、
三
ヶ
月
章
・
「
権
利
保
護
の
資
格
と
利
益
」
民
事
訴
訟
法
研
究
第
一
巻
一
七
頁
参
照
。
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(註
3
)

一
二
ヶ
月
・
法
律
学
全
集
・
民
事
訴
訟
法
五
六
頁
は
「
訴
の
利
益
の
観
念
は
、
こ
れ
ら
明
文
の
諸
制
度
の
間
際
に
機
能
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
方
が

理
論
的
に
も
実
際
的
に
も
妥
当
で
あ
る
」
と
い
う
。

(註

4
)

州
内
・
可
尽
耳
切
、
∞
口
弘
同
肖

2
2
9
3
M印・

ω・
NNhr

(註
5
)
司

2
R
F
∞
門
お
守
門
O
N
g
p
N
Z
E
一r
E号
E
R
R
S
L
開
コ
ミ

2
5
2巾
〉
丘
一
白
問
。
・

5
2・
明
-Nωω
・

北法19(1・46)46 

5古

本

論

ー
問
題

の

展

開

第
二
章

「
公
訴
の
利
益
」
不
存
在
の
発
現

第
一
節

t工

じ

め

刑
法
秩
序
維
持
の
利
益
の
直
接
の
担
い
手
で
あ
る
検
察
官
は
、
刑
事
訴
訟
手
続
を
利
用
し
な
い
限
り
、

そ
の
利
益
の
実
効
性
を
す
な
わ

ち
刑
罰
権
の
執
行
の
債
務
名
義
を
得
る
こ
と
は
全
く
不
可
能
で
あ
る
。

検
察
官
の
こ
の
刑
事
訴
訟
制
度
の
利
用
に
対
し
て
、
特
に
明
文
規
定
の
間
隙
に
機
能
す
る
、

そ
れ
を
内
面
酌
に
限
界
づ
け
制
限
し
そ
し

て
阻
止
す
る
要
素
と
し
て
の
優
越
す
る
司
法
の
特
に
被
告
人
の
利
益
な
る
も
の
は
、

は
た
し
て
刑
事
訴
訟
に
存
在
し
て
い
る
も
の
で
あ
ろ

う
か
。
そ
の
存
在
が
観
察
さ
れ
る
と
し
て
、

で
は
そ
れ
は
具
体
的
に
い
か
な
る
場
合
に
い
か
な
る
形
態
を
と
円
て
発
現
し
て
く
る
も
の
な

の
で
あ
ろ
う
か
。

右
の
点
に
関
す
る
事
実
観
察
に
よ
っ
て
、

そ
の
発
現
の
事
実
が
観
察
さ
れ
え
な
い
な
ら
ば
、

「
公
訴
の
利
益
」
の
観
念
は
単
な
る
観
念

論
に
止
ま
り
意
味
の
少
な
い
無
用
の
概
念
と
化
し
て
し
ま
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
丹
て
、

わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
右
の
点
を
確
定
し
な
け



れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
本
章
は
そ
の
事
実
有
無
の
観
察
に
当
て
ら
れ
る
。

第
二
節

訴
訟
対
象
と
の
関
係
に
お
い
て

検
察
官
に
よ
っ
て
特
定
さ
れ
立
証
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
実
体
裁
判
の
テ
ー
マ
で
あ
る
訴
因
は
刑
法
的
に
意
味
の
あ
る
も
の
、

犯
罪
事
実
で
あ
る
o

そ
れ
は
、
そ
れ
自
体
に
お
い
て
、
そ
の
立
証
の
以
前
の
問
題
と
し
て
、
そ
の
テ
i
マ
と
し
て
値
す
る
も
の
で
な
け
れ

つ
ま
り

ば
な
ら
な
い
。
そ
の
テ
l

マ
と
し
て
値
し
な
い
も
の
を
立
証
す
る
こ
と
は
無
意
味
で
あ
る
と
共
に
、
そ
の
立
証
の
許
与
に
よ
司
て
応
訴
を

強
制
さ
れ
る
被
告
人
側
の
こ
う
む
る
精
神
的
、
物
質
的
不
利
益
、
負
担
は
目
に
み
え
て
い
る
。
こ
の
い
わ
ば
訴
因
に
内
在
す
る
訴
追
無
意

わ
が
刑
事
訴
訟
法
は
そ
の
三
三
九
条
一
項
二
号
に
「
起
訴
状
に
記
載
さ
れ
た
事
実
が
真
実
で
あ
っ
て

も
、
何
ら
の
罪
と
な
る
べ
き
事
実
を
包
含
し
て
い
な
い
と
き
」
に
は
公
訴
棄
却
の
決
定
を
す
る
と
の
明
文
の
規
定
を
お
い
て
、
そ
の
訴
追

味
性
、

不
可
能
性
に
対
し
て
は
、

不
許
容
性
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
微
罪
処
分
を
相
当
と
す
る
よ
う
な
違
法
性
の
端
的
に
低
い
犯
罪
事
実
の
場
合
に
、
そ
れ
を
右
の
規
定
が
予
定
し

て
い
る
訴
因
自
体
に
内
存
し
て
い
る
l
し
か
も
訴
因
だ
け
を
み
て
す
ぐ
に
判
断
が
可
能
な
i
訴
追
の
無
意
味
性
、
不
可
能
性
し
た
が
っ
て

不
許
容
性
の
あ
る
場
合
だ
、
と
い
う
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
o

す
な
わ
ち
、
右
の
場
合
に
、
検
察
官
に
は
そ
も
そ
も
公
訴
を
提
起
し
訴
追

と
こ
ろ
で
、

、3
ノ

f
hに

す
る
つ
ま
り
刑
事
訴
訟
手
続
を
利
用
す
る
利
益
は
な
い
の
だ
、

わ
れ
わ
れ
は
、
右
の
よ
う
な
場
合
に
、

と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

公訴の利益

し
か
し
、

い
わ
ば
訴
追
カ
(
〈
2
F
-
m己
口
ぬ
吉
見

2
2釦

件

)

の
低
下
現
象
が
起
っ
て
い
る
こ
と
を
、

北法19(1・47)47

ま
た
被
告
人
の
利
益
の
観
点
か
ら
し
て
も
訴
訟
制
度
を
利
用
す
る
こ
と
の
必
要
性
あ
る
い
は
相
当
性
と
い
う
点
に
お
い
て
問
題
が
残
さ
れ

「
公
訴
の
利
益
」

観
察
で
き
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
を
以
下
に
分
説
し

の
不
存
在
の
一
発
現
を
、

て
い
る
こ
と
を
、

そ
こ
か
ら
し
て
ま
た

ド

ι
内
ノ
。
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2 

と
こ
ろ
で
、
訴
訟
対
象
と
の
関
係
に
お
い
て
「
公
訴
の
利
益
」
が
な
い
と
し
て
被
告
人
の
即
時
放
免
を
考
え
る
こ
と
は
、
他
面
そ
の

北法19(1・48)4:1 

実
質
に
お
い
て
、
実
体
法
的
な
思
想
つ
ま
り
違
法
性
の
端
的
に
低
い
行
為
を
刑
法
領
域
か
ら
除
外
し
よ
う
と
す
る
考
え
方
の
訴
訟
法
的
な

論

表
現
で
で
も
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
実
体
法
的
に
十
分
な
限
界
づ
け
を
も
っ
て
把
握
す
る
こ
と
の
困

難
な
場
合
の
訴
訟
手
統
一
的
な
解
決
つ
ま
り
刑
法
領
域
の
制
限
の
た
め
の
訴
訟
手
続
に
よ
る
架
橋
が
可
能
で
あ
り
ま
た
不
可
欠
で
あ
る
こ
と

を
意
味
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

勿
論
、

可
罰
的
違
法
性
と
不
可
罰
的
違
法
性
の
境
界
確
定
は
実
体
刑
法
上
の
問
題
で
あ
り
、

ま
fこ
多
くし
のた
関が
'L' つ

をて
集、

め刑
て法
い(領
る号域

"'の
可制
罰限
的の
違手
法が

か
り
は
実
体
面
か
ら
得
ら
れ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
ご
く
最
近
問
題
に
さ
れ
、

性
の
理
論
」
は
、

ま
さ
に
右
の
問
題
に
対
す
る
実
体
面
で
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
他
な
ら
な
い
。

可
罰
的
違
法
性
の
理
論
と
は
、
周
知
の
よ
う
に
、

「
刑
罰
法
規
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
形
式
、

外
観
を
呈
す
る
行
為
に
つ
い
て
そ
の

行
為
が
当
該
構
成
要
件
が
予
想
す
る
可
罰
的
程
度
の
実
質
的
違
法
性
を
欠
く
と
い
う
こ
と
を
根
拠
に
そ
の
構
成
要
件
該
当
性
を
否
定
す
ベ

〔註

2
J

き
場
合
を
肯
定
す
る
恐
論
」
で
あ
り
、
そ
の
構
成
要
件
該
当
性
を
否
定
す
べ
き
場
合
こ
そ
、
端
的
に
違
法
性
の
低
い
場
合
す
な
わ
ち
社
会

〔註
3
v

的
常
規
か
ら
の
逸
脱
は
し
て
い
る
が
そ
の
逸
脱
が
軽
微
で
あ
り
ま
た
被
害
が
軽
微
な
場
合
で
あ
る
、
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ

の
観
察
方
法
は
異
る
が
、
観
察
対
象
を
同
じ
く
す
る
「
可
罰
的
違
法
性
」
の
理
論
は
、
そ
の
理
論
の
提
唱
者
の
一
人
で
あ
る
藤
木
教
授
の

ハ註
4
)

説
く
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
被
害
の
軽
微
性
、
逸
脱
の
軽
微
性
有
無
が
構
成
要
件
該
当
性
有
無
に
先
行
す
る
と
い
う
点
に
そ
の
体
系
の
一
つ

の
特
長
を
も
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
1
1
1
当
該
罰
条
の
予
想
す
る
刑
罰
と
い
う
法
的
な
不
利
益
効
果
を
帰
属
せ
し
め
る
に
足
り
る
だ
け
の
社
会
的
常
規
か
ら
の
逸
脱
の
有
無
に
よ

り
、
社
会
的
常
規
内
の
行
為
と
そ
う
で
な
い
行
為
を
区
別
し
て
、
そ
の
社
会
的
常
規
内
の
行
為
を
ま
ず
刑
法
領
域
か
ら
落
し
て
し
ま
う
。
つ
ぎ
に
、
こ
の
社
会

的
常
規
を
逸
脱
し
た
行
為
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
典
型
的
な
行
為
と
非
典
型
的
な
行
為
に
区
別
し
て
、
典
型
的
な
行
為
に
つ
い
て
は
構
成
要
件
該
当
性
1
v
違
法

性
l
(法
規
的
、
超
法
規
的
)
違
法
阻
却
↓
責
任
と
い
う
こ
れ
ま
で
の
犯
罪
論
の
体
系
で
処
理
し
て
い
く
。
し
か
し
、
非
典
型
的
な
行
為
に
つ
い
て
は
構
成
要



件
該
当
性
の
判
断
を
な
す
上
に
お
い
て
、
可
罰
的
違
法
性
の
有
無
、
具
体
的
に
い
え
ば
被
害
の
軽
微
性
お
よ
び
行
為
の
軽
微
性
有
無
の
判
断
を
失
行
さ
せ
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
場
合
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
犯
罪
諭
の
体
系
で
は
十
分
で
な
く
、
可
罰
的
違
法
性
の
有
無
l
v
構
成
要
件
該
当
性
↓
違
法
阻

却
v
責
任
と
い
う
体
系
を
と
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
社
会
的
常
規
外
の
行
為
に
つ
い
て
は
、
そ
の
典
型
的
な
行
為
は
違
法
阻
却
の
と
こ
ろ
に

い
っ
て
阻
却
事
由
が
存
す
る
場
合
に
そ
ニ
で
刑
法
領
域
か
ら
落
ち
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
非
典
型
的
な
行
為
の
場
合
に
は
構
成
要
件
該
当
性
に
先
行
し
て
、
可

罰
違
法
有
無
を
問
題
に
し
て
、
可
罰
的
違
法
性
の
な
い
場
合
に
ま
ず
そ
こ
で
落
ち
さ
ら
に
違
法
阻
却
の
と
こ
ろ
で
も
ま
た
落
ち
る
場
合
が
あ
る

l
l
!
と
す
る

体
系
で
あ
る

(註
5
)

こ
の
可
罰
違
法
性
の
有
無
を
構
成
要
件
該
当
性
に
先
行
さ
せ
る
体
系
の
構
築
に
対
し
て
、
「
た
だ
格
好
が
良
い
だ
け
の
も
の
」

と
い
っ

て
す
ま
せ
て
し
ま
う
べ
き
で
は
な
い
o

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
こ
で
、
何
故
に
、

可
罰
的
違
法
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
さ
れ
、

ま
た
そ
の
理
論

的
体
系
づ
け
に
お
い
て
そ
れ
が
構
成
要
件
該
当
性
に
先
行
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
か
、

と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
い
う
ま

で
も
な
く
、
実
質
的
違
法
の
欠
却
を
理
由
に
刑
事
免
責
を
根
拠
づ
け
る
理
論
と
し
て
は
、
す
で
に
い
わ
ゆ
る
超
法
規
的
違
法
阻
却
事
由
の

理
論
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
。
超
法
規
的
違
法
阻
却
事
由
の
輝
一
論
を
い
か
に
理
解
し
ま
た
そ
れ
を
肯
定
す
る
か
否
か
の
論
議
は
さ
て
お
き
、

右
の
理
論
に
従
え
ば
、
そ
の
事
由
の
存
す
る
場
合
と
は
該
行
為
が
表
現
と
し
て
は
適
切
で
は
な
い
が

意
味
し
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
同
じ
く
実
質
的
違
法
性
を
変
厳
す
る
可
罰
的
違
法
性
の
現
論
の
提
唱
は
、 「

真
白
で
あ
る
」

と
い
う
こ
と
を

「
真
白
」

で
あ
あ
と
は
い
え

な
い
(
し
た
が
っ
て
逆
に
「
真
黒
」
で
あ
る
と
も
い
え
な
い
)
の
だ
が
刑
罰
と
い
う
最
も
強
力
か
つ
決
定
的
な
サ
ン
グ
シ
ョ

γ
を
加
え
る

(ー〉

こ
と
に
対
し
て
こ
れ
を
消
極
に
解
す
べ
き
場
合
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
こ
と
だ
と
い
え
よ
う
o

ま
た
、
可
罰
的
違
法
性
の
理
論

公訴の利益

は
、
そ
の
根
幹
と
し
て
、
「
社
会
的
相
当
性
の
理
論
」
と
、
い
ま
一
つ
違
法
性
の
も
つ
法
的
効
果
に
関
し
違
法
性
の
相
対
性
、
段
階
性
を
肯

(註
6
)

定
す
る
理
論
と
を
結
合
さ
せ
る
。
す
な
わ
ち
、
当
該
構
成
要
件
の
法
的
効
果
を
、
そ
の
構
成
要
件
と
の
関
係
に
お
い
て
の
違
法
性
を
無
視

北法19(1・49)49

す
る
こ
と
に
よ
り
、
否
定
す
る
が
、
別
個
の
法
規
に
対
す
る
関
係
、

た
と
え
ば
民
事
上
、
行
政
上
の
問
責
と
の
関
係
に
お
い
て
違
法
性
に

伴
う
不
利
益
的
な
法
的
効
果
の
生
じ
る
余
地
を
意
識
的
に
認
め
よ
う
と
す
る
。
右
の
こ
と
は
、
軽
微
な
事
件
は
、
刑
事
刑
罰
事
件
と
し
て



説

処
理
さ
れ
る
、
べ
き
で
な
く
、
む
し
ろ
刑
事
裁
判
以
外
の
ル

l
ト
に
お
い
て
処
理
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
事
件
を
い
か
な
る
手
統
一
的
な
ル

I
ト
に
乗
せ
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
か
と
い
う
手
続
的
な
面
で
の
考
慮
の
別

そ
れ
は
、
実
体
法
的
観
察
を
通
し
て
帰
結
さ
れ
た
軽
微

の
表
現
で
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、

北法19(1・50)50

言詰

な
事
件
に
対
す
る
刑
事
訴
訟
制
度
利
用
の
相
当
性
の
否
定
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
刑
事
刑
罰
事
件
と
し
て
で
は
な
く
他
の
手
続
に
解
決
を
委
ね
る
こ
と
を
相
当
と
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
事
件
の
軽
微
性
と

い
う
こ
と
を
実
体
裁
判
の
問
題
と
し
て
で
は
な
く
形
式
裁
判
の
そ
れ
と
し
て
改
め
て
観
察
す
る
こ
と
、
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
帰
結
し

〔註
7
)

ト
品
内
ノ
。

(
註

1
〉
四
二
年
春
の
日
本
刑
法
学
会
(
五
月
七
・
八
の
両
日
慶
応
大
学
で
閃
か
れ
た
)
が
「
可
罰
違
法
性
の
理
論
」
を
そ
の
ト
ピ
ッ
ク
ス
の
一
つ
と
し
て
取

り
上
げ
、
そ
の
理
論
の
提
唱
者
の
一
人
で
あ
る
藤
木
教
授
の
報
告
を
め
ぐ
っ
て
論
議
が
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。

(
註

2
)

藤
木
・
「
可
罰
違
法
性
の
理
論
」
法
協
八
三
巻
七
・
八
合
併
号
六
二
頁
。

(
註

3
)

勝
木
・
前
掲
九
四
頁
以
下
。

(註

4
)

藤
木
・
前
掲
七
九
京
以
下
。

(
註

5
)

藤
木
シ
ェ
ー
マ
が
問
題
に
さ
れ
た
前
註

1
の
刑
法
学
会
に
お
い
て
「
格
好
」
論
争
が
た
た
か
わ
さ
れ
た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
。

(註

6
)

藤
木
・
前
掲
八
五
頁
以
下
。

(
註

7
)

軽
微
な
事
件
あ
る
い
は
犯
罪
の
些
細
性
と
い
え
ば
、
す
ぐ
思
い
起
さ
れ
る
の
は
、
あ
の
あ
ま
り
に
有
名
な
「
一
一
民
事
件
」
に
お
け
る
無
罪
判
決
(
大

審
院
・
明
四
三
・
一

0
・
二
・
刑
録
二
ハ
耕
一
六
二

O
頁
)
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
「
零
細
ナ
ル
反
法
行
為
ハ
犯
人
ニ
危
険
ア
リ
ト
認

ム
ヘ
キ
特
殊
/
情
況
/
下
ユ
決
行
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
サ
ル
限
り
」
刑
罰
法
の
外
に
置
か
れ
る
と
判
回
国
し
た
も
の
で
あ
る
。
該
判
決
の
い
う
と
こ

ろ
、
そ
の
行
為
が
構
成
要
件
を
欠
く
も
の
と
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
違
法
性
を
阻
却
す
る
も
の
と
し
て
い
る
の
か
、
は
た
ま
た
ま
責
任
を
阻
却
す

る
も
の
と
す
ら
解
し
う
る
の
か
、
こ
こ
で
は
問
題
に
し
よ
う
と
は
思
わ
な
い
(
藤
木
・
前
掲
論
文
八
二
頁
は
、
一
一
煙
事
件
判
決
こ
そ
可
罰
的
違
法
性
の

法
四
刊
を
端
的
に
表
明
し
た
も
の
で
あ
る
と
、
い
う
〉
。
た
だ
、
「
共
同
生
活
ユ
危
害
ヲ
及
ホ
サ
サ
ル
零
細
ナ
ル
不
法
行
為
ヲ
不
問
ニ
付
ス
ル
ハ
犯
罪
ノ
検
挙

ニ
関
ル
問
題
ユ
ア
ラ
ス
」
と
し
、
「
被
告
カ
政
府
ニ
対
シ
テ
怠
納
シ
タ
ル
葉
煙
草
ハ
僅
傑
七
分
ニ
過
キ
サ
ル
写
細
ノ
モ
/
ニ
シ
テ
費
用
ト
手
数
ト
ヲ
願



九
九
九
一
h
L
h
恥
子
二
ハ
却
テ
税
法
ノ
精
神
一
一
背
一
皮
シ
寧
ロ
之
ヲ
不
向
一
一
付
ス
ル
ノ
勝
V

ル
ニ
如
カ
サ
ル
」
(
滞
在
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し

た
い
。
な
ぜ
か
な
ら
ば
、
い
わ
ゆ
る
微
罪
処
分
に
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
些
細
な
不
法
行
為
に
つ
い
て
、
そ
の
処
分
を
せ
ず
に
公
訴
を
提
起
し
た
場
合

に
、
裁
判
所
の

V

ベ
ル
に
お
い
て
、
そ
の
些
細
な
不
法
行
為
を
不
問
に
付
し
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
訴
追
経
済
ま
た
訴
訟
経
済
上

の
理
由
が
味
方
す
る
と
い
う
こ
と
が
右
に
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
読
み
と
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
確
か
に
一
一
盟
事
件
に
お
い
て
は
、
問
題
を
形
式
裁
判

の
そ
れ
と
し
た
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
一
一
腿
事
件
は
す
で
に
わ
れ
わ
れ
に
問
題
を
提
供
し
て
い
た
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。

実
体
法
的
に
十
分
な
限
界
づ
け
を
も
司
て
把
握
す
る
こ
と
の
困
難
な
場
合
の
訴
訟
手
続
的
な
解
決
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

め
の
訴
訟
手
続
的
架
橋
は
、
検
察
官
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
つ
ま
り
起
訴
使
宜
主
義
の
採
用
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の

意
味
で
の
措
置
が
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
些
細
な
行
為
に
対
し
て
そ
れ
が
ま
ず
考
え
ら
れ
実
現
に
う
っ
さ

(註
1
)

れ
た
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
い
わ
ゆ
る
微
罪
に
つ
い
て
、
訴
追
官
庁
に
よ
る
(
司
法
警
察
官
の
手
に
よ
る
に
せ
よ
、
検
察
官
の
手
に
よ
る
に

せ
よ
)
比
一
一
細
性
に
基
づ
く
訴
訟
手
続
の
停
止
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
起
訴
便
宜
主
義
が
現
在
機
能
し
て
い
る
o
ベ
1
テ
ル
ス
の
言
葉
を
借

3 

つ
ま
り
刑
法
領
域
の
制
限
の
た

用
す
る
な
ら
ば
、
刑
法
の
実
現
の
た
め
の
基
礎
的
な
訴
訟
的
な
力

(
m
E
E
-晶

g
母
H
U
H
O
N
g
E
E
F
対
日
生
で
あ
る
「
訴
追
力
(
〈
巾
同
町
C]m，

(註
2
)

E
m町一
E
2岳
仕
)
」
の
些
細
な
不
法
行
為
に
対
す
る
低
下
現
象
が
そ
こ
に
起
っ
て
い
る
。

こ
の
訴
追
カ
の
低
下
現
象
は
、
刑
法
領
域
の
制
限
と
い
う
方
向
に
お
い
て
、
法
律
の
不
可
避
的
な
硬
直
性
あ
る
い
は
ま
た
一
面
的
な
理

論
に
対
す
る
調
整
作
用
を
営
む
こ
と
、
ま
た
営
ま
せ
る
必
要
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
そ
れ
は
、
具
体
的
に

(ー〕

訴
追
官
庁
お
よ
び
裁
判
所
の
労
働
負
担
、
経
済
負
担
一
を
軽
減
せ
し
め
る
そ
の
利
益
の
た
め
に
仕
え
る
ま
た
仕
え
さ
せ
る
必
要
の
た
め
の
も

公
証

3
〉

の
で
あ
る
〆
」
と
も
全
く
疑
い
な
い
。

ゴt法19(1・51)51 

公訴の 利 益

そ
れ
は
、
被
告
人
と
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
市
民
の
利
益
の
た
め
に
仕
え
る
ま
た
仕
え
さ
せ
る
必
要
の
た
め
の
も
の
で
あ

る
こ
と
、
と
く
に
具
体
的
に
被
告
人
と
さ
れ
強
要
さ
れ
る
応
訴
の
負
担
か
ら
の
解
放
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
ま
た
意
味
す
べ
き
も
の
で

と
同
時
に
、

あ
る
こ
と
を
見
落
し
て
は
な
ら
な
い
。



は
な
ら
な
レ
。
し
か
し
、

起
訴
使
宜
主
義
が
適
切
に
淀
川
手
れ
て
い
る
限
り
、
右
の
諸
利
益
と
別
出
秩
序
維
持
の
国
家

(
H
H
検
察
官
)
利
益
と
の
衝
突
は
問
題
と

い
わ
ゆ
〆
る
微
罪
不
起
訴
が
相
当
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
公
訴
の
提
起
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
問
題
之
残
る
。
す
な

北法19(1・52)52

説論

わ
ち
、
白
己
自
身
の
利
誌
と
の
衝
突
に
は
凶
題
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
己
れ
の
利
益
を
放
棄
す
る
こ
と
法
単
な
る
「
負
担
」
に
し
か
す
ぎ

(註
4
)

ず
、
そ
の
行
為
に
対
し
て
他
需
は
不
同
意
あ
る
い
は
非
難
を
一
不
す
何
等
の
筋
合
も
も
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
検
察
官
の
レ
ベ
ル

に
お
け
る
訴
追
力
の
低
下
現
象
で
あ
る
微
罪
不
起
訴
の
処
分
が
裁
判
所
そ
し
て
被
告
人
側
の
利
益
の
た
め
の
も
の
で
で
も
あ
り
ま
た
そ
の

利
益
か
ら
の
命
令
に
基
つ
く
必
安
で
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
を
背
JXす
る
限
り
、
微
罪
不
起
訴
が
相
当
で
あ
る
場
合
に
、
検
察
官
の
公
訴

提
起
行
為
は
彼
の
単
な
る
負
担
に
し
か
す
ぎ
な
い
と
み
る
こ
と
は
も
は
や
困
難
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
公
訴
提
起
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る

裁
判
所
そ
し
て
被
告
人
の
不
利
益
は
、

そ
れ
が
裁
判
所
そ
し
て
被
告
人
の
承
認
に
よ
る
も
の
で
な
い
あ
る
い
は
承
認
す
べ
き
も
の
で
な
い

(註
5
)

限
り
、
検
察
官
の
公
訴
提
起
行
為
に
刻
す
る
不
同
意
あ
る
い
は
非
難
を
生
み
出
す
要
素
と
し
て
機
能
す
る
か
ら
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、

司
法

(
H
裁
判
所
以
そ
し
て
被
告
人
に
と
り
て
ど
う
で
も
よ
い
と
い
う
性
質
の
も
の
で
は
な
い
つ
ま
り
検
察
官
に
対
し
て
別
の
行
為

(
H
H
不

起
訴
)
に
出
る
こ
と
を
要
求
す
る
性
質
の
利
益
と
の
衝
突
が
未
決
済
の
状
態
に
未
だ
置
か
れ
て
い
る
、
と
い
え
よ
う
o

そ
れ
は
裁
判
所
の

レ
ベ
ル
で
の
問
題
の
解
決
の
必
要
を
意
味
し
よ
う
o

こ
の
問
題
に
対
し
て
実
体
法
的
観
点
か
ら
接
近
し
た
の
が
、

と
こ
ろ
で
、

可
罰
違
法
性
の
理
論
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
o

可
罰
的

違
法
性
と
い
う
こ
と
の
表
面
化
は
、

ま
さ
に
、
検
察
官
の
公
訴
提
起
に
つ
い
て
の
裁
量
に
対
す
る
一
つ
の
批
判
に
あ
る
こ
と
を
見
落
し
て

は
な
ら
な
い
の

わ
れ
わ
れ
は
こ
の
問
題
の
解
決
が
実
体
法
的
配
意
だ
け
に
よ
っ
て
片
が
つ
く
も
の
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う

か
。
問
題
は
、
犯
罪
の
成
一
合
を
め
ぐ
っ
て
勝
っ
か
負
け
る
か
の
利
益
以
前
の
、
検
察
官
の
訴
訟
制
度
利
用
の
拒
絶
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
あ

し
か
し
、

利
益
と
の
衝
突
の
決
済
の
そ
れ
で
あ
る
。
公
訴
訴
追
の
即
時
停
止
、
被
告
人
の
即
時
放
免
が
可
能
と
な
っ
て
は
じ
め
て
そ
の
解
決
を
み
る



と
い
う
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
被
告
人
が
そ
の
利
益
の
保
護
を
求
め
て
訴
追
の
停
止
を
主
張
し
て
き
た
場
合
に
、

そ
れ
を

無
視
し
て
訴
訟
を
進
行
し
て
よ
い
と
す
る
道
理
は
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。

右
の
被
告
人
の
利
益
の
優
越
性
有
無
に
つ
い
て
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
刑
事
司
法
の
理
念
に
ま
で
遡
つ
て
の
目
的
論
的
な
直
観
的
な
価

(
詳
f
t
b
)

値
判
断
に
あ
お
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、
と
に
も
か
く
に
も
被
告
人
の
刑
事
免
責
を
肯
定
す
る
立
場
を
支
持
す
る
な

ら
ば
、
右
の
被
告
人
の
利
益
の
優
越
性
を
肯
定
す
る
こ
と
は
自
然
で
あ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
被
告
人
は
い
わ
ゆ
る
微
罪
不
起
訴
相

当
を
理
由
に
形
式
裁
判
を
求
め
る
利
益
の
帰
属
者
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、

」
の
優
越
す
る
利
益
に
よ
っ
て
「
公
訴
の

利
益
」
は
限
界
づ
け
ら
れ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

、B
ノ

f
f

、、

(註
1
〉
わ
が
国
の
歴
史
的
経
緯
に
お
い
て
、
こ
れ
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
る
な
ら
ば
、
明
治
二
三
年
の
治
罪
法
お
よ
び
明
二
三
年
の
刑
事
訴
訟
法
に
あ
っ
て
は

起
訴
法
定
主
義
を
と
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
が
、
実
務
上
明
治
一
八
年
頃
か
ら
徴
罪
に
つ
い
て
徴
罪
不
検
挙
の
処
置
が
認
め
ら
れ
た
。
そ
の
出
発
点
を

な
し
た
の
は
国
庫
財
政
上
の
便
を
は
か
る
こ
と
に
あ
っ
た
が
、
ま
た
、
重
点
主
義
検
挙
の
必
要
が
強
調
さ
れ
た
。
そ
し
て
明
治
三
八
年
七
月
二
八
日
司

法
大
臣
の
全
国
検
事
正
に
対
す
る
訓
令
(
「
司
法
警
察
官
告
訴
以
外
ノ
原
因
ニ
因
リ
犯
罪
ア
ル
コ
ト
ヲ
認
知
シ
又
ハ
犯
罪
ア
リ
ト
恩
料
シ
タ
ル
場
合
ニ

於
テ
所
犯
軽
微
ニ
シ
テ
之
ヲ
処
罰
ス
ル
ノ
実
益
ナ
シ
ト
思
料
ス
ル
ト
キ
ハ
関
係
書
種
ノ
有
無
-
一
拘
ラ
ス
検
事
-
一
事
件
ヲ
送
致
セ
ス
シ
テ
単
ニ
其
要
領
ヲ

報
告
セ
シ
ム
ル
様
取
扱
フ
可
シ
」
)
に
お
い
て
、
こ
こ
明
白
な
形
で
微
罪
不
検
挙
の
制
度
が
う
ち
だ
さ
れ
た
。
大
正
刑
訴
法
に
な
っ
て
、
そ
の
一
一
七
九

条
が
「
犯
人
ノ
性
格
・
年
齢
及
境
遇
並
犯
罪
ノ
情
状
及
犯
罪
後
/
情
況
ニ
因
リ
訴
追
ヲ
必
要
ト
セ
サ
ル
ト
キ
ハ
公
訴
ヲ
提
起
セ
サ
ル
コ
ト
ヲ
得
」
と
明

文
を
も
っ
て
、
全
面
的
な
起
訴
便
宣
主
義
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
結
果
、
一
方
に
お
い
て
は
司
法
警
察
官
に
よ
る
微
罪
処
分
が
、
他
方
に

お
い
て
検
察
官
に
よ
る
起
訴
便
宣
主
義

(
H
起
訴
猶
予
)
が
法
的
に
並
存
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
現
行
刑
訴
法
は
、
起
訴
便
宣
主
義
に
関
す
る
そ
の
二

四
八
条
の
規
定
の
な
か
に
、
新
た
に
「
犯
罪
の
軽
重
」
を
つ
け
加
え
た
。
そ
し
て
、
司
法
警
察
官
に
よ
る
微
罪
処
分
は
、
も
っ
ぱ
ら
法
二
四
六
条
但
書

き
の
枠
内
で
の
も
の
と
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
司
法
警
察
官
に
対
し
、
昭
二
五
年
七
月
二

O
日
検
事
総
長
通
牒
に
基
づ
き
、
向
年
八
月

一
日
全
国
地
方
検
察
庁
検
事
正
か
ら
法
一
九
三
条
一
項
の
指
示
権
に
よ
り
同
法
二
四
六
条
但
蓄
の
場
合
と
し
て
、
(
微
罪
不
送
致
処
分
に
つ
い
て
の
)
、

「
送
致
手
続
の
特
例
の
件
」
が
警
察
隊
長
、
市
町
村
警
察
長
に
指
示
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
「
司
法
警
察
員
は
、
そ
の
捜
査
し
た
成
人
の
刑
事
事
件
に

つ
き
、
犯
罪
事
実
が
軽
微
で
、
左
の
各
号
に
該
当
す
る
事
由
が
あ
り
、
刑
罰
を
必
要
と
し
な
い
と
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
送
致
の
手
続
を
と

北法19(1・53)53
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説

る
こ
と
を
要
せ
ず
、
他
の
同
一
の
取
扱
を
し
た
事
件
と
と
も
に
そ
の
処
理
年
月
日
、
被
疑
者
の
氏
名
、
年
齢
、
職
業
、
住
所
及
び
犯
罪
事
実
の
要
旨
を

毎
月
一
抗
し
て
検
察
官
に
報
告
す
れ
ば
足
り
る
。
但
し
、
法
一
九
九
条
(
通
常
逮
持
)
又
は
法
二
一

O
条
(
緊
急
逮
捕
)
の
規
定
に
よ
っ
て
被
疑
者
を

逮
捕
し
た
事
件
、
告
訴
、
告
発
若
し
く
は
自
首
の
あ
っ
た
事
件
、
法
令
が
公
訴
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
事
件
及
び
検
事
正

が
特
に
送
致
す
べ
き
も
の
と
指
示
し
た
事
件
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。
①
号
、
被
害
額
僅
少
、
且
つ
、
犯
協
軽
微
で
あ
り
、
焼
物
の
返
還
そ
の

他
彼
芸
者
の
回
復
が
行
わ
れ
、
被
害
者
が
処
罰
を
希
望
せ
ず
、
且
つ
、
素
行
不
良
者
で
な
い
者
の
偶
発
的
犯
行
で
あ
っ
て
、
再
犯
の
虞
の
な
い
窃
盗
、

詐
欺
又
は
横
領
事
件
及
び
こ
れ
に
準
ず
べ
き
事
由
の
あ
る
舵
物
に
関
す
る
事
件
。
②
号
、
得
喪
の
目
的
た
る
舵
物
が
極
め
て
僅
少
、
且
つ
犯
情
も
軽
微

で
あ
り
、
共
犯
者
の
す
べ
て
に
つ
い
て
再
犯
の
虞
の
な
い
初
犯
者
の
賭
博
事
件
。
③
号
、
前
各
号
の
外
、
検
事
正
が
特
に
指
定
し
た
特
定
罪
種
の
事
件

④
号
以
下
略
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
微
罪
に
対
す
る
処
置
は
、
現
行
法
下
で
は
、
検
察
官
か
ら
司
法
警
察
官
へ
微
罪
処
分
権
の
委
任
さ
れ
た

形
で
、
司
法
即
日
立
察
官
の
も
と
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
検
察
官
に
よ
る
「
微
罪
処
分
」
は
現
行
実
務
上
殆
ん
ど
行
わ
れ
ず
「
起
訴
猶
予
」

と
し
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
微
罪
処
分
と
起
訴
猶
予
処
分
と
の
区
別
に
つ
い
て
は
次
の
ご
と
き
法
務
局
長
の
通
牒
が
あ
る
。
「
微
罪

、
、
、
、
、
、
、
、
、

釈
放
と
起
訴
猶
予
の
件
(
大
七
・
三
司
・
統
三
九
号
法
務
局
長
通
〉
O

L
起
訴
猶
予
ハ
所
犯
其
性
質
、
情
状
ニ
於
テ
必
ス
シ
モ
軽
微
ナ
ラ
ス
}
雌
モ
被

告
人
/
一
身
上
/
事
前
日
一
顧
ミ
一
定
ノ
期
間
起
訴
ヲ
猶
予
シ
テ
其
問
ノ
行
状
ヲ
視
察
シ
非
行
ア
ル
ト
キ
ハ
起
訴
ノ
手
続
ヲ
為
ス
ヘ
キ
目
的
ヲ
以
テ
ス
ル

不
起
訴
処
分
ヲ
指
ス
。

Z
微
罪
釈
放
ハ
罪
質
犯
情
軽
微
ナ
ル
為
メ
釈
放
処
分
ヲ
為
ス
モ
ノ
エ
シ
テ
被
告
人
ノ
身
上
ニ
重
キ
ヲ
指
カ
サ
ル
場
合
ヲ
指
ス
」

(
時
相
)
。
本
文
で
微
罪
処
分
と
い
う
場
合
、
こ
の
通
牒
の
い
う
な
味
に
従
っ
て
用
い
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
実
務
上
起
訴
猶
予
と
し
て
い
る
場
合
で

あ
っ
て
も
そ
れ
に
含
ま
せ
ら
れ
る
。

(誌

2
)
H
t円。
2
・

E
o
p
E
E
Z
H
〈

S
H
V
H
D
N
&
'ロロ
ι
ω
R
r
g耳
『
何
回
仏

5
m
g
w
N史
認

2
・・∞

-
S叫・

(
註

3
)

些
細
な
事
件
に
対
し
て
起
訴
便
宜
主
義
を
採
用
す
る
こ
と
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
起
訴
法
定
主
義
を
基
本
と
し
な
が
ら
も
法
律
上
の
例
外
を
漸

次
拡
大
さ
せ
た
ド
イ
ツ
の
事
情
を
知
る
な
ら
ば
よ
り
明
ほ
と
な
ろ
う
。
ェ
l
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
教
科
書
は
お
T
ω
υ
F
S《
F
f
d
r
r
o
g
u
ω
己
2

2
円

g
g守
E
N
o
p
c
E
E口
四
十
Z円
-
U
M
?
ω
N
G
)

そ
の
辺
の
事
情
を
次
の
よ
う
に
要
領
良
く
ま
と
め
て
い
る
。
「
刑
事
訴
訟
法
と
共
に
実
施
さ
れ
た
一
五
二

条
二
項
の
起
訴
法
定
主
義
は
、
そ
の
施
行
日
一
八
七
九
年
一

O
月
一
日
以
降
の
数
十
年
の
経
過
に
お
い
て
、
そ
の
笑
絡
を
ま
す
ま
す
弱
め
る
必
要

性
、
つ
ま
り
起
訴
便
宜
主
義
に
次
第
に
増
大
す
る
意
義
を
与
え
る
必
要
性
を
示
し
た
と
い
う
点
に
お
い
て
興
味
あ
る
歴
史
的
展
開
を
行
っ
て
き
た
。
そ

の
展
開
は
、
わ
が
国
(
著
者
註
ド
イ
ツ
)
の
社
会
関
係
の
一
般
史
と
関
係
す
る
が
、
わ
け
で
も
実
体
刑
法
の
発
展
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
。
一
八
七

九
年
一

O
月
一
日
に
刑
事
訴
訟
法
が
実
施
さ
れ
た
時
に
、
帝
国
刑
法
典
有
E門
7
2
5
m
R
2
2
N
F
5
7
)
は
、
な
お
、
実
際
に
実
体
刑
法
の
法
典
夫
主
回

P

E
r
s
)
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
可
罰
的
行
為
の
大
部
分
は
刑
法
典
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
て
刑
事
特
別
法

(ω
片

E
P
2
7己
K
7
2
Z各
自
問
。
協
定
)
の

論

北法19(1・54)54 



(一〕

数
は
ご
く
僅
か
の
も
の
に
し
か
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
こ
の
点
に
つ
い
て
急
激
な
変
化
が
生
じ
、
刑
事
特
別
法
が
ほ
と
ん
ど
看
過
し
え

な
い
範
囲
に
わ
た
っ
て
制
定
さ
れ
、
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
領
域
に
及
ん
だ
。
こ
の
こ
と
は
、
あ
る
意
味
で
は
、
十
九
世
紀
の
法
保
護
国
家

(問
2
7
Z
ω
n
r三
g
Z
2
)
か
ら
三
十
世
紀
の
行
政
お
よ
び
福
祉
国
家
へ
の
わ
が
国
の
国
内
的
社
会
的
発
展
の
避
げ
ら
れ
な
い
附
随
現
象
で
あ
っ
た
。
こ
の

刑
事
特
別
立
法
の
発
展
が
合
理
的
軌
道
に
乗
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
行
政
法
の
刑
事
刑
法
(
穴
2
E
5
p
-
2
2命
日
r
H
)

領
域
か
ら
の
分
離
に
対

す
る
学
問
的
に
問
題
に
さ
れ
理
由
づ
け
ら
れ
た
要
求
を
理
解
し
、
ま
た
こ
れ
に
従
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
わ
が
国
の
刑
法
発
展
に
と
っ
て
非
常
に
不
利
な

こ
と
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
こ
と
は
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
常
に
、
立
法
者
が
国
家
の
命
令
を
強
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
場
合
に
、
立

法
者
は
刑
罰
威
嚇
の
助
け
を
か
り
て
刑
法
規
定
と
い
う
形
で
こ
れ
か
」
な
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
と
る
に
た
ら
な
い
些
細
な
犯
罪
行
為

(
m
q
S田
広
笠
間
ゆ
切
ω四
ωFo--
含
t
r
E
)
の
数
は
、
数
え
き
れ
な
い
数
に
達
し
た
の
で
あ
る
。
ど
れ
程
ニ
の
こ
と
が
刑
罰
の
道
義
的
理
念
に
有
害
な
も
の

な

Z
E由
工
ロ
主
で
あ
っ
た
か
は
、
こ
こ
で
は
さ
ら
に
論
じ
な
い
。
し
か
し
、
訴
追
官
庁
は
そ
の
労
働
負
担
の
重
荷
に
圧
殺
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
こ
と
、

そ
し
て
し
た
が
っ
て
、
雑
多
な
些
細
な
事
件
が
重
要
な
真
正
な
刑
事
事
件
の
精
力
的
な
訴
追
に
被
害
を
及
ぼ
す
だ
ろ
う
危
険
が
生
じ
る
に
違
い
な
か

っ
た
こ
と
は
、
火
を
み
る
よ
り
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
」
か
く
て
、
一
九
四
九
年
の
経
済
刑
法
(
当
あ
あ
さ
ロ
芯
合
)
が
刑
法
領
域
か
ら
秩
序
違
反

(
O三
E
E同
邸
宅
三
コ
同
}
B
X
)
を
原
理
的
に
法
学
上
分
離
す
る
最
初
の
試
み
を
行
っ
た
。
「
し
か
し
、
そ
れ
以
前
に
、
実
施
不
可
能
に
な
っ
た
起
訴
法
定

主
義
が
起
訴
使
宣
主
義
に
よ
る
制
限
を
受
け
た
と
い
う
、
手
続
法
上
の
展
開
が
な
さ
れ
た
。
刑
事
訴
訟
法
一
五
三
条
乃
至
一
五
四
条
b
は
、
訴
追
官

庁
お
よ
び
裁
判
所
が
、
些
細
な
事
件
、
ま
た
同
様
に
ド
イ
ツ
刑
事
司
法
の
見
地
か
ら
し
て
刑
法
的
解
決
を
は
か
る
こ
と
に
つ
い
て
の
十
分
な

(
Z
2
7
T

F
Z
利
益
が
存
し
な
い
事
件
の
裁
判
(
回
ω
問
r
E
Z口
同
)
か
ら
解
放
さ
れ
う
る
よ
う
に
配
慮
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
絶
対
に
必
要
な
こ
と
で
は
あ
る

(
5
8円

F
Z
F
Y
)
が
、
一
切
の
秩
序
違
反
か
ら
刑
事
刑
法
の
刑
法
典
の
構
成
要
件
ま
で
へ
の
一
般
純
化
(
の
日
B
S
F
ω
5
2
m
E叩
)
が
な
さ
れ
な
か
っ

た
限
り
に
お
い
て
、
刑
訴
法
一
五
三
条
乃
至
一
五
四
条

b
に
お
い
て
行
わ
れ
た
解
決
は
中
途
半
端
に
終
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
見
落
さ
れ
る
べ

き
で
は
な
い
。
ま
た
、
こ
の
一
般
純
化
に
よ
っ
て
厳
格
な
起
訴
法
定
主
義
に
戻
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
な
い
こ
と
も
、
疑
る
余
地
の
な

い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
」

(註

4
、

5
)

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
稿
第
三
章
第
二
節
に
詳
述
す
る
。

(註

6
)

刑
事
司
法
の
目
的
あ
る
い
は
機
能
に
つ
い
て
は
本
稿
第
三
章
第
一
節
で
検
討
さ
れ
る
。
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〈註
1
v

さ
て
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、

ベ
l
テ
ル
ス
は
、
訴
訟
の
対
象
が
些
細
な
も
の
で
あ
る
場
合
に
、

そ
れ
が

「
権
利
保
の
護
利

5 



説

益
」
の
欠
扶
を
与
え
、

そ
の
こ
と
の
理
由
か
ら
刑
事
訴
追
は
許
さ
れ
な
く
な
る
と
説
く
に
い
た
っ
て
い
る
。
彼
の
説
く
と
こ
ろ
を
こ
こ
で

よ
り
立
ち
入
っ
て
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
o

言者

「
権
利
保
護
の
利
益
」
な
る
も
の
に
つ
い
て
ま
た
右
の
定
一
言
の
基
礎
づ
け
に
つ
い
て
彼
は
わ
れ
わ
れ
に
直
接
語
叶
て
は
く
れ
な
い
。

か
し
、
か
つ
て
、
「
実
体
法
と
訴
訟
法
と
の
厳
格
な
区
別
は
必
要
と
事
実
を
正
し
く
評
価
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
い
叶
て
、
実
体
法
と

訴
訟
法
の
内
面
的
関
連
性
会
ロ
ロ
2
2
N戸
田
日
自
己

g
Eロ
伺
)
を
明
ら
か
に
す
べ
く
、
「
形
式
裁
判
と
実
体
裁
判
と
の
平
行
性

(Ez--己
X
Eご

(
註
2〉

を
論
じ
た
彼
の
論
文
か
ら
、
そ
の
辺
の
事
情
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
o

彼
は
そ
の
論
文
に
お
い
て
、
実
体
裁
判
の
内
容
的
特
徴
で
あ
る
刑
法
の
確
証
と
そ
し
て
被
告
人
の
社
会
的
地
位
の
決
定

(ω
守
色
話
各
ヰ

げ
何
者
忠
同
ロ
ロ
ぬ
己
・
同
州
諸
巾
{
己
ロ
m
川乱巾同
ω
O
N
同山一口件。ロロロ肉牛
g

∞g
n
yロ
E
-
m
Rロ
)
と
い
う
こ
と
が
実
体
裁
判
の
み
せ
か
け

(
C
2
5ロ
門
と
の
な
か

に
お
い
て
で
は
な
く
形
式
裁
判
に
よ
っ
て
も
朽
わ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
か
、

と
ま
ず
問
題
を
設
定
し
、

そ
れ
に
答
え
る
た
め
に
両
裁
判
の
関

連
の
解
明
を
試
み
た
。
そ
し
て
、
形
式
裁
判
の
な
か
に
、

そ
の
形
式
と
内
容
の
多
様
性
に
応
じ
て
、
実
体
裁
判
と
の
ハ
門
隠
さ
れ
た
(
〈
包
平

巾ロ

-a)
同
消
耗
す
る

(
W
O
5
5
2
2仏
)
伺
観
念
的
な
(
正
2-)
帥
真
の

(
H
E
}
)

そ
し
て
向
先
鞭
を
つ
け
る
(
白

HEN-立
2
2仏
)
平
行
性

ハ許
S
V

(可白
E
E
-
-
S同
)
の
存
在
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
分
類
に
お
い
て
、
些
細
な
行
為
は
真
の
平
行
性
そ
し
て
ま
た
先
鞭
を
つ
け
る

平
行
性
の
あ
る
場
合
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
こ
に
い
う
真
の
平
行
性
の
あ
る
場
合
と
は
、
そ
れ
を
手
続
的
形
式
に
お
い
て
同
時
に

《註

4
)

ま
た
実
体
的
形
式
に
お
い
て
も
規
制
す
る
こ
と
の
で
き
る
場
合
で
あ
る
。
ま
た
、
先
鞭
を
つ
け
る
平
行
性
の
あ
る
場
合
と
は
、
そ
れ
に
対

し
て
ふ
さ
わ
し
い
実
体
法
的
解
決
は
未
だ
九
い
出
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、

内
匙
ら
〉

あ
る
。

形
式
裁
判
が
そ
の
解
決
の
可
能
性
を
開
い
て
く
れ
る
場
合
弔

被
は
い
う
。

し

北法19(1・56)56



ーノ

「
真
の
平
行
性
は
軽
微
な
可
罰
的
行
為

(mg口間町民間戸間
σ
己
主
玄
諸
国
防
口
弘
一
言
問
)
の
処
理
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
処
理
は
ま
ず
訴
追
の
免
除

E
g
m
y
g

g
ロ
ι
2
2
5守
2Emgm)
の
方
法
に
よ
り
(
刑
訴
法
一
五
三
条
、
一
五
三
条
a
)
ま
た
刑
の
免
除
(
〉
「

ωmrg
〈

g
g
s
r
)
の
方
法
(
刑
法
一
七
五
条
二

項
、
}
五
七
条
、
)
五
八
条
)
に
よ
り
行
わ
れ
う
る
。
一
般
的
に
あ
る
い
は
ま
た
特
定
行
為
に
つ
い
て
こ
の
両
方
の
道
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
訴
訟
法
的
方

法
は
そ
の
拘
束
性
が
弱
い
、
と
共
に
ま
た
基
本
的
で
も
な
い
。
そ
れ
は
固
定
し
て
い
な
い

(Z=arz。
形
式
裁
判
に
は
よ
り
容
易
に
合
目
的
性
の
考
慮
が

と
く
に
刑
事
政
策
的
な
観
点
が
据
え
つ
け
ら
れ
る
。
訴
訟
経
済
的
理
由
が
こ
の
方
法
に
味
方
す
る
。
こ
の
方
法
は
し
か
し
検
察
官
の
協
力
を
必
要
と
す
る
結
果

検
察
官
の
命
令
拘
束
性
(
巧

2
5岡
山
問
。
宮
丘

ggz)
の
前
に
負
け
る
。
実
体
裁
判
が
対
応
す
る
と
こ
ろ
の
実
体
法
的
方
法
は
よ
り
強
く
公
正
(
の

υZHE事
呂
)

と
客
観
性

(orτrzEH)
を
保
障
す
る
。
裁
判
官
の
実
体
判
決
は
、
た
と
え
裁
判
官
の
同
意
を
も
っ
て
成
立
す
る
と
は
い
え
検
察
官
の
裁
判
、
あ
る
い
は
裁

(註
6
)

判
官
の
単
な
る
形
式
裁
判
よ
り
よ
り
確
固
た
る
強
さ
を
残
す
。
と
は
い
え
こ
こ
に
も
両
方
の
方
法
の
並
存
性
は
意
味
が
あ
る
。
」
ま
た
、
「
将
来
の
実
体
法
的
規
制

の
た
め
の
準
備
は
、
刑
訴
法
一
五
三
条
に
よ
る
軽
微
些
細
な
犯
罪
行
為
の
取
扱
い
に
現
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
規
定
は
実
体
法
的
法
形
成
(
自
己
司
王
古
河
合
t
z
a

m
g
E
Z口
問
)
に
対
し
て
非
常
に
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
実
体
的
思
考
の
、
つ
ま
り
犯
罪
と
は
な
ら
な
い
違
法
性
、
犯
罪
と
は
な
ら
な

い
責
任
性
そ
し
て
ま
た
犯
罪
と
し
て
処
罰
に
値
し
な
い
行
為
を
刑
法
領
域
か
ら
除
外
し
よ
う
と
す
る
思
考
の
表
現
で
あ
る
。
可
罰
的
違
法
性
と
不
可
罰
的
違
法

性
の
境
界
確
定
の
問
題
は
構
成
要
件
に
よ
る
だ
け
で
は
克
服
さ
れ
え
な
い
。
構
成
要
件
は
非
犯
罪
領
域
古
与
互
角
凶

B
Z円
zrコヨ
5
己
主
の
な
か
え
の
極
端

な
拡
張
の
可
能
性
を
た
え
ず
有
し
て
い
る
。
(
中
略
)
。
刑
法
を
制
限
す
る
た
め
の
手
が
か
り
は
確
か
に
実
体
面
か
ら
得
ら
れ
う
る
。
実
体
法
的
に
は
構
成
要
件

の
社
会
倫
理
的
な
再
考
が
、
ま
た
社
会
倫
理
的
に
理
由
づ
け
ら
れ
た
解
釈
方
法
が
、
ま
た
(
と
く
に
道
路
交
通
法
に
関
し
て
〉
過
失
概
念
の
制
限
が
、
あ
る
い

は
す
く
な
く
と
も
民
法
上
の
過
失
概
念
と
刑
法
上
の
過
失
概
念
の
区
別
の
重
視
が
、
考
え
ら
れ
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
通
常
い
わ
れ
る
よ
う
に
片
づ
い
た

も
の
と
は
私
に
は
決
し
て
思
わ
れ
な
い
あ
の
犯
罪
人
の
型
の
思
想

3
e
B
q宮口問。
LErg)
を
再
考
す
る
こ
と
は
、
こ
こ
に
救
済
の
手
段
を
与
え
る
力
と
な
る

で
あ
ろ
う
ο

し
か
し
、
ま
た
、
そ
れ
ら
の
い
か
な
る
立
場
に
立
と
う
と
も
、
刑
法
の
領
域
の
制
限
を
す
る
た
め
に
は
、
訴
訟
手
続
に
よ
る
架
橋
(
会
。
℃
B
N円回
目
・

(註
7
)

E
万
円
。
2
2
)

が
今
日
不
可
欠

(
G
S
Eゲ
O
z
-
-
n
y
)
な
の
で
あ
る
」
と
。

公訴の 利 益

北法19(1・57)57

些
細
な
行
為
に
対
す
る
訴
訟
法
的
な
取
扱
い
方
を
明
文
を
も
っ
て
規
定
し
て
い
る
現
行
の
ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法

右
の
彼
の
所
説
は
、

(註

8
v

一
五
三
条
の
存
在
の
う
え
に
、
そ
の
明
文
の
制
度
に
つ
い
て
の
彼
の
理
解
と
し
て
、
展
開
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
o

明
文
の
制
度
を
越

え
た
と
こ
ろ
で
の
問
題
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
そ
の
論
文
で
、
彼
が
一
権
利
保
護
の
利
益
」



説

に
つ
い
て
何
ら
言
及
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
こ
と
は
至
極
当
然
で
あ
っ
た
。

わ
れ
わ
れ
』主

と
こ
ろ
で
、
右
の
よ
う
な
明
文
の
規
定
に
よ
る
制
度
を
現
有
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
彼
が
そ
こ
で
説
い

5曲

た
こ
と
は
直
接
わ
が
国
に
お
い
て
妥
当
す
る
も
の
で
は
な
い
。
だ
が
、
最
近
彼
の
教
科
書
が
そ
の
肢
を
改
め
る
に
い
た
っ
て
、
右
の
問
題

わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
過
言
で
な

を
「
権
利
保
護
の
利
益
」
と
関
連
づ
け
た
こ
と
は
、

ぃ
。
す
な
わ
ち
、

ド
イ
ツ
の
右
の
明
文
の
規
定
が
「
権
利
保
護
の
利
益
」
の
な
い
場
合
の
一
つ
の
訴
訟
上
の
制
度
化
に
他
な
ら
な
い
と
す

の
観
念
を
経
由
し
て

l
l

-VJ工、
j

t

 
そ
れ
が
規
定
す
る
取
扱
い
方
は
明
文
の
規
定
の
存
在
し
な
い
と
こ
ろ
で
も
1
1
i
「
権
利
保
護
の
利
益
」

妥
当
し
う
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
な
、
せ
な
ら
、

「
権
利
保
護
の
利
益
一

は
明
文
の
規
定
の
間
隙
に
機
能
す
る
も
の
で

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、

い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
些
細
な
行
為
は
「
権
利
保
護
の
利
益
」
の
な
い
場
合
で
あ
る
と
す
る
の
か
、
彼
は

直
接
多
く
を
語
つ
て
は
く
れ
な
い
。
次
の
こ
と
か
ら
推
察
で
き
る
に
止
ま
る
。
彼
は
実
体
刑
法
の
運
命
が
依
存
す
る
訴
追
力
(
〈
2
F
Z・

(註

9
)

ロ
ロ
ぬ
包

HMH35位
件
)
つ
ま
り
刑
法
の
実
現
の
た
め
の
基
礎
的
な
訴
訟
的
な
力
の
些
細
な
行
為
に
対
す
る
低
下
を
強
調
す
る
。
そ
し
て
そ
れ

(
山
抗
日

v

に
味
方
す
る
も
の
と
し
て
、
刑
法
の
社
会
倫
理
的
基
本
秩
序
へ
の
純
化
と
い
う
政
策
的
考
慮
と
訴
追
官
庁
そ
し
て
裁
判
所
の
労
働
負
担

(
註
日
)

の
軽
減
と
い
っ
た
専
ら
国
家
的
観
点
か
ら
の
利
益
を
意
識
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
す
で
に
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
々
些
細
な

ぜ

い

行
為
の
場
合
、
そ
れ
に
対
す
る
訴
追
力
の
低
下
現
象
が
見
ら
れ
る
と
は
い
え
、
そ
の
訴
追
力
は
皆
無
だ
と
は
い
え
な
い
。
ま
た
、
刑
法
領

域
の
制
限
と
い
う
こ
と
も
、

実
体
判
決
に
よ
っ
て
そ
の
境
界
を
明
確
に
し
て
こ
そ
、

そ
の
目
的
の
十
分
な
達
成
が
み
ら
れ
よ
う
も
の
で

点り

vc
。

訴
追
力
の
低
下
に
味
方
し
、
訴
追
の
停
止
に
加
担
す
る
決
定
的
な
力
は
被
告
人
と
さ
れ
る
個
人
の
有
す
べ
き
そ
の
利
益
享
受
の
期
待
権

に
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
検
察
官
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
そ
の
訴
追
力
を
低
下
せ
し
め
た
被
告
人
の
利
益
は
、
裁

判
所
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
検
察
官
の
訴
訟
制
度
の
利
用
を
阻
止
す
べ
く
機
能
す
る
優
越
す
る
利
益
と
し
て
、
発
現
し
て
く
る
と
い
え
る

北法19(1・58)58



の
で
あ
る
o

「
ム
‘
3
L
g
J
R
h
-

、

ふ
j

中
イ
、
匂
d

J

J

ア
メ
リ
カ
の
〉
?
ー
』
由
。
ミ
(
リ

C
E
S
E
2
2え
の
φ
戸
ロ
己
、
が
一
九
六
二
年
三
月
の
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
で
採
決
し
た
可
罰
的
違

法
性
の
な
い
場
合
の
取
扱
い
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
模
範
刑
法
典
第
二
・
一
二
条
(
宮

&
z
p
E
-
n包
F
F
2
Z
コ
N
-
H
N
(
む
ゆ
冨
E
5
2

〈話川
μ
M

H

口町

E
a
oロ
叩
)
)
を
あ
げ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

裁
判
所
は
、
罪
と
な
る
べ
き
も
の
と
し
て
訴
追
さ
れ
た
行
為
の
性
質
お
よ
び
附
随
事
情
の
性
質
金
考
慮
し
、
被
告
人
の
行
為

ι次
の
事
由
が
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
と
き
は
、
八
ム
訴
を
棄
却
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

付
そ
の
行
為
が
、
日
常
生
活
に
お
い
て
許
容
ま
た
は
認
容
さ
れ
る
程
度
を
こ
え
な
い
も
の
で
あ
り
、
利
益
を
侵
害
さ
れ
た
者
の
明
示
の
否
定
が
な
く
、
か
っ
、

そ
の
罪
を
定
め
た
法
律
の
趣
旨
に
反
す
る
も
の
で
な
い
と
き
。

司
被
告
人
の
行
為
が
、
そ
の
罪
を
定
め
た
法
律
の
防
止
し
よ
う
と
す
る
被
害
ま
た
は
そ
の
危
険
を
生
、
ぜ
し
め
ず
、
ま
た
は
生
じ
た
被
害
も
し
く
は
危
険
が
極
め

て
軽
微
な
も
の
で
あ
っ
て
、
有
罪
判
決
に
よ
り
言
渡
し
を
し
な
い
と
き
。

日
開
そ
の
他
の
配
慮
事
由
が
あ
る
た
め
行
為
が
処
罰
の
対
象
と
し
て
予
怨
し
て
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
。

す
な
わ
ち
、

こ
こ
に
お
い
て
も
問
題
が
形
式
裁
判
の
そ
れ
で
あ
る
と
し
て
論
じ
ら
れ
、

公
訴
の
棄
却
H
H
H，

r
g己

同
昨
日

Y
E
-
-
門

-
5
5
5
出

同

)
H
2
2
5
-
oロ
H
H
が
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

〔ー〉

(詮

1
〉
本
稿
、
第
一
章
第
二
一
節
。

(
註

2
〉
市
A
U
R
E
-
-
u
~
。
市
民
自
一
一
め
に
た
w門
〈

O
ロ
可
H
d
N巾
白
t
H
H
口門
}
ω
h
w
円
}
百
三
月
『
2
L
E向。
P
N
ω
ユ
タ

2
・
2
由
印

3
・
ω
-
U日
以
ロ

(註

3
)

「
隠
さ
れ
た
平
行
性
」
と
は
、
実
体
的
評
価
と
傾
向
が
形
式
裁
判
の
基
底
に
か
く
れ
た
形
で
存
在
す
る
場
合
で
あ
り
、
そ
の
具
体
例
と
し
て
準
備
的

保
全
的
あ
る
い
ほ
除
外
的
性
質
を
有
す
る
一
連
の
前
裁
判
(
〈
O
R
E円
広
三

5
問
。
ロ
)
つ
ま
り
公
訴
あ
る
い
は
検
察
官
の
訴
訟
の
中
止
(
巴

E
E一己完)・

公
判
開
始
決
定
、
公
判
開
始
の
却
下
、
予
審
免
訴
(
〉
戸
9
2
2
F一回
5
9
2
2品
)
な
ど
を
あ
げ
る

(HEL-ω
・
ω芯』
2
2
0
「
消
耗
す
る
平
行
性
」
と

は
、
実
体
的
処
理
お
よ
び
形
式
的
処
理
の
両
者
が
本
来
考
え
ら
れ
う
る
が
、
法
的
に
は
そ
の
ど
ち
ら
か
一
方
だ
け
が
と
ら
れ
て
い
る
場
合
で
、
具
体
例

北法19(1・59)59

公訴の利益



説

と
し
て
時
効
、
大
放
、
既
判
力
あ
る
判
決
の
あ
る
場
合
、
少
年
、
精
神
障
害
の
場
合
を
あ
げ
る

(
H
Z
7
ω
・
ωg'ω
去
っ
「
観
念
念
的
平
行
性
」
と
は
、

二
績
の
内
容
を
共
有
す
る
場
合
、
つ
ま
り
あ
る
部
分
で
は
内
容
的
に
形
式
裁
判
で
あ
り
他
の
部
分
で
は
内
容
的
に
実
体
裁
判
で
あ
っ
て
も
形
式
的
に
は

ど
ち
ら
か
の
裁
判
で
し
か
あ
り
え
な
い
場
合
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
例
と
し
て
、
子
供
に
対
す
る
狭
山
操
行
為
を
な
し
た
か
ど
で
公
訴
の
提
起
が
あ
っ

た
。
し
か
し
、
弁
論
に
お
い
て
被
害
者
は
す
で
に
婦
人
つ
ま
り
一
四
才
以
上
(
刑
法
一
七
六
条

I
項
三
号
)
に
達
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
し
か

し
、
告
訴
の
な
い
場
合
を
あ
げ
る
(
円

r
E・・

ω・
8
N
)
0

(註
4
)

伊
丹
常
P
F
P
C
-
w
m・
8ω
ロ

(註
5
)

同『丘・・

ω・
8
印『同

(註
6
〉

H
Z子、

ω
ω
ま

(註
7
〉

F
E
-
-
ω
ω
宰

(註
8
)

同
条
は
一
九
六
五
年
に
改
正
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。
ぺ

l
テ
ル
ス
が
平
行
性
を
論
じ
た
当
時
(
一
九
五
六
年
〉
の
ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟

法
一
五
三
条
の
規
定
は
次
の
ご
と
し
。

一
五
三
条

(
I
)
犯
人
の
責
任
(
任
命
伊
吉
}
牛

ι日
吋

2
0
2
)
が
軽
微
に
し
て
(
同
2
5四
)
且
つ
行
為
の
結
果
(
佳
作

F
L
m
g
ι
σ
円
、
吋
旦
)
が
些
細
な
る

(
g
g
p
E
m昆
)
と
き
は
、
途
警
罪

(HLdO2BZロ
問
)
は
訴
追
さ
れ
な
い

Q

但
し
、
裁
判
所
の
裁
判
を
招
来
す
る
に
つ
い
て
の
公
の
利
益
吉
岡
口
氏
町
内
三
-

z
n
Y
2
7芯
E
M
m
O
B
L
R
E号ゲ
E
E
7
2
2
m
m
z
q
問
。
汚

U
Y
E各
自
開
5
2
Y
E
ι
5
m
)
が
存
ず
る
場
合
に
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

(
豆
)
軽
罪
(
〈

E
問。

r
g
)
に
つ
き
犯
人
の
責
任
が
軽
微
に
し
て
行
為
の
結
果
が
些
細
な
る
と
き
は
、
検
察
官
は
区
裁
判
所
(
〉

E
Z
2
n
E
2
)
の
同
意

を
得
て
公
訴
の
提
起
を
見
合
わ
す
(
〈
D
口
広

E
H判
長
。

r
g
m
仏
ミ
ミ
P
E
F
Zロ
E
P聞
の
お
ゲ

N
5
0
Z己
)
こ
と
を
得
。

(
W
U
)

公
訴
の
す
で
に
提
起
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
は
検
察
官
の
同
意
を
得
て
手
続
を
そ
の
い
か
な
る
状
況
に
あ
る
を
問
わ
ず
中
止

す
る

2
2
ぐ

R
P
R
8
2
E
E
E一
ぬ
と
こ
と
を
得
。
こ
の
決
定
に
対
し
て
は
不
服
を
申
立
て
る
こ
と
を
得
ず
。

こ
れ
に
対
し
て
、
一
九
六
五
年
九
月
一
七
日
付
の
切

E
E
L
P聞
の
お
ロ
σ古
文
(
吋
，

s
-
H
ω
-
Z吋
ω)
に
て
公
示
さ
れ
た
書
き
改
め
ら
れ
た
同
法
一
五
三
条

は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

一
五
三
条

(
I
)
犯
人
の
責
任
が
軽
微
(
明
日

5
間
)
な
る
と
き
は
違
警
罪
は
訴
追
さ
れ
な
い
。
但
し
、
裁
判
所
の
裁
判
を
招
来
す
る
に
つ
い
て
の
公

の
利
益
が
存
す
る
場
合
に
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

(
E
)
軽
罪
に
つ
き
、
犯
人
の
責
任
が
軽
微
に
し
て
訴
追
の
公
の
利
益
の
存
し
な
い

(
Z
E
。
去
の
三
一
円
一

w
g
H
2
2
2自

E
ι
2
〈
号
『
D
一
回
ロ
ロ
問
)
と
き
は

論

北法19(1・60)60



〈註
9
〉

(
註
刊
)

(
註
日
〉

(
註
ロ
〉

検
察
官
は
公
判
開
始
の
裁
判
管
轄
を
有
す
る
裁
判
所
(
仕
切

N民
間
三
百

Z
広
正
回
目

=
r
E
仏
月
開
3
ロ
ロ
広
島
仏
E
巴
E
官庁〈の円
E
W
R
E
E
A
S
E
F
m
C
C
2
Eえ
)

の
同
意
を
得
て
手
続
を
停
止
す
る

2
2
〈
号
E
F
2
2
E
E
E
Fロ
)
こ
と
を
得
。

(
E〉
公
訴
の
す
で
に
提
起
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
は
被
告
人
に
聴
取
し
て
か
ら

E
R
F
〉
己
5
2
2四
分
b

〉ロ
m
f
n
r乙
全
m
g口)

検
察
官
の
同
意
を
得
て
手
続
を
そ
の
い
か
な
る
状
況
に
あ
る
を
問
わ
ず
中
止
す
る
(
仕
切
〈
q
r
r
s
E
M
N
E
E
-
E
)
こ
と
を
得
。
こ
の
決
定
に
対
し
て

は
不
服
を
申
立
て
る
こ
と
を
得
ず
。

右
の
改
正
に
お
い
て
、
第
五
項
が
「
訴
追
の
公
の
利
益

(
O
R
g壬
n
y
a
H
E
2
2目

E

L常
〈

q
F一
間
口
口
問
)
」
と
い
う
こ
と
を
、
ま
た
第

E
項
が
「
被

告
人
に
聴
取
し
て
か
ら

(Eny
〉
ロ
『
C
E
Z悶
仏
白
〉
ロ
聞
の
ωnr己
門
町
四
百
ロ
ご
と
い
う
こ
と
を
新
た
に
つ
け
加
え
て
い
る
こ
と
が
特
に
注
目
さ
れ
る
。
後
者

に
よ
っ
て
、
被
告
人
が
、
行
為
の
可
罰
的
で
な
い
こ
と
あ
る
い
は
訴
追
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
、
し
た
が
っ
て
ま
た
被
告
人
法
手
続
か
ら
解
放
さ
れ
る

べ
き
こ
と
を
主
張
し
証
明
す
る
機
会
を
も
っ

(ω
ロ一
=
5
3
E百
円
E
rロ
R
r
F
ω
t
p守
E
N
O
F
R
-
3
5問
w
(穴
9
5
5
2
5叫
)
w
N
3
・
〉
三
一

-wω
・
ωω
岱
)
こ
と
と
な

っ
た
意
義
は
非
常
に
大
き
い
。

MMZoa・
m
-
p

。-wω・
ωmvJ吋

同
ず
日
ゲ
ニ

ω・
ωmv出

回ず一

L.ω
・
ω申
品

、H，
Z
〉

S
E
a
s
C宅

H
E
r
g
s
-
ζ
a
m
一P
ロ
白
}
わ

D
L
P
P
D吉
田
丘
。
『
F
3
{
U
S
F
(
ζ
ミ
hF
・
3∞M)w
℃・ぉ

第
三
節

証
拠
と
の
関
係
に
お
い
て

(ー〉

「
改
革
さ
れ
た
手
続
(
叶
え
2
5
g
2
2
〈
2
E
Y
Bロ
ご

が
導
入
さ
れ
る
以
前
の
ド
イ
ツ
で
は
、

裁
判
所
は
、

不
当
な
そ
し
て
勝
訴
の

公訴の利 益

見
込
み
の
な
い
公
訴
を
即
座
に
す

Z
5
5巾
)
却
下
す
る
す
な
わ
ち
公
判
を
拒
絶
す
る
可
能
性
を
有
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

北法19(1・61)61 

し
ニ
:

チ
J

ム
μ

っ
て
、
公
訴
が
提
起
さ
れ
れ
ば
直
ち
に
公
判
を
開
始
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
そ
こ
に
次
の
欠
点
、
が
あ
っ
た
こ
と
を
人
は
認
め
た

〈註
1
)

の
で
あ
る
o

す
な
わ
ち
、

「
裁
判
所
は
公
判
に
値
し
な
い
事
件
(
〈

2rzgE24〈
CE~官
∞
R
7
2
)
の
重
荷
を
負
わ
さ
れ
、

ま
た
被
告

人
は
は
っ
き
り
し
な
い
(
ロ
ロ
将

rzsm)
公
訴
に
よ
り
不
必
要
な
訴
訟
負
担
と
そ
の
他
も
ろ
も
ら
の
損
失
を
伴
う
公
判
に
ひ
き
づ
り
込
ま



説

れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
認
識
は
公
判
開
始
前
手
続
と
公
判
と
の
聞
に
公
判
の
下
検
分
を
行
う
中
間

手
続
を
要
請
し

そ
の
制
度
化
が
な
さ
れ
た
。

現
行
ド
イ
ツ
刑
訴
法
二

O
三
条
の
規
定
す
る
公
判
開
始
決
定

(TCREH五回
Z
月
三
cm)

北法19(I・62)62 

論

の
制
度
が
そ
れ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
裁
判
所
は
、
公
判
前
手
続
の
結
果
か
ら
被
告
人
は
「
罪
と
な
る
べ
き
行
為
に
つ
き
十
分
な
謙
疑
あ

る
(
巾
E
2
m可
弘

Z
Z
出
血
ロ
忌
Z
ロ
m
E
2
2ロ
7
2仏
語
丘
町
2rcm)
」
も
の
と
認
め
ら
れ
る
か
否
か
を
判
断
し
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ
な
い
場

合
に
は
公
判
開
始
の
却
下
(
同
法
二

O
四
条
)
を
な
す
べ
き
制
度
で
あ
る
。

こ
の
謙
疑
は
公
判
開
始
の
た
め
に
「
十
分
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、

」
の
謙
疑
の
標
準
を
規
定
す
る
に
当
っ
て
公
判
開
始
あ
る

こ
の
公
判
に
先
立
つ
中
間
手
続
は
次
の
よ
う
に
機
能

月註
2
〉

す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
o

す
な
わ
ち
、
根
拠
の
な
い
公
訴
に
対
す
る
「
最
初
の
防
衛
戦
線
(
巾
5
3
〈
R
E
&宮口市山∞
-55)
一
で
あ
る

い
は
不
開
始
と
い
う
こ
と
の
訴
訟
上
の
目
的
を
考
慮
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、

と
ナ
l
グ
ラ
ー
に
よ
っ
て
形
容
さ
れ
た
こ
の
中
間
手
続
に
お
い
て
行
わ
れ
る
公
訴
に
対
す
る
裁
判
上
の
審
査

(m2年
二

E
Z
〉ロ
r
F官
官
，

E
5
m
)
は
、
「
消
極
的
制
御
機
能

(
5
m
E
7
d
対

O
E
S
-
-
Pロ
rzロ
)
」
を
は
た
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
す
べ
て
の
公
判
に
値
し
な
い
公
訴

(許
3
)

は
そ
れ
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
、

こ
の
十
分
な
嫌
疑
と
は
「
事
件
の
公
判
価

(註

4
〉

値
を
基
礎
づ
け
る
嫌
疑
念
吉
年
一
め
ぐ
2}dDEr-戸
官
宅

C
E
f
r
x
L
2
g
g
P
R
Y
Z
)巾宵己コ門戸

g
p戸
〈
町
内
〈

r
n
Z
)
」
で
あ
れ
ば
よ
い
、
と

と
O 

し
た
が
っ
て
、

リ
ユ
ト
ガ

I
は
、

、F
〉
。

、しv
、6
d

」
の
ド
イ
ツ
刑
訴
法
二

O
三
条
に
い
う
十
分
な
嫌
疑

件

つ
ま
り
「
公
判
価
値
」
は
、
と
こ
ろ
で
通
説
的
見
解
に
よ
れ
ば
、

記
録
の
内
容
か
ら
事
実
的
観
点
に
お
い
で
す
く
な
く
と
も
有
罪
認
定
の
蓋
然
性
(
君
田

Z
R
r
E
F
r
r
z
ι
2
〈

2
5
5
-
5
m
)
が
存
在
す

る
場
合
に
の
み
成
立
す
る
、
と
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
か
か
る
有
罪
認
定
の
見
込
み
の
あ
る
場
合
に
の
み
、
不
可
避
的
に
公
判
に
件
う

(註
5
}

諸
々
の
負
担
を
被
告
人
に
課
す
こ
と
が
正
当
化
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
有
罪
事
実
認
定
の
蓋
然
性
は
、
た
と
え
ば
事
実
の
刑
法

へ
の
包
摂

(ω
巳
E
g
-
-
oロ
)
と
い
っ
た
法
的
評
価
に
も
当
然
に
依
存
す
る
こ
と
か
ら
、

(
3
6
)
 

て
も
み
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
「
十
分
な
嫌
疑
」

は
法
的
な
観
点
に
お
い

そ
し
て
そ
の
点
を
認
識
す
る
ベ
I
テ
ル
ス
に
従
え
ば
、

こ
の

「
十
分
な
嫌



疑
」
は
「
事
実
的
な
観
点
に
お
い
て
被
疑
者
が
責
任
を
負
う
行
為
の
公
判
で
の
認
定
が
す
く
な
く
と
も
蓋
然
的
で
あ
り
、
そ
し
て
予
期
せ

ら
れ
る
べ
き
事
実
認
定
の
基
礎
に
も
と
づ
く
有
罪
宣
告
が
法
的
な
観
点
に
お
い
て
正
当
で
あ
る
場
合
」
に
存
在
す
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
、
こ
の
公
判
開
始
決
定
が
は
た
す
と
さ
れ
る
そ
の
「
消
極
的
制
御
機
能
」
だ
が
、
そ
れ
は
「
し
か
し
単
に
紙
の
上
で
の
保
障
に
す

〔註
9
)

現
実
に
そ
の
機
能
を
発
揮
し
て
い
な
い
こ
と
が
い
わ
れ
て
い
る
。

(
註
凶
〉

ド
イ
ツ
刑
訴
法
二

O
一
条
一
項
に
よ
り
、

〈註
8
)

ぎ
ず
」
、

し
か
し
、

公
判
手
続
の
開
始
に
対
し
て
、

被
告
人
は
、
現
行

異
議
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て

」
の
規

定
が
保
障
す
る
公
判
開
始
に
対
す
る
被
告
人
の
異
議
の
制
度
が
活
用
さ
れ
る
な
ら
ば
、

(
註
口
)

す
る
フ
ィ
ル
タ
ー
に
な
る
こ
と
を
顧
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
が
公
訴
を
遮
断
す
る
実
際
に
現
実
に
機
能

(ー〉

(註

1
)
E
E
-
a
二山内
B
F
2
F
7
5口
出

2
Z・
3
g
w
ω
・

ω
S
-

(註

2
)
z
s
m
一2・
0
詰

Nd弓
FmnyS〈
宮
内

m
r
B
P
O
ω
同
日
目

(gugw
∞・

21申
-

(註

3
)

た
と
え
、
は
切
の
一

5
m
f
U
2
2口
7
2
刃
包
己
ユ

g
c
o
h
-
v
H
Z
o
g
t
r
H
(
5
N
S
ω
・
ω
2
v
z
s
r巾
f
p
m
w・
c・-∞・
ω
B
N
u
ω
2・

(註

4
)

戸
皆
同
開
2
・
0
2
》

C
2
5
m
g仏
の
〉
戸

-PZ《
vNRHWHTmσ
戸ロ
m
L
2
0『
F
E一
回
口
}
再
口
同
}
町
内
J

の
む
一
三
日
=
口
百
円
、

ω
〉

R
E
F
H
U日
ア

ω・
呂
田
・

(註
5
)

与一

?
ω
・

3
申
・

(註
6
)

「
z
z
m
n
H
w
h
y
p
e
-
w
∞
-
Nニ
『
『
一

Z
2同
一
円
子
白
・
白
・

0
・
w
伊

ω
E
R
u
m
w
m
v
C
2
w
O
Eロ己一
2Ropω
・∞

N
・
s
-
N
N品

L
v
o
S円F
∞
円
円
凶
{
言
。
詰
∞

-
N
〉
丘
一
よ

∞
-
E斗
w
s
m
h
u
〈

C口
同
】
宅
一
の
一

w
U
R
ロ
E
P円
]
括
的
ご
ロ
『
宣
言
n
p
(
H
E
H
)
ω
・日

2
・

(註
7
)

同

U
0
5
2
w
p・
m・
0
・∞
-
E吋
ロ
・

ωま
・

(註
8
)
開

r-mn一E
t
-
-
戸内

7み
D
Eロ
5
J
F
E
(
H
C印
凶
)
吋
丘
一
戸

ω・∞
N・
〉
コ
ヨ
・
】
印

Nm-

(註

9
〉

同

F
問。

r
E回
全
司
〉
与
一
位
出
向
日
門

7mtGロ
予
伊
良

2
5
m
ω
F
R
E
z
p
出
E
官
庁

5
F
F
E
M
-
-
5
7
2
4
』
・
者
J
g
v
z四・

5

S

F
『
門
医

-ω
・5
∞
H
R
-

(註

ω)
な
お
、
ド
イ
ソ
刑
訴
法
一
一

O
一
条

I
項
を
あ
汐
て
お
く
と
、
「
裁
判
長
は
起
訴
状
を
被
告
人
に
通
知
し
、
同
時
に
被
告
人
に
対
し
て
、
指
定
せ
ら
れ
る

ベ
き
期
間
内
に
、
公
判
開
始
の
決
定
に
先
立
ち
各
個
の
一
証
拠
調
を
実
施
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
中
立
て
、
文
は
公
判
手
続
の
関
始
に
対
し
て
異
議
を
提
出
せ

北法19(1・63)63

公訴の利益



説

ん
と
欲
す
る
や
を
表
明
せ
ん
こ
と
を
催
告
す
る
こ
と
を
要
す
。
(
以
下
略
)
」
。

(
註
日
)
何
F
-
m
n
E
H広
T

F

P

。-u(Z-
〕

-J5ω

・=∞
ω'

2 

公
判
に
お
い
て
裁
判
所
の
前
で
そ
の
嫌
疑
に
つ
い
て
弁
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
ま
た
公
訴
に
伴
う
諸
々
の
不
利
益
か
ら

合
証

1
)

は
右
の
中
間
手
続
の
み
に
止
ま
ら
な
い
。
ま
た
日
を
ド
イ
ツ
法
か
ら
転
じ
て
も
、
公
訴
提

北法19(1・64)64

論

被
告
人
を
免
れ
さ
す
機
能
を
有
す
べ
き
手
段
、

起
前
の
手
続
で
は
あ
る
が
、
た
と
え
ば
英
米
法
の
予
備
審
問
の
手
続
に
そ
の
よ
う
な
機
能
を
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

備
審
問
と
は
、
犯
人
を
発
見
し
、
犯
人
に
不
利
益
な
証
拠
を
準
備
す
る
た
め
の
訴
追
側
の
手
段
と
し
て
企
画
さ
れ
た
が
、

す
な
わ
ち
、

「予

そ
れ
は
、
被
疑

者
側
を
防
衛
す
る
楯
と
化
し
、
被
疑
者
に
対
し
て
、
彼
に
不
利
益
に
用
い
ら
れ
る
べ
き
ど
の
よ
う
な
資
料
が
あ
る
か
を
正
確
に
つ
き
と
め

さ
ら
に
、
公
平
な
人
々
が
判
断
し
て
、
裁
判
を
正
当
と
認
め
る
べ
き
十
分
な
証
拠
が
な
い
場
合
に
は
、
裁
判
に
要
す
る

(註
2
)

費
用
と
そ
の
い
ま
わ
し
さ
か
ら
被
疑
者
を
解
放
し
た
の
で
あ
司
た
」
と
、
デ
プ
リ
ン
が
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
そ
の
歴
史
的
発
展
の
概
要
を

簡
潔
に
表
現
し
て
い
る
予
備
審
問
百
円
急
5
5己
可
伊
内
出
5
5
3
0ロ
)
で
あ
る
。

る
こ
と
を
許
し
、

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
現
行
の
予
備
審
問
の
手
続
を
概
観
し
な
が
ら
、
右
の
点
を
明
ら
か
に
し
よ
う
。

つ
ま
り
一
般
に
富
山
m
E
2
8
と
い
わ
れ
て
い
る
予
備
審
問
官
が
犯
罪
事
実
が
存
す
る
こ
と
そ
し
て
被
疑
者
を
そ
の
犯
人

(註
2
〉

と
信
ず
べ
き
「
相
当
の
理
由
(
官
o
g
E巾
2
5弘
」
が
存
す
る
か
杏
か
を
審
理
す
る
手
続
、
を
受
け
る
権
利
は
、
連
邦
憲
法
上
の
権
利
で

『註
4
V

は
な
く
、
連
邦
の
手
続
に
川
附
し
て
は
制
定
法
お
よ
び
裁
判
所
規
則
に
基
づ
い
て
い
る
。

予
備
審
問
、

す
な
わ
ち
、

連
邦
刑
事
訴
訟
規
則
(
甲
骨
E
-

H
N
己
吊
目
。
問
。
同
町
巳

E
-
P
Rえ
己
巾
)
第
五
条
が
こ
れ
を
規
定
し
て
い
る
。

い
く
つ
か
の
州
の
憲
法
は
予
備
審
問
を
保
障
し
て
い
る
が
、

そ

の
他
の
州
で
は
こ
の
権
利
は
法
律
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
個
々
の
手
続
聞
に
は
し
た
が
っ
て
多
く
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る

が
、
そ
の
一
般
的
な
型
は
連
邦
刑
事
訴
訟
規
則
第
五
条
の
そ
れ
で
あ
る
。



す
な
わ
ち
、
「
告
発
状

F
O
B
-丘
三
)
に
基
づ
い
て
発
せ
ら
れ
た
令
状
に
よ
り
被
疑
者
を
逮
捕
し
た
公
務
員
ま
た
は
令
状
な
し
に
被
疑
者
を
逮
捕
し
た
者

へ
註
汚
)

は
、
不
必
要
な
遅
滞
な
く

(
4
2
7
c
E
E自の
2
8ミ
今
一
弓
)
被
疑
者
を
、
最
寄
の
司
法
委
員

(
S
E
E
-器
5
5円
)
あ
る
い
は
合
衆
国
の
法
律
に
違
反
し
た
犯
罪

で
告
発
さ
れ
た
者
を
勾
留
す
る
権
限
を
有
す
る
公
務
員
の
前
え
つ
れ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(
同
規
則
第
五
条
例
)
。

そ
し
て
「
一
司
法
委
員
は
、
被
疑
者
に
対
し
、
告
発
状
を
告
知
し
、
弁
護
人
を
付
し
う
る
権
利
が
あ
る
旨
、
な
ら
び
に
予
備
審
聞
を
受
け
る
権
利
が
あ
る
旨
、

な
ら
び
に
予
備
審
問
を
受
け
る
権
利
が
る
る
旨
を
告
げ
な
け
れ
、
ば
な
ら
な
い
。
司
法
委
員
は
、
ま
た
、
被
疑
者
に
供
述
を
す
る
義
務
の
な
い
こ
と
、
そ
し
て
被

疑
者
の
な
す
供
述
が
彼
に
不
利
益
に
使
用
さ
れ
う
る
旨
を
告
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
司
法
委
員
は
被
疑
者
に
弁
護
人
と
相
談
す
る
機
会
と
合
理
的
な
時
間
を

与
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
こ
の
規
則
の
定
め
に
従
っ
て
被
疑
者
に
保
釈
を
許
さ
ね
ば
な
ら
な
い
」
(
同
条

ω)。

「
被
疑
者
に
有
罪
か
無
罪
か
の
答
弁
を
要
求
し
て
は
な
ら
な
い
な
宮
一
一
口
♀

g
gコ
邑
毛
S
5
1
2
e
。
被
疑
者
が
予
備
審
聞
を
受
け
る
権
利
を
放
棄
す

る
と
き
に
は
、
司
法
委
員
は
、
直
ち
に
、
被
疑
者
を
地
区
裁
判
所
に
お
け
る
答
弁
の
た
め
勾
留
テ
♀
L
E
ヨ
S
Z
ω
岩

R
5
H
Z

《

]
E
C
-
-
2
8
E
[
)
し
な
け
れ

ハ註
6
d

ば
な
ら
な
い
。
被
疑
者
が
予
備
審
聞
を
受
け
る
権
利
を
放
棄
し
な
い
と
き
に
は
、
司
法
委
員
は
、
合
理
的
な
時
間
以
内
に

(
5
F
7
5
p
g
E
C口白
r
r
z
E口)一証

拠
の
審
問
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ο

被
疑
者
は
証
人
を
反
対
尋
問
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
被
疑
者
は
自
分
自
身
の
た
め
に
証
拠
を
提
出
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
犯
罪
事
実
が
存
す
る
こ
と
そ
し
て
被
疑
者
が
そ
れ
を
犯
し
た
と
信
す
べ
き
相
当
の
理
由
至
。
-
g
z
n
E
E乏
が
存
在
し
て
い
る
と
一
証
拠
か
ら
思
わ

れ
る
と
き
は
、
司
法
委
員
は
、
直
ち
に
被
疑
者
を
地
区
裁
判
所
に
お
け
る
答
弁
の
た
め
勾
留
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
い
と
き
に
は
、
司
法
委
員

(註
7
)

は
、
直
ち
に
被
疑
者
を
釈
放
(
岳
民
百
円
問
。
)
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
(
同
条
件
〉
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

(一〉

き
て
、
右
の
よ
う
な
予
備
審
間
の
手
続
は
い
か
な
る
意
味
あ
る
い
は
機
能
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

zgeJV 

そ
の
点
に
つ
き
、
ま
ず
オ
l
フ
ィ
ー
ル
ド
の
い
う
と
こ
ろ
を
引
用
し
よ
う
。
「
予
備
審
問
の
目
的
は
被
疑
者
に
不
利
な
既
知
の
証
拠
が
被
疑
者
に
対
し
て
さ
ら

に
}
一
層
の
手
続
を
進
め
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
に
十
分
な
も
の
で
あ
る
か
否
か
を
決
定
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
予
備
審
聞
は
、
歴
史
的
に
は
訴
追
側
の
利
益

の
た
め
に
存
在
し
て
い
た
と
は
い
え
、
今
日
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
完
全
に

E
5
0忠
君

r
c一
三
被
疑
者
(
仏

or邑
自
門
)
の
利
益
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
予

備
審
問
官
は
何
ら
証
拠
を
得
る
た
め
の
努
力
を
し
な
い
。
被
疑
者
は
、
望
む
な
ら
、
彼
自
身
の
防
衛
の
た
め
に
供
述
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
。
予
備
審
問

官
は
し
か
し
被
疑
者
に
不
利
な
証
拠
を
集
め
る
た
め
に
彼
に
質
問
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
明
文
規
定
の
な
い
場
合
に
訊
問

(
5
5
8包

E
と
す
る
何
ら
の

公訴の利益
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説

権
限
を
も
予
備
審
問
官
は
有
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
手
続
は
「
審
問

(
m
E
E
E
E
g
)
』
と
称
せ
ら
れ
て
は
い
る
が
、
被
疑
者
の
審
問
を
決
し
て
意
味
す

る
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
し
て
、
そ
れ
は
、
国
家
に
よ
る
、
国
家
が
い
か
な
る
証
拠
を
す
で
に
収
集
し
て
い
る
か
を
見
と
と
け
ま
た
確
め
る
た
め
の

審
査
で
あ
る
。
そ
の
根
本
目
的
は
、
被
疑
者
が
有
罪
で
あ
る
蓋
然
性
を
す
く
な
く
と
も
示
す
に
十
分
な
一
証
拠

(gocmy
司

5
L
g
B
5
5
ι
5
8
巳
-
自
己

ω

胃
o
g
r
E
q
子
三
宮
百
四
ロ
ニ
ミ
)
が
存
在
し
な
い
な
ら
ば
、
被
疑
者
の
さ
ら
に
一
層
の
手
続
に
お
い
て
自
己
を
防
御
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
厄
介
さ
と
費
用

7
5
a
g
a
g仏

8
3
)
か
ら
被
疑
者
を
免
れ
さ
す
こ
と
に
あ
る
。
予
備
審
問
官
は
被
疑
者
の
有
罪
あ
る
い
は
無
罪
に
つ
い
て
判
断
す
る
(
官
民
∞
凸
ロ
)
の
で
は

な
い
の
で
あ
っ
て
、
た
だ
単
に
そ
の
蓋
然
性
に
つ
い
て
の
み
判
断
す
る
に
し
か
す
、
ぎ
な
い
。
よ
り
一
一
層
の
手
続
を
正
当
化
す
べ
き
十
分
な
証
拠
が
存
在
し
な
い

と
判
断
す
る
な
ら
ば
、
予
備
審
問
官
は
被
疑
者
を
い
か
な
る
勾
留
(
口
55ι
可
)
か
ら
も
あ
る
い
は
保
釈
の
下
で
の
い
か
な
る
義
務
か
ら
も
解
放
(
缶
百
Z
品
σ)
す

る
。
警
察
官
は
も
し
や
れ
ば
十
分
な
証
拠
を
集
め
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
と
予
備
審
問
官
に
考
え
ら
れ
で
も
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
被
疑
者
の
釈
放
は
防

げ
ら
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
等
は
す
で
に
十
分
に
審
理
を
尽
し
た
に
違
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
地
方
、
有
罪
の
確
信
が
合
理
的
に
な
さ
れ
る
十
分
の
一
証
拠
が

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
な
ら
ば
予
備
審
問
官
は
よ
り
一
同
胞
の
手
続
の
た
め
に
被
疑
者
を
勾
留
す
る
命
令
を
出
す
。
そ
の
場
合
、
通
常
被
疑
者
は
保
釈
を
受
け
る
資

格
を
有
し
て
い
る
。
」

ま
た
、
フ
エ
ル
マ
ン
は
、
次
の
よ
う
に
予
備
審
聞
の
も
つ
価
値

(g-5)
に
つ
い
て
述
べ
、
そ
れ
が
被
疑
者
の
利
益
の
た
め
に
機
能
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

を
強
調
ル
ザ9
r
o

す
な
わ
ち
、
「
予
備
審
聞
を
受
け
る
権
利
は
、
予
備
審
問
官
が
有
罪
の
一
応
証
拠
の
存
在
す
る
事
件
で
な
い

(
5
3
2
F
2
2
2
0
h
m
E一三

こ
と
を
認
定
す
る
場
合
に
予
備
審
問
の
手
続
は
被
疑
者
を
さ
ら
に
}
同
胞
の
訴
追
手
続
三
EA}奇}》
H
E
R
E
Sコ
)
か
ら
解
放
す
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
価
値

が
あ
る
。
実
際
、
犯
罪
報
告
が
示
す
よ
う
に
、
非
常
に
多
く
の
事
件
が
こ
の
予
備
審
聞
の
時
点
で
、
通
常
証
人
の
不
出
領
に
よ
り
あ
る
い
は
相
当
な
理
由

(℃

3
g
z
。25m)
が
見
い
出
さ
れ
な
い
が
故
に
、
結
審
と
な
る
。
『
予
備
審
問
の
目
的
は
、
早
ま
っ
た

(
Z広
三
、
悪
意
の

(
E
B
t
E
E凶
)
、
無
思
慮
な

(
E司
5
2
ι
m
E
)
、
そ
し
て
横
暴
な

(03HgE5)
訴
追
を
防
ぐ
こ
と
、
被
疑
者
を
犯
罪
の
公
開
の
問
責

(C吉
凶
巴
円
山
吉
E
n
R
E
E
Z
Cロ
)
か
ら
守
る
こ
と
、

被
告
人
お
よ
び
公
衆
の
裁
判
の
出
費
を
避
け
る
こ
と
、
公
訴
(
宮
『
一
円
買
2
2
5
3
)
に
伴
う
屈
辱

(YEMF-EHF-E)
と
心
配
す
2
5可
)
か
ら
被
告
人
を
救
う
こ

と
、
そ
し
て
ま
た
訴
追
の
基
礎
と
な
り
う
る
実
体
的
理
由

(zr的窓口
E
一
mggmr)
が
存
す
る
か
ど
う
か
を
発
見
す
る
こ
と
』
に
あ
る
と
い
わ
れ
て
レ
る
。
予

備
審
聞
は
、
拷
聞
に
頼
る
と
い
っ
た
よ
う
な
警
察
の
ゆ
き
す
ぎ
を
な
く
し
、
自
己
負
罪
拒
否
権
(
門
Z

E《

T
E
E
-
-
m
宮

E
F聞の口町
3
d己
主
{
B
E
E
P
2
5
5
0ロ)

を
保
護
す
る
。
予
備
審
問
手
続
は
、
第
一
次
的
に

(
3
5
2
5
被
疑
者
の
保
護
の
た
め
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
訴
追
側
に
も
価
値
が
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
、
訴
追
側
証
人
の
告
発
状
の
内
容

(
Z
Y窓
口
町
内
)
の
予
備
テ
ス
ト

(gユ可

E
叶
)
に
な
り
、
ま
た
偏
見
や
誤
っ
た
情
報
に
基
づ
く
薄
弱
な

(25三
訴

追
を
排
除
す
る
か
ら
、
費
用
を
節
減
し
ま
た
不
必
要
な
遅
延
を
避
け
る
こ
と
に
も
な
る
か
ら
で
あ
る
。
」
と
。

北法19(1・66)66

論



右
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
英
米
法
の
も
と
に
お
い
て
は
、
犯
罪
の
問
責
に
お
び
や
か
さ
れ
る
す
べ
て
の
市
民
は
二
つ
の
権
利
を
も
っ
て

い
る
と
い
え
る
。

彼
の
有
罪
、

無
罪
の
問
題
が
決
定
さ
れ
る
公
正
で
公
平
な
裁
判

「
そ
の
一
つ
は
、

い
う
ま
で
も
な
く

す
な
わ
ち
、

(
山
町
田
町

E
門ご
B
℃

R
E
-
-
Eと
)
を
受
け
る
権
別
で
あ
る
。
そ
し
て
い
ま
一
つ
は
、

右
の
権
利
に
劣
ら
ぬ
そ
し
て
実
際
に
は
よ
り
価
値
の

あ
る
権
別
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
あ
る
正
当
に
構
成
さ
れ
た
審
問
所
(
印
。
B
巾
含
】
可

8
5
E
E邑
E
E
E】
)
が
彼
を
公
判
定
正
)
に
付
す

〈
訪
日
》

べ
き
か
い
な
か
と
い
う
予
備
的
問
題
に
つ
い
て
判
断
す
る
ま
で
は
刑
事
問
責
に
対
す
る
応
答
の
た
め
に
召
喚
さ
れ
な
い
と
い
う
権
利
」
で

あ
る
。

(ー〕

(註
1
)

一
九
六
四
年
に
改
正
さ
れ
た
ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
は
不
当
な
ま
た
不
十
分
な
根
拠
し
か
も
た
な
い
公
訴
の
提
起
か
ら
被
疑
者
を
守
る
フ
ィ
ル
タ
ー
の

機
能
を
は
た
き
ず
ベ
く
、
そ
の
一
六
九
条

b
に
公
判
開
始
前
の
手
続
と
し
て
捜
査
の
結
果
に
対
す
る
一
種
の
口
頭
弁
論
と
も
い
え
る
川
口
r
z
a
m与
合

の
制
度
を
規
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
光
藤
・
「
西
ト
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
一
九
六
四
年
改
正
の
位
置
口
」
甲
南
法
学
七
巻
三
号
一
五
六

頁
以
下
の
紹
介
が
あ
る
。

(註

2
)
己
目
〈
口
口
、
吋
ケ
巾
(
い
コ
ヨ

E
ω
-
P
2
2
5
5ロ
宮
開
口
四
一
富
子
宮

H

N

(

児
島
武
雄
訳
「
警
察
・
検
察
と
人
権
」
一
一
立
頁
〉
。

(註
3
)

豆
o
E
S
F
ζ
o母
E
P
5
5己
主
o
-
n
a
C
5
3
3・匂・

5N-

(設
4

)

U・
3
一一
B
m
p
吋
F
O
《

r
r
E
S
F
2
m
y
g・
3
印
∞
・
古
・

3
.

(詮
5
)
O同

2
0
5
w
わ

D
E
E
m
-
司

5
2
L戸
百

円

H
G
E
〉
門
司
巴
円
。
〉
司
宮
山
一

-
E
A肝吋
w
℃
・
お
は
「
逮
捕
か
ら
予
備
審
問
の
時
間
は
、
日
曜
日
か
休
日
が
悶
に
は
さ
ま

れ
て
い
な
い
限
り
、
二
四
時
間
を
越
え
る
こ
と
は
ま
れ
で
あ
る
」
と
い
う
。
し
か
し
、

ζ
2
m
Eロ子
C
℃
-
巳
了
間

y
H
E
は
、
こ
の
逮
捕
し
た
者
を
不
必

要
な
遅
滞
な
く
予
備
審
問
官
の
と
こ
ろ
に
つ
れ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
ん
1
ル
は
「
正
し
く
励
行
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
不
励
行
の
責
を

負
わ
ね
ば
な
ら
な
い
公
務
員
に
対
し
て
民
事
上
の
そ
し
て
刑
事
上
の
問
責
が
可
能
だ
が
、
現
実
に
は
そ
の
よ
う
な
訴
は
起
き
れ
な
い
し
、
起
し
た
と
し

て
も
無
駄
な

(pzF)
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
実
際
を
阻
止
す
る
唯
一
の
道
は
、
そ
の
よ
う
な
手
続
の
も
と
で
侶
げ
ら
れ
た
証
拠
を
不
許
容

(
5
&
5
5
F互
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
か
か
る
証
拠
が
不
許
容
と
な
れ
ば
か
か
る
実
際
は
止
む
で
あ
ろ
う
」
と
説
き
、
一
九
四
三
年
の
マ
ク
ナ
ツ
フ

事
件
(
豆
n
z
p
r
r
〈
-
C
2
g
L
ω
E
9
2∞
C
ω
ω
ω
N
w
勾
戸
主
主
山
y
g
ω
=℃
Q
2
0
3
2
2
U
)
)

で
最
高
裁
が
そ
の
点
を
示
し
た
ニ
と
を
指
摘
し

て
い
る
。
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説

(
註

6
)

検
祭
官
ま
た
は
被
疑
者
が
正
当
な
理
由
を
疎
明
し
て
申
請
す
れ
ば
審
問
の
開
始
を
延
期
し
ま
た
ほ
審
問
を
一
時
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
、
こ
の
期
間
は
六
ヶ
月
に
制
限
さ
れ
て
い
る
(
〉
ヨ
2
R
E
H
A向
者
回
目
出

C
E
R
n
o与
の

え

F
E
M
E
ω
一
司
2
2
L号
P

伊

p
b
)。

(
註

7
)

検
察
官
が
こ
の
決
定
に
不
服
の
相
場
合
、
同
ご
証
拠
に
よ
り
、
ま
た
は
新
た
な
証
拠
を
追
加
し
て
、
大
附
審
(
伺

E
E
』
戸
弓
)
の
審
査
に
付
す
る
手
続
を

と
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
「
こ
の
釈
放

2
5
E品
。
)
は
無
罪
放
免
と
は
同
義
で
ぽ
な
い
(
ロ
2
2
z
-
s
r
z
H
C
E
R
f
E己
)
」
(
巧
ニ
一

52ω
〈・

ω
S
F
お
ミ
・
詔
戸
開
叶
由

y
g
ν
F
L
出
件
)
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
ま
た
二
重
の
危
険
の
禁
止
の
原
則
の
適
肘
は
な
い

B
2
2
当
'
司

E
P
'

E
g
d
q
-
〉
L
E
5
5
2円
5
口
口
同
行
三

E
S
m
L
F
E
F
H申印一
Y

ワ
由
民
ど
と
さ
れ
る
。
な
お
、
イ
ギ
リ
ス
の
制
度
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
む
ω三
弓
旬
。
司
・

2
7・

ヲ
凶
器
は
、
予
備
審
問
手
続
に
終
局
性
が
な
く
、
ま
た
そ
の
釈
放
は
無
罪
放
免
で
な
い
、
つ
ま
り
理
論
上
は
新
規
に
事
件
を
提
出
で
き
る
が
「
突
際
問

題
と
し
て
、
訴
追
側
は
そ
れ
を
行
わ
な
い
」
と
い
う
。

(
註

8
)

。
広
王
子
。
℃
・

2
了
間
】
・
白
吋
・

2
・

(
註

9
)
明
色

}
B
E
-
D甘

2
・・甘
-
N
0
・
N

r

(
註
印
)
匂
自
在
日

D
F
】二

E
C
Z
Z
L
ω
g
H
O
M
〈
・
百
円
N
出
向

3
5・
N
山
司
・

ML
印斗

ω
・印

J

ミ
(
何
・

0
・
司
p

g

N

叫
)
(
司
丘
一
自
由
P

3
司・

2
了
間
】
-
N
C
に
よ
る
)
。

北法19(1・63)63

し
カミ

論

3 

わ
が
国
に
は
、

ま
た
英
米
法
に
お
け
る
よ
う
な
予
備
審
問
の
制
度

ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
よ
う
な
公
判
開
始
の
中
間
手
続
も
な
い
し
、

、Jh
h

、。

J
q
ふ人

L

し
か
し
、
右
に
み
て
き
た
制
度
は
、

い
ず
れ
も
、
証
拠
と
の
関
係
に
お
い
て
根
拠
の
な
い
公
訴
に
対
す
る
被
告
人
の
防
衛
戦
線

あ
る
い
は
楯
と
し
て
機
能
す
る
手
続
的
な
フ
ィ
ル
タ
ー
な
い
し
ス
ク
リ
ー
ン
の
構
築
の
必
要
性
と
そ
の
意
義
を
示
し
て
い
よ
う
。

そ

し

て
、
そ
の
必
要
は
検
察
官
の
訴
訟
制
度
の
利
用
を
限
界
づ
け
制
限
す
る
被
告
人
の
優
越
す
る
利
益
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、

ま
さ
に
そ
の

利
益
の
発
現
を
か
か
る
右
に
み
た
手
続
的
明
文
制
度
の
基
底
に
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
公
判
開
始
の
決
定
と
い
っ
た
中
間
手
続
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、

検
察
官
の
公
訴
提
起
に
よ
っ
て
事
件
は
裁
判
所
に
係
属
さ

れ
、
裁
判
所
は
前
も
っ
て
実
体
に
か
か
わ
り
合
う
こ
と
な
し
に
、
公
判
が
開
か
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

し
か
し
、
す
べ
て
の
場

ム
ロ
に
右
の
こ
と
が
無
条
件
に
妥
当
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
訴
訟
条
件
が
存
在
し
て
い
る
か
否
か
、
あ
る
い
は
訴
訟
障
害
が
存

在
し
て
い
な
い
か
の
問
題
が
あ
る
。

訴
訟
障
害
の
存
在
が
明
ら
か
で
あ
る
な
ら
ば
、

エ
l
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
正
当
に
い
う
よ
う
に
、
「
そ



の
場
合
に
裁
判
所
は
検
察
官
の
公
訴
を
決
定
に
よ
り
不
許
容
と
し
て
却
下
三
日
与
∞
any-zp
弘
田

5
2
g
g♂
N
5
5
r
s
=
2
8ロ
)
し

(説

1
〉

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
構
造
的
に
正
し
い
こ
と

2
2
ぇ
E
F
Z巳
-
百
円
z
k
g
」
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
「
公
判
に
入
っ
て
か
ら

も
、
訴
訟
障
害
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
る
な
ら
ば
、
一
訴
を
判
決
に
よ
り

2
2
n
r
c
z巾
}
}
)
不
許
容
と
し
て
却
下
す
る
潮
時
は
失
わ
れ

ハ註
2
)

て
は
い
ず
、
ま
た
そ
の
却
下
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
は
当
然
」
の
こ
と
で
あ
る
。

訴
訟
障
害
の
存
在
の
有
無
が
裁
判
所
の
判
断
す
べ
き
事
実
関
係
に
属
す
る
諸
情
況
に
依
存
す
る
場
合
の
あ
る
こ
と
は
す
で
に
認
め
ら
れ

た
と
え
ば
犯
罪
行
為
の
日
時
は
時
効
に
対
し
て
標
準
と
な
る
し
、
あ
る
特
定
の
刑
法
条
文
へ
の
包

は
大
赦
の
適
用
に
対
し
て
あ
る
い
は
ま
た
親
告
罪
で
あ
る
か
否
か
の
問
題
に
対
し
て
標
準
と
な
る
。

で
は
、
「
十
分
な
嫌
疑
」
あ
る
い
は
「
相
当
な
理
由
」
の
不
存
在
を
訴
訟
障
害
と
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

摂
可
能
性

(∞ロ
r
c
B
5与
2
F巾
戸
内
)

そ
の
古
川
に
関
す
る
諸
説
を
次
に
ま
づ
み
よ
う
。

(一〉

周
知
の
よ
う
に
、
ザ
ウ
ア
ー
は
、
訴
訟
条
件
を
手
続
条
件

2
2
m
Y
3
2
5
3
5
ω
3
5四
)
、
訴
追
条
件
(
〈
Z
o
-
m
g同
2
0
5
5百円
NS開
)
そ
し
て
実
体
形
成

条
件

(
m
R
Z
g
E
Z
Z岡
山
く

D
E
E
m
2
N
E
m
)
の
三
つ
に
分
類
し
、
そ
の
実
体
形
成
条
件
の
な
か
に
「
十
分
な
嬢
疑
吉
口
百
江
凶
作
己
分
円
〈
の
三
月
Z)
」
を
位
置
つ
け
て

い
る
。
彼
の
い
う
訴
訟
条
件
(
実
体
形
成
条
件
)
と
し
て
の
「
十
分
な
嫌
疑
」
は
、
と
こ
ろ
で
、
客
観
的
な
も
の
で
は
な
く
検
察
官
の
観
点
か
ら
し
て
の
あ
る

い
は
検
察
官
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
示
。
Z
毛
主
)
十
分
な
嫌
疑
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
(
第
一
章
第
二
節
2
)
み
て
き
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
同
じ
く
訴
訟
条
件
の
三
分
説
に
立
つ
ベ

i
テ
ル
ス
は
、
「
刑
法
上
の
行
為
の
基
礎
(
司

5
含
ヨ

g
c
は
主
張
で
は
な
く
し
て
、
内
的
蓋
然
性

〈註

3
)

の
内
容
(
牛
百

5
5
5
巧
ω
7
2一三コ一
R
r
E
Z向。
72一
円
)
で
し
か
あ
り
え
な
い
」
と
し
て
、
嫌
疑
の
確
実
性
(
の
2
5
5片

ι
2
〈
2LPhrg)(否
定
の
場
合
、
嫌

(註
4
)

疑
の
不
確
信
一
〈
性
)
も
ま
た
判
決
を
下
す
条
件
と
し
て
、
実
体
形
成
条
件
に
属
す
る
と
す
る
も
す
な
わ
ち
、
形
式
裁
判
は
、
訴
訟
上
の
諸
事
実
(
の
ら
聞
の

gP7

7
2
2
)
に
対
す
る
解
答
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
実
体
裁
判
へ
の
心
構
え
(
〉
5
2口Z
5田
宮
『
宮
内
戸
日

m
R
Z
E
Z
F足
円

Z
E
5出
)
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
前

者
に
あ
っ
て
は
刑
事
訴
追
な
ら
び
に
手
続
条
件
に
関
す
る
裁
判
が
問
題
と
さ
れ
、
実
体
裁
判
へ
の
心
構
え
は
実
体
形
成
条
件
(
十
分
な
理
由
、
十
分
な
あ
る

へ註

5
)

い
は
有
力
な

2
2
z
m
g
L
)
嫌
疑
)
と
の
対
決
に
お
い
て
、
生
ず
る

(
R
E向
。
ロ
)
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
種
の
形
式
裁
判
は
証
拠
状
態
(
∞
当
2
乙
お
の
)

の
再
検
査
を
必
要
と
す
る
。
「
す
で
に
存
す
る
ま
た
さ
ら
に
調
達
可
能
な
証
拠
方
法
は
、
口
頭
に
よ
る
一
民
接
弁
論
に
お
け
る
事
実
の
弁
論
を
行
う
ミ
と
を
適
切

北法19(1・(9)69
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説

(註
6
u

で
あ
る
と
思
わ
せ
し
め
る
か
と
う
か
、
と
い
う
こ
と
が
精
査
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
ベ
テ
ル
ス
に
い
わ
せ
る
と
「
そ
の
適
切
性

戸
認
手
E己
ユ

Z
と
は
有
罪
判
決
の
あ
る
確
か
な
蓋
然
性

(25
白

2
5
0
4宅
己

q
E
Z
E
-
-
r
2
2
5
〈

R
R
E
一ER)
が
あ
る
場
合
に
存
す
る
。
十
分
な

理
由
お
よ
び
十
分
な
拠
疑
は
有
罪
判
決
の
確
実
性

(ο25zε
つ
ま
り
高
度
の

(
7
3
7
0
)

蓋
然
性
を
必
要
と
は
し
な
い
。
そ
こ
に
は
た
え
ず
ま
た
疑
い
が
成

立
し
う
る
。
十
分
な
理
由
お
よ
び
十
分
な
嫌
疑
は
勝
訴
の
可
能
性
扇
子
巾
手
足

rE)
へ
の
見
込
み
だ
け
有
し
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
被
疑
者
、

被
告
人
が
犯
人
で
あ
る
か
ど
う
か
が
裁
判
さ
れ
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
犯
人
で
あ
る
こ
と
の
確
定
の
た
め
に
適
正
な
方
法
で
訴
訟
は
継
続
さ
れ
う
べ
き

{註
7
〉

で
あ
る
か
否
か
、
そ
し
て
ま
た
い
か
な
る
形
式
に
お
い
て
で
あ
れ
ば
そ
う
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
裁
判
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
o
」

と
こ
ろ
で
、
ザ
ウ
ア
ー
に
あ
っ
て
は
、
嫌
疑
そ
れ
自
体
は
訴
訟
条
件
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
コ
ー
ル
ド
シ
ナ
ミ
ッ
ト
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
、
ザ
ウ
ア

(
仲
立

Q
U
》

ー
の
い
う
訴
訟
条
件
と
し
て
の
十
分
な
嫌
疑
は
、
「
訴
訟
法
的
に
考
察
さ
れ
た
実
体
要
件
(
甘

5
5出
E
-
σ
5
B
r
z
z
伊
会
5
2
5百円
N
E同
)
」
で
あ
る
、
と
い

え
よ
う
。
ぺ

l
テ
ル
ス
の
そ
れ
に
つ
い
て
も
同
様
に
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
た
だ
、
前
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
は
主
観
的
な
主
張
さ
れ
た
も
の
、
つ
ま
り
検

察
官
の
十
分
な
嫌
疑
あ
り
と
す
る
判
断
の
存
在
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
る
が
後
者
の
い
う
訴
訟
条
件
と
し
て
の
そ
れ
は
内
容
的
蓋
然
性
の
実
質
を
伴
う
べ
き
も

の
、
つ
ま
り
客
観
的
な
判
断
と
し
て
の
そ
れ
の
存
在
で
あ
る
と
こ
ろ
に
決
定
的
な
差
異
が
あ
る
。

さ
て
、
わ
が
国
の
学
説
に
目
を
転
じ
て
、
ま
ず
宮
本
博
士
の
説
く
と
こ
ろ
か
ら
き
い
て
い
こ
う
。
宮
本
博
士
は
い
う
。
「
事
件
の
発
生
し
た
と
き
に
は
、
検
事
の

側
に
こ
の
判
断
を
求
む
る
権
利
と
義
務
と
が
発
生
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
(
中
略
)
。
こ
の
権
利
と
義
務
と
が
即
ち
公
訴
権
で
あ
り
公
訴
義
務
で
あ
る
o
」
如
何
な

る
場
合
に
事
件
の
発
生
が
あ
る
か
と
い
う
と
「
検
事
の
風
聞
に
因
り
叉
は
告
訴
告
発
に
よ
っ
て
捜
査
の
必
要
を
認
め
た
と
い
ふ
だ
け
で
は
回
り
充
分
で
な
い
。
」

〈註
9
〉

「
事
件
の
取
扱
に
つ
い
て
終
局
的
決
定
を
為
し
得
る
者
に
於
て
一
定
の
人
が
一
定
の
罪
を
犯
し
た
り
と
の
確
信
を
懐
い
た
と
き
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
よ
か
く
し

(
註
叩
)

て
「
有
罪
の
確
信
が
あ
っ
て
起
訴
し
た
場
合
は
公
訴
権
そ
の
者
の
効
果
と
し
て
訴
訟
関
係
が
成
立
す
る
o
」
そ
し
て
有
罪
の
確
信
な
く
し
て
起
訴
し
た
場
合
だ

が
、
「
検
事
が
悪
意
を
以
て
起
訴
す
る
が
如
き
場
合
は
所
謂
職
権
櫨
用
で
あ
っ
て
明
に
違
法
行
為
で
あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
犯
罪
(
間
接
正
犯
)
で
あ
る
。

そ
れ
が
そ
の
侭
権
利

l
し
か
も
法
の
保
護
す
る
権
利
行
使
ー
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
そ
れ
が
公
法
上
の
も
の
で
あ
っ
て
も
権
利
の
正
確
な
る
意
義
に
照
ら
し

て
許
さ
れ
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
悪
意
と
い
ふ
ほ
ど
で
な
い
に
し
て
も
、
検
事
が
確
信
な
く
し
て
、
或
は
も
っ
と
進
ん
で
謂
へ
ば
、
検
事
が
極
め
て
軽
忽
な
る

(註
H
)

取
調
べ
に
よ
る
過
失
に
基
づ
い
て
起
訴
す
る
が
如
き
こ
と
も
正
さ
し
く
理
論
上
違
法
な
る
場
合
に
外
な
ら
ぬ
と
思
ふ
」
と
。
し
か
し
、
次
の
よ
う
に
言
葉
を
つ

づ
け
て
し
ま
っ
た
。
「
但
だ
こ
れ
ら
の
場
合
に
も
、
訴
訟
法
は
政
策
上
検
事
が
確
信
を
以
て
公
訴
を
提
起
し
た
場
合
と
同
一
の
効
果
(
訴
訟
関
係
の
成

立
〉
を
独
立
に
認
め
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
効
果
の
発
生
は
右
の
検
事
の
行
為
そ
れ
自
身
に
本
来
こ
れ
に
因
っ
で
か
か
る
効
果
を
生
ぜ
1

計
伊
川
と
す
る
法
の
意
思

(
権
利
〉
が
加
は
っ
て
ゐ
る
か
ら
で
は
な
い
。
か
か
る
意
思
(
権
利
)
が
加
は
っ
て
ゐ
る
の
は
凡
て
適
法
行
為
に
限
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
」
と
。
し
た
が
っ

雪ム
ロ""
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f
'
t
、

て
、
結
局
「
検
事
が
主
観
的
に
確
信
を
以
て
起
訴
し
て
も
然
ら
ず
し
て
起
訴
し
て
も
訴
訟
法
上
訴
訟
関
係
が
成
立
す
る
こ
と
に
は
相
異
は
な
い
。
従
っ
て
、
そ

(
註
日
)

の
v

」
と
は
裁
判
所
と
し
て
行
う
べ
き
手
続
の
上
で
は
全
然
問
題
で
な
い
こ
と
は
私
の
立
場
か
ら
も
当
然
乙
で
あ
る
と
帰
結
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う

に
、
宮
本
博
士
は
、
検
事
の
悪
意
に
よ
る
起
訴
あ
る
い
は
た
と
え
は
極
め
て
粗
漏
な
る
捜
査

l
過
失
ー
に
よ
る
起
訴
は
違
法
行
為
で
あ
る
こ
と
を
強
調
さ
れ
は

し
た
が
、
し
か
し
結
局
の
と
こ
ろ
そ
れ
を
訴
訟
法
的
に
訴
訟
障
害
と
し
て
把
握
は
し
な
か
っ
た
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
宮
本
博
士
に
先
立
っ
て
、
牧
野
博
士

が
「
検
事
が
そ
の
地
位
を
混
用
し
、
被
告
人
た
る
べ
き
者
に
損
害
を
与
え
る
意
思
を
以
っ
て
ま
〈
の
形
式
的
な
起
訴
を
し
た
場
合
に
、
裁
判
所
は
そ
れ
を
適
法
な

起
訴
と
し
て
取
扱
は
ね
ば
な
ら
ぬ
か
、
と
い
う
こ
と
に
疑
を
抱
く
」
と
い
っ
て
、
「
検
事
の
悪
意
の
起
訴
か
ら
し
て
、
事
実
上
権
利
拘
束
が
発
生
し
て
も
、
之

に
依
っ
て
、
検
事
の
行
為
を
公
訴
の
提
起
と
し
て
適
法
な
も
の
だ
と
解
す
る
必
要
は
な
い
。
た
だ
、
英
の
場
合
に
於
て
は
、
判
決
の
方
式
と
し
て
公
訴
不
受
理

に
な
る
だ
け
の
こ
と
で
純
一
円
」
と
し
て
、
検
察
官
が

L
一
跡
此
信
念
な
し
に
行
っ
た
起
訴
の
す
主
か
効
力
を
問
題
に
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
い
μ引
と
に
か

く
、
牧
野
博
士
に
あ
っ
て
は
、
宮
本
博
士
よ
り
一
歩
を
進
め
て
、
検
察
官
の
有
罪
の
主
観
的
確
信
、
つ
ま
り
嫌
疑
あ
り
と
す
る
検
察
官
の
主
観
的
な
確
信
を
訴

訟
条
件
と
し
た
と
い
え
よ
う
。

小
野
博
士
は
、
右
の
宮
本
博
士
が
「
有
罪
の
確
信
」
を
も
っ
て
訴
訟
関
係
成
立
の
要
件
な
り
と
す
る
こ
と
に
対
し
て
、
「
検
事
の
主
観
的
『
確
信
』
を
取
調

，

F

註
刀
V

べ
る
裁
判
所
が
何
処
に
あ
ら
う
か
」
と
い
っ
て
、
宮
本
博
士
の
「
要
件
」
が
無
意
味
で
あ
る
こ
と
を
批
判
さ
れ
、
そ
の
興
味
深
い
公
訴
権
論
を
展
開
し
た
。
そ

し
て
い
い
符
γ

「
公
訴
理
由
あ
り
や
否
は
被
告
事
件
の
実
体
法
的
関
係
に
係
わ
る
が
、
し
か
し
、
其
は
超
訴
訟
法
的
、
純
実
体
法
的
な
犯
罪
の
成
立
を
い
ふ
の

で
は
な
い
。
訴
訟
手
続
に
於
て
犯
罪
を
証
明
し
得
ベ
く
、
且
つ
有
罪
判
決
を
言
渡
す
べ
き
法
律
上
の
利
益
を
有
す
る
場
合
に
於
て
始
め
て
公
訴
理
由
あ
る
も
の

で
あ
る
。
即
ち
、
公
訴
理
由
あ
り
や
一
合
は
、
や
は
り
一
の
訴
訟
法
上
の
概
念
で
あ
る
o
」
も
ち
ろ
ん
「
公
訴
理
由
あ
り
や
否
は
訴
訟
の
最
後
に
於
て
判
断
せ
ら

れ
る
べ
き
事
項
で
あ
っ
て
、
公
訴
提
起
の
際
又
は
訴
訟
の
進
行
中
に
於
て
は
何
人
も
そ
の
確
定
的
な
る
判
断
を
下
す
こ
と
を
得
る
も
の
で
は
な
い
。
即
ち
、
実

体
的
公
訴
権
の
存
在
は
公
訴
の
適
法
条
件
で
は
な
い
。
」
し
か
し
、
「
公
訴
の
提
起
及
び
遂
行
に
は
手
続
発
展
の
段
階
に
応
じ
て
、
少
な
く
と
も
某
の
実
体
的
に

理
由
あ
る
こ
と
の
蓋
然
性
を
必
要
と
す
る
。
斯
か
る
蓋
然
性
あ
る
と
き
初
め
て
公
訴
の
提
起
及
び
遂
行
を
許
す
も
の
と
為
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
此
の
意
味
に
於
て

実
体
的
公
訴
権
存
在
の
蓋
然
性
は
亦
一
の
公
訴
の
適
法
条
件
で
あ
る
。
実
体
的
に
理
由
な
き
こ
と
が
明
白
な
る
と
き
は
形
式
的
公
訴
権
も
亦
存
在
せ
ぬ
」
と
。

し
た
が
っ
て
、
公
訴
が
実
体
的
に
理
由
が
あ
る
こ
と
の
蓋
然
性
の
な
い
場
合
に
免
訴
が
言
い
渡
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
客
観
的
証
処
に
よ
る

十
分
な
嫌
疑
が
不
存
在
で
あ
る
場
合
、
そ
れ
が
訴
訟
障
害
に
な
る
と
解
し
た
の
で
あ
る
。

〈
註
同
)

右
の
小
野
博
士
の
見
解
を
批
判
し
、
訴
訟
条
件
理
論
の
一
場
面
と
し
て
の
公
訴
権
論
を
創
唱
し
た
団
藤
教
授
の
い
う
と
こ
ろ
を
次
に
き
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
被
疑
事
件
が
罪
と
な
ら
ず
ま
た
は
公
訴
を
提
起
す
る
に
足
り
る
だ
け
の
犯
罪
の
嫌
疑
が
な
い
と
き
は
」

l
間
藤
教
授
は
次
の
よ
う
に
説
く
|
「
と
く
に
明
文
こ

北法19(1・71)71
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註

却

〉

(

註

れ

υ

そ
な
け
れ
、
公
訴
を
提
起
す
る
べ
き
で
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
」
で
あ
り
、
「
公
訴
権
は
存
在
し
な
い
も
の
と
考
え
る
よ
「
右
の
よ
う
な
事
由
は
公
訴
提
起
に

(
註
幻
)

際
し
て
訴
訟
障
害
と
な
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
」
し
か
し
「
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
公
訴
を
提
起
し
た
と
き
は
ど
う
か
と
い
う
に
、
こ
の
場
合
に
も
そ

〈
註
幻
〉

の
公
訴
提
起
は
や
は
り
有
効
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
」
ず
、
「
無
罪
の
実
休
的
判
決
が
言
い
渡
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
。
こ
の
よ
う
に
説
か
れ
る
の
は
次
の

理
由
に
よ
る
。
訴
訟
条
件
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
限
り
に
お
い
て
そ
の
反
面
に
公
訴
権
の
有
無
が
考
え
ら
れ
る
。
訴
訟
条
件
が
問
題
と
な
ら
な
い
限
り
は

公
訴
権
も
問
題
と
な
ら
同
M
V

と
考
え
る
の
が
教
授
の
立
場
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
一
層
の
検
討
は
後
述
す
る
と
こ
ろ
(
第
一
一
一
章
第
四
節
)
に
ゆ
ず
る

が
、
「
訴
訟
条
件
の
具
備
と
と
も
に
公
訴
権
は
発
生
し
、
そ
の
消
滅
と
と
も
に
公
訴
権
も
消
滅
す
る
。
一
た
ん
欠
け
て
い
た
訴
訟
条
件
が
ふ
た
た
び
具
備
す
る

(註

mv

に
至
る
と
き
は
、
同
じ
く
一
た
ん
消
滅
し
た
公
訴
権
が
ふ
た
た
び
発
生
す
る
」
と
す
る
も
の
で
あ
る
o

そ
し
て
、
教
授
に
あ
っ
て
は
、
訴
訟
条
件
は
手
続
の
段

(
註
部
〕

階
に
応
じ
て
変
化
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
教
授
に
あ
っ
て
は
、
「
公
訴
を
提
起
す
る
に
足
り
る
十
分
な
嫌
疑
」
の
存
在
は
、
公
訴
提
起
の
段
階
で

は
訴
訟
条
件
(
そ
の
不
存
在
は
訴
訟
障
害
)
で
は
あ
る
が
、
公
訴
提
起
後
の
段
階
で
は
そ
う
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
公
訴
の
提
起
に
よ
っ
て
一

(註
m
u
v

た
ん
消
滅
し
た
公
訴
権
が
ふ
た
た
び
発
生
す
る
と
す
る
わ
け
で
あ
る
。
と
向
時
に
、
他
面
、
右
の
立
場
は
訴
訟
上
の
法
的
詐
価
の
範
鴎
に
関
す
る
教
授
の
見
解

二
世
部
〉

か
ら
も
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
適
法
・
不
適
法
の
問
題
と
有
効
・
無
効
の
問
題
と
の
関
係
か
ら
で
あ
る
。
教
授
は
「
有
効
な
り
や
否
や
の
判
断
は

行
為
の
後
に
お
い
て
そ
の
効
カ
を
考
え
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
、
適
法
か
ど
う
か
は
、
む
し
ろ
行
為
の
前
に
お
い
て
、
こ
の
行
為
が
ど
の
よ
う
に
行

わ
れ
る
べ
き
か
を
考
え
る
も
の
で
あ
る
」
と
全
が
日
し
た
が
っ
て
、
公
訴
を
提
起
す
る
に
足
り
る
十
分
な
嫌
疑
が
不
存
在
の
場
合
、
そ
の
公
訴
提
起
は
不
適
法

で
は
あ
る
が
無
効
で
は
な
く
有
効
で
あ
る
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
で
は
、
公
訴
が
提
起
さ
れ
る
瞬
間
に
そ
の
不
適
法
の
判
断
は
そ
の
意
味
を
失
っ
て
し
ま

っ
て
い
る
、
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
何
故
に
こ
の
場
合
不
適
法
で
あ
る
公
訴
が
公
訴
の
提
起
に
よ
っ
て
有
効
と
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
か
つ
て
、
「
刑
事
訴

訟
行
為
の
無
効
」
の
問
題
の
基
底
に
横
わ
る
利
益
的
基
礎
に
着
服
さ
れ
、
更
に
こ
れ
を
刑
事
訴
訟
法
の
理
念
に
ま
で
遡
っ
て
目
的
論
的
に
考
察
し
、
刑
事
訴
訟

行
為
の
無
効
を
刑
事
評
訟
の
目
的
達
成
の
手
段
と
し
て
認
む
べ
き
こ
と
を
強
調
し
、
こ
の
観
点
か
ら
、
「
正
文
な
け
れ
無
効
な
し
」
と
い
う
主
義
に
対
し
て

(註

mv

「
利
益
な
け
れ
ば
無
効
な
し
」
と
い
う
原
則
を
提
言
し
た
の
は
団
藤
教
援
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
総
て
の
効
刀
の
問
題
は
そ
の
内
的
根
拠
に
立
入
っ
て
突
き
つ
め

ー

ム

(

註

引

)

る
と
き
に
、
常
に
対
立
す
る
利
益
の
較
出
品
乃
平
成
水
の
問
題
に
逢
著
す
る
o
」
「
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
国
家
の
利
益
は
迅
速
、
的
確
、
経
済
的
に
刑
罰
権
を
実
現
す

(
証
W
U
)

る
に
存
し
、
被
告
人
の
利
益
は
手
続
の
過
程
及
び
判
決
の
内
容
に
お
い
て
不
当
に
侵
害
さ
れ
な
い
点
に
存
す
る
o
」
十
分
な
嫌
疑
の
不
存
在
の
場
合
に
、
で
は
、

い
か
な
る
利
益
が
対
立
し
合
い
、
い
か
な
る
標
準
に
よ
っ
て
、
い
か
に
そ
の
較
量
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
点
に
つ
い
て
教
授
は
直
接
語
つ
て
は
く

れ
な
い
。
し
か
し
、
「
有
効
で
あ
る
」
と
結
ぬ
う
け
一
し
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
か
く
結
論
づ
け
る
ミ
と
は
、
「
刑
事
訴
訟
は
性
格
的
に
職
権
主
義
的
・
官
憲
主

義
的
の
実
質
を
有
す
べ
き
で
あ
っ
て
」
「
刑
事
訴
訟
の
最
終
の
目
標
が
刑
事
実
体
法
の
実
現
に
存
す
る
以
上
、
判
決
の
適
正
が
最
も
重
大
な
判
益
で
あ
り
」
「
判

論
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f

ー、

(註
m
H
)

決
の
適
正
は
実
体
的
真
実
の
発
見
を
前
提
と
す
る
」
「
実
体
的
真
実
の
発
見
が
刑
事
訴
訟
の
第
一
次
的
原
理
で
あ
る
」
と
す
る
教
授
に
あ
っ
て
は
、
自
然
で
あ

ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
刑
事
訴
訟
が
職
権
主
義
の
実
質
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
裁
判
所
と
検
察
官
と
の
聞
に
本
質
的
な
差
異
を
み
ず
に
、
単
に
前
後
の
事
務

(
註
剖
V

引
継
ぎ
の
関
係
に
あ
る
と
み
る
こ
と
を
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
裁
判
所
と
検
察
官
の
立
つ
利
益
的
基
礎
の
同
一
視
を
意
味
す
る
。
だ
か
ら
、
嫌
疑
の
な
い
事
件

で
も
裁
判
所
は
そ
れ
を
引
継
い
で
自
ら
の
手
で
処
理
す
る
、
つ
ま
り
嫌
疑
が
浮
動
し
な
が
ら
発
展
し
て
い
く
過
程
で
あ
り
、
ま
た
「
絶
え
ず
発
展
す
る
判
断
の

〈
註
お
)

連
関
」
で
あ
る
訴
訟
の
「
実
体
面
」
あ
る
い
は
実
体
形
成
を
終
局
ま
で
押
し
進
め
無
罪
の
実
体
判
決
を
す
る
こ
と
に
、
十
分
な
嫌
疑
の
不
存
在
は
何
ら
障
害
と

は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
無
罪
の
実
体
裁
判
を
す
る
こ
と
は
、
裁
判
所
ハ

1
司
法
)
と
検
察
官
(
H
H
国
家
)
の
立
つ
利
益
的
基
礎
を
同
一
視
す
る
立

場
か
ら
は
、
無
罪
の
実
体
裁
判
に
よ
る
実
体
刑
法
の
実
現
と
い
う
国
家
利
益
を
優
越
さ
せ
る
そ
の
第
一
次
的
な
要
請
に
ま
さ
に
合
致
す
る
と
い
え
よ
う
。
し
か

し
、
裁
判
所
と
検
察
官
の
立
つ
利
益
的
基
礎
の
同
一
視
は
、
同
じ
く
国
家
機
関
で
は
あ
っ
て
も
裁
判
所
と
し
て
ま
た
検
察
官
と
し
て
分
れ
て
訴
訟
に
登
場
し
て

く
る
司
法
の
構
造
あ
る
い
は
そ
の
機
能
を
正
し
く
把
握
す
る
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
両
者
の
利
益
的
基
礎
を
同
一
視
す
る
限
り
、
そ
の
行
動
を
指
導
す
る

理
念
を
同
じ
く
す
る
、
つ
ま
り
行
動
を
導
く
利
益
的
基
礎
を
同
一
に
す
る
両
者
の
問
に
は
対
立
矛
盾
の
関
係
は
な
い
、
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
だ

と
す
れ
ば
、
そ
の
一
方
(
検
察
官
)
と
対
立
す
る
第
三
者
(
被
告
人
)
の
利
益
と
そ
の
一
方
の
利
益
と
の
較
量
、
調
整
は
は
た
し
て
そ
の
地
方
(
裁
判
所
)
に

お
い
て
可
能
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
可
能
だ
と
し
て
も
、
無
効
判
断
を
左
右
す
る
対
立
、
緊
張
し
合
っ
た
利
益
の
正
当
な
較
量
、
調
整
は
保
障
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
か
。
公
正
な
判
断
は
そ
の
利
益
的
基
礎
を
同
じ
く
す
る
者
の
為
し
能
わ
ざ
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
ろ
う
か
(
な
お
、
右
の
点
に
つ
い
て
は
章
を
改
め
て
考
察
し

(
註
加
)

ょ
う
)

現
行
法
下
の
論
議
に
目
を
転
じ
て
、
次
に
ま
ず
井
上
教
授
の
所
説
か
ら
き
い
て
い
こ
う
。
井
上
教
授
は
い
う
。
「
こ
の
嫌
疑
も
、
窮
極
に
お
い
て
は
検
察
官

の
主
観
的
確
信
で
は
あ
る
が
、
ま
ず
、
そ
れ
は
客
観
的
標
準
に
よ
っ
て
規
整
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
客
観
的
な
る
標
準
が
す
な
わ
ち
訴
訟
条
件
と
称

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
(
中
略
)
。
一
定
の
事
件
に
対
し
、
訴
訟
条
件
が
存
在
し
て
い
て
も
、
検
察
官
に
犯
罪
を
時
証
明
し
得
る
確
信
が
な
け
れ
ば
、
ま
た
公
訴
権

は
存
在
し
な
い
。
公
訴
権
が
検
察
官
の
嫌
疑
と
い
う
主
観
的
な
確
信
に
よ
っ
て
発
生
す
る
と
い
う
の
は
こ
う
ゅ
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
犯
罪
の
嫌
疑
が
な
く
て

も
訴
訟
条
件
さ
え
存
在
し
て
お
れ
ば
、
検
察
官
の
公
訴
提
起
は
適
法
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
犯
罪
の
嫌
疑
が
な
い
こ
と
を
知
り
つ
つ
、
公
訴
を
提
起
す
れ
ば
、

不
適
法
で
は
な
く
て
も
違
法
で
あ
る
。
こ
れ
は
訴
訟
法
的
観
察
方
法
に
よ
れ
ば
、
か
り
に
適
法
で
あ
っ
て
も
、
実
体
法
的
観
察
方
法
か
ら
し
て
、
違
法
と
な
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
両
者
は
次
元
を
異
に
す
る
判
断
で
あ
る
か
ら
、
違
法
な
訴
訟
行
為
も
、
必
ず
し
も
不
適
法
と
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
は
、

実
体
法
的
観
察
方
法
を
優
先
せ
し
め
て
、
一
た
ん
適
法
で
あ
っ
た
訴
訟
行
為
も
不
適
法
と
な
り
無
効
と
な
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
検
察
官
の
官
憲

的
な
る
怒
意
を
抑
制
す
る
た
め
に
も
役
立
つ
の
で
あ
る
。
裁
判
所
は
、
犯
罪
の
一
証
明
が
な
い
場
合
と
し
て
無
罪
を
言
い
渡
す
べ
き
で
は
な
く
、
検
察
官
の
非
を
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説

明
ら
か
に
す
る
意
味
で
、
公
訴
を
棄
却
す
べ
き
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
検
察
官
が
嫌
疑
を
も
っ
て
起
訴
し
た
も
の
で
あ
る
か
否
か
を
判
断
す
る
裁
判
所
は
な
い
。

し
か
し
、
当
事
者
主
義
に
徹
底
す
れ
ば
、
こ
の
点
に
関
す
る
被
告
人
側
の
異
議
の
申
立
も
相
当
活
設
と
な
り
、
そ
う
ゅ
う
判
断
を
下
す
ミ
と
は
必
ず
し
も
不
可

能
で
は
な
く
な
る
。
か
く
し
て
、
公
訴
権
の
存
在
は
、
他
の
訴
訟
条
件
と
区
別
さ
れ
る
。
公
訴
権
の
存
在
も
亦
裁
判
所
が
実
体
審
判
を
す
る
た
め
の
一
つ
の

ハ
註
幻
V

条
件
で
あ
る
。
た
だ
、
両
者
の
聞
に
は
、
実
体
的
訴
訟
条
件
が
存
在
し
な
け
れ
ば
ま
た
公
訴
権
も
存
在
し
な
い
と
い
う
関
係
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
」
と
。

他
方
、
山
田
教
授
は
、
「
検
察
官
の
『
主
観
的
な
』
考
え
方
如
何
が
公
訴
権
に
影
響
し
公
訴
提
起
の
効
力
を
左
右
す
る
と
い
う
の
は
現
実
的
で
な
い
の
み
な

立
は
拘
〉

ら
ず
、
理
論
的
に
正
当
で
な
い
と
思
う
」
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
見
解
を
打
ち
出
し
た
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
、
公
訴
権
を
「
有
罪
判
決
議
求
権
の
存
在
を
主
張

し
う
る
権
利
」
で
あ
る
と
観
念
し
、
「
有
罪
判
決
の
得
ら
れ
る
程
度
の
証
拠
の
充
分
性
が
公
訴
権
の
成
立
条
件
で
あ
る
」
と
、
つ
ま
り
「
客
観
的
に
見
て
有
罪

判
決
の
得
ら
れ
る
見
込
み
」
と
「
犯
罪
の
嫌
疑
」
と
を
同
義
に
解
し
て
、
こ
の
「
『
有
罪
判
決
を
得
ら
れ
る
見
込
み
』
が
、
そ
し
て
こ
れ
の
み
が
公
訴
権
の
成

立
要
件
で
弱
」
と
す
る
。
か
く
解
し
て
、
検
察
官
側
の
証
拠
が
と
う
て
い
有
罪
を
言
い
渡
す
に
足
り
な
い
こ
と
が
客
観
的
に
判
っ
た
と
き
は
公
訴
提
起
を
不

適
法
と
し
て
手
続
を
打
ち
切
る
H

刑
訴
法
三
三
九
条
プ
項
二
号
を
根
拠
と
す
る
公
訴
棄
却
の
超
訴
訟
法
規
的
判
決
事
由
と
な
る
H

こ
と
が
認
め
ら
れ
で
も
然

(
註
判
〉

る
べ
き
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
。

井
一
戸
田
助
教
授
も
ま
た
、
「
公
訴
提
起
を
許
容
す
る
客
観
的
な
嫌
疑
の
存
在
」
を
欠
く
場
合
は
、
「
そ
の
訴
訟
客
体
に
お
い
て
、
『
訴
訟
』
関
係
を
有
効
に
構

成
す
る
た
め
の
条
件
を
欠
く
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
し
て
、
公
訴
棄
却
の
判
決
を
も
っ
て
手
続
を
打
切
る
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
が
、
そ
の
主
張
の
根

拠
は
布
団
教
授
の
そ
れ
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
と
い
え
よ
計
九

::.6. 
β同

会
話

1
〉
巴
・
川
n
r
E
F
〉ロ

r
z
m
Z任。
r
5同
・
開
門
丘
町
ロ
ロ
コ
間
的

rsnr一円門戸国
E
古門書「『
ω
r
z
p
d円円合同一
-
Z・
』
・
巧
J
H由

r
r「m-w
山
岳

N
p
m
-
E
E
9
3

H
m
w
町
一
凶
)

(註

2
)
H
F
-
L
J
ω
-
H
S品・

(註

3
)
H
J
5♂
日

3
『胃
D
N
m凶

F
H
〉丘一

J
2
5
N
)
明

-NN日・

(註

4
)
F
5
P
E印

3
2
-
E
E
H
〈
D
ロ
旬
B
Nぬデ
S
L
伊丹

Y
2
5
7円
広
戸
口
聞
い
忠
実

-
S
E
-
-伊
ω
∞N・
〉
ロ
ヨ
・
申
・

(註

5
)

『「広・

ω・
ω∞N
-

(註

6
)
同
ゲ
】
件
、

ω-gω
・

(註
7
)

早
年
JmPENg-
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(詫

8
〉
]
・

00}門目的口宮三
ι
?
?
D
Nの
お
と

M
H
N
z
r
z
r
m
0・
2
E
N
)
∞-
N
B
-
〉

D
E
-
-
u
∞ω
r・

(
注
9
)

宮
本
・
「
公
訴
権
の
観
念
」
法
学
論
双
一
七
巻
ペ
昭
二
)
阿
号
八
頁
。

(
注
日
刊
)
宮
本
・
前
回
向
・
一

O
頁。

(
註
日
)
宮
本
・
「
再
び
公
訴
権
に
つ
い
て
」
法
学
論
双
一
八
巻
(
昭
二
)
一
号
四
六
頁
、
四
七
頁
。

(
註
臼
)
宮
本
・
前
掲
・
四
七
頁
。

(
詮
日
)
宮
本
・
前
掃
・
四
八
頁
。

(
誌

H
)

牧
野
・
「
公
訴
権
の
理
論
に
就
て

l
小
野
学
土
に
答
え
て
」
法
学
志
林
二
五
巻
(
大
正
一
二
)
二
号
一
一
六

i
一
一
七
頁
。

(
註
日
M

)

信
義
誠
実
の
原
則
の
強
調
は
牧
野
博
士
の
周
知
の
宿
論
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
か
か
る
主
観
的
信
念
な
し
に
行
っ
た
起
訴
は
、
信
義
誠
実
原
則
に

反
す
る
が
た
め

l
権
利
濫
用
と
し
た
が
っ
て
な
る
ー
そ
の
公
訴
は
無
効
と
な
る
と
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
な
お
、
博
士
の
最
近
の
論
述
で
あ
る
「
刑

事
手
続
に
お
け
る
信
義
則
」
季
刊
刑
政
新
二
巻
(
昭
二
八
)
一
号
二
八
頁
以
下
、
「
刑
事
訴
訟
法
と
信
義
誠
実
の
原
則
」
季
刊
刑
政
新
八
巻
(
昭
一
一
一
六
)

二
号
三
頁
以
下
参
照
。

(
注
目
山
)
小
野
・
「
公
訴
権
に
つ
い
て
」
法
協
四
五
巻
(
昭
一
一
)
五
号
九
六
頁
。

(
註
げ
〉
小
野
・
前
掃
・
九
七
頁
。

(註
m
m
)

小
野
・
刑
事
訴
訟
法
講
義
(
一
二
版
・
昭
八
)
と
く
に
一
五
八
頁
以
下
。

(
註
川
口
)
団
藤
・
「
公
訴
権
理
論
と
そ
の
批
判
」
(
宮
本
博
士
還
暦
祝
賀
「
現
代
刑
事
法
学
の
諸
問
題
」
昭
一
八
〉
刑
法
と
刑
事
訴
訟
法
の
交
錯
(
昭
二
五
)
一

O
二
頁
以
下
。

ーノ
/
'
t

、

(
註
初
〉

(
註
幻
)

(註
m
ω
)

(
註
お
)

(
註
担
)

(
註
お
〉

(
註
叫
山
)

公訴の利益

団
藤
・
前
掲
(
交
錯
)
一
六
八
頁
。

団
藤
・
前
掲
・
一
七
五
頁
。

回
蔵
・
前
掲
・
一
六
九
頁
。

団
藤
・
前
掲
・
一
六
九
頁
・
一
七
一
一
員
。

団
藤
・
前
掲
・
一
七
四
頁
。

田
藤
・
前
掲
・
一
七
四
頁
。

こ
の
立
場
は
、
宮
崎
教
授
に
支
持
さ
れ
、
展
開
さ
れ
て
い
る
(
捜
査
に
お
け
る
取
調
べ
に
関
す
る
、
公
訴
の
提
起
に
関
す
る
、
公
判
の
審
理
に
関
す
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る
、
さ
ら
に
は
理
論
的
に
そ
の
存
在
を
肯
定
で
き
る
と
す
る
刑
の
執
行
に
関
す
る
、
そ
れ
ぞ
れ
の
訴
訟
条
件
に
類
別
し
て
)
と
こ
ろ
で
あ
る
(
宮
崎

「
訴
訟
条
件
」
刑
事
法
講
座
第
五
巻
・
一

O
二
七
頁
以
下
〉
。
宮
崎
教
授
は
い
わ
く
、
「
公
訴
の
提
起
に
つ
い
て
訴
訟
条
件
の
不
存
在
は
い
う
迄
も
な
く

公
訴
の
提
起
を
妨
げ
る
。
検
察
官
は
公
訴
を
提
起
す
る
こ
と
を
得
ず
不
起
訴
処
分
を
な
す
べ
き
で
あ
る
。
然
し
訴
訟
条
件
が
存
在
し
な
い
の
に
拘
ら
ず

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

誤
っ
て
公
訴
を
提
起
し
た
場
合
に
は
、
問
題
は
公
判
手
続
に
お
け
る
訴
訟
条
件
の
問
題
に
転
化
す
る
。
従
っ
て
公
訴
提
起
の
訴
訟
条
件
た
る
事
項
で
も

同
時
に
そ
れ
が
公
判
の
審
理
及
び
裁
判
の
訴
訟
条
件
と
さ
れ
て
い
な
い
も
の
は
最
早
訴
訟
条
件
た
る
の
作
用
を
表
わ
し
伺
け
な
い
。
例
え
ば
犯
罪
の
十
分

な
る
嫌
疑
が
な
い
の
に
拘
ら
ず
公
訴
を
提
起
し
た
よ
う
な
場
合
で
も
裁
判
所
は
実
体
判
決
を
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
の
で
あ
る
」
(
抑
制
)
と
。
そ
れ

に
違
反
し
て
も
違
反
し
た
こ
と
に
つ
き
訴
訟
法
上
何
ら
の
効
果
も
及
ば
な
い
事
由
を
も
っ
て
訴
訟
条
件
と
す
る
こ
と
は
、
と
こ
ろ
で
、
一
体
い
か
な
る

意
味
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
問
題
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

(
註
幻
)
回
藤
・
前
掲
ハ
交
錯
)
一
七
回
頁
。

(
註
お
)
間
藤
・
前
掲
(
交
錯
)
一
七
五
頁
。

(
註
m
m
)

団
藤
・
「
訴
訟
の
発
展
と
判
断
の
標
準
」
(
法
協
五
九
巻
一

O
号
二
ハ
五
二
頁
)
訴
訟
状
態
と
訴
訟
行
為
ハ
昭
二
四
)
二
八
頁

l
二
九
頁
。

(
註

ω)
団
藤
・
「
刑
事
訴
訟
行
為
の
無
効
」
(
法
協
五
五
巻
一
・
二
・
コ
一
号
〉
訴
訟
状
態
と
訴
訟
行
為
一
二
回
頁
以
下
。

(
註
引
叫
〉
図
藤
・
前
掲
(
行
為
)
一
四
二
頁
。

〈
註
泥
)
団
藤
・
前
掲
(
行
為
)
一
四
六
頁
。

(
註
出
)
団
藤
・
前
掲
(
行
為
)
一
四
七
・
一
五

O
頁。

(註

M
)

平
野
・
刑
事
訴
訟
法
の
基
礎
理
論
・
二
一
一
氏
。

(
註
お
)
団
藤
・
「
訴
訟
の
発
展
と
判
断
の
標
準
」
前
掲
(
行
為
)
一
頁
以
下
。

(
註
お
)
本
稿
・
第
三
章
第
一
節
。

(
註
幻
〉

(

註

叩

品

)

(
註
ぬ
)

〔

註

州

制

〉

(

註

け

制

)

説論
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井
上
・
全
訂
・
刑
事
訴
訟
法
原
論
・
九
七
頁
・
九
八
頁
。

高
田
・
「
公
訴
権
理
論
の
反
省
」
木
村
博
士
還
暦
祝
賀
・
刑
事
法
学
の
基
本
問
題
(
下
)
八
八
三
頁
以
下
。

高
田
・
前
掲
・
九
二
二
頁
。

な
お
、
高
田
・
「
公
訴
権
論
」
ジ
ユ
リ
ス
ト
三

O
Oサ
三
二
八
兵
以
下
参
照
。

井
戸
田
・
「
訴
法
条
件
の
機
能
と
内
容
」
立
命
館
法
学
六
二
号
(
一
九
六
五
必

4
〉
一
頁
以
下
。
い
わ
く
「
『
公
訴
提
起
を
許
内
在
す
る
客
観
的
な
犯
罪



の
嫌
疑
』
と
は
、
そ
の
主
張
の
当
否
を
め
ぐ
っ
て
訴
訟
を
構
成
す
る
た
め
の
前
提
条
件
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
検
察
官
が
何
と
考
え
よ
う
と
、
何
ら
合

理
的
な
根
拠
の
な
い
架
空
の
事
実
に
対
し
て
は
、
そ
れ
を
対
象
と
し
て
訴
訟
は
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
は
場
合
に
よ
っ
て
は
、
訴
因
の
表
示
自
体
に
お
い

て
明
白
で
あ
る
場
合
も
あ
ろ
う
。
法
三
三
九
条
一
項
二
号
の
『
起
訴
状
に
記
載
さ
れ
た
事
実
が
真
実
で
あ
っ
て
も
何
ら
罪
と
な
る
べ
き
事
実
を
包
含
し

て
い
な
い
と
き
』
が
そ
の
典
型
的
な
場
合
で
あ
る
。
し
か
し
、
た
と
え
形
式
的
に
は
訴
因
そ
の
も
の
の
表
示
は
一
見
、
正
当
な
犯
罪
事
実
の
主
張
で
あ

る
か
の
よ
う
に
み
え
な
が
ら
も
、
そ
れ
が
『
公
訴
提
起
を
許
容
ナ
る
に
足
り
る
嫌
疑
』
の
な
い
架
空
の
事
実
で
あ
る
こ
と
が
あ
き
ら
か
な
場
合
に
は
、

右
と
異
っ
て
取
扱
う
べ
き
理
由
は
存
し
な
い
。
形
式
的
に
は
『
訴
訟
』
関
係
を
構
成
す
べ
き
形
を
と
り
な
が
ら
も
、
そ
の
突
は
訴
訟
関
係
を
構
成
す
る

に
足
る
実
質
の
な
い
場
合
で
あ
る
o

し
た
、
が
っ
て
こ
の
条
件
の
欠
除
は
公
訴
棄
却
事
由
と
な
り
、
こ
れ
が
性
質
上
、
口
頭
弁
論
を
経
る
こ
と
を
要
す

る
事
項
で
あ
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
結
局
こ
の
欠
献
の
場
合
に
は
公
訴
棄
却
の
判
決
を
も
っ
て
手
続
を
打
切
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

(
一
七
頁
)
と
。

4 

十
分
な
嫌
疑
に
つ
い
て
の
諸
家
の
い
う
と
こ
ろ
を
右
に
き
い
て
き
た
。

お
も
う
に
、
検
察
官
の
主
観
的
な
有
罪
の
確
信
と
し
て
の
嫌

疑
を
要
件
と
す
る
こ
と
に
は
、
小
野
博
士
が
宮
本
博
士
に
与
え
た
、
そ
れ
を
取
調
べ
る
裁
判
所
が
ど
こ
に
あ
ろ
う
か
、

と
い
う
批
判
が
妥

ま
ず
検
察
官
を
呼
ん
で
そ
れ
を
取
調
べ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
、

そ
れ
を
こ
の
点
に
関
す
る
被
告
人
側
の
異
議
の
申
立
て
に
か
か
ら
し
め
よ
う
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
検
察
官
の
主
観
そ
れ
自
体
が
問

当
す
る
と
い
え
る
。
井
上
教
授
に
あ
っ
て
も
、

題
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
被
告
人
の
異
議
に
対
し
て
、
検
察
官
が
そ
の
自
己
の
主
観
を
有
し
て
い
た
と
い
う
一
言
だ
け
で
事
は
結
着
す

〈一〉

"? 
L 、
て
は
後
述
す
る結
と 局
こ無
ろ意、
に味
ゆ な
っこ
り〈と
た?で
し、v あ

O 

る。

る
で
あ
ろ
う
か
ら
、

ま
た
、

井
上
教
授
の
公
訴
権
と
訴
訟
条
件
と
の
関
係
把
握
に
問
題
の
存
す
る
こ
と

公訴の利益

北法19(1・77)77

で
は
、
高
田
教
授
の
い
う
「
有
罪
判
決
を
得
ら
れ
る
見
込
み
の
程
度
の
証
拠
の
充
分
性
」
と
い
う
意
味
で
の
嫌
疑
を
要
件
と
す
る
こ
と

は
如
何
。
と
こ
ろ
で
、
高
田
教
授
は
、

か
く
主
張
さ
れ
る
根
拠
を
「
起
訴
状
に
記
載
さ
れ
た
事
実
が
真
実
で
あ
っ
て
も
、
何
ら
の
罪
と
な

る
べ
き
事
実
を
包
含
し
て
い
な
い
と
き
」
に
決
定
で
公
訴
を
棄
却
す
べ
き
と
す
る
刑
訴
法
三
三
九
条
一
項
二
号
の
規
定
の
有
す
る
実
質
的



説

意
味
に
求
め
る
。

し
か
し
、
本
号
の
意
味
す
る
内
容
は
、
訴
因
の
有
無
に
対
す
る
、

し
か
も
訴
因
の
存
在
に
つ
き
高
度
の
蓋
然
性
を
与
え

北法19(1・78)78

る
証
拠
の
十
分
性
に
関
す
る
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。

言命

起
訴
状
に
記
載
さ
れ
た
事
実
リ
訴
因

1
は
、
検
察
官
が
訴
訟
に
お
い
て
裁
判
所
に
対
し
て
そ
の
存
在
に
つ
き
証
明
せ
ん
と
し
て
提
示
す

な
ま

る
、
検
察
官
に
よ
っ
て
訴
訟
対
象
化
さ
れ
た
主
張
さ
れ
た

η
事
実
μ

で
あ
る
。
検
察
官
は
、
あ
る
生
の
事
実
が
刑
法
秩
序
を
み
だ
し
た
も
の

と
確
信
す
る
場
合
に
、
こ
れ
を
刑
法
的
な
観
点
か
ら
訴
因
と
し
て
訴
訟
対
象
化
し
て
裁
判
所
に
提
示
し
そ
の
存
在
を
証
明
す
る
訴
訟
上
の

(註
2
〉

利
益
を
有
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
い
わ
ば
立
証
す
る
テ

1
マ
を
確
定
し
提
出
す
る
利
益
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
立
証
の
テ
l
マ
の
内
容
た
る

事
実
は
、
単
な
る
事
実
で
は
な
い
。
刑
法
秩
序
維
持
の
直
接
の
責
任
者
で
あ
る
検
察
官
に
よ
っ
て
、
社
会
的
事
実
関
係
か
ら
刑
法
的
に
意

味
の
あ
る
も
の
U
犯
罪
事
実
ー
と
し
て
選
択
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
専
門
の
法
律
家
と
し
て
の
検
察
官
の
観
点
か
ら
法
的
に

性
質
を
決
定
さ
れ
た
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
検
察
官
の
、
被
告
人
に
対
す
る
刑
罰
請
求
権
の
原
因
と
し
て
、
そ
の
存
在
を
裁
判
所
に
対

し
て
立
証
す
る
そ
の
テ
l
マ
で
あ
る
。
か
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
検
察
官
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
(
犯
罪
)
事
実
た
る
立
証
の
テ
I
マ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

は
、
そ
れ
自
体
に
お
い
て
、
そ
の
立
証
の
有
無
以
前
の
問
題
と
し
て
、
訴
訟
対
象
そ
れ
自
体
と
し
て
値
す
る
も
の
、
す
な
わ
ち
犯
罪
事
実

の
主
張
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
訴
訟
対
象
と
し
て
無
価
値
な
も
の
の
立
証
を
許
す
こ
と
は
、
無
意
味
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
そ
れ
に
よ
っ
て

応
訴
を
強
要
さ
れ
る
被
告
人
の
不
利
益
は
決
定
的
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
被
告
人
は
無
価
値
な
訴
訟
対
象
に
つ
き
公
訴
、
訴
追
を
受

け
な
い
利
益
を
有
し
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
刑
法
の
適
用
に
つ
い
て
の
検
察
官
の
主
張
に
対
す
る
判
断
者
と
し
て
の
機
能

を
有
す
る
裁
判
所
は
、
検
察
官
の
提
示
す
る
立
証
の
テ

l
マ
そ
れ
自
体
が
刑
法
的
に
意
味
の
あ
る
も
の
、
訴
訟
対
象

1
訴
因
と
し
て
価
値

ま
た
被
告
人
の
そ
の
利
益
の
主
張
の
あ
っ
た
場
合
に

は
、
判
断
す
る
つ
ま
り
検
察
官
と
被
告
人
の
利
益
較
量
、
調
整
の
責
務
を
負
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
裁
判
所
の
判
断
に
よ
り
、
検
察
官
は

そ
の
利
益
な
し
と
さ
れ
、
そ
の
利
益
な
き
に
も
か
か
わ
ら
ず
公
訴
を
提
起
し
た
非
を
明
ら
か
に
す
る
意
味
で
、
公
訴
は
無
効
と
さ
れ
る
べ

の
あ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
犯
罪
事
実
で
あ
る
か
否
か
を
判
断
す
る
利
益
を
有
し
、



刑
訴
法
三
三
九
条
一
項
二
号
は
、

円
許
証

3
〕

分
性
と
は
関
係
が
な
い
も
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
場
合
を
い
う
の
で
あ
っ
て
、

つ
ま
り
証
拠
の
十

立
証
の
問
題
、

き
も
の
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
、
法
三
三
九
条
一
一
項
二
号
を
根
拠
に
し
て
の
「
有
罪
判
決
を
得
ら
れ
る
見
込
み
の
程
度
の
証
拠
の
充
分
性
」
と
い
う
意
味
で
の

嫌
疑
を
公
訴
の
有
効
要
件
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

検
察
官
は
、
そ
の
提
示
し
た
立
証
の
テ

l
マ
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
訴
訟
対
象
と
し
て
価
値
あ
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
立
証
す
る
利
益
を

有
す
る
。

つ
ま
り
、
訴
因
に
お
い
て
主
張
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
こ
と
が
行
わ
れ
た
と
し
て
証
明
す
る
こ
と
の
訴
訟
上
の
利
益
を
有
す
る
。
自

か
ら
提
示
し
た
テ
l
マ
に
つ
き
白
か
ら
立
証
す
る
こ
と
の
利
益
は
、
と
こ
ろ
で
、
そ
の
提
示
に
先
立
つ
と
こ
ろ
の
検
察
官
側
の
そ
の
立
証

、

、

、

、

、

、

、

コ

レ

テ

ッ

ク

ス

ト

の
た
め
の
つ
く
さ
れ
た
準
備
と
の
関
係
に
お
い
て
限
界
づ
け
ら
れ
る
、
と
は
い
え
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
文
脈
に
お
い
て
、
公
訴

提
起
の
時
点
に
お
け
る
証
拠
の
必
要
性
あ
る
い
は
十
分
性
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
考
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
い
か
な
る
意
味
で
の
証
拠
の
必
要
性
あ
る
い
は
十
分
性
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
現
行
法
に
あ
っ
て
は
、
起
訴
状
一
本
主
義
に
よ
り
、
公
訴
と
共
に
証
拠
は
提
出
さ
れ
な
い
(
さ
れ
る
べ
き
で
な
い

と
さ
れ
て
い
る
)

0

し
た
が
っ
て
、

刑
訴
法
二
五
六
条
六
項
の
趣
旨
か

平
野
教
授
は
、

嫌
疑
の
存
在
は
訴
訟
条
件
で
な
い
ば
か
り
か
、

(ー)

ら
、
「
現
行
法
で
は
さ
ら
に
進
ん
で
、
嫌
疑
が
な
い
こ
と
、
も
っ
と
正
確
に
い
え
ば
、

〈註
4
v

と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
説
く
。
し
か
し
、
検
察
官
が
起
訴
、
不
起
訴
を
決
定
す
る
に
当
り
、
何
ら
そ
の
客
観
的
基
準
に
よ
る
こ

嫌
疑
が
一
ホ
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
、

訴
訟
条
件
だ

公訴の 利 益

と
な
し
に
、
た
だ
単
な
る
主
観
的
嫌
疑
だ
け
に
基
づ
い
て
起
訴
の
決
定
を
し
て
よ
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

起
訴
の
決
定
の
根
拠
と
し
た
証
拠
の
不
十
分
性
が
実
体
法
上
検
察
官
の
起
訴
行
為
を
違
法
た
ら
し
め
、
こ
の
違
法
行
為
に
つ
き
国
は
国
家

〈註
5
v

す
で
に
い
く
つ
か
の
判
例
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

北法19(1・79)79

賠
償
の
実
に
任
ず
べ
き
こ
と

(
国
家
賠
償
法
一
条
一
項
)

の
あ
る
こ
と
は
、

そ

れ
ら
の
判
例
に
お
い
て
、
検
察
官
の
公
訴
提
起
行
為
を
違
法
と
し
た
き
め
手
は
、

と
こ
ろ
で
、
検
察
官
の
一
定
限
度
の
主
観
的
な
確
信
と



説

円註
6

〉

し
て
の
嫌
疑
の
必
要
性
に
求
め
ら
れ
て
は
い
な
い
。
ま
た
、
証
拠
の
評
価
の
誤
り
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
、

そ
の
違
法
と
し
た
き
め
手

は
、
収
集
し
え
る
そ
し
て
収
集
す
べ
き
に
か
か
わ
ら
ず
証
明
の
重
要
な
点
に
つ
い
て
の
証
拠
の
収
集
を
怠
っ
て
公
訴
を
提
起
し
た
、

と
L 

北法19i1・80)80

E命

う
点
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

と
こ
ろ
で
、

こ
の
よ
う
に
、
収
集
し
え
る
そ
し
て
収
集
す
べ
き
に
か
か
わ
ら
ず
証
明
の
重
要
な
点
に
つ
い
て
の
証
拠
の
収
集
を
怠
っ
て

公
訴
を
提
起
す
る
事
例
は
、
何
も
国
家
賠
償
請
求
事
件
と
し
て
持
ち
出
さ
れ
た
も
の
に
限
ら
ず
、
ご
く
あ
り
ふ
れ
た
無
罪
の
刑
事
裁
判
例

〈註
7
〉

の
な
か
に
お
い
て
も
容
易
に
見
い
出
さ
れ
う
る
。

い
て
、 検

察
官
に
対
し
て
、
そ
の
嫌
疑
に
対
す
る
心
証
形
成
の
一
定
量
と
い
う
面
に
お
い
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
証
拠
収
集
と
の
関
係
に
お

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

い
か
な
る
場
合
に
い
か
な
る
仕
方
で
公
訴
に
臨
む
か
と
い
う
す
ぐ
れ
て
手
続
的
な
面
に
お
い
て
強
調
さ
れ
る
義
務
の
課
せ
ら
れ
て

い
る
こ
と
、
そ
し
て
ま
た
そ
の
義
務
に
違
反
し
て
公
訴
提
起
の
な
さ
れ
る
こ
と
の
す
く
な
く
な
い
と
い
う
事
実
は
否
定
し
え
な
い
。
と
こ

ろ
で
、
こ
の
種
の
義
務
違
反
は
、
換
言
す
れ
ば
訴
因
の
証
明
の
有
無
の
判
断
を
裁
判
所
に
求
め
る
に
は
そ
れ
だ
け
の
資
料
を
も
っ
て
臨
ま

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
怠
っ
た
場
合
で
も
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
検
察
官
は
、
極
端
な
場
合
を
い
え
ば
何
ら
の

証
拠
も
な
し
に
公
訴
を
提
起
し
て
き
た
場
合
に
明
白
で
あ
る
よ
う
に
、
裁
判
所
が
職
権
で
証
拠
探
知
を
行
わ
な
い
限
り
、
そ
も
そ
も
証
明

の
有
無
の
判
断
を
し
て
も
ら
う
た
め
の
そ
の
資
料
の
な
い
以
上
、
も
は
や
自
ら
証
明
を
客
観
的
に
進
め
え
な
い
あ
る
い
は
尽
し
え
な
い
場

合
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
多
く
の
場
合
通
常
直
ち
に
あ
る
い
は
お
そ
か
れ
は
や
か
れ
、
無
罪
と
な
る
だ
ろ
う
場
合
で
で

も
あ
る
。

し
か
し
、
く
り
か
え
し
に
な
る
が
、

か
く
無
罪
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
事
態
が
、
証
拠
収
集
の
仕
方
に
お
い
て
課
せ
ら
れ
て
い

る
義
務
に
違
背
し
た
違
法
行
為
の
結
果
、
惹
起
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
、

と
い
う
点
を
見
落
し
て
は
な
ら
い
。

こ
の
違
法
行
為
は
該
公
訴
の
有
効
性
を
阻
却
す
る
事
由
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
本
節
の
問
題
は
こ
こ
に
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
そ
の
違
法
行
為
が
公
訴
無
効
の
事
由
と
は
な
ら
な
い
、

つ
ま
り
そ
の
場
合
訴
訟
は
無
罪
の
実
体
判
決
を
も
っ
て
終
る
と
す



る
立
場
に
あ
っ
て
も
、
そ
の
違
法
行
為
を
非
難
し
該
刑
事
手
続
を
越
え
た
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
当
然
の
こ
と
と
し
て
問
責
す
る
の
は
な
ぜ

い
う
ま
で
も
な
く
、
被
告
人
の
利
益
が
(
そ
の
違
法
行
為
に
よ
っ
て
)
不
当
に
現
実
に
侵
害
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

か
。
そ
れ
は
、

ニ
の

被
告
人
に
与
え
た
実
害
は
、

し
か
し
、
検
察
官
、
が
該
公
訴
を
提
起
し
て
い
な
け
れ
ば
生
じ
え
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
検
察
官
か

ら
該
刑
事
訴
訟
手
続
の
利
用
の
申
し
出
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
拒
絶
し
て
い
れ
ば
避
け
え
た
で
あ
ろ
う
性
質
の
も
の
で
あ
る
。

た

と
え
結
果
が
無
罪
と
さ
れ
よ
う
と
も
、
検
察
官
が
収
集
し
う
べ
き
証
拠
の
収
集
を
せ
ず
に
刑
事
訴
訟
手
続
の
利
用
を
求
め
た
こ
と
に
対
し

て
、
そ
れ
を
裁
判
所
が
許
与
し
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
被
告
人
が
手
続
に
つ
い
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た

被
告
人
の
得
ベ
か
り
し
利
益
に
対
す
る
侵
害
な
の
で
あ
る
。
被
告
人
の
得
ベ
か
り
し
利
益
の
保
護
は
検
察
官
の
該
刑
事
訴
訟
手
続
の
利
用

に
対
す
る
そ
の
拒
絶
に
よ
っ
て
こ
そ
真
に
担
保
さ
れ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
捜
査
機
関
あ
る
い
は
検
察
官
が
処

罰
を
受
け
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
理
論
上
被
告
人
自
身
に
と
っ
て
何
等
関
係
の
な
い
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
そ
し
て
実
際

彼
等
を
起
訴
す
る
と
い
う
こ
と
は
実
務
上
よ
ほ
ど
の
場
合
で
な
い
限
り
期
待
で
き
な
い
し
、

さ
ら
に
ま
た
民
事
上
の
問
責
と
い
う
こ
と
に

も
立
証
の
困
難
、
費
用
の
点
等
か
ら
し
て
そ
の
現
実
的
な
価
値
が
低
い
と
い
え
る
こ
と
か
ら
も
、
裏
付
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

無
罪
の
実
体
判
決
を
も
ら
う
こ
と
は
被
告
人
に
と
っ
て
利
益
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
公
訴
に
伴
う
被
告
人
の
負

担
の
、
屈
辱
の
そ
し
て
心
配
の
い
か
に
重
い
も
の
で
あ
る
か
を
知
る
な
ら
ば
、
無
罪
判
決
の
利
益
の
み
を
強
調
す
る
こ
と
は
問
題
で
あ
ろ

(ー〉

ぅ
。
わ
れ
わ
れ
は
、
証
拠
の
収
集
と
の
関
係
に
お
い
て
検
察
官
の
訴
訟
制
度
利
用
を
制
限
し
限
界
づ
け
る
も
の
と
し
て
機
能
す
る
被
告
人

公訴の刻 益

の
利
益
が
発
現
し
て
き
う
べ
き
こ
と
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

北法19(I・81)81

さ
て
、
検
察
官
の
不
当
な
公
訴
提
起
行
為
を
責
め
て
そ
の
効
力
を
阻
却
せ
し
め
形
式
裁
判
を
も
っ
て
直
ち
に
あ
る
い
は
一
刻
も
早
く
訴

〔註
8
v

訟
を
終
結
せ
し
め
う
べ
き
責
任
を
被
告
人
側
に
負
わ
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
そ
の
こ
と
は
次
の
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
証
拠
と

の
関
係
に
お
い
て
発
現
し
う
べ
き
被
告
人
の
優
越
す
る
利
益
の
存
否
に
つ
い
て
裁
判
所
は
ま
ず
か
か
ず
ら
う
必
要
は
な
く
、
た
だ
被
告
人



説

が
そ
の
利
益
の
存
在
を
主
張
す
る
場
合
に
の
み
、
判
断
し
て
や
れ
ば
崎
市
川
。

し
た
が
っ
て
、
起
訴
状
一
本
主
義
と
矛
盾
す
る
こ
と
に
は
な

北法19(1・82)82

ら
な
い
。
ま
た
、
無
罪
の
実
体
裁
判
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
被
告
人
の
利
益
と
形
式
裁
判
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
被
告
人
の
利
益
の
う

Eミソ，

""匂

ち、

い
ず
れ
を
被
告
人
は
望
む
か
に
よ
っ
て
、

そ
の
望
む
方
の
利
益
の
保
護
を
裁
判
所
は
被
告
人
に
与
え
て
や
っ
て
よ
い
、
と
い
う
こ
と

を
意
味
し
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
被
告
人
が
形
式
裁
判
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
利
益
を
求
め
て
公
訴
無
効
を
主
張
し
て
き
た
と
き
に
は
、
端

〈註
M
己

的
に
形
式
裁
判
H
H
な
お
刑
訴
法
三
三
八
条
四
号
を
使
う
こ
と
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
H
H
で
訴
訟
を
打
ち
切
っ
て
も
さ
し
っ
か
え
は
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

た
だ
、
次
の
こ
と
は
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
右
に
み
た
種
の
違
法
性
の
典
型
的
に
し
て
重
大
な
場
合
、

た
と
え

ば
自
由
に
補
強
証
拠
の
な
い
場
合
だ
と
か
被
告
人
に
対
し
て
全
く
弁
明
の
機
会
を
与
え
な
か
っ
た
よ
う
な
場
合
に
は
、

そ
の
こ
と
だ
け
の

故
を
も
っ
て
手
続
の
正
義
を
支
え
る
最
低
限
度
の
適
正
を
欠
い
た
が
故
に
公
訴
の
利
益
な
し
と
し
て
訴
訟
を
打
ち
切
り
そ
の
非
を
明
ら
か

に
し
て
こ
そ
被
告
人
の
利
益
保
護
の
意
義
が
発
揮
さ
れ
る
と
い
え
る
こ
と
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
被
告
人
の
そ
の
こ
と
の
主
張
の
あ
る

負
う
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

場
合
に
(
そ
し
て
そ
れ
が
証
明
さ
れ
れ
ば
)
そ
の
こ
と
の
事
由
だ
け
を
も
丹
て
直
ち
に
裁
判
所
は
公
訴
の
利
益
な
し
と
宣
言
す
る
責
務
を

た
と
え
ば
「
被
疑
者
の
精
神
状
態
に
疑
問
を
抱
き
な
が
ら
、
本
件
が
当
時
社
会
の
耳
目
を
引
い

ま
た
、

た
殺
人
事
件
で
あ
る
の
で
、
検
察
官
限
り
で
終
局
処
分
を
行
う
よ
り
は
む
し
ろ
右
精
神
状
態
に
関
す
る
認
定
問
題
は
公
判
鑑
定
の
結
果
を

(註
H
V

ま
つ
を
可
と
思
慮
し
て
捜
査
段
階
で
鑑
定
す
る
こ
と
な
く
直
ち
に
公
判
請
求
」
す
る
の
は
、
自
ら
検
査
官
の
利
益
を
放
棄
す
る
も
の
で
あ

(
註
リ
)

そ
の
非
を
明
ら
か
に
す
る
に
値
し
よ
う
。

り
、
そ
の
こ
と
だ
け
を
も
っ
て
、
直
ち
に
形
式
裁
判
を
も
っ
て
訴
訟
を
打
切
り
、

(註
1
)

(当記

2
)

(註

3
)

本
稿
・
第
三
章
第
三
節
お
よ
び
第
四
節
。

同
開
・
刑
事
証
拠
法
・
第
一
一
章
「
立
証
の
テ
!
マ
」
参
照
。

平
野
・
法
律
学
全
集
・
刑
事
訴
訟
法
二
八
頁
は
「
主
張
肉
体
が
犯
罪
事
実
の
主
張
で
な
い
と
き
は
、
こ
れ
を
立
一
証
し
て
も
無
意
味
で
あ
る
か
ら
、
そ



、
}
ノ

の
公
訴
は
無
効
で
あ
る
。
『
略
』
〈
一
二
三
九
条
一
一
項
二
号
)
と
い
う
の
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
を
い
う
の
で
あ
っ
て
、
嫌
疑
の
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
場

合
を
い
う
の
で
は
な
い
」
と
い
う
、
が
、
賛
成
で
あ
る
。

ハ
註

4
)

平
野
・
刑
事
訴
訟
法
の
基
礎
理
-
論
、
五
二
頁
。

(
註

5
)

傷
害
致
死
罪
と
し
て
起
訴
し
た
事
実
に
つ
い
て
の
東
京
地
裁
・
昭
四

0
・一

0
・
二
六
判
決
・
判
例
時
報
四
二
五
号
二
ハ
頁
。
強
姦
被
告
事
件
に
関

す
る
東
京
地
裁
・
昭
三
九
・
四
・
一
五
判
決
・
下
民
集
一
五

i
四

i
七
八
一
。
詐
欺
の
犯
意
の
な
い
原
告
を
詐
欺
罪
に
よ
っ
て
起
訴
し
た
事
案
に
つ
い

て
の
東
京
地
裁
昭
三
五
・
五
・
一
一
判
決
・
下
民
集
一
一

l
五
|
一

O
二
九
。
千
葉
地
裁
・
八
日
市
支
部
‘
昭
三
七
・
六
・
二
九
判
決
・
判
例
タ
イ
ム

ス
一
三
五
号
八
一
一
良
な
ど
。

(
註

6
)

な
お
、
東
京
地
裁
・
昭
四

0
・一

0
・
二
六
判
決
(
判
例
時
報
四
二
五
号
・
二
ハ
頁
)
で
は
、
「
証
人
(
公
訴
担
当
検
察
官
〉
は
、
主
観
的
に
は
四

分
六
分
の
割
合
で
有
罪
の
心
証
を
有
し
て
い
た
と
い
う
が
、
右
の
程
度
で
起
訴
す
べ
き
か
は
現
行
訴
訟
法
の
と
る
建
前
か
ら
み
て
問
題
な
し
と
し
な
い

が
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
」
と
い
う
。

(
註
7
)

い
ま
、
例
え
ば
、
昭
和
三
三
年
か
ら
昭
和
四

O
年
の
八
年
間
に
札
幌
地
方
検
察
庁
管
内
で
無
罪
が
言
い
渡
さ
れ
、
検
察
官
か
ら
控
訴
申
立
が
な
さ
れ

ず
に
第
一
審
で
確
定
し
た
事
件
ハ
五
三
件
〉
だ
け
を
取
り
上
げ
て
も
、
証
拠
評
価
の
誤
り
に
よ
る
も
の
(
九
件
・
一
七

μ〉
法
律
判
断
ま
た
は
解
釈
の

誤
り
に
よ
る
も
の
(
八
件
・
一
五
%
)
を
の
ぞ
い
た
他
の
事
件
ハ
三
六
件
・
六
八
%
〉
は
い
ず
れ
も
捜
査
不
十
分
が
そ
の
無
罪
原
因
と
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
こ
の
捜
査
不
十
分
の
場
合
を
み
る
と
、
@
弁
解
聴
取
不
十
分
一

O
件
(
二
七
・
八
%
)
。
@
臼
自
に
頼
り
す
ぎ
て
客
観
的
証
拠
の
収
集
検
討
を

怠
っ
た
も
の
六
件
三
六
・
七

M
N
Y
O
否
認
事
件
の
弁
解
を
崩
す
に
十
分
な
証
拠
の
収
集
を
怠
っ
た
も
の
一
二
件
(
一
三
一
了
一
二
ガ
)

o

な
お
、
こ
の
種

の
無
罪
事
件
が
全
体
の
三
分
の
一
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
@
精
神
鑑
定
の
依
頼
を
怠
っ
た
も
の
三
件
(
八
・
一
二
%
)
。
@
知
識
不
足
の

た
め
捜
査
の
行
届
か
な
か
っ
た
も
の
四
件
(
一
一
・
一
%
)
0
8
否
認
の
強
姦
事
件
で
、
遠
隔
地
に
い
る
被
害
者
の
取
調
べ
を
嘱
託
し
、
そ
の
調
書
だ

け
に
よ
っ
て
心
証
を
得
て
起
訴
し
た
一
件
(
一
了
八
%
)
に
な
る
。

(
註
8
)

こ
の
点
は
本
稿
第
三
章
第
四
節
に
て
詳
細
に
検
討
さ
れ
-
論
証
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

(
註

9
)

一
応
の
証
拠
を
提
出
す
る
責
任
を
被
告
人
は
負
う
も
の
と
考
え
る
(
し
か
し
、
実
質
的
あ
る
い
は
客
観
的
挙
証
責
任
ま
で
与
え
る
も
の
で
は
な
い
)

が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
本
稿
第
四
章
に
詳
述
す
る
。
な
お
、
こ
こ
で
簡
単
に
本
稿
の
考
え
方
を
述
べ
て
お
く
と
、
検
察
官
の
訟
訴
制
度
の
利
用
を
限

界
づ
け
制
限
し
拒
絶
し
う
べ
き
優
越
す
る
利
益
の
発
現
す
る
限
り
に
お
い
て
そ
れ
が
訴
訟
障
害
ハ
訴
訟
条
件
の
不
存
在
〉
を
形
成
す
る
。
訴
訟
障
害
の

存
す
る
限
り
に
お
い
て
公
訴
の
利
益
は
な
い
。
公
訴
の
利
益
の
な
い
限
り
に
お
い
て
ま
た
公
訴
権
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
優
越
す
る
被
告
人
の
利
益
の
発

北法19(1・83)83
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説

現
ず
る
限
り
に
お
い
て
、
被
告
人
に
公
訴
を
阻
止
す
る
訴
訟
上
の
利
益
が
認
め
ら
九
、
そ
こ
に
き
づ
か
れ
る
最
初
の
防
衛
戦
線
に
お
い
て
被
告
人
の
勝

利
が
約
束
さ
れ
る
。
し
か
し
、
ミ
の
防
衛
戦
線
は
被
告
人
の
汗
だ
と
考
え
る
か
ら
、
ま
た
公
訴
の
提
起
行
為
が
「
成
立
す
る
」
限
り
公
訴
の
利
益
は
あ

る
も
の
と
の
推
定
、
か
働
く
と
考
え
る
か
ら
、
こ
の
推
定
を
破
る
主
張
責
任
と
一
応
の
証
拠
を
提
出
す
る
責
任
は
被
告
人
側
に
あ
る
と
考
え
る
。

(
註
叩
)
本
稿
第
三
章
第
三
節
。

(
註
日
〉
前
記
〈
註

7
)
の
う
ち
の
、
実
子
と
妥
が
不
倫
な
関
係
に
あ
る
も
の
と
維
推
し
て
実
子
を
刺
殺
し
た
事
案
で
、
裁
判
に
お
け
る
鑑
定
の
結
果
、
潜
約

中
毒
幻
覚
病
と
認
定
さ
れ
て
無
罪
(
札
幌
地
裁
・
昭
三
五
・
二
・
一
五
判
決
)
と
な
っ
た
事
件
の
報
告
文
書
の
な
か
で
本
文
引
用
の
旨
述
べ
ら
れ
た
。

(
註
ロ
〉
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
発
現
す
る
優
越
す
る
利
益
は
司
法
(
裁
判
所
)
の
利
益
で
は
あ
っ
て
も
、
直
接
的
な
被
告
人
の
利
益
だ
と
考
え
る

こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
被
告
人
の
優
越
す
る
利
益
の
故
に
訴
訟
制
度
の
利
用
が
否
定
さ
れ
る
場
合
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
公
訴

の
利
益
不
存
在
の
一
場
合
と
考
え
う
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
は
本
稿
・
第
二
章
第
六
節
同
参
照
。

北法19(1・84)84

論

5 

と
こ
ろ
で
、
右
の
形
式
裁
判
に
将
来
に
わ
た
っ
て
の
訴
訟
の
遮
断
効
が
出
て
く
る
の
か
否
か
、

に
触
れ
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。
公

訴
棄
却
の
裁
判
が
終
局
裁
判
で
あ
る
以
上
そ
れ
に
内
容
的
な
確
定
力
H
H
既
判
力
は
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
証
拠
の
収
集
の
手
続
に
お
い
て
収

集
し
う
べ
き
証
拠
の
収
集
を
怠
っ
た
と
い
う
違
法
が
あ
っ
た
と
い
う
判
断
は
内
容
的
確
定
力
を
も
と
う
。
し
か
し
、
そ
の
手
続
違
反
の
有

無
と
い
う
事
由
は
(
こ
れ
を
わ
れ
わ
れ
は
訴
訟
障
害
の
一
つ
に
数
え
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
)
そ
の
事
由
そ
れ
自
体
の
性
質
に
お
い
て
将

来
に
わ
た
っ
て
の
訴
訟
の
遮
断
と
直
接
的
な
結
び
つ
き
は
乏
し
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

そ
の
判
断
は
将
来
に
わ

た
っ
て
の
訴
訟
の
遮
断
に
対
し
て
規
準
性
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
に
直
面
す
る
。

で
は
、
再

訴
を
こ
ば
む
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
、

わ
れ
わ
れ
は
、
何
故
に
裁
判
所
が
被
告
人
の
要
求
を
容
れ
て
形
式
裁
判
に
よ
り
被
告
人
を
訴
追
か
ら
即
座
に
解
放
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
か
、

そ
の
理
由
を
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
被
告
人
は
す
で
に
国
家
権
力
に
よ
る
強
制
の
要
素
の
支
配

す
る
一
連
の
手
続
を
歩
ま
さ
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、

一
定
の
反
刑
法
秩
序
行
為
を
犯
し
た
か
ど
で
逮
捕
さ
れ
、
捜
査
機
関
の
取
調
、
捜



査
活
動
の
客
体
と
さ
れ
、
勾
留
さ
れ
、
公
訴
提
起
の
対
象
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
拘
禁
す
}
永
続
化
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
、

し
か
も
、
そ
の
手
続
た
る
や
手
続
の
公
正
に
違
背
し
た

ま
た
社
会
の
関
心
と
好
奇
、
さ
げ
す
み
、
非
難
の
な
か
で
法
廷

の
雰
囲
気
と
有
罪
へ
の
恐
怖
に
お
の
の
き
な
が
ら
嫌
疑
を
う
け
た
犯
罪
行
為
に
つ
い
て
検
察
官
の
追
及
に
対
し
て
防
御
の
手
段
を
構
じ
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
状
況
に
追
い
込
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
刑
事
訴
訟
手
続
を
支
え
る
最
低
限
度
の

賢
明
さ
が
、

こ
の
刑
事
手
続
の
(
す
で
に
与
え
て
き
た
、
そ
し
て
さ
ら
に
与
え
る
だ
ろ
う
)
負
担
、
苦
痛
を
も
は
や
被
告
人
に
与
え
る
べ

き
で
は
な
い
、

と
断
じ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
家
の
当
該
被
告
人
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
、
国
家
の
真
実
発
見
、
犯
人
処
罰
と

い
う
刑
法
上
の
利
益
に
源
泉
す
る
検
察
官
の
有
す
る
訴
訟
制
度
を
利
用
す
る
訴
訟
上
の
利
益
と
、
刑
事
手
続
の
与
え
る
悪
に
よ
っ
て
危
険

に
瀕
し
て
い
る
被
告
人
の
人
権
確
保
の
憲
法
上
の
利
益
に
源
泉
す
る
被
告
人
の
有
す
る
検
察
官
に
訴
訟
制
度
を
利
用
さ
せ
な
い
訴
訟
上
の

利
益
と
の
抗
争
は
、
前
者
の
敗
北
に
終
っ
た
の
で
あ
る
o

全
体
と
個
の
利
益
較
量
の
調
和
点
は
見
い
出
さ
れ
、
刑
事
訴
訟
の
政
策
的
目
的

は
そ
こ
に
実
現
を
み
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
該
刑
事
訴
訟
手
続
は
形
式
裁
判
の
形
式
を
と
り
な
が
ら
も
終
結
し
た

の
で
あ
り
、
そ
れ
で
も
っ
て
司
法
機
能
は
十
分
に
果
た
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
な
ら
ば
、
検
察
官
の
同
一
事
実
に
つ
い
て
の
再
訴
の
提
起
に
対
し
て
は
、

こ
の
す
で
に
画
さ

れ
た
全
体
と
個
の
調
和
点
を
乱
す
も
の
と
し
て
、
司
法
(
刑
事
訴
訟
)

の
政
策
的
目
的
に
反
す
る
も
の
と
し
て
、

そ
の
訴
訟
制
度
の
再
度

(ー)

の
許
与
は
承
認
さ
れ
う
べ
き
も
の
で
は
な
い
、
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
再
度
の
公
訴
に
対
し
て
も
、
右
の
意
味
に

公訴 の 利 益

お
い
て
「
公
訴
の
利
益
は
な
い
」
と
し
て
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
無
罪
判
決
の
方
が
「
確
定
力
を
生
じ
、
再
起
訴
の
恐
れ
が
な
い
の
で
、
公
訴
棄
却
よ
り
被
告
人
は
厚
く
保
護
さ
れ

〈
烹

1
)

る
」
と
い
う
こ
と
は
一
概
に
は
い
え
な
い
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
o

ま
た
免
訴
の
形
式
裁
判
に
よ
る
構
成
を
考
え
る
こ
と
も
い
ら
な
い
こ

と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
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説

平
野
・
刑
事
訴
訟
法
の
基
礎
理
論
・
五
一
頁
。

(注〉

論

第
四
節

不
正
手
段
に
よ
り
な
さ
れ
た
公
訴
の
準
備
と
の
関
係
に
お
い
て

(→ 

行

虐

暴

陵

刑
事
訴
訟
に
お
け
る
手
続
の
公
正
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
す
で
に
年
久
し
い
。
そ
し
て
最
近
、
下
級
審
判
例
で
は
あ
る

が
、
注
目
に
値
す
る
裁
判
例
が
出
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

そ
れ
は
、
道
交
法
(
指
定
最
高
速
度
)
違
反
に
つ
き
、
憲
法
第
三
一
条
の
規
定
を
根
拠
と
し
て
公
訴
棄
却
を
言
い
渡
し
た
、
大
森
簡
裁

昭
和
四

O
年
四
月
五
日
判
決
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
証
人
三
人
の
供
述
に
よ
り
「
最
高
速
度
を
一
二
、

一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
超
過
す
る
毎
時

ムハ一一、

一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
速
度
を
出
し
て
い
た
」

「
こ
の
限
り
に
お
い
て
被
告
人
は
有
罪
と
認
め

と
い
う
公
訴
事
実
の
存
在
を
認
め

ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
本
件
に
お
い
て
は
次
に
述
べ
る
よ
う
に
法
の
適
正
な
手
続
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
」
が
故
に
、
刑
訴
法

三
三
八
条
四
号
を
「
準
用
」
し
て
、
公
訴
棄
却
の
言
い
渡
し
を
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
、
公
訴
手
続
全
体
を
無
効
と
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
程
の
捜
査
手
続
に
お
け
る
違
法
行
為
と
は
何
か
。
本
判
決
は
次
の
二
点

を
認
定
し
て
そ
れ
を
挙
げ
る
。
す
な
わ
ち
、
現
行
犯
逮
捕
の
要
件
が
欠
け
て
お
り
、
か
り
に
こ
れ
が
備
わ
っ
て
い
た
と
し
て
も
逮
捕
の
必

要
性
は
な
か
っ
た
点
、
次
に
、
逮
捕
に
あ
た
っ
た
捜
査
官
は
「
自
分
か
ら
率
を
下
り
て
逮
捕
に
応
じ
よ
う
」
と
し
「
そ
の
際
に
は
抵
抗
の

色
も
逃
走
の
気
配
も
全
く
存
在
し
な
か
っ
た
」
被
告
人
に
対
し

1

公
衆
環
視
の
中
で
左
手
を
背
中
に
ね
じ
上
げ
首
筋
を
掴
ん
で
こ
れ
を
強

く
前
方
に
押
し
曲
げ
る
と
い
う
暴
行
陵
虐
を
連
統
一
的
に
加
え
、

こ
の
た
め
に
被
告
人
は
約
二
週
間
の
入
院
加
療
と
こ
れ
を
含
め
て
約
一
ケ

月
の
休
養
と
を
要
す
る
ウ
イ
て
フ
ラ
ッ
シ
ュ
傷
害
を
受
け
た
」
点
で
あ
る
。

北法19(1・86)86 



さ
て
、

以
上
に
認
定
さ
れ
た
よ
う
な
事
由
が
存
す
る
場
合
に
、
何
故
に
公
訴
手
続
全
体
を
無
効
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、

点
に
つ
き
判
例
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
い
わ
く
、
「
違
法
文
は
不
適
正
な
逮
捕
が
行
わ
れ
た
と
い
う
だ
け
で
は
、
未
だ
以
て
公
訴
手
続

全
体
を
無
効
と
す
る
に
は
足
ら
ず
、
従
っ
て
そ
れ
だ
け
で
は
刑
事
訴
訟
法
三
三
八
条
四
号
の
規
定
を
適
用
す
る
に
充
分
で
は
な
い
で
あ
ろ

ぅ
。
し
か
し
、
本
件
の
場
合
の
如
く
軽
い
事
案
に
対
し
て
不
正
当
な
逮
捕
を
敢
行
し
、

そ
の
際
に
必
要
が
な
い
の
に
暴
力
を
振
っ
て
被
告

人
に
傷
害
を
与
え
、

そ
の
威
力
の
影
響
下
に
お
い
て
取
調
べ
を
行
っ
た
と
い
う
事
態
を
一
全
体
と
し
て
考
察
す
る
と
き
は
、

そ
れ
は
事
実

上
憲
法
三
六
条
に
違
反
す
る
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
ま
た
同
法
三
一
条
に
規
定
す
る
法
の
公
正
な
手
続
に
よ
る
裁
判
の
保
障
(
わ
が
憲
法

三
一
条
も
ア
メ
リ
カ
憲
法
に
い
う
と
こ
ろ
の
チ
お
℃
5
2訴
え
宮
司
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
)

を
援
用
す
る
も
の
と

考
う
、
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
犯
罪
の
捜
査
が
常
に
必
ず
し
も
キ
レ
イ
ご
と
で
は
あ
り
得
な
い
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

が
、
捜
査
活
動
中
の
官
憲
の
故
意
の
犯
罪
行
為
の
上
に
公
訴
が
行
わ
れ
る
と
い
う
如
き
こ
と
は
、
法
治
国
と
し
て
我
慢
の
で
き
な
い
と
こ

ま
た
本
件
の
場
合
の
如
く
、
刑
の
最
高
限
が
懲
役
六
月
又
は
罰
金
五
万
円
と
い
う
程
度
の
法
定
犯
を
取
締
る
た
め
に
、
そ
の

捜
査
担
当
官
が
長
期
七
年
の
懲
役
に
当
る
自
然
犯
を
犯
す
と
い
う
よ
う
な
事
態
は
到
底
認
容
さ
る
‘
べ
き
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
場
合
こ

そ
憲
法
一
一
一
一
条
の
運
用
が
期
待
さ
れ
る
典
型
的
な
事
例
」
で
あ
り
、
同
条
違
反
の
訴
訟
手
続
に
お
い
て
刑
罰
を
科
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
い

ろ
で
あ
り
、

か
ら
、

「
本
件
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
憲
法
三
一
条
を
適
用
し
、

刑
事
訴
罰
法
三
三
八
条
四
号
を
準
用
し
て
公
訴
棄
却
の
一
言
渡
を
す
る
こ

(ー〉

と
が
適
当
で
あ
る
」
と
い
う
。

公訴の利益

(註

1
)

判
例
時
報
四
一
五
号
・
一
三
頁
以
下
。

2 

こ
の
よ
う
に
、
被
告
人
の
罪
責
を
肯
定
し
え
る
ー
そ
の
限
り
に
お
い
て
公
訴
の
利
益
は
存
在
す
る
と
い
え
る
の
だ
が
l
場
合
に
あ
っ

て
も
、
有
罪
の
宣
告
を
拒
否
し
被
告
人
の
即
時
放
免
を
敢
行
し
た
本
件
判
決
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
大
き
い
。
罪
の
な
い
も
の
は
放
す の

北法19(1・87)87 



説

が
、
罪
の
あ
る
も
の
者
は
必
ず
罰
す
る
と
い
う
実
体
的
真
実
主
義
の
理
念
は
、
そ
こ
で
は
も
は
や
維
持
さ
れ
て
い
な
い
。
判
文
は
、
憲
法

ハ
詐

l
v

一
一
一
一
条
の
「
解
釈
適
用
」
と
い
う
形
を
と
る
こ
と
に
苦
心
を
注
い
で
表
現
こ
そ
し
な
い
が
、
そ
こ
に
は
被
告
人
の
処
罰
を
放
棄
し
て
ま
で

北法19(1・88)88

論

も
、
き
れ
い
な
公
正
な
手
段
に
よ
る
公
訴
の
準
備
を
な
さ
し
め
ん
が
た
め
に
、
そ
れ
に
違
背
し
た
公
訴
を
排
斥
す
る
と
い
う
、
最
も
有
効

(
銭

2
〉

な
そ
し
て
思
い
き
っ
た
措
置
を
も
っ
て
、
そ
れ
に
臨
ま
ん
と
す
る
政
策
的
な
思
想
が
存
す
る
と
い
え
よ
う
。

こ
の
思
想
は
、
き
れ
い
な
公
正
な
手
段
に
よ
っ
て
準
備
さ
れ
た
公
訴
・
訴
追
に
お
い
て
こ
そ
正
当
な
公
訴
訴
追
の
利
益
を
有
し
う
べ
き

ま
た
正
当
化
さ
れ
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
被
疑
者
、
被
告
人
に
暴
行
陵

も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
理
論
的
に
根
拠
づ
け
ら
れ
、

訴
の
準
備
は
い
き
つ
く
と
こ
ろ
国
民
(
被
告
人
〉
の
基
本
権
を
担
保
せ
ん
が
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

農
を
加
え
た
そ
の
よ
う
な
き
た
な
い
手
で
公
訴
の
準
備
を
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
保
障
さ
れ
る
べ
き
き
れ
い
な
公

不
潔
な
不
公
正
な
手
段

に
よ
っ
て
公
訴
が
準
備
さ
れ
て
い
る
場
合
に
、

そ
の
公
訴
を
拒
絶
す
る
つ
ま
り
刑
事
訴
訟
制
度
の
利
用
の
許
与
を
制
限
す
る
も
の
と
し
て

機
能
す
る
優
越
す
る
被
告
人
の
利
益
が
発
現
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
国
家
利
益
に
優
越
す
る
個
人
(
被
告
人
)
の
利
益
か
ら

の
命
令
に
基
づ
く
必
要
と
し
て
、
公
訴
の
利
益
は
否
定
さ
れ
、

〈註

3

・4
〉

で
あ
る
。

司
法
(
裁
判
所
〉
に
よ
る
該
公
訴
に
対
す
る
制
御
は
義
務
づ
け
ら
れ
る
の

(註

1
)

な
お
、
松
尾
・
判
例
評
論
必
八
五
、
九
五
頁
以
下
(
本
件
判
例
評
釈
)
参
照
。

(註
2
)

こ
の
種
の
思
想
は
、
近
時
と
く
に
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
重
視
さ
れ
ま
た
判
例
法
上
形
成
発
展
を
み
て
い
る
い
わ
ゆ
る
違
法
収
集
証
拠
排
除
法
則
の
な

か
に
、
は
っ
き
り
し
た
形
に
お
い
て
み
ら
れ
る
。
な
お
、
そ
れ
ら
の
法
則
の
リ
j

デ
ィ
ン
グ
・
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
の
詳
細
は
た
と
え
ば

Z
2己自《
Y

豆
c舟
S
F
5
5
ω

一?
0
2
L
c
F
(芯
印
由
)
・
司
・
由

b
L
P
H吋

vmn宮内『
F
F
P
E
r
m
E
E
L
ω
Z
芯(リコヨ
Eω

一?
0
2
E
E
弓
出
馬
『
・
「
何
回
『
・

2
2
8
司
・
岡
山

ω
8
2・
F
L
O
E
-
F
E
5
5
5
。
ロ
何
〈

E
2
2
5
伊
丹
ぬ
わ
『

F
E
E
-
p
m
o
p
ピ
忌
同
2
2・

r
如
何
4
・
3
s
s
w
℃

-
S甲
山
∞

u
m
r
a
b

豆
島
司
Emw
回
り
&
耳
と

m
g
E
n
z
cロ
2
d
ω
s
z
h
2
5
5ロ一

P
D
2
L
E
F
E
C
-
n
E
F
円

-
m宮、・

(HEgw
甘

-Ng
が
詳
し
く
論
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
が
、
こ
の
思
想
を
簡
潔
に
要
約
し
て
い
る
の
G
E
m
E
Z
の
い
う
と
こ
ろ
を
次
に
引
用
し
て
お
こ
う
。
彼
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
社
会
に
対
す
る

正
義

G
E
Z
8
8
2
2自
己
は
、
裁
判
い
か
、
直
接
裁
判
所
に
あ
ら
わ
れ
た
事
態
を
処
理
す
る
た
め
だ
け
で
な
く
、
ま
た
よ
り
大
な
る
公
の
利
益
(
出



(一)公訴の利益

-
2
m
R

同

E
Z
H口
Z
Z
3印
円
)
に
任
え
る
た
め
に
も
用
い
ら
れ
る
こ
左
を
時
々
要
求
す
る
。
刑
事
事
件
に
お
い
て
、
被
告
人
の
た
め
に
か
ら
で
な
く
ま
た

『
真
実
』
の
た
め
に
か
ら
で
な
く
、
彼
が
策
略
に
よ
っ
て
被
告
人
と
さ
れ
た
(
弘
g
g開
ME--可
-
D
S
Z品
川

E
L
E
C
E
S
Z
L
)
こ
と
の
放
に
、
刑
法
の
執

行
に
お
け
る
非
道

(
2
2
g
E
S
H
Z
邑
包
3
5
E
C
S
C『
わ
ユ
ヨ
一
口

ωこ
戸
田
口
円
。
)
に
裁
判
所
の
注
意
を
う
な
が
す
た
め
に
、
被
告
人
は
救
済

(
E
5
3
を

与
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
思
想
の
基
礎
と
な
る
前
提

2
5
5
5ぬ
)
は
社
会
功
利
主
義

(ω227HE--門
日
広
三
ωヨ
)
の
そ
れ
で
あ
る
。
よ
り
大
な
る

そ
し
て
よ
り
重
要
な
目
的
に
伝
え
る
た
め
に
犯
罪
人
(
口
2
ヨ

E
巳
)
が
そ
の
罪
を
免
れ
る
場
合
に
、
た
と
え
個
々
的
正
義

(
5
L
Z
E
E
-
1
2百
四
)
の
実

現
は
な
い
と
し
て
も
、
社
会
正
義

(
ω
C
C同
一
吉
田
江
口
白
)
は
実
現
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
警
察
官
が
自
由
を
得
る
た
め
に
犯
人
に
暴
行
を
加
え
た
場
合
に
、

社
会
の
利
益

r
R
E
5
5
2門
)
は
そ
れ
に
よ
り
得
た
自
白
の
、
た
と
え
そ
れ
が
十
分
に
真
実
の
も
の
で
あ
っ
て
も
、
証
拠
か
ら
の
排
除
を
要
求
す

る
。
こ
の
こ
と
は
他
の
多
種
多
様
な
事
案
に
お
い
て
ま
た
幾
多
の
州
に
お
い
て
同
様
に
真
実
と
し
て
妥
当
す
る
。
す
な
わ
ち
、
証
拠
が
違
法
に
収
集
さ

れ
(
三
認
に
守
百
日
立
)
、
あ
る
い
は
電
話
が
盗
聴
さ
れ
、
あ
る
い
は
弁
護
人
が
否
定
さ
れ
、
あ
る
い
は
不
当
に

(E℃
3
芳
己
可
)
陪
審
員
が
選
任
さ
れ
、

あ
る
い
は
判
事
に
偏
見
が
あ
っ
た

(
i
E
a
)
よ
う
な
場
合
に
、
同
じ
く
、
証
拠
は
排
除
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
事
案
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
は
、

被
告
人
が
罪
を
犯
し
た
か
否
か
に
構
わ
ず
に
、
手
続
を
検
察
官
に
不
利
に
終
ら
せ
し
め
て
、
お
じ
け
っ
か
せ
て
行
為
を
や
め
さ
せ
る
と
い
う
こ
と

(仏
σ
5
5ロ
円
。
)
の
焦
点
は
被
告
人
か
ら
彼
を
訴
追
す
る
側
へ
と
移
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」
(
の
♀
伊
豆
♂
吋
Z
ω
Z芯

S
L
P
α
〉
2
E
S仏
一
一

F
F口町内

え
〉
ι〈
E
S加
m
z
n
u
コgrumL

同

M
H
o
n
&記
ク

S
J円
krF開
・
戸
、

.
]
o
d
g
h
k
r
y
同
v
-
H
H
A
F
由
"
(
戸
市
w
m山
(
}
)
)
。

こ
の
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
で
の
考
え
方
は
、
捜
査
の
違
法
を
是
正
す
る
た
め
に
、
捜
査
機
関
の
収
集
し
た
自
白
や
一
証
拠
物
を
排
除
す
る
も
の
で
、
し

た
が
っ
て
そ
の
結
果
真
実
に
反
し
た
無
罪
と
な
る
こ
と
も
あ
る
が
、
し
か
し
、
捜
査
の
違
法
を
理
由
と
し
て
公
訴
手
続
全
体
を
無
効
と
し
公
訴
自
体
を

棄
却
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
本
文
引
用
の
わ
が
判
例
は
、
右
の
思
想
を
極
限
に
ま
で
拡
げ
た
最
も
急
進
的
な
も
の
で
あ
る
と
い

え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
右
わ
が
判
例
の
も
つ
意
義
は
大
き
い
。
な
お
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
違
法
収
集
証
拠
法
則
を
論
ず
る
も
の
に
、
江
家
・
「
違

法
に
収
集
し
た
証
拠
の
許
容
性
(
英
米
の
判
例
を
中
心
と
し
て
と
刑
法
雑
誌
二
巻
三
号
(
一
九
五
一
)
、
高
橋
・
「
不
正
当
な
捜
索
に
よ
り
押
収
し
た

物
件
の
証
拠
能
力
に
つ
い
て
」
法
曹
時
報
五
巻
三
号
(
一
九
五
三
)
、
平
野
・
「
証
拠
排
除
に
よ
る
捜
査
の
抑
制
」
刑
法
雑
誌
七
巻
一
・
二
・
三
号
ハ
一

九
五
七
)
、
光
藤
・
「
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
訴
訟
行
為
の
違
法
と
そ
の
効
果
」
法
学
士
山
林
五
七
巻
二
号
(
一
九
五
九
)
、
同
・
「
押
収
捜
察
に
つ
い
て
」

甲
南
法
学
一
巻
一
号
(
一
九
六

O
)、
回
宮
・
「
違
法
収
集
証
拠
と
米
連
邦
最
高
裁
」
判
例
時
報
二
八
六

l
八
号
(
一
九
六
二
)
、
同
・
「
向
自
の
証
拠

法
上
の
地
位
」
警
察
研
究
三
四
巻
二
・
コ
了
図
・
六
号
(
一
九
六
三
)
、
松
尾
・
「
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
証
拠
禁
止
白
」
警
察
研
究
三
四
巻
七
号
(
一

九
六
三
)
な
ど
が
あ
る
。
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説

〔註

3
〉
な
お
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
違
法
収
集
戸
証
拠
法
則
の
思
想
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
が
被
告
人
の
た
め
の
必
要
か
ら
す
る
命
命
で
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ

が
後
比
口
人
の
利
益
に
基
づ
く
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
と
こ
ろ
ハ
本
節
口

5
〉
参
照
。

(註
4
)
な
お
、
ま
た
、
き
た
な
い
そ
の
行
為
の
実
行
行
為
者
は
警
察
官
で
あ
り
、
検
察
官
で
は
な
い
場
合
に
、
そ
れ
は
不
正
手
段
に
よ
る
公
訴
の
準
備
で
は

な
い
、
と
い
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
確
か
に
両
者
は
異
る
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
警
察
官
の
犯
罪
行
為
の
上
に
、
あ
る
い
は
そ
の
不
正
な
き
た
な
い

行
為
の
上
に
立
っ
て
公
訴
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
公
訴
は
重
大
な
影
響
を
う
け
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で

き
な
い
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
、
両
者
を
同
一
視
し
て
、
つ
ま
り
そ
の
場
合
で
あ
っ
て
も
不
正
手
段
に
よ
る
公
訴
の
準
備
で
あ
る
と
い
っ
て
か
ま
わ

な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
両
者
を
厳
格
に
区
別
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
否
む
し
ろ
、
官
憲
の
捜
査
は
ま
さ
に
公
訴
追
行
の
準
備
行
為
で
あ
る

と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
突
は
、
捜
査
の
構
造
を
ど
う
理
解
す
る
か
と
い
う
重
要
な
問
題
に
か
か
わ
る
事
柄
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
捜
査
を
公
訴
の
提
起
追
行
の
準
備
と
し
て
と
ら
え
る
か
、
あ
る
い
は
公
訴
と
隔
絶
し
た
手
続
で
あ
る
と
み
る
か
に
関
す
る
そ
れ
自
体
一
つ
の
大
き

な
深
く
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
重
要
な
問
題
に
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
ゆ
え
ん
を
箆
単
に
述
べ
れ
ば
、
公
判
の
手
続
と
公
訴
の
手
続
と
を

分
離
し
、
実
体
的
真
実
追
及
を
公
判
手
続
か
ら
後
追
さ
せ
、
そ
の
直
接
の
そ
し
て
最
高
の
責
任
者
と
し
て
検
察
官
を
考
え
、
被
告
人
に
と
っ
て
公
訴
を

提
起
す
る
こ
と
自
体
の
重
大
性
か
ら
検
察
官
の
起
訴
、
不
起
訴
の
決
定
の
公
正
・
妥
当
性
を
強
調
す
る
こ
と
は
、
と
こ
ろ
で
「
公
訴
官
た
る
検
察
官
、

第
一
次
的
捜
査
機
関
で
あ
る
司
法
警
察
官
、
被
疑
者
(
弁
護
人
)
三
者
間
に
お
け
る
一
穫
の
『
訴
訟
』
的
構
造
を
と
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
(
井
戸
田
・
「
訴
訟
条
件
の
機
能
と
内
容
」
立
命
館
法
学
二
九
六
五
、

r
均
四
、
六
頁
)
と
い
う
思
怨
に
結
び
つ
き
ゃ
す
い
。
そ

し
て
、
こ
の
忠
岡
山
ω
は
公
訴
(
手
続
)
と
捜
査
(
手
続
)
と
の
分
離
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
-
こ
の
よ
う
に
公
訴
提
起
手
続
の
捜
査
手
続
か
ら
の
分
離
、

独
立
を
強
調
す
る
こ
と
は
、
公
判
(
手
続
)
以
前
の
手
続
を
い
ま
だ
支
配
し
て
い
る
と
い
え
る
国
家
権
力
の
一
方
的
な
糾
問
的
な
要
素
を
さ
ら
に
強
め

る
結
果
に
こ
そ
な
り
、
捜
査
手
続
の
弾
劾
化
の
必
要
に
逆
行
す
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
警
戒
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
故
に
、
捜
査
は
公
訴
の
準
備
手
続
で
あ
る
と
本
稿
は
考
え
る
。

論

仁j

ト

リ

捜

査

オ
不
潔
な
手
に
よ
っ
て
あ
る
い
は
不
公
正
な
手
段
に
よ
っ
て
公
訴
が
準
備
さ
れ
て
い
る
場
合
に
、
公
訴
の
利
益
を
否
定
す
べ
く
、
優
越

す
る
司
法
利
益
〈
被
告
人
の
利
益
)
が
発
現
し
て
く
る
状
況
は
右
の
大
森
簡
裁
の
認
定
し
た
ご
と
き
場
合
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
で
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あ
ろ
う
。
捜
査
官
憲
が
「
わ
な
」
を
か
け
て
、

つ
ま
り
い
わ
ゆ
る
オ
ト
リ
捜
査
に
よ
っ
て
公
訴
の
準
備
を
進
め
る
よ
う
な
場
合
も
同
様
で

あ
ろ
う
。わ

が
国
に
お
い
て
い
わ
ゆ
る
オ
ト
リ
捜
査
が
公
然
と
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
戦
後
と
く
に
麻
薬
犯
罪
の
捜
査
に
関
し
て
で
あ

っ
た
。
こ
れ
は
、
麻
薬
事
犯
が
隠
密
裡
に
行
わ
れ
、
通
常
の
捜
査
手
段
を
も
叶
て
し
て
は
証
拠
の
収
集
、
検
挙
が
困
難
で
あ
る
こ
と
の
他

に
、
麻
薬
取
締
法
五
八
条
(
旧
法
で
は
五
三
条
〉
が
一
種
の
オ
ト
リ
捜
査
を
許
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
受
け
と
れ
る
規
定
を
お
い
た
こ
と

2 に
も
由
来
す
る
。
す
な
わ
ち
、
麻
薬
取
締
官
吏
が
、
身
分
を
か
く
し
て
麻
薬
を
売
っ
て
く
れ
と
申
込
み
、
相
手
が
麻
薬
を
持
っ
て
き
た
と

(
L
U
2
)
 

わ
が
判
例
も
こ
れ
に
味
方
す
る
。
学
界
に
あ
っ

こ
ろ
を
逮
捕
す
る
と
い
う
捜
査
の
方
法
が
合
法
祝
さ
れ
て
い
る
、

と
い
え
る
。
そ
し
て
、

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
編
み
出
さ
れ
た
「
わ
な
の
理
論
」
(
す
な
わ
ち

こ
れ
が
立
証
さ
れ
た
時
に
被
告
人
は
不
処
罰
・
無
罪
と
さ
れ
る
と
す
る
理
論
)
が
関
心
の
対
象
と
さ
れ
、
す
で
に
多

(許
3
〕

く
の
す
ぐ
れ
た
紹
介
な
い
し
論
説
が
あ
る
。

て
は
、

こ
れ
に
関
連
し
て
、

「
わ
な
」

の
抗
弁

(
g
H
H
E
℃

5
2叶
同

団

出

r
r
Eろ
を
認
め
、

(ー〉

(註

1
)

同
法
五
八
条
は
「
麻
薬
取
締
官
及
び
麻
薬
取
締
員
は
、
麻
薬
に
関
す
る
犯
罪
の
捜
査
に
あ
た
り
、
厚
生
大
臣
の
許
可
を
受
け
て
、
こ
の
法
律
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
何
人
か
ら
も
麻
薬
を
譲
り
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
し
て
い
る
が
、
平
野
教
授
は
「
こ
れ
は
、
お
と
り
捜
査
を
こ
の
限
度
で

合
法
化
し
た
も
の
で
あ
る
」
(
法
律
学
金
集
・
刑
事
訴
訟
法
八
六
頁
)
と
い
う
。

(註
2
〉
当
初
に
お
い
て
は
、
下
級
審
の
判
例
の
見
解
は
分
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
横
浜
地
裁
は
、
憲
法
前
文
お
よ
び
同
二
二
条
に
反
す
る
も
の
で
あ

る
と
し
て
一
連
の
無
罪
判
決
を
行
っ
て
い
た
。
(
昭
和
二
六
年
六
月
十
九
日
判
決
・
同
年
七
月
十
七
日
判
決
・
同
年
十
月
十
一
判
決
等
〉
。
こ
れ
ら
の
控

訴
に
対
し
て
、
高
裁
は
あ
る
い
は
原
判
決
を
維
持
し
(
東
京
高
裁
昭
和
二
七
年
七
月
二
九
日
判
決
・
高
裁
刑
集
五
巻
九
号
一
五

O
二
頁
)
、
あ
る
い
は

原
判
決
を
破
棄
し
有
罪
と
し
た
(
東
京
高
裁
昭
和
二
六
年
一
一
月
二
六
日
判
決
・
高
裁
刑
集
四
巻
二
一
一
号
一
九
三
三
頁
。
同
同
年
十
二
月
一
一
日
判

決
・
高
裁
刑
集
四
巻
四
号
二

O
七
四
頁
〕
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
、
最
高
裁
は
、
昭
和
二
八
年
三
月
五
日
第
一
小
法
廷
決
定
(
刑
集
七
巻
三
号

四
八
二
頁
)
で
、
「
他
人
の
誘
惑
に
よ
り
犯
意
を
生
じ
文
は
こ
れ
を
強
化
き
れ
た
者
が
犯
罪
を
実
行
し
た
場
合
に
、
わ
が
刑
事
法
上
そ
の
誘
惑
者
が
場

北法19(1・91)91 
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説

合
に
よ
っ
て
は
麻
薬
取
締
法
五
三
条
の
ご
と
き
規
定
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
教
唆
犯
又
ば
従
犯
と
し
て
責
を
負
う
こ
と
の
あ
る
の
は
格
別
、
そ
の
他
人

で
あ
る
誘
惑
者
が
一
私
人
で
な
く
、
捜
査
機
関
で
あ
る
と
の
一
事
を
以
っ
て
そ
の
犯
罪
実
行
者
の
犯
罪
構
成
要
件
該
当
性
又
は
責
任
性
若
し
く
は
違
法

性
を
問
却
し
又
は
公
訴
提
起
の
手
続
規
定
に
違
反
し
若
し
く
は
公
訴
権
を
消
滅
せ
し
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
多
言
を
要
し
な
い
」
と

断
じ
た
。
こ
の
最
高
裁
決
定
に
よ
っ
て
、
以
後
お
と
り
に
か
か
っ
た
者
の
罪
責
を
否
定
す
る
判
決
は
下
級
審
に
お
い
て
も
あ
と
を
絶
っ
た
。
(
な
お
、

札
幌
高
裁
昭
二
八
年
四
月
十
六
日
判
決
・
高
裁
刑
事
判
決
特
報
三
二
巻
一
九
頁
、
名
古
屋
高
裁
昭
和
二
八
年
六
月
二
四
日
判
決
・
特
報
三
三
巻
三
三
頁

は
、
単
に
機
会
を
与
え
た
に
す
ぎ
ず
被
告
人
の
意
思
決
定
を
左
右
し
た
も
の
で
な
い

H
し
た
が
っ
て
、
ワ
ナ
で
は
な
い

H
と
い
う
こ
と
を
根
拠
に
す
る

有
罪
説
に
立
っ
て
い
る
〉
。
ま
た
、
無
罪
説
を
維
持
し
た
前
記
東
京
高
裁
(
昭
二
七
・
七
・
二
九
)
判
決
も
、
右
の
最
高
裁
決
定
を
引
用
し
た
最
高
裁

第
二
小
法
廷
で
破
棄
さ
れ
て
し
ま
っ
た
(
昭
和
二
九
年
一
一
月
五
日
判
決
・
最
高
刑
集
八
巻
一
一
号
一
七
一
五
頁
)
。

(註
3
〉
団
藤
・
「
『
わ
な
(
エ
ン
ト
ラ
ヅ
プ
メ
ン
ト
)
』
の
理
論
」
刑
法
雑
誌
二
巻
三
号
二
六
頁
。
田
中
政
義
・
「
悶
捜
査
に
関
す
る
諸
問
題
」
法
学
新
報
五
九

巻
三
号
九
頁
、
同
・
「
良
理
論
の
展
望
」
法
曹
時
報
五
巻
三
号
二

O
頁
、
同
四
号
一
六
頁
等
。

論

3 

「
わ
な
」
の
理
論
に
つ
い
て
の
紹
介
を
試
み
る
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
、
が
、

そ
の
理
論
の
一
応
の
意
味
は
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ

ば
な
る
ま
い
。

こ
の
、
「
わ
な
」
の
抗
弁
の
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
被
告
人
は
無
罪
で
あ
る
、
と
す
る
理
論
に
つ
い
て
、

〈説

1
〉

て
そ
の
理
論
的
根
拠
を
与
え
、
そ
し
て
そ
の
正
当
で
あ
る
こ
と
を
判
示
し
た
の
が
ソ
レ
ル
ズ
対
合
衆
国
事
件

3
2
5
r
タ

C
E
S牛

ω
S
S
F

詳
細
に
検
討
を
加
え

は
じ
め

M

∞
吋
己
・

ω
-
b印
)
に
対
す
る
一
九
三
二
年
の
連
邦
最
高
裁
判
所
の
判
決
で
あ
り
、

ハ
許

2
〉

引
用
さ
れ
支
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
多
く
を
語
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

{註
3
)

ソ
レ
ル
ズ
事
件
に
お
け
る
裁
判
所
の
見
解
〈
多
数
意
見
〉
は
、
「
わ
な
」
(
の
理
論
)
を
、
有
罪
か
無
罪
か
の
実
体
法
上
の
問
題
と
し
て
、

以
来
同
判
決
は
先
例
と
し
て
他
の
事
案
に
お
い
て
も

つ
ま
り
被
告
人
の
傾
向
(
官
E
5
5
m
X
5ロ
)
お
よ
び
犯
罪
意
図
(
口
氏
自
百
乙
母
出
荷
ロ
)

と
の
関
連
に
お
い
て
「
そ
う
で
な
け
れ
ば
無
罪
で
あ

っ
た

(
。
岳
民
吉
田
己
ロ
ロ
。
門
巾
ロ
門
)
」
か
否
か
、
と
し
て
把
握
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
、
わ
な
」
の
場
合
は
当
該
刑
罰
法
規
を
適
用
し
な
い

の
だ
と
い
う
い
わ
ば
但
書
き
、
か
制
定
法
自
体
に
黙
示
的
に
内
在
し
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
を
そ
の
根
拠
と
す
る
も
の
だ
と
い
え
る
。
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右
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
「
わ
な
」
の
理
論
を
そ
の
ま
ま
わ
が
刑
法
の
解
釈
論
と
し
て
採
り
入
れ
ら
れ
う
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
と

(註
4
)

ほ
と
ん
ど
の
学
者
の
疑
問
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
ろ
で
、

し
か
し
、
「
わ
な
」
あ
る
い
は
オ
ト
リ
捜
査
そ
れ
自
体
が
違
法
で
あ
る
、
あ
る
い
は
「
捜
査
方
法
と
し
て
不
当
で
あ
り
、
不
法
で
あ
り
」

(註

5
)

「
反
道
義
的
で
あ
り
」
、
「
国
家
は
自
ら
さ
や
う
な
反
道
義
的
な
方
法
を
用
ふ
べ
き
で
な
い
」
こ
と
は
疑
ら
れ
て
は
い
な
い
。
わ
が
判
例
も

門
符

6
)

そ
の
点
を
肯
定
し
て
い
る
こ
と
は
、
東
京
高
裁
が
「
全
然
罪
を
犯
す
意
思
も
な
く
又
か
つ
て
同
種
の
犯
罪
を
犯
し
た
こ
と
も
な
い
者
を
執

拘
に
詐
術
を
用
い
て
強
い
て
罪
を
犯
か
さ
せ
て
こ
れ
を
検
挙
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
違
法
な
捜
査
方
法
と
認
め
る
の
を
相
当
」
と

(
註
7
〉

ま
た
最
高
裁
も
「
そ
の
誘
惑
者
が
場
合
に
よ
っ
て
は
麻
薬
取
締
法
五
三
条
の
ご
と
き
規
定
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
教
唆
犯
又
は
従

L 、
L 、

犯
と
し
て
責
を
負
う
こ
と
の
あ
る
」
と
い
う
こ
と
か
ら
し
て
、
明
ら
か
で
あ
る
。

し
か
し
、
判
例
は
「
捜
査
の
端
緒
の
不
法
と
起
訴
の
不
法
若
し
く
は
無
効
と
は
区
別
す
べ
き
で
あ
る
」
と
前
記
東
京
高
裁
は
い
い
、

ま

た
最
高
裁
は
「
誘
惑
者
が
一
私
人
で
な
く
、

綬
査
機
関
で
あ
る
こ
と
の
一
事
を
以
て
、

(
中
略
〉
公
訴
提
起
の
手
続
規
定
に
違
反
し
若
し

(一〉

く
は
公
訴
権
を
消
滅
せ
し
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
こ
と
多
一
言
を
要
し
な
い
」
と
断
じ
る
。
す
な
わ
ち
、
オ
ト
リ
捜
査
に
よ
る

犯
罪
の
訴
追
は
訴
訟
手
続
に
対
し
て
何
ら
の
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
。

こ
れ
に
対
し
て
、
団
藤
教
授
は
「
い
わ
ゆ
る
『
わ
な
』

l
お
と
り
捜
査
i
の
事
案
に
お
い
て
は
、
実
体
的
訴
訟
条
件
が
欠
け
る
こ
と
に

〈設
8
v

な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
が
あ
」
り
、
「
現
行
法
の
解
釈
と
し
て
は
、
さ
し
あ
た
り
免
訴
説
に
傾
い
て
い
る
。
し
か
し
、
本
格
的
な

(註
9
}

研
究
は
将
来
に
待
ち
た
い
」
と
い
う
。
ま
た
、
奥
村
正
策
氏
は
、
オ
ト
リ
捜
査
の
違
憲
性
と
、
そ
の
結
果
な
さ
れ
た
犯
罪
を
訴
追
す
る
こ

(
註
刊
)

と
の
違
憲
性
を
述
べ
て
刑
訴
法
三
三
八
条
四
号
に
よ
る
公
訴
棄
却
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
に
「
わ
な
」
は
犯
罪
を
阻
却
す
る
事
由
と
は
な
ら
な
い
が
、

し
か
し
、
訴
訟
手
続
に
対
し
て
は
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
も
の

と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
は
、

と
こ
ろ
で
、

ほ
か
な
ら
ぬ
前
述
し
た
ソ
レ
ル
ズ
事
件
に
お
い
て
ロ
パ



説

円
余
日
)

i
ツ
(
列
。
r
R
Z
)
判
事
の
少
数
意
見
、
か
鋭
く
つ
い
て
い
る
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。

北法19(1・94)94 

ロ
パ

l
ツ
判
事
は
い
う
。

主A
m澗

「
司
法
官

(

}

ω

毛
色
町
民
主
が
起
訴
・
宥
罪
決
定
・
判
決
を
通
し
て
専
ら
勝
利
を
獲
得
す
る
た
だ
そ
れ
だ
け
の
た
め
に
犯
罪
を
も
く
ろ
み

(
2
5盟
問
。
)
計
画

し
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
犯
行
を
も
く
ろ
む
こ
と
の
な
か
っ
た
者
に
そ
の
犯
行
を
な
さ
し
め
る
場
合
に
、
そ
の
忌
ま
わ
し
い

(
B
s
r
5
m
)
計
画
の
完
成
が
自
尊

心
の
あ
る
(
潟
R
4
2胃
♀
5
四
)
す
べ
て
の
裁
判
所
に
よ
っ
て
許
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
裁
判
所
の
意
見
は
一
致
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
そ

の
罪
が
コ
モ
ン
・
ロ
l
の
罪
で
あ
る
か
単
に
制
定
法
の
創
造
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
真
実
で
あ
る
よ
「
こ
の
見
解
は
、
そ
れ
自
体
に
お
け
る
悪
で
あ
る
と
こ
ろ
の

罪
(
口
5
。
ョ
ω
F
E
丘
と
よ
り
軽
い
制
定
法
の
罪
と
の
区
別
を
要
求
し
な
い
。
ま
た
、
有
罪
の
被
告
人
を
よ
し
と
す
る
も
の
で
は
な
い

(
2
3
g
g
5

5
2
5
)
。
そ
れ
は
、
政
府
お
よ
び
そ
の
手
続
の
純
潔
(
宮
ロ
ミ
D
町田
C
Z
S
S
M
-門
戸
旦
正
明
日
22ω
由
)
を
保
護
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ポ
リ
シ
イ
の
中
に
、
こ
の

理
論
の
真
の
基
礎
を
卒
直
に
(
片
山
岳
ぞ
)
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
裁
判
所
は
、
民
事
事
件
に
お
い
て
は
、
不
法
な
計
画
の
遂
行
と
完
成
を
助
け
る
こ
と
を
常
に

拒
絶
す
る
。
常
に
裁
判
所
は
、
民
事
の
訴
の
基
礎
が
良
俗
に
違
反
(
ヨ
G
F
2
8
0ご
z
r
s
R
5
0
ご
F
)
す
る
も
の
で
あ
り
、
人
間
の
相
互
関
係
の
倫
理
を

規
定
す
る
規
則
・
制
定
法
ま
た
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
無
視
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
訴
は
無
効
と
さ
れ
(
与
え
巾
)
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
す
る
。
衡
平
法
裁

判
所

(
8
5
5
0同

2
2可
)
も
ま
た
法
的
救
済
(
一
ぬ
間
巳
耳
目
&
5
)
を
行
う
裁
判
所
も
邪
悪
の
完
成
に
裁
判
所
の
手
続
の
利
用
を
許
容
(
三
伶
E
Z
F
E
E
C同

5
2
℃
5
2
E
S
S
E
E
5
2見。

ω
3
3
m
)
し
な
い
。
刑
法
に
お
け
る
『
わ
な
』
の
理
論
は
、
民
事
手
続
に
適
用
さ
れ
る
こ
の
同
じ
法
則
の
ア
ナ
ロ
グ

(自己
D
官
。
)
で
あ
る
。
『
わ
な
』
の
抗
弁
を
可
と
す
る
裁
判
所
の
真
の
基
礎
は
ま
さ
に
こ
こ
に
あ
る
。
た
と
え
こ
の
法
則
が
、
政
府
は
禁
反
言
を
し
た

(gg司マ

丘
)
と
か
、
被
告
人
は
有
罪
と
証
明
さ
れ
な
い
と
い
っ
た
宴
一
口
の
も
と
に
そ
の
ベ

I
ル
が
か
ぶ
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
。
」
読
む

「
こ
の
理
論
は
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ポ
リ
シ
イ
の
基
本
原
則
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る

Q

み
ず
か
ら
の
機
能
の
保
護
と
み
や
す
か
ら
の
殿
堂
の
純
潔
の
維
持

(
古
川

9
0
2
5
0口
弘
子
。
℃
E
H
q
oご
宮
司
君
=
芯
B
立
。
)
は
裁
判
所
に
の
み
帰
属
す
る
。
刑
法
の
売
淫
(
百
円
O
M
C
2
2
2
0
h
p
o
n
2
5
5己
宮
司
)
か
ら
み
ず
か

ら
を
そ
し
て
政
府
を
保
護
す
る
の
は
裁
判
所
の
そ
し
て
裁
判
所
だ
け
の
領
域

2
5
5
5乏
で
あ
る
。
不
注
意
な
者
(
円

Z

5
雪
印
ミ
)
を
『
わ
な
』
に
か
け
て

犯
罪
に
陥
れ
る
こ
と
に
よ
る
正
義
の
原
則
の
侵
害
は
、
だ
れ
に
よ
っ
て
、
ま
た
手
続
の
ど
の
段
階
に
お
い
て
そ
の
事
実
が
裁
判
所
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
か

を
問
わ
ず
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
顧
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
裁
判
所
は
、
ま
っ
た
く
正
当
に
、
被
告
人
を
ヘ
ィ
ビ
ア
ス
・
コ

l
バ
久
の
令
状

Z
E
え

E
r
g
g
G
E
)
に
よ
っ
て
釈
放

z
g
E吋
問
。
)
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
同
様
に
、
起
訴
状
を
破
棄
し

(
A
5
5
H
Z
S岳
EEEMH)
、
ま
た
妨
訴
抗
弁

(立
2
5
g与
を
容
れ
て
こ
れ
を
審
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
裁
判
所
の
権
限
は
こ
れ
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
『
わ
な
』
の
証
明
が
あ
っ
た
と



き
は
手
続
の
ど
の
段
階
に
お
い
て
も
、
裁
判
所
は
訴
追
を
阻
止
し

(mg司円
Z
胃

cmmhE守
口
)
、
起
訴
状
を
破
棄
し
、
被
告
人
を
釈
放
(
百
円
巳

5

E
可
)
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
事
実
に
疑
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
『
わ
な
』
の
争
点
を
陪
審
に
付
し
て
そ
の
助
言
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
陪
審

の
答
申
が
ど
う
で
あ
ろ
う
と
も
、
行
為
す
る
権
限
と
義
務

(
3
R
E
L
E可
)
と
は
裁
判
所
に
存
す
る
の
で
あ
っ
て
陪
審
に
は
に
慌
に
「
か
か
る
行
為
は
有

罪
の
裁
告
人
に
免
責

(
M
E
5
5ミ
)
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
。
制
定
法
に
基
づ
か
ず
し
て
立
法
意
味
に
つ
い
て
の
裁
判
所
の
解
釈
に
基
づ
く
抗
弁

(ι
ぇ
2
月
)

を
被
告
人
に
権
利
と
し
て
認
め
る
こ
と
は
被
告
人
に
不
当
な
免
責
特
権

(
5
3
ロE
E
L
E
E
E
-三
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
」
「
邪
悪
の
完
成
に
裁
判
所
自

身
の
手
続
を
貸
し
て
こ
れ
を
助
け
る
こ
と
を
拒
絶
す
る
と
い
う
こ
と
と
、
審
理
お
よ
び
有
罪
認
定
の
の
ち
科
せ
ら
れ
る
べ
き
刑
す
E
m
}
5
0互
に
関
し
、
制

定
法
の
命
じ
る
と
こ
ろ
を
司
法
立
法
(
』
邑

E
丘
一
ゆ
回
目

E
5ロ
)
に
よ
っ
て
修
正
す
る
と
い
う
こ
と
の
聞
に
は
大
き
な
差
異
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
て

論
ず
る
ま
で
も
な
い
己
「
『
わ
な
』
の
抗
弁
(
常
F
Eゆ
)
を
被
告
人
に
属
す
る
も
の
と
認
め
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
る
争
点
は
)
般
争
点
の
抗
弁
(
立
2
d
h
p
m

阻

g
o
E
E
C
O
)
に
よ
り
彼
を
審
理
す
る
た
め
に
召
集
さ
れ
る
陪
審
員
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
す
れ
ば
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
真
の

法
則
か
ら
全
く
逸
脱
す
る
誤
っ
た
争
点
を
審
理
す
る
こ
と
に
な
る
。
」
「
被
告
人
が
悪
評
(
ゲ
注
目
吉
g
E
Cロ
)
を
と
っ
て
い
た
り
、
前
に
法
律
違
反
を
行
っ
た

(門
5
5
m
Z自
)
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
、
政
府
公
務
員
の
」
(
正
当
化
さ
れ
な
い
わ
な
の
)
「
行
為
が
宥
恕
さ
れ

(
B
E
C
5
)
ま
た
は
無
害

(5ロ
2
5豆
と

認

め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
嫌
悪
す
べ
き
所
為
の
完
成
に
対
し
て
裁
判
所
の
手
続
を
拒
絶
す
る
と
い
う
理
由
を
全
く
無
視
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
理

論
の
根
拠
を
放
棄
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
政
府
と
被
告
人
の
双
方
の
権
利

(
2
E
5
)
を
ば
か
り
か
け
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
実
は
被
告
人
に
は
権
利

(
2
5
G
)
は
な
い
の
で
あ
り
、
ま
た
訴
追
の
法
則

(
z
r
o『出口
t
g
)
は
不
正
な
手
段
(
守
口
一

2
2
2
)
に
よ
る
犯
人
の
処
罰
か
ら
得
ら
れ
る
利
益

(mgL)
の

見
積
り
を
根
拠
に
し
う
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
」
か
く
し
て
、
「
適
用
さ
れ
る
べ
き
原
理
は
、
政
府
み
ず
か
ら
の
職
員
に
よ
っ
て
そ
そ
の
か
さ
れ
た
犯
罪

の
裁
判
に
対
し
て
は
裁
判
所
の
門
は
閉
ざ
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る

(
h
E『
2
2
5門
宏
己
虫
色

S
H
7
2
5一え
ω
2
5
2
5
t間三
a
Z
5
2刷
0
5
3
5
8
P

C者
ロ
ロ
同
2
2・
)
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
他
の
ど
の
よ
う
な
争
点
も
、
ま
た
界
貿
あ
る
公
務
員

(
m
z
q
c『P
E一
)
と
罪
責
あ
る
被
告
人
(
間
E
一々

p
r
E
E戸

)

と
の
権
利

(
Z
E
5
)
の
比
較
も
、
こ
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ポ
リ
シ
イ
の
大
原
則
の
適
用
に
お
い
て
地
歩
を
占
め
る
も
の
で
ル
叫
い
o
」

公訴 の 利 益

北法19(1・95)95

(註

1
)
H
P
(
U・
口
。
ロ
コ
巳
一
ポ

J
広
島

EP-
ゎ
0
2
3一
c『
円
三
2
5
E
H
F
ω
3
2・
mさ
o一
旦
四
8
ロ
ω
ロ
ロ
仏
〉
岡
山
口
門
司
3
〈
D2ZSE--JF}。
戸
mw
宅
』

CFH円ロ刊戸ア〈
o一・由
0
.

]
{
由
日
]
ケ
目
ν・
】

O
由
市
w

・

(註

2
〕
同
事
件
は
禁
酒
法
違
反
の
事
案
で
あ
る
が
、
そ
の
他
の
事
案
と
し
て
没
、
た
と
え
ば
麻
酔
薬
に
つ
い
て

ω
F
2
5
E
〈
-
C
E
Z
L
T伊丹虫、

ω
g
d・
ω・

ω密
(
呂
町
∞
)
、
偽
造
(
口
E
E
2
r
E口
町
)
に
つ
い
て

C
E
Z仏
m
g
g
〈
∞
言
合
{DHPH∞
回
明
・
包
忠
叶
(
叶
円
r
h弓
芯

印

O
)
U
C
E
Z
L
T巳
自
〈
・

2
】亡。。一一
P



説

工
∞
明
，
・

M
L
N
S
(包

n
F
H
C印
。
)
、
物
価
統
制
違
反
に
つ
い
て
問
。
町
『
〈
-
C
2
5
ω
ω
g
g
y
H
S
司・

M
L
Z品
(
印
長
円
以
円
・
お
お
)
、
ガ
ス
配
給
違
反
に

つ
い
て
∞

E
2
戸
口
三

R
L
え
巳

F
5
H
Hり

E
U
E吋

(
e
r
C円・

3
品
目
)
、
選
択
的
兵
役
服
務
(
百
一
円

Z
2
8
2
5凸
)
に
つ
い
て

C
E
Z仏
ω
Z昨
日
〈
-

P
3
5
5
0
司
-
E
g
N
q
F
C
F
)
・

2
ヱ
-
伊
口
正

ω
N
a
c
-
∞
・
叶

g
2
2
3
堕
胎
の
密
止
口

(
ω
F
E
S
S『
0
5
2
5ロ
)
に
つ
い
て

g
g
H
7
3

戸
口
包
件
。
ι
ω
g
F
H
N
2り・
N
L
H
H∞
(
印

P
C
H・)幡町巾同門門戸
g
H丘
ω
g
c
-
∞・

2
H
C志
向
)
ま
た
わ
い
せ
つ
物

(orMn巾
日
目
白
昨
日
正
)
に
つ
い
て

d
i
g仏

ω
g
H
a
〈
・
出

2
r号
、
白

N明
-
N仏
呂
。
叶

(N仏
わ
町
-Hmvωω)
な
ど
が
あ
る
。

(註

3
)
白
血
〉

B
q
E
S
H
L垣
見
。
℃
己
宮
、
官
官
・
忠
由
。
そ
の
見
解
は
こ
う
だ
。
「
技
巧
と
策
略
は
犯
罪
業
(
口
コ
ヨ

E
乙

g
向
。
号
己
主
に
従
事
し
て
い
る
者
を
逮
え

る
た
め
に
用
い
ら
れ
で
も
さ
し
っ
か
え
な
い
だ
ろ
う
。
」
し
か
し
「
犯
罪
の
意
凶
が
政
府
公
務
員
か
ら
源
を
発
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
公
務
員
が

訴
追
の
目
的
で
界
の
な
い
者
の
心
中
に
犯
罪
を
犯
そ
う
と
す
る
気
持
を
値
え
つ
け
犯
行
を
誘
引
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
問
題
は
変
わ
っ
て
く
る
。
」

(℃
-
M日
ω)
。
「
連
邦
裁
判
所
は
こ
れ
ま
で
一
般
的
に
リ

1
デ
ィ
ン
グ
・
ヶ

l
ス
で
あ
る
回
見

Z
〈・

C
2
5凶

ω
g
g凶

((pc'
〉
・
∞
予
)
毘
〉
・

r
H
P
E

ω-N叶
ω
同り&・

ω缶
)
事
件
に
お
け
る
サ
ン
ボ

l
ン
巡
回
判
事

(
C
R巳
片
』
亘
書

ω
g
r
o
E
)
の
次
の
見
解
を
承
認
し
て
き
た
。
す
な
わ
ち
「
法
を
執
行
す

る
公
務
員
の
第
一
の
職
務
は
、
犯
罪
を
予
防
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
罰
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
犯
罪
を
訴
追
し
処
罰
す
る
と
い
う
、
た
だ
そ

れ
だ
け
の
目
的
の
た
め
に
犯
罪
を
煽
動
し
て
作
り
出
す

(
5
2芯
E
仏
2
2
5
こ
と
は
彼
等
の
職
務
で
は
な
い
。
(
中
略
〉
。
意
図
に
お
い
て

(5
子
。
己
悶
a

yH)
も
ま
た
行
為
に
お
い
て

(
5
L
g
L
)
も
決
し
て
犯
す
こ
と
の
な
か
っ
た
罪
、
し
か
も
公
務
員
が
そ
れ
を
犯
す
よ
う
に
鼓
舞

(HE宮
古
)
し
、
そ
そ
の

か
し

(Enzo)
、
説
得
し
、
そ
し
て
誘
惑

(EE)
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
決
し
て
犯
さ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
罪
に
つ
い
て
、
そ
の
行
為
者
を
罰
す
る
こ
と
は

良
心
に
反
す
る
こ
と
で
あ
り
す
5
0ロ
目

5
5
z
a
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ポ
リ
シ
イ
と
国
の
確
立
し
た
法
(
同
}
耳
目

S
Z
E
r
o仏
-m君
。
円
一
言
仏
)
と
に
反
す
る
』

と
。
」

(
P
N
2・
N印
印
)
。
「
こ
の
法
律
を
議
会
、
か
訓
制
定
す
る
に
当
っ
て
、
も
し
そ
う
で
な
け
れ
ば
無
罪
で
あ
る
す
子
q
5
B
5
5口
B
同
)
者
を
誘
惑
し
て

罪
に
陥
れ
こ
れ
を
処
罰
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
そ
の
者
に
対
す
る
政
府
公
務
員
の
煽
動

2
5
c
m
m
H
Eロ
)
に
よ
っ
て
捜
査
と
こ
の
法
律
の
執
行
の
手
続

が
濫
用
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
、
が
、
議
会
の
意
図
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
法
律
の
文
言
に
よ
っ
て
法
律
の
精
神
と
目
的
に
違

背
す
る
よ
う
に
強
い
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
(
中
略
〉
。
執
行
の
完
全
性
の
維
持
(
ヨ
巳

E
2
3
2
0同門
z
z
s
mユ
ミ
D

問
主
S
5
5
3
t
g
)
に
お
け

る
最
高
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ポ
リ
シ
ィ
が
本
事
案
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
に
お
い
て
は
法
律
の
強
行
の
排
除
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の

考
慮
は
事
件
が
法
律
の
適
用
範
囲
の
外
に
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
ま
た
そ
の
条
文
が
こ
の
ポ
リ
シ
ィ
と
矛
盾
し
ま
た
正
義
感
に
反
し
た
手
続
を
要

求
す
る
と
解
釈
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
結
論
を
正
当
な
も
の
と
し
て
根
拠
づ
け
る
。
」
守
-

M
印
3
0
「
わ
な
の
抗
弁
は
、
被
告
人
が
有
罪
で
あ
る
に

か
か
わ
ら
ず
放
免
(
問
。
昨
日
)
さ
れ
る
と
い
う
見
地
に
お
い
て
で
な
く
、
政
府
公
務
員
が
被
告
人
の
行
為
の
煽
動
者
会
四
百
己
官

g乙
で
あ
る
場
合
に
政

論

北法19(1・96)96



〆
t
¥

府
が
被
告
人
は
有
罪
で
あ
る

R
E一
号
)
と
し
て
主
張
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
え
な
い
と
い
う
見
地
に
お
い
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
守

-NS)
。

す
な
わ
ち
、
「
わ
な
」
が
あ
っ
た
か
否
か
は
‘
有
罪
無
罪
に
か
か
わ
る
要
件
と
し
て
、
開
審
員
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

(註

4
)

す
な
わ
ち
、
と
え
ば
い
わ
く
、
「
『
わ
な
』
に
か
け
ら
れ
た
と
い
え
、
行
為
そ
の
も
の
と
し
て
は
犯
罪
の
成
立
要
件
を
す
べ
て
具
備
す
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
点
ば
、
少
な
く
と
も
大
陸
法
系
の
犯
罪
理
論
か
ら
は
最
後
ま
で
割
り
切
れ
な
い
で
残
る
よ
う
に
お
も
う
」
(
団
藤
・
「
『
わ
な
(
エ

γ
ト一フ

ヂ
プ
メ
ン
ト
〉
の
理
論
」
刑
法
雑
誌
二
巻
三
号
四
五
頁
)
。
「
わ
が
刑
法
理
論
と
し
て
は
、
違
法
阻
却
又
は
責
任
阻
郊
事
由
の
な
い
限
り
構
成
要
件
該

当
の
行
為
が
あ
れ
ば
原
因
動
機
の
如
何
に
拘
ら
ず
一
応
犯
罪
は
成
立
す
る
の
で
あ
っ
て
、
単
に
パ
ブ
リ
ッ
ク
ポ
リ
シ
ィ
乃
至
憲
法
の
一
般
条
項
を
恨
拠

と
し
て
直
ち
に
犯
罪
性
或
は
可
罰
性
を
阻
却
す
る
と
い
う
理
論
は
そ
の
問
に
飛
躍
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
又
刑
罰
法
規
に
「
わ
な
』
の
場
合
は
不
適
法

と
言
う
但
霊
園
、
か
常
に
内
在
し
て
い
る
と
す
る
見
解
も
実
定
法
の
解
釈
と
し
て
は
余
り
に
も
豪
引
付
合
で
あ
り
事
実
上
司
法
に
よ
る
立
法
の
修
正
と
考
え

ら
れ
、
い
ず
れ
も
妥
当
な
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
」
(
奥
村
正
策
・
(
昭
二
八
年
三
月
五
日
最
高
裁
)
判
例
評
釈
、
神
戸
法
学
雑
誌
〈
D
F
園
・
必

2
、

一
九
五
三
年
一

O
月
・
四
二
八
頁
〉
。
あ
る
い
は
「
犯
罪
の
成
立
に
必
要
な
の
は
具
体
的
な
犯
意
で
あ
る
。
以
前
か
ら
抽
象
的
に
犯
罪
の
意
図
を
も
っ

て
ゐ
た
か
ど
う
か
は
、
情
状
論
と
し
て
は
と
も
か
く
、
犯
罪
の
構
成
要
件
、
行
為
の
違
法
性
、
行
為
の
道
義
的
責
任
の
い
づ
れ
に
も
関
係
が
な
い
。
オ

ト
リ
捜
査
に
よ
っ
て
誘
発
さ
れ
、
検
挙
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
実
体
法
的
に
無
罪
で
あ
る
と
す
べ
き
理
由
は
ど
こ
に
も
な
い
」
(
小
野
・
(
最
判
昭
二

八
・
三
・
五
)
判
例
研
究
・
警
察
研
究
二
五
巻
一
一
号
・
四
七
頁
)
と
。
な
お
、
積
極
的
に
解
す
る
も
の
と
し
て
は
、
問
中
政
義
・
「
図
捜
査
に
関
す

る
若
干
の
考
察
」
判
例
タ
イ
ム
ス
一
回
号
三
七
頁
以
下
が
あ
る
。

(註

5
)

小
野
・
前
掲
・
四
七
頁
。

(註
6
)

東
京
高
裁
・
昭
和
二
六
年
十
二
月
一
一
日
判
決
、
高
裁
刑
集
・
四
巻
四
号
二

O
七
四
頁
。

(詮
7
)

最
高
・
昭
和
二
八
年
三
月
五
日
決
定
、
刑
集
・
七
巻
三
号
四
八
二
頁
。

(註

8
)

団
藤
・
綱
要
・
六
訂
版
・
一
一
一
一
五
頁
。

(
註

9
〉
団
藤
・
前
掲
(
刑
法
雑
誌
二
巻
三
号
〉
五

O
頁。

ハ
註

ω〉
奥
村
・
前
掲
四
三
二

l
四
三
三
頁
は
い
う
。
ォ
ト
リ
捜
査
行
為
は
「
合
目
的
見
地
か
ら
許
容
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
と
は
思
う
が
、
目
的
は
常
に
手
段

を
正
当
化
す
る
も
の
で
は
な
く
必
ず
そ
こ
に
法
治
国
家
と
し
て
の
限
界
が
あ
る
。
」
「
本
来
国
民
の
福
祉
に
の
み
奉
任
す
べ
き
捜
査
機
関
が
平
穏
な
生
活

を
営
ん
で
い
る
善
良
な
市
民
に
対
し
て
ト
リ
ッ
ク
を
用
い
こ
れ
を
誘
惑
教
唆
し
て
犯
罪
に
陥
し
入
れ
る
と
言
う
様
な
捜
査
行
為
は
、
本
来
犯
罪
の
起
り

得
な
い
と
こ
ろ
に
作
為
的
に
犯
罪
を
作
り
上
げ
る
も
の
で
あ
っ
て
合
目
的
的
見
地
か
ら
み
て
も
許
き
れ
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
捜
査
機
関
に
よ
っ
て

北法19(1・97)97
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説

翻
弁
さ
れ
た
個
人
は
憲
法
十
三
条
に
よ
る
個
人
の
尊
厳
を
全
く
無
視
さ
れ
た
結
果
と
な
り
、
も
は
や
当
不
当
の
問
題
を
超
え
て
正
に
憲
法
十
三
条
に
言

う
個
人
の
自
由
及
び
幸
福
追
求
権
の
侵
害
行
為
で
あ
る
。
」
「
一
般
的
に
言
っ
て
犯
罪
が
公
共
の
福
祉
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、

あ
る
特
定
の
罪
を
訴
追
す
べ
き
か
ど
う
か
は
、
犯
罪
の
結
果
と
し
て
の
法
益
侵
害
の
み
が
判
断
の
基
準
と
な
る
の
で
は
な
く
、
行
為
者
そ
の
も
の
及
び

行
為
の
過
程
と
結
び
つ
け
て
こ
れ
を
放
置
す
る
こ
と
が
公
共
の
福
祉
に
反
す
る
ば
あ
い
に
始
め
て
訴
追
が
許
さ
れ
る
わ
け
で
あ
り
、
本
来
善
良
で
あ
り

平
穏
な
生
活
を
送
り
得
た
管
で
あ
る
の
に
拘
ら
ず
捜
査
機
関
の
ト
リ
ッ
ク
に
よ
っ
て
犯
罪
者
と
な
っ
た
様
な
個
人
を
放
置
し
て
も
公
共
の
福
祉
に
反
す

る
と
は
通
常
考
え
ら
れ
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
最
初
捜
査
機
関
の
ト
リ
ッ
ク
に
よ
っ
て
憲
法
十
三
条
の
権
利
の
侵
害
一
を
う
け
た
個
人
が
、
更
に
公
共
の

福
祉
の
名
に
於
て
訴
追
さ
れ
憲
法
十
三
条
の
権
利
の
制
限
を
受
け
る
と
言
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
の
個
人
は
、
終
始
憲
法
十
三
条
の
保
護
を
受
け
得
な

い
と
い
う
不
当
な
結
果
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
結
局
か
よ
う
な
訴
追
は
妥
当
で
は
な
い
の
み
な
ら
ず
憲
法
十
三
条
に
違
反
す
る
も
の

で
あ
る
o
」
し
た
が
っ
て
、
「
少
く
と
も
全
然
犯
意
の
な
か
っ
た
者
を
誘
感
教
唆
し
て
犯
行
さ
せ
た
場
合
、
こ
れ
を
訴
追
す
る
こ
と
は
形
式
的
に
は
訴
訟

法
規
に
違
反
す
る
と
こ
ろ
は
な
い
が
、
実
質
的
に
は
直
接
憲
法
に
違
反
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
よ
う
な
ば
あ
い
は
公
訴
提
起
の
手
続
が
無
効
と
し
て
刑

事
訴
訟
法
三
三
八
条
四
号
に
従
い
公
訴
棄
却
を
す
べ
き
で
は
な
い
か
」
と
。

(
註
日
)
包
〉
・
円
、
.
M
N
・℃司‘

N
S
o

な
お
、
フ
ラ
ン
デ
イ
丸
、
ス
ト
ー
ン
両
判
事
(
回
S
口門山

2
m
g
ι
ω
5
5
)
が
こ
れ
に
賛
成
し
て
い
る
。

(
註
ロ
〉

E
?
司

8
0・

(
註
日
)

H

σ

正
-
w

同

}
-
N
2
・

(註

H
)
E
ι
・
・
℃

-Mg-

論

4 

右
に
み
た
よ
う
に
、

ロ
パ

I
ツ
判
事
の
少
数
意
見
は
、
罰
則
の
解
釈
の
問
題
と
し
て
取
扱
う
こ
と
な
し
に
、

い
か
な
る
罪
質
の
犯
罪

に
つ
い
て
も
、

「
政
府
み
ず
か
ら
の
職
員
に
よ
っ
て
そ
そ
の
か
さ
れ
た
犯
罪
の
裁
判
に
対
し
て
は
裁
判
所
の
門
は
閉
ざ
さ
れ
る
べ
き
だ
」

と
い
う
パ
ブ
リ
ッ
ク
、

ポ
リ
シ
イ
を
端
的
に
、
そ
し
て
卒
直
に
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
、

と
す
る
。
そ
の
こ
と
を
承
認
す
る
と
す
れ
ば
、
問

題
は
、
有
罪
、
無
罪
す
な
わ
ち
実
体
法
上
の
問
題
と
は
何
ら
関
係
の
な
い
も
の
と
な
る
。

確
か
に
、
「
わ
な
」
が
実
体
法
上
の
問
題
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

次
の
よ
う
に
、

き
み
よ
う
な
そ
し
て
不
合
理
な
こ
と
に
な
る
o

実
体
法

的
に
把
握
す
る
立
場
で
は
、

「
わ
な
」
で
あ
っ
た
か
い
な
か
は

結
局
の
と
こ
ろ
被
告
人
が
他
の
類
似
の
犯
罪
を
犯
し
た
こ
と
が
あ
っ
た

北法19(1・98)98



会
批

1
〉

か
い
な
か
に
か
か
っ
て
く
る
。

し
か
し
、
被
告
人
は
、
類
似
の
犯
罪
を
過
去
に
犯
し
て
き
た
か
も
し
れ
な
い
と
し
て
も
、
彼
が
現
に
公
判

廷
に
お
い
て
裁
判
を
受
け
る
の
は
そ
の
た
め
で
は
な
い
。
彼
を
処
罰
す
べ
き
以
前
の
違
反
行
為
に
つ
い
て
は
証
拠
は
不
十
分
で
あ
る
。
そ

う
で
な
け
れ
ば
彼
を
「
わ
な
」
に
陥
れ
る
こ
と
は
不
必
要
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
実
体
法
的
に
把
握
す
る
立
場
は
、

ま
た
、
所
犯
の
罪

質
を
基
準
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
罪
質
が
官
憲
の
行
動
を
非
難
す
る
よ
り
よ
り
以
上
に
極
悪
非
道
の
も
の
で
あ
る
か
い
な
か
が
問
題
と
さ

(託
2
)

れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
罪
質
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
、
被
告
人
は
犯
し
も
し
な
い
罪
科
の
た
め
に
公
判
廷
に
お
い
て
裁
判
を

受
け
る
も
の
で
は
な
い
。
他
面
、

そ
の
被
告
人
を
公
判
廷
に
出
廷
せ
し
め
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
官
憲
に
よ
っ
て
「
わ
な
」
に
か
け
ら
れ

な
け
れ
ば
犯
さ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
犯
罪
で
あ
る
ご
と
に
か
わ
り
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
る
場
合
に
は
犯
行
の
明
白

な
事
実
が
否
定
さ
れ
、
あ
る
場
合
に
は
肯
定
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
こ
と
を
訴
訟
手
続
上
の
問
題
と
し
、
端
的
に
「
わ
な
」
の
事
実
が
判
明
す
れ
ば
起
訴
を
無
効
と
す
る
と
考
え
る
と
、
被
告
人

ま
た
罪
質
を
問
題
に
す
る
こ
と
も
い
ら
な
く
な
る
。
そ
の
意
味
に
お

の
悪
評
判
あ
る
い
は
以
前
の
犯
罪
は
当
然
審
理
の
範
囲
外
と
な
り
、

い
て
、
民
事
訴
訟
に
適
用
さ
れ
る
原
理
に
着
服
し
、
そ
れ
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
お
い
て
、
い
か
な
る
罪
質
の
犯
罪
に
つ
い
て
も
「
邪
悪
の

完
成
に
裁
判
所
の
手
続
の
利
用
の
許
与
を
拒
絶
す
」
べ
き
だ
と
し
て
、
問
題
を
手
続
面

(
H
U
形
式
裁
判
〉
に
お
い
て
解
決
し
よ
う
と
す
る

ロ
パ
l
ツ
判
事
の
見
解
は
示
唆
す
る
と
こ
ろ
多
大
で
あ
る
。

、ノ

〈設

1
〉
官
憲
の
詐
術
が
犯
立
田
山
お
よ
び
意
思
決
定
を
左
右
し
た
か
否
か
、
に
基
準
を
求
め
る
一
連
の
わ
が
高
裁
判
例
の
立
場
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
こ
と
が
い

ふ
ん
ヲ

Q

。

(註

2
)

わ
が
判
例
に
お
い
て
も
、
こ
の
点
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
無
罪
判
決
を
支
持
し
た
昭
和
二
七
年
七
月
二
九
日
東
京
高
裁
判
決
(
高
裁
刑
集

五

l
九
|
一
五

O
二
)
で
は
、
被
告
人
の
所
為
は
「
予
想
さ
れ
る
危
険
性
を
生
来
的
に
欠
い
て
い
る
」
こ
と
を
挙
げ
る
。
地
方
、
有
罪
を
支
持
し
た
た

と
え
ポ
昭
和
二
六
年
一
一
月
二
六
日
東
京
高
裁
判
決
公
尚
裁
刑
集
四
1

一一一一
l
t
一
九
三
コ
一
)
は
「
麻
薬
の
不
正
な
使
用
は
人
の
健
康
に
有
害
な
ば
か
り

で
な
く
、
そ
の
害
惑
は
容
易
に
社
会
の
各
局
に
伝
播
す
る
特
性
が
あ
っ
て
、
国
民
の
健
全
な
社
会
生
活
を
破
壊
し
、
公
共
の
世
間
祉
に
重
大
な
悪
影
響
を
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説

及
ぼ
す
」
と
し
て
麻
薬
事
件
に
お
け
る
「
オ
ト
リ
」
の
合
法
性
を
恨
拠
づ
け
る
。

北法19(1・100)100 

論

し
か
し
、
「
被
告
人
は
『
わ
な
』
に
か
け
ら
れ
た
と
い
う
理
由
で
な
ん
ら
の
権
利
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
よ
「
み
ず
か
ら
の
機
能
の

保
護
と
み
ず
か
ら
の
殿
堂
の
純
潔
の
維
持
は
、
裁
判
所
に
の
み
帰
属
す
る
o

か
よ
う
な
刑
法
の
売
淫
か
ら
み
ず
か
ら
を
保
護
し
ま
た
政
府

5 を
保
護
す
る
の
は
裁
判
所
の
、

そ
し
て
裁
判
所
だ
け
の
領
域
で
あ
る
」
と
し
て
、
専
ら
裁
判
所
の
観
点
か
ら
の
み
、

み
る
こ
と
に
は
検
討

の
余
地
が
あ
る
。

確
か
に
、

ロ
パ
!
ツ
判
事
の
い
う
通
り
、
裁
判
所
は
、

不
法
な
計
画
の
遂
行
と
完
成
を
肪
け
る
こ
と
を
つ
ね
に
拒
絶
す
べ
き
で
あ
り
、

そ
の
際
に
、
罪
質
を
問
題
に
す
‘
べ
き
で
な
い
。
制
定
法
の
解
釈
も
要
求
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
ま
た
、
実
行
行
為
に
出
た
被
告
人
を
よ

し
と
す
べ
き
も
の
で
も
な
い
。

そ
し
て
、

」
の
よ
う
に
被
告
人
の
罪
質
に
か
か
ず
ら
う
こ
と
な
く
、

裁
判
所
が
、

と
く
に
国
家
に
対
し

て
、
そ
の
門
戸
を
閉
ざ
す
の
は
、
裁
判
所
み
ず
か
ら
の
機
能
を
保
護
し
、

た
、
政
府
(
国
家
〉
お
よ
び
政
府
の
手
続
の
純
潔
を
保
護
す
る
た
め
の
も
の
で
も
あ
ろ
う
。

そ
の
純
潔
性
を
保
護
せ
ん
が
た
め
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
、

ま

し
か
し
、
も
し
そ
れ
が
政
府
の
た
め
の
も
の
だ
け
に
し
か
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

そ
れ
を
政
府
は
放
棄
し
て
も
か
ま
わ
な
い

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
許
さ
れ
な
い
。
な
ぜ
許
さ
れ
な
い
の
か
。

ロ
バ

l
ツ
判
事
の
い
う
と
こ
ろ
は
、
そ
れ
が
裁
判
所
の
た
め
の
も
の
で
も

そ
れ
は
正
し
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
は
た
し
て
、
(
政
府
と
)
裁
判
所
だ
け
の

あ
る
か
ら
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
、

た
め
の
も
の
で
し
か
な
い
の
か
。
そ
う
だ
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
裁
判
所
は
ま
た
そ
の
純
潔
を
己
れ
の
犠
牲
に
お
い
て
棄
て
て
も
、
そ
れ

は
非
難
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
o

し
か
し
、

判
事
も
、

刑
法
の
売
淫
か
ら
み
ず
か
ら
の
そ
し
て
政
府
の
純
潔
を
保
持
す
る
の

は
、
裁
判
所
の
責
務
で
あ
る
こ
と
を
疑
わ
な
い
。
な
ぜ
、

そ
れ
が
裁
判
所
の
責
務
と
な
る
の
か
。
な
ぜ
、
そ
れ
が
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ポ
リ
シ

イ
と
さ
れ
、

そ
の
前
に
政
府
の
訴
追
が
阻
止
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、

ま
た
裁
判
所
は
そ
の
阻
止
に
当
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
。

ロ
パ
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事
は
口
を
喋
む
。
わ
れ
わ
れ
は
、

っ
き
つ
め
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
、

政
府
の
そ
れ
に
せ
よ
、
裁
判
所
の
そ
れ
に
せ
よ
、
き
れ
い
な
手
続
と
は
、
当
事
者
た
る
市
民
が
そ
の
人
権
を
侵
さ
れ
る
可
能
性
を
、
実

際
上
、
最
少
限
度
に
食
い
止
め
る
こ
と
に
役
立
つ
手
続
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
き
れ
い
な
手
続
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
対
象
は
、
い

き
つ
く
と
こ
ろ
、
被
告
人
と
さ
れ
る
だ
ろ
う
市
民
の
権
利
、
利
益
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。
こ
の
市
民
の
権
利
、
利
益
が
、

こ
れ
に
か
か
わ
る
国
家
活
動
に
対
し
て
、
そ
れ
が
き
れ
い
な
手
続
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
命
令
す
る
こ
と
を
、
す
な
わ
ち
、

被
告
人
と
さ
れ
る
市
民
の
利
益
か
ら
の
命
令
に
基
づ
く
必
要
で
あ
る
こ
と
を
見
落
し
て
は
な
ら
な
い
。

門
を
閉
ざ
し
て
、

手
続
の
純
潔
は
被
疑
者
、

(
検
察
官
〉
の
訴
追
に
対
し
て
、

そ
の
請
求
の
当
否
の
判
断
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
、

裁
判
所
の
利
益
で
あ

確
か
に
、

る
o

し
か
し
、
そ
れ
は
、
そ
れ
の
放
棄
が
自
己
の
単
な
る
負
担
を
意
味
す
る
だ
け
の
も
の
な
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
市
民
(
被
告
人
)

の
利
益
か
ら
の
命
令
に
基
づ
く
必
要
で
で
も
あ
る
こ
と
を
見
落
し
て
は
い
け
な
い
。

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、

「
被
告
人
は
『
わ
な
』
に
か
け
ら
れ
た
と
い
う
理
由
で
な
ん
ら
の
権
利
を
も
も
つ
も
の
で
は
な
い
」
と
い
い
切

る
こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
「
わ
な
」
に
か
け
ら
れ
た
と
い
う
理
由
で
、
被
告
人
は
自
己
の
無
罪
を
主
張
で
き
る
も
の
で
は

な
い
。
し
か
し
、
実
は
自
分
は
一
わ
な
」
(
不
潔
な
手
続
・
不
正
な
手
段
に
よ
っ
て
準
備
さ
れ
た
八
ム
訴
)
に
よ
っ
て
訴
追
を
受
け
て
い
る
と

¥
E
ノ

主
張
し
、
か
か
る
訴
追
に
対
す
る
裁
判
所
の
制
御
を
求
め
う
べ
き
訴
訟
上
の
地
位
に
い
な
い
、
と
い
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
わ
な
」

の
証
明
が
あ
っ
た
と
き
に
は
、
手
続
の
ど
の
段
階
に
お
い
て
も
、
裁
判
所
は
訴
追
を
阻
止
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
そ
の
結
果
は
被
告
人
に

公訴の利益

と
っ
て
利
益
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
被
告
人
に
対
し
て
そ
の
利
益
享
受
の
期
待
権
を
伴
い
う
べ
き
も
の

で
は
な
い
単
な
る
反
射
的
な
利
益
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
被
告
人
は
、
か
か
る
利
益
享
受
の
期
待
権

を
訴
訟
上
主
張
す
る
こ
と
の
で
き
る
訴
訟
上
の
利
益
を
有
す
る
者
と
い
え
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
勿
論
、
被
告
人
は
そ
の
利
益
を
、
自
己
の

負
担
犠
牲
に
お
い
て
、
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
o

し
か
し
、
被
告
人
に
そ
の
利
益
が
あ
る
と
考
え
て
は
じ
め
て
、
被
告
人
が
そ
の
一
詐

国
家
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ル宅

訟
上
の
利
益
を
主
張
し
た
場
合
に
は
そ
し
て
「
わ
な
」
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
か
か
る
公
訴
に
対
し
て
そ
の

門
戸
を
閉
ざ
す
義
務
を
負
う
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
o

そ
の
場
合
に
、
被
告
人
の
傾
向
あ
る
い
は
犯
罪
意
図
等
は
考
慮
の
対
象

論

と
は
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
被
告
人
に
対
す
る
当
該
公
訴
の
準
備
が
官
憲
の
不
潔
な
手
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
か
否

か
(
官
憲
の
詐
術
・
陥
穿
が
あ
っ
た
か
否
か
)
が
端
的
に
そ
の
考
慮
の
対
象
に
の
ぼ
る
に
し
か
す
ぎ
な
い
。

(註

1
〉

な
お
、
訴
訟
上
の
「
負
担
」
と
訴
訟
上
の
「
義
務
」
に
つ
い
て
は
本
稿
第
三
章
第
二
節
で
詳
述
す
る
。

以
上
右
に
み
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
オ
ト
リ
捜
査
と
い
っ
た
不
正
手
段
に
基
づ
く

i
邪
悪
な
l
公
訴
に
対
し
て
、
つ
ま
り
か

か
る
邪
悪
の
完
成
を
意
味
す
る
検
察
官
の
一
層
の
訴
訟
制
度
利
用
に
対
し
て
は
、
そ
れ
を
拒
絶
す
ベ
く
機
能
す
る
被
告
人
の
そ
し
て
裁
判

所
の
利
益
の
発
現
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、

6 

「
八
ム
訴
の
利
益
」
の
な
い
場
合
と
し
て
刑
訴
法

す
な
わ
ち
、
訴
訟
は
公
訴
棄
却
の
判
決
を
も
っ
て
終
結
さ
れ
う
べ
き
場
合
に
ほ
か
な
ら
な

い
、
と
い
え
る
こ
と
に
つ
い
て
は
後
述
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

か
か
る
公
訴
は
、

三
三
八
条
四
号
を
使
っ
て
無
効
と
さ
れ
る
、

一
度
失
わ
れ
た
手
続
の
純
潔
は
、
そ
の
性
質
上
、
も
は
や
と
り
一
戻
す

再
度
の
排
斥
を
受
け
る
だ
ろ
う
。

こ
と
は
で
き
な
い
o

し
た
が
っ
て
、
再
訴
の
提
起
が
な
さ
れ
た
と
し
て
も
、

(詰
1
)

と
く
に
本
稿
第
三
章
第
三
節
。

第
五
節

迅
速
な
裁
判
と
の
関
係
に
お
い
て

最
近
、
裁
判
の
遅
延
が
深
刻
な
問
題
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
対
策
に
多
く
の
人
々
が
真
剣
に

取
り
組
み
、
論
議
、
検
討
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
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い
わ
ば
大
量
現
象
と
し
て
の
遅
延
か
ら
で
な
く
個
々
の
具
体
的
訴
訟
の
遅
延
か
ら
の
救
済
、

う
場
合
に
遅
延
が
問
題
と
な
り
、
そ
れ
に
対
し
て
ど
う
い
う
具
体
的
救
済
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
か
、
と
い
う
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
分
析

(註

1
〉

さ
れ
論
じ
ら
れ
は
じ
め
て
い
る
。
現
実
の
問
題
と
し
て
、
こ
の
具
体
的
訴
訟
の
遅
延
か
ら
の
救
済
の
問
題
の
論
議
を
展
開
さ
せ
る
契
機
を

{註

2
v

作
っ
た
の
は
、
昭
和
三
八
年
-
二
月
二
七
日
最
高
裁
第
二
小
法
廷
判
決
に
よ
っ
て
結
着
を
み
た
裁
判
例
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

他
方
、

つ
ま
り
個
々
の
事
件
で
、
ど
う
い

右
の
論
議
は
、
そ
し
て
、
検
官
察
の
訴
訟
制
度
の
利
用
を
阻
止
す
べ
く
機
能
す
る
個
人

(
1被
告
人
〉
の
優
越
す
る
利
益
の
発
現
が
、

迅
速
な
裁
判
と
の
関
係
に
お
い
て
も
問
題
に
さ
れ
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
証
明
し
た
。
次
に
そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

伊
ム
、

0

・ナ

J
t
u

(註

1
)

〆
l

、

こ
の
点
を
は
じ
め
て
指
摘
し
た
の
は
松
尾
・
「
起
訴
状
の
粉
失
と
迅
速
な
裁
判
」
警
察
研
究
三
四
巻
六
見
守
二
二
五
頁
(
判
例
研
究
)
で
あ
っ
た
が
、
ア

メ
リ
カ
の
制
度
を
紹
介
し
な
が
ら
、
そ
れ
と
の
比
較
法
的
考
察
の
上
に
詳
細
に
そ
の
論
議
を
展
開
し
た
の
は
田
宮
・
「
迅
速
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
」

警
察
研
究
三
五
巻
二
号
二
五
頁
、
三
日
守
三
五
頁
、
四
号
三
頁
以
下
で
あ
る
。

(註

2
)

そ
の
事
案
は
こ
う
だ
。
す
な
わ
ち
、
被
告
人
ら
は
建
造
物
侵
入
(
な
お
公
訴
時
効
は
三
年
、
確
定
し
た
刑
の
時
効
で
も
五
年
ま
た
は
三
年
に
す
ぎ
な
い

よ
う
な
事
件
で
あ
る
〉
と
し
て
、
昭
和
二
五
年
三
月
一
五
日
に
在
宅
の
ま
ま
公
訴
を
提
起
さ
れ
た
。
第
一
回
公
判
明
刑
日
は
、
同
年
一
二
月
八
日
に
関
か

れ
た
が
、
弁
護
人
だ
け
が
出
頭
し
て
、
被
告
人
ら
は
全
員
欠
席
し
た
。
そ
こ
で
、
裁
判
所
は
、
期
日
を
延
期
し
て
、
次
回
期
日
は
迫
っ
て
指
定
す
る
同
日

告
知
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
十
余
年
を
経
過
し
た
昭
和
三
六
年
五
月
九
日
に
な
っ
て
、
や
っ
と
第
二
回
公
判
期
日
が
関
か
れ
た
。
弁
護
人
は
こ
れ

を
、
「
迅
速
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
保
障
す
る
憲
法
に
違
反
す
る
も
の
で
あ
り
、
公
訴
が
適
法
要
件
を
欠
く
に
至
っ
た
か
ら
、
刑
訴
三
三
八
条
一
号

な
い
し
四
号
ま
た
は
同
三
三
七
条
四
号
に
準
じ
て
、
公
訴
棄
却
ま
た
は
免
訴
を
言
い
渡
す
べ
き
だ
」
と
争
っ
た
。

第
一
審
判
決
(
東
京
地
裁
八
王
子
支
部
・
判
・
昭
三
七
・
五
・
一
六
・
下
級
刑
集
四
巻
五
・
六
号
四
四
回
頁
)
は
、
こ
れ
を
容
れ
て
、
本
件
手
続
の
遅

延
は
「
被
告
人
側
の
責
に
も
と
づ
く
場
合
あ
る
い
は
真
に
や
む
を
え
な
い
事
情
に
よ
る
場
合
」
で
な
く
、
「
そ
し
て
、
本
件
の
よ
う
な
訴
因
の
事
件
に

つ
い
て
約
十
年
の
歳
月
は
、
単
な
る
当
否
の
問
題
の
わ
く
を
こ
え
て
い
ち
じ
る
し
く
長
い
の
で
あ
り
、
実
例
と
し
て
も
ま
こ
と
に
稀
有
で
あ
る
o
」
「
本

件
の
場
合
に
は
、
被
告
人
雨
名
に
つ
い
て
手
続
が
は
な
は
だ
し
く
長
期
間
不
当
に
放
置
さ
れ
て
い
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
極
限
的

事
例
に
お
い
て
は
、
こ
れ
に
よ
り
訴
追
の
相
当
性
は
救
い
が
た
い
影
響
を
受
け
、
手
続
の
正
義
を
支
え
る
べ
き
訴
追
の
正
当
な
利
益
が
失
わ
れ
る
に
至
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説論

っ
た
も
の
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
け
る
訴
追
の
正
当
な
利
益
の
存
続
は
、
公
訴
の
適
法
要
件
と
し
て
刑
訴
法
が

本
来
当
然
に
要
求
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
解
す
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
結
局
、
被
告
人
両
名
に
対
す
る
本
件
公
訴
は
、
適
法
要
件
を
欠
く
に
至
っ
た

も
の
で
あ
」
(
鵠
制
)
る
と
し
て
、
「
九
町
一
骨
骨
骨
か
ト
ι
r
L
r
朴
hr
一
村
酌
わ
や
か
引
わ
ゆ
ム
y
b
世
じ
て
、
刑
訴
法
一
二
三
八
条
四
号
に
よ
り
、
公
訴
棄
却
の
判

決
」
(
時
制
)
を
言
い
渡
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
検
察
官
よ
り
控
訴
が
申
し
立
て
ら
れ
、
第
二
審
判
決
(
東
京
高
晶
子
判
・
昭
三
八
・
六
・
二
四
・
判
例

時
報
三
三
八
号
四
三
頁
)
は
、
「
約
十
年
余
の
審
判
の
放
置
は
、
た
し
か
に
迅
速
な
裁
判
の
要
請
を
無
視
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
大
い
に
責
め
ら
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
な
が
ら
も
、
「
本
件
が
訴
訟
の
遅
延
で
な
〈
、
訴
訟
の
放
棄
に
ひ
と
し
い
と
し
て
も
、
そ
の
責
任
た
る
や
、
司
法
行
政
上
の

そ
れ
で
あ
っ
て
、
訴
訟
手
続
法
は
全
く
関
知
し
な
い
も
の
で
あ
る
」
と
い
っ
て
、
第
一
審
判
決
を
破
棄
し
差
戻
し
た
。
そ
し
て
、
最
高
裁
(
判
例
時
報

三
五
九
号
六
二
頁
)
も
こ
れ
を
維
持
し
た
も
の
で
あ
る
。

具
体
的
事
例
に
お
け
る
訴
訟
の
遅
延
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
、
第
一
審
は
い
う
ま
で
も
な
く
控
訴
審
さ
ら
に
最
高
裁
ま
で
も
が
、
「
迅
速
な
裁
判
の
要

請
を
無
視
」
し
た
も
の
だ
と
認
定
し
、
そ
の
救
済
の
方
法
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
判
示
し
て
い
る
、
こ
の
注
目
す
べ
き
判
例
の
出
現
は
、
迅
速
な
裁
判
と

の
関
係
に
お
い
て
、
公
訴
の
利
益
、
が
不
存
在
と
な
る
場
合
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
の
検
討
を
せ
ま
っ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
し
か
も
、

そ
の
第
一
審
判
決
は
本
件
に
お
い
て
は
「
訴
追
の
正
当
な
利
益
が
失
わ
れ
る
に
至
っ
た
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
迅
速
な
裁
判
を
受
け
る
利
益
は
、
刑
事
被
告
人
の
そ
し
て
被
告
人
だ
け
の
権
利
と
し
て
、
わ
が
憲
法
三
七
条
に
お
い
て
、
そ

の
保
護
を
約
束
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
規
定
は
い
う
ま
で
も
な
く
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
連
邦
憲
法
修
正
六
条
に
由
来
す
る
。
ア
メ
リ
カ
に
お
け

2 る
最
近
の
判
例
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
対
プ
ロ
ヴ

l
事
件
巴
包
芯
仏

ω仲間
同

2
4・

p
c
g。
(
口
問
・
岡
山

-
U
・

5
ω
(
0・宮門]・

5
8
)
)は、

。
『
一
口
円
比
三
包
巾
己
)

(仏

25Fmz-

ア
ア
ク
タ
ー
ズ

に
あ
る
こ
と
を
宣
言
し
、
憲
一
出
論
あ
る
い
は
訴
訟
理
論
と
し
て
の
裁
判
の
遅
延
の
法
意
と
公
訴
棄
却
へ
導
く
諸
要
素
に

同
修
正
六
条
の
保
障
す
る
迅
速
な
裁
判
す
官
え

E
に
)
の
違
反
に
対
し
て
こ
れ
を
救
済
す
る
手
段
が
公
訴
を
棄
却
す
る
こ
と

つ
い
て
の
注
目
す
べ
き
問
題
を
提
起
し
て
レ
る
。

〈詳

2
〉

右
の
事
件
に
対
す
る
ト
ム
ス
ソ
判
事
の
公
訴
棄
却
の
裁
判
は
、

政
府
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
管
轄
の
疑
わ
し
い

(仏

O
ロ
σぇ
z-)
こ
と
を
知

っ
て
い
た
に
違
い
な
い
の
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
苓
件
を
裁
判
す
る
道
を
選
ん
だ
こ
と
、
そ
し
て
検
察
官
が
管
轄
に
関
す
る
事
実
の
提
出
を

北法19(1・104)104



差
し
押
え
て
い
た
事
実
に
基
づ
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
検
察
官
が
故
意
に
(
骨
}
P
R由
主
可
)
遅
延
を
引
き
起
し
た
と
い
う
事
実
を
認
定

そ
の
遅
延
に
よ
っ
て
被
告
人
に
不
利
益

5
2古
島
門
司
)
が
生
じ
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
説
い
た
。

た
、
事
実
と
し
て
不
利
益
の
生
じ
て
い
る
こ
と
を
認
定
し
た
。
結
論
と
し
て
、
右
の
よ
う
な
条
件
の
下
で
の
裁
判
は
フ
ェ
ア
な
も
の
で
は

し
て
、

そ
し
て
、

ま

な
い
と
断
じ
た
の
で
あ
る
o

す
な
わ
ち
、
右
の
判
例
は
、
公
訴
棄
却
の
判
断
を
下
す
に
当
っ
て
、
ま
ず
裁
判
の
遅
延
の
原
因
の
分
析
を
行
っ
た
。
そ
し
て
評
釈
者
は

(註

3
v

い
う
o

原
因
分
析
は
被
告
人
が
公
訴
棄
却
の
救
済
を
も
ら
え
な
い
場
合
を
明
ら
か
に
す
る
で
あ
ろ
う
。
被
告
人
が
遅
延
の
原
因
を
与
え
あ

る
い
は
裁
判
に
対
す
る
障
害
の
除
去
に
積
極
的
に
努
力
し
な
か
っ
た
場
合
は
、
迅
速
性
欠
如
を
主
張
す
る
の
は
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
に
も
反
す

(註

4
)

る
し
、
す
で
に
そ
の
請
求
権
を
放
棄
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
司
法
制
度
(
古
島
円
五
回
苫
3
B
)
に
固
有
の
要
素

(
E
S
E
-

HOE
官
立
)

で
あ
る
遅
延
は
被
告
人
に
迅
速
な
裁
判
を
受
け
さ
せ
ぬ
も
の
だ
と
い
わ
れ
え
な
い
。

し
か
し
、

故
意
に
創
り
出
さ
れ
た
遅

延
、
そ
し
て
エ
ラ
l
(
過
失
に
よ
る
に
せ
よ
善
意

Z
E
白
骨
に
よ
る
に
せ
よ
〉
の
結
果
で
あ
る
遅
延
は
司
法
に
本
質
的
な
も
の
で
は
な

ぃ
。
過
失
に
よ
る
あ
る
い
は
善
意
に
よ
る
エ
ラ
!
に
原
因
す
る
遅
延
を
、
被
告
人
に
対
す
る
不
当
な
負
担
之
み
な
い
で
、
修
正
六
条
か
ら

(ー)

と
こ
ろ
で
害
悪
子
氏
E)
か
ら
被
告
人
を
保
護
し
よ
う
と
い
う
「
迅
速
な
裁
判
」

ー
に
帰
国
す
る
遅
延
は
ま
れ
で
は
な
い
し
、
。
フ
ロ
ヴ
l
事
件
が
認
め
た
よ
う
に
、
被
告
人
の
苦
し
む
不
利
益
あ
る
い
は
損
害
の
程
度
は
遅

延
を
許
す
理
由
と
は
関
係
が
な
い
。
ま
た
、
証
明
の
問
題
と
し
て
も
、
改
意
と
過
失
を
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
裁
判
所

除
く
こ
と
は
、

の
ポ
リ
シ
イ
に
矛
盾
し
よ
う
。

エ
ラ

公訴の利益

あ
る
い
は
検
察
官
の
意
図
が
争
点
と
な
る
。
ま
た
、

過
失
と
善
意
を
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
な
ら
ば
、

北法19(1・105)105

不
当
治
療
事
件
(
由
自
己
買
・

に
内
在
し
て
い
る
あ
の
困
難
な
問
題
に
被
告
人
は
直
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
他
方
、

エ
ラ
ー
に
帰
国
す
る
遅
延

同
町
巴
口
巾
円
山
田
巾
)

の
場
合
に
い
つ
も
公
訴
を
棄
却
す
る
と
す
れ
ば
、
犯
人
を
裁
判
す
る
と
い
う
社
会
の
ポ
リ
シ
イ
が
非
常
に
損
わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
o

そ

(註

5
〉

こ
で
、
評
釈
者
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、

こ
の
二
つ
の
利
益
は
、

し
か
し
、
公
訴
を
棄
却
す
る
場
合
を
被
告
人
が
現
に
損
害



説

を
与
え
ら
れ
た
場
合
だ
け
に
限
る
こ
と
に
よ
っ
て
調
和
さ
せ
ら
れ
る
、

と
O 

さ
て
、
遅
延
の
原
因
分
析
す

E
団内向

E-32)
に
よ
っ
て
被
告
人
に
救
済
を
与
え
る
必
要
の
な
い
場
合
が
除
か
れ
る
が
、

さ
ら
に
公
訴

論

棄
却
の
救
済
へ
導
く
た
め
の
フ
ァ
ク
タ
ー
と
し
て
判
例
は
被
告
人
の
受
け
る
不
利
益
を
問
題
に
す
る
o

と
こ
ろ
で
、
そ
の
点
に
関
し
て
判

例
は
オ
ル
タ
ナ
テ
イ
ブ
な
論
理
を
展
開
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
、
裁
判
の
遅
延
は
被
告
人
の
不
利
益
を
不
可
避
的
に
も
た
ら
す
こ
と
が
推

定
さ
れ
る
と
す
る
論
理
で
あ
る
。
確
か
に
、
迅
速
な
裁
判
の
欠
扶
に
よ
っ
て
被
告
人
は
種
々
の
負
担
に
苦
し
め
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

そ
の
負
担
と
は
什
被
告
人
に
そ
し
て
そ
の
家
族
ま
で
に
も
長
い
未
決
の
問
中
き
せ
ら
れ
る
汚
名
で
あ
り
、
。
拘
禁
あ
る
い
は
保
釈
さ
れ
て

い
て
も
そ
れ
に
伴
う
行
動
の
自
由
の
制
限
と
保
釈
金
の
負
担
で
あ
り
、
日
開
不
確
か
な
将
来
に
対
す
る
心
理
的
不
安
で
あ
る
o

し
か
し
、
評

円
山

6
)

釈
者
に
よ
れ
ば
、
か
か
る
負
担
の
い
く
つ
か
は
公
訴
の
棄
却
と
い
う
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
手
段
に
よ
ら
な
く
て
も
終
ら
せ
う
る
も
の
で
あ

ま
た
釈
放
が
可
能
で
あ
る
o

ま
た
日
開
あ
る
場

合
に
は
、
公
判
前
の
長
期
に
わ
た
る
未
決
状
態
は
、
公
判
で
起
る
か
も
し
れ
な
い
緊
張

(
3
5
5ロ
)
に
対
し
て
被
告
人
を
心
理
的
に
傷
つ

記
憶
の
不
明
確
化
さ
ら
に
は
経
済
能
力

る
。
す
な
わ
ち
、
無
罪
の
判
決
を
得
る
な
ら
ば
、

そ
の
汚
名
を
そ
そ
ぐ
こ
と
に
な
ろ
う
し
、

け
や
す
く
な
己

5
2
Eゆ
)
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

さ
ら
に
同
裁
判
の
遅
延
は
、

証
人
の
死
亡
、

の
低
下
等
に
よ
り
、
被
告
人
が
白
か
ら
を
防
衛
す
る
能
力
を
低
下
さ
せ
る
か
も
し
れ
な
い
。
か
か
る
情
況
は
検
察
官
の
有
罪
を
証
明
す
る

負
担
の
軽
減
を
意
味
し
、
被
告
人
の
防
御
の
負
担
の
増
大
を
意
味
し
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、

そ
の
よ
う
な
情
況
の
下
で
被
告
人
の
有
罪
を

決
定
す
る
こ
と
は
、
プ
ロ
ヴ
l
事
件
が
い
う
よ
う
に
、
デ
ユ
l
・
プ
ロ
セ
ス
の
命
ず
る
そ
し
て
迅
速
な
裁
判
の
保
障
の
意
味
す
る
と
こ
ろ

の
フ
ェ
ア
ネ
ス
の
標
準
(
目
g
E
R仕
え
主
門
口
市
師
団
)
に
違
背
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
裁
判
の
遅
延
が
被
告
人
に
と
っ
て
非
常
に

利
益
で
あ
る
場
合
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
遅
延
は
有
罪
人
が
罪
を
免
れ
る
の
に
大
い
に
助
け
と
な
る
。

な
ぜ
な
ら
、

証
人
は
い
な
く
な

(
〈
w
m判
。
叶
)

を
減
少
せ
し
め
る

る
し
、
記
憶
は
不
確
か
な
も
の
と
な
り
ま
た
時
間
の
経
過
は
訴
追
の
義
務
を
も
っ
検
査
官
の
訴
追
の
活
気

(註

7
V

〈註

8
)

か
ら
で
あ
る
。
」
し
た
が
っ
て
、
評
釈
者
に
よ
れ
ば
、
遅
延
が
不
可
避
的
に
被
告
人
の
不
利
益
を
も
た
ら
す
と
推
定
さ
れ
る
と
す
る
こ
と
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は
妥
当
で
な
い
。

さ
ら
に
ま
た
、
被
告
人
の
現
実
に
与
え
ら
れ
た
不
利
益
を
認
定
す
る
。
す
な
わ
ち
、
プ
ロ
ヴ
!
の
精
神
的
状
態
が

共
同
し
て
み
ず
か
ら
の
弁
護
を
す
る

(
g
g
c胃
E
S
E
r
-白
骨
四
2
8
)
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
程
に
害
さ
れ
て

2
2
2
5
3片
足
)

し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
認
定
し
た
。
そ
し
て
、
評
釈
者
は
、
被
告
人
の
自
己
を
防
衛
す
る
能
力
に
実
質
的
に
影
響
を
及
ぼ
す
(
吉
田
芯
己
己
守

こ
の
点
に
つ
い
て
賛
意
を
表
す
る
。

判
例
は
、

と
こ
ろ
で
、

国
民
会
川
同
)

不
利
益
だ
け
が
公
訴
棄
却
を
与
え
る
理
由
で
あ
る
と
い
っ
て
、

、、、道、

L
カ

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
裁
判
が
遅
延
し
た
、
故
に
も
は
や
被
告
人
を
罰
し
な
い
、
と
い
う
単
純
な
論
理
で
は
な

不
当
な
遅
延
に
よ
っ
て
被
告
人
が
現
実
に
不
利
益
に
苦
し
め
ら
れ
、
そ
れ
放
に
裁
判
が
ア

γ
・
フ
ェ
ア
で
あ
る
場
合
に
は
被
告
人

右
に
み
た
よ
う
に
、

は
罰
せ
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
、
被
告
人
は
公
訴
棄
却
を
も
ら
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

不
当
な
遅
延
に
よ
っ
て
被
告
人

が
現
実
に
苦
し
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
真
実
と
合
致
し
た
フ
ェ
ア
な
裁
判
は
の
ぞ
め
ず
、
公
訴
棄
却
で
迅
速
な
裁
判
の
違
反
を
非
難
し

つ
つ
被
告
人
を
放
免
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
、

と
す
る
。

(ー)

(註
1
)

な
お
、
田
宮
・
前
掲
・
警
察
研
究
三
五
巻
二
号
三
一
一
頁
参
照
。

(註

2
〉
プ
ロ
ヴ

i
G
c
rロ
ロ
ミ
三

3
・9
5
0
)

に
対
す
る
公
訴
事
実
は
彼
が
第
二
次
大
戦
中
一
九
四
二
年
五
月
か
ら
一
九
四
五
年
八
月
に
か
け
て
日
本
軍
に

捕
え
ら
れ
て
い
る
間
に
叛
逆
の
罪
(
可

2
8ロ
)
を
犯
し
た
、
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
彼
は
一
九
四
五
年
八
月
に
逮
捕
さ
れ
た
が
、
一
九
四
六

年
四
月
に
釈
放
さ
れ
た
。
そ
の
後
一
九
四
九
年
に
再
逮
捕
さ
れ
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

3
0
5
Z
S
口三ユ
2
0同

Z
gぐ

JF長
)
で
起
訴
さ
れ
た
。
一
九
五
二

年
か
ら
五
三
年
に
か
け
て
審
理
が
な
さ
れ
、
有
罪
の
認
定
が
下
さ
れ
た
。
し
か
し
、
一
九
五
四
年
に
控
訴
審
は
、
裁
判
管
轄
が
ニ
ュ
!
ヨ

i
p
に
は
な

く
メ
リ

i
ラ
ン
ド
(
云
民
三

gL)
に
あ
る
こ
と
の
理
由
を
も
っ
て
、
原
判
決
を
破
棄
し
た
。
メ
リ

l
ヲ
ン
ド
の
大
防
審
(
の
E
ロ
ι
』
日
可
)
は
、
逮
捕
か

ら
教
え
て
五
年
後
の
一
九
五
四
年
一

O
月
に
、
彼
を
再
び
起
訴
し
た
。
一
九
五
五
年
三
月
一
四
日
、
メ
リ

i

ラ
y
ド
連
邦
地
方
裁
判
所
の
ト
ム
ス
ソ
判

事
(
』
主
問
。
吋
r
c
g埠
口
三
子
。

d-

∞-
g
m
E
2
(
U
2
5
え
乞
再
三
g
e
は
、
連
邦
憲
法
修
正
六
条
の
要
求
す
る
迅
速
な
裁
判
に
違
反
す
る
も
の
だ

と
判
回
国
し
て
、
公
訴
を
棄
却
し
た
。
そ
し
て
、
連
邦
最
高
裁

(Cロユ
&
2
5
2
〈
・
司
『

csc-ωgc-
∞-
g斗
)
は
一
九
五
五
年
一

O
月
一
七
日
、
異

口
同
音
に
こ
れ
を
肯
認
し
た
。
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説

(註

3
)
Z
c
F
U
Z
g
g
m与
え

任

命

古

L
E
g
S丹
富
山
円
。

Hze向
。
『
門
戸
。
口
一
色
。
町
長
。
ユ
四

Z

S
名
印
印
身

E
m
f
s
Jへ
と
叩
亡
者

]25ω
一L
Y
H
N
5・

(詮
4
)

な
お
、
田
宮
、
前
掲
、
警
察
研
究
三
五
巻
三
号
四

O
頁
参
照

Q

(註

5
)
Z
0
5
2・
Jへ
と
め
円
、
.
』

22ω
ア
司
・
ロ
ロ
・

(註
6
)

庄一仏
J

甘

-HNHN-

(註
7
)

吋
え
ア
(
い
・
』
・

5
同

V
G
口
比
〈

-
F
M河
口

L
g
(
Z
C
H
m
-
E
J
ヘ

-rhw℃
-
-
N
E
の
引
用
に
よ
る
)
。

(註
8

・
9
)
Z
c
F
2
J
1・
r』
J

司-
H
N
5
・

~A 
白岡

3 

わ
が
国
の
判
例
に
目
を
戻
す
と
、

と
こ
ろ
で
、
そ
の
十
年
余
の
放
置
の
原
因
に
つ
い
て
は
、
第
一
審
判
決
は
「
お
そ
ら
く
、
当
時
し

ば
ら
く
送
達
不
能
に
な
っ
た
相
被
告
人
ら
と
の
併
合
審
理
を
す
る
た
め
だ
ろ
う
が

(
む
ろ
ん

l
中
略

l
放
置
の
理
由
に
な
ら
ぬ
〉
、

に
誤
っ
て
全
被
告
人
に
つ
い
て
送
達
不
能
に
な
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
取
扱
わ
れ
た
ら
し
い
」
と
推
定
は
こ
そ
す
れ
、

弁
護
人
の
上
告
趣
意
の
指
摘
す
る
よ
う
に

不
明
に
さ
れ
て
い

る。

憶
測
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、

「
事
件
が
裁
判
所
に
よ
っ
て
忘
れ
去
ら
れ
て
い

た
」
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
検
察
官
も
起
訴
の
し
ぱ
な
し
で
そ
の
訴
追
意
思
の
実
現
に
努
力
」
し
た
形
跡
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し

(註

1
v

て
も
、
こ
の
事
例
の
遅
延
は
専
ら
そ
し
て
積
極
的
に
検
察
官
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
迅
速
な
裁
判
の
阻
止
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。

裁
判
の
遅
延
が
専
ら
検
察
官
の
不
当
な
作
為
、

不
作
為
に
よ
っ
て
創
ら
れ
た
よ
う
な
場
合
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
訴
追
の
相
当
性
に

救
い
難
い
影
響
を
与
え
う
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、

と
こ
ろ
で
、

み
や
す
い
道
理
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
該
事
例
は
裁
判
所
の
寄
与
し
た
遅
延
の
場
合
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
第
一
審
判
決
は
「
こ
れ
に
よ
り
訴
追
の
相
当
性

は
救
い
が
た
い
影
響
を
受
け
」
公
訴
の
利
益
は
失
わ
れ
る
に
至
っ
た
も
の
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、

こ
の
放
置
を
(
本
来
検
察
官

の
公
訴
に
対
す
る
関
係
に
お
け
る
問
題
で
あ
る
)

す
な
わ
ち
、

い
わ
ば
適
式
に
提
起
さ
れ
た

公
訴
棄
却
の
問
題
と
解
し
た
の
で
あ
る
。

(
と
思
わ
れ
る
〉
検
察
官
の
公
訴
が
、

そ
の
後
の
裁
判
所
の
寄
与
し
た
異
常
な

1
不
当
な
裁
判
の
放
置
と
い
う
事
情
に
よ
り
、
無
効
に
帰

せ
し
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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の
ち



他
方
、
上
訴
審
判
決
は
、
こ
れ
に
対
し
て
、
「
そ
の
責
任
た
る
や
、
司
法
行
政
上
の
そ
れ
」
で
あ
る

(
U高
裁
)
、
あ
る
い
は
「
場
合
に

よ
り
、
係
官
の
責
任
の
問
題
を
生
ず
る
か
も
し
れ
な
い
」

(
1最
高
裁
)

も
の
で
あ
る
に
し
か
す
ぎ
な
い

と
し
た
に
止
ま
る
。

す
な
わ

ち

こ
こ
に
係
官
の
責
任
と
は
刑
訴
法
二
七
七
条
の
規
定
す
る
司
法
行
政
監
督
上
の
措
置
ま
た
は
裁
判
官
弾
劾
法
二
条
一
号
の
場
合
の
裁

判
官
の
弾
劾
を
指
す
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
が
、
裁
判
の
不
当
な
放
置
は
こ
の
よ
う
に
係
官
の
行
政
上
の
制
裁
の
問
題
に
し
か
す
ぎ
ず
、

訴
訟
法
上
の
効
果
は
な
い
と
上
級
審
判
決
は
い
う
。
し
か
し
、

「
司
法
行
政
上
の
措
置
は

そ
う
度
繁
く
使
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
し
、

げ
ん
に
そ
れ
が
発
動
さ
れ
た
と
い
う
例
を
き
か
な
い
。
裁
判
の
遅
延
が
や
か
ま
し
い
今
日
、
最
高
裁
が
そ
の
担
保
方
法
だ
と
宣
言
し
た
こ

〈託
2
)

か
つ
実
効
性
の
な
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
」
と
い
っ

と
が
動
い
て
い
な
い
現
状
は
、

そ
れ
が
使
用
し
に
く
い
も
の
で
、

て
よ
い
だ
ろ
う
。

〈註
1
)

な
お
、
裁
判
長
は
公
判
期
日
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
刑
訴
法
二
七
三
条
)
。
そ
し
て
、
そ
の
指
定
に
は
、
検
察
官
・
被
告
人
ま
た
は
弁
護
人

の
意
見
を
き
く
必
要
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
(
山
田
・
「
公
判
開
廷
ま
で
の
手
続
」
法
律
実
務
講
座
・
刑
事
編
・
六
巻
一
一
八
九
頁
〉
。

(註
2
)

田
宮
・
前
掲
・
警
察
研
究
三
五
巻
四
号
四
頁
。

4 

裁
判
所
の
寄
与
し
た
裁
判
の
不
当
な
放
置
の
極
限
的
事
例
に
お
い
て
、

公
訴
の
利
益
な
し
(
公
訴
無
効
)
と
し
て
、
形
式
裁

で
は
、

判
を
も
っ
て
そ
の
公
訴
を
排
斥
し
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

(ー〉

そ
の
こ
と
が
肯
定
し
う
る
た
め
に
は
、

そ
の
前
提
と
し
て
、
す
く
な
く
と
も
、
裁
判
の
迅
速
が
他
者

(
1被
告
人
)
の
利
益
か
ら
の
命
令

公訴 の利益

に
基
づ
く
必
要
で
あ
る
こ
と
、
そ
う
だ
と
し
て
、
さ
ら
に
加
え
て
そ
の
命
令
に
違
背
し
た
行
為
者
の
態
度
は
非
難
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
、
非
難
に
値
す
る
裁
判
の
遅
延
を
前
に
し
て
、
保
護
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
こ
の
被
告
人
の
利
益
が
刑
法
秩
序
維
持

(
U実
体
的
真
実

:lt法19(1・109)109

発
見
)
の
国
家
利
益
よ
り
も
自
己
の
優
越
性
を
主
娠
し
う
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
、
が
い
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
検
察
官
の
訴
訟

制
度
の
利
用
を
制
限
し
否
定
し
て
ま
で
も
保
護
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、

し
た
が
っ
て
ま
た
そ
の
保
護
の
要
求
を
許
容
し
な
け
れ
ば
な
ら
な



説

い
程
の
優
越
す
る
被
告
人
の
利
益
が
発
現
し
て
い
る
こ
と
が
い
え
ね
ば
な
ら
な
い
D

論

い
で
あ
ろ
う
o

他
面
三
者
に
共
通
し
て
、

た
と
え
ば
十
分
な
時
聞
を
か
け
て
慎
重
に
事
を
進
め
る
こ
と
の
利
益
に
は
っ
き
り
し
て
い
る
よ
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迅
速
な
裁
判
は
被
告
人
に
と
っ
て
ま
た
検
察
官
に
と
っ
て
さ
ら
に
は
裁
判
所
に
と
っ
て
も
利
益
な
こ
と
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

〉
勺
ノ
ヂ
}
、

k
 

か
え
っ
て
迅
速
な
裁
判
は
不
利
益
で
あ
り
ま
た
負
担
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
の
事
実
、
す
べ
て
の
被
告
人
が
常
に
迅
速
な
裁
判
を

欲
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
む
し
ろ
迅
速
な
裁
判
は
検
察
官
あ
る
い
は
裁
判
所
の
利
益
で
あ
る
こ
と
が
多
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
わ

が
憲
法
三
七
条
一
項
は
迅
速
な
裁
判
を
受
け
る
利
益
を
刑
事
被
告
人
の
憲
法
上
の
権
利
と
し
て
そ
の
保
障
を
約
束
し
て
い
る
。
こ
の
意
味

に
お
い
て
、
迅
速
な
裁
判
は
憲
法
上
の
被
告
人
の
利
益
か
ら
の
命
令
に
基
づ
く
必
事
で
あ
ろ
。

こ
の
命
令
の
各
宛
人
は
、

と
こ
ろ
で
、
誰
れ
な
の
か
。
基
本
的
人
権
を
保
障
す
る
憲
法
の
諸
条
項
は
国
民
の
人
権
を
国
家
は
侵
さ
な
い

と
す
る
国
家
と
国
民
と
の
聞
に
取
り
交
わ
さ
れ
た
約
束
の
表
現
で
あ
っ
た
し
ま
た
あ
る
こ
と
は
歴
史
的
事
実
が
証
明
す
る
。

し
た
が
っ

て
、
そ
の
命
令
の
各
宛
人
は
国
家
機
関
で
あ
り
、
検
察
官
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
裁
判
所
も
ま
た
そ
の
一
人
で
あ
る
こ
と
は
多
一
一
一
一
口
を
要
し

な
い
で
あ
ろ
う
o

す
な
わ
ち
、
検
察
官
も
裁
判
所
も
単
に
自
己
の
負
担
に
お
い
て
迅
速
な
裁
判
の
利
益
を
放
棄
で
き
る
と
い
え
る
も
の
で

は
な
い
の
で
あ
る
。

「
裁
判
所
が
現

在
の
制
度
と
陣
容
の
も
と
で
、
相
当
の
努
力
を
払
っ
て
も
な
お
事
件
が
渋
滞
と
し
て
い
る
と
い
う
の
は
、
司
法
制
度
そ
の
も
の
に
内
在
す

と
こ
ろ
で
、

一
般
に
裁
判
の
遅
延
が
問
題
に
な
る
の
は
、
裁
判
所
の
事
件
の
堆
積
に
よ
る
そ
れ
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、

る
固
有
の
情
況
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
い
わ
ば
通
常
の
事
態
で
裁
判
の
事
務
が
展
開
し
て
い
く
過
程
を
、
迅
速
な
裁
判

(
訂

E
〉

の
違
背
と
い
う
異
常
と
し
て
、
非
難
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
」
で
あ
ろ
う
o

で
は
、
い
か
な
る
場
合
に
、
迅
速
な
裁
判
を
欠
い
た
と
し

て
非
難
す
る
こ
と
が
で
き
、

ま
た
非
難
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。

」
の
点
に
つ
き
、

田
宮
教
授
は
、

ま
ず
被
告
人
側
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
る
遅
延
の
場
合
に
は

「
迅
速
な
裁
判
は
問
題
に
な
り



八註
2
v

、
、
、
、
、
、

え
な
い
」
と
い
う
。
次
に
「
迅
速
な
裁
判
は
、
あ
く
ま
で
も
被
告
人
の
権
利
で
あ
る
か
ら
、
被
告
人
が
こ
れ
を
の
ぞ
ん
で
い
る
と
い
う
実

〈註

3
〉

つ
ま
り
被
告
人
側
が
真
に
審
判
の
迅
速
を
欲
し
て
い
た
こ
と
が
具
体
的
に
認
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、

質
的
な
事
情
」
が
必
要
で
あ
る
、「

具
体
的
事
情
の
い
か
ん
に
よ
っ
て
は
、
時
の
経
過
が
す
こ
し
も
被
告
人
の
不
利
益
に
な
ら
な
い
こ
と
が
あ

(註

4
v

る
か
ら
、
裁
判
所
と
し
て
公
訴
を
棄
却
す
る
場
合
に
は
、
現
実
の
不
利
益
を
認
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
。

確
か
に
、
被
告
人
が
現
実
に
不
当
な
不
利
益
に
苦
し
め
ら
れ
て
い
る
そ
の
状
態
の
ま
ま
で
は
、
も
は
や
「
真
実
と
合
致
し
た
フ
ェ
ア

2
R
5
)
 

な
」
裁
判
は
の
ぞ
み
う
べ
く
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
場
合
に
被
告
人
を
放
免
す
る
こ
と
は
刑
事
訴
訟
手
続
を
支
え
る
公
正
に
合
致

し
か
し
、
与
え
て
し
ま
っ
た
現
実
の
不
利
益
、
苦
痛
の
あ
る
以

と
す
る
o

そ
し
て
さ
ら
に
、

す
る
と
い
え
よ
う
o

す
な
わ
ち
、
被
告
人
に
与
え
て
は
な
ら
な
か
っ
た
、

上
、
そ
れ
を
無
視
し
て
さ
ら
に
訴
追
を
続
け
る
こ
と
の
国
家
の
利
益
は
、

そ
の
訴
追
の
阻
止
を
求
め
る
被
告
人
の
利
益
主
張
の
前
に
、
譲

歩
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
の
が
刑
事
訴
訟
手
続
を
支
え
る
公
正
と
賢
明
で
あ
る
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

わ
が
判
例
に
お
い
て
第
一
審
判
決
は
、
手
続
の
遅
延
が
被
告
人
側
の
責
め
に
も
と
づ
く
真
に
や
む
を
え
な
い
事
情
に
よ
る

も
の
で
な
い
こ
と
を
説
い
て
は
い
る
が
、
事
件
は
在
宅
起
訴
の
場
合
で
あ
っ
て
、
被
告
人
が
真
に
審
判
の
迅
速
を
欲
し
て
い
た
こ
と
を
具

(註
G
)

体
的
に
認
定
し
て
は
い
な
い
。
ま
た
被
告
人
の
受
け
た
現
実
の
不
利
益
も
認
定
し
て
い
な
い
。
迅
速
な
裁
判
は
被
告
人
の
た
め
の
利
益
で

あ
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
を
被
告
人
は
そ
の
計
算
に
お
い
て
任
意
に
処
分
し
え
よ
う
。
し
か
し
、
憲
法
が
そ
の
利
益
を
刑
事
被
告
人
の
権
利

(ー〉

と
し
て
か
か
げ
て
い
る
こ
と
は
、
被
告
人
が
そ
の
自
己
の
利
益
を
積
極
的
に
放
棄
し
な
い
限
り
、
そ
の
利
益
は
あ
る
も
の
と
国
家
機
関
と

し
て
は
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
、
と
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
刑
事
被
告
人
は
迅
速
な
裁
判
を
欲
し
て
い

北法19(1・111)111 

公訴の 利 益

と
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
十
年
余
の
事
件
の
放
置
は
、
第
一
審
判
決
の
い
う
よ
う
に
、

る
と
推
定
さ
れ
る
、

ま
さ
に
極
限
的
事

例
で
あ
り
、
異
常
な
長
期
間
の
放
置
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
o

そ
う
い
う
場
合
に
は
、

そ
れ
に
よ
っ
て
現
実
に
与
え
ら
れ
た
不
利

益
を
い
ち
い
ち
認
定
し
な
く
て
も
、
被
告
人
は
不
利
益
を
受
け
た
に
ち
が
い
な
い
と
一
般
に
推
定
さ
れ
う
べ
き
も
の
と
い
え
な
い
で
あ
ろ



説

う
か
。

あ
る
い
は
、

す
く
な
く
と
も
、

不
利
益
を
与
え
る
高
度
の
危
険
性
の
存
す
る
こ
と
が
肯
認
さ
れ
る
、

と
い
え
な
い
も
の
で
あ
ろ

北法19(1・112)112 

ミ
コ

〉
勺
ノ
ふ

μ
〈

論

い
ず
れ
に
し
て
も
、

わ
れ
わ
れ
は
右
の
論
議
か
ら
、

「
迅
速
な
裁
判
」
の
違
反
が
あ
っ
た
場
合
に
、

検
察
官
の
訴
訟
制
度
の
利
用
が
拒

絶
さ
れ
う
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

そ
の
拒
絶
は
憲
法
上
の
要
求
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
迅
速
な
裁
判
の

要
求
は
、

に
つ
い
て
の
訴
訟
遂
行
の
迅
速
性
が
要
求
さ
れ
る
。

い
わ
ば
訴
追
面
の
要
求
と
い
っ
て
よ
い
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
迅
速
に
や
ら
な
い
と
い
う
か
し
が
生
ず
れ
ば
、
こ
れ
を
補
填
す
る
す
べ
は
な

い
。
公
訴
を
棄
却
さ
れ
れ
ば
、
事
件
に
つ
い
て
迅
速
に
追
行
し
な
か
っ
た
と
い
う
判
断
が
既
判
力
を
も
つ
か
ら
、
同
一
事
件
で
あ
る
か
、
ぎ

(註
7
)

そ
の
判
断
、
が
規
準
性
を
も
っ
て
永
久
に
再
訴
を
し
ゃ
断
す
る
こ
と
に
な
る
」

の
で
あ
る
。

ま
た
、

田
宮
教
援
の
次
の
指
摘
は
重
要

田
宮
教
授
が
正
当
に
説
い
た
よ
う
に
、

「
一
個
の
犯
罪
(
公
訴
事
実
)

りで
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
現
行
法
で
は
刑
訴
三
三
八
条
四
号
を
利
用
す
る
の
で
は
あ
る
が
、

そ
れ
は
違
憲
的
に
被
告
人
の
人
権
を
侵
害
す

る
か
ら
、
公
訴
提
起
行
為
が
無
効
に
な
っ
た
、

と
理
解
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

公
訴
棄
却
は
、

わ
が
国
で
は
一
事
不
再
理
の
効
力

は
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
o

そ
こ
で
再
訴
を
禁
ず
る
な
ら
、

む
し
ろ
免
訴
で
は
な
い
か
と
い
う
反
論
が
あ
ろ
う
o

さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

国
家
は
訴
追
の
利
益
を
喪
失
す
る
と
考
え
る
場
合
に
は
、

し
か
し
、

(註
8
)

憲
法
の
保
障
す
る
利
益
に
訴
訟
が
譲
歩
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
」
と
い
う
指
摘
で

と
く
に
そ
う
だ
ろ
う
。

訴
訟
を
長
期
間
遷
延

こ
の
場
合
の
本

質
は
、

訴
追
の
利
益
の
喪
失
と
い
う
こ
と
に
よ
り
、

あ
る
。な

ぜ
憲
法
の
保
障
す
る
利
益
に
訴
訟
は
譲
歩
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。

実
体
的
真
実
追
及
と
い
う
利

(註
9
v

ま
さ
に
前
者
の
利
益
の
実
現
を
自
己
目
的
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。
実
体

「
迅
速
な
裁
判
の
利
益
が
、

益
に
優
越
す
る
場
合
に
は
、
刑
事
裁
判
は
、

的
真
実
の
追
及
は
検
察
官
の
訴
訟
制
度
の
利
用
の
許
与
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。

は
、
迅
速
な
裁
判
を
受
け
る
被
告
人
の
利
益
が
、
検
察
官
の
訴
訟
制
度
利
用
を
限
界
づ
け
そ
の
許
与
を
拒
絶
す
ベ
く
機
能
す
る
優
越
す
る

し
た
が
っ
て
、

「
迅
速
な
裁
判
」
の
違
背
が
あ
る
場
合
に



利
益
と
し
て
、
発
現
し
て
く
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
o

(註

1
)

田
宮
・
前
掲
・
警
察
研
究
三
五
巻
三
号
三
八
頁
。

(註
2
)

田
宮
e

前
掲
・
三
五
巻
=
一
号
四
三
頁
。

(註
3
)

田
宮
・
前
掲
・
三
五
巻
三
号
四
四
頁
。

(註
4
・
5
)

間
宮
・
前
掲
・
三
五
巻
四
号
八
頁
。

(註

6
)

だ
か
ら
、
田
宮
・
前
掲
三
五
巻
四
号
二
頁
は
「
本
件
で
は
最
高
裁
の
態
度
を
ジ
ヤ
ス
テ
イ
フ
ア
イ
で
き
な
く
は
な
い
」
と
い
う
。

(註
7
)

田
宮
・
前
掲
・
三
五
巻
四
号
一

O
頁。

(註
8
)

な
お
、
田
宮
教
授
は
、
本
文
に
つ
づ
け
て
「
し
か
も
、
免
訴
は
三
三
九
条
の
一
号
か
ら
四
号
ま
で
に
そ
の
事
由
が
制
限
的
に
列
記
さ
れ
て
い
る
。
む

ろ
ん
、
類
推
を
許
す
と
解
す
る
説
も
あ
る
が
、
公
訴
棄
却
の
方
に
三
三
八
条
四
号
と
い
う
総
括
規
定
が
あ
る
以
上
、
こ
れ
を
利
用
す
る
方
が
合
理
的
」

で
あ
り
、
ま
た
理
論
的
に
も
正
し
い
、
と
い
う
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
検
討
は
後
述
(
本
稿
・
第
三
章
第
三
節
〉
。

(註
9
)

田
宮
・
前
掲
・
三
五
巻
四
号
七
頁
。

第
六
節

の

他

そ

付

起
訴
猶
予
相
当
が
明
白
な
場
合

、ノf
‘、

訴
追
力
の
低
下
現
象
は
、
微
罪
不
起
訴
の
場
合
に
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
重
大
な
結
果
を
伴
う
事
件
に
つ
い
て
も
そ
れ
が
起
訴
猶
予
さ
れ

る
場
合
に
観
察
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
起
訴
猶
予
し
う
べ
き
事
由
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
裁
判
所
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
刑
事
訴

訟
を
内
面
的
に
阻
止
し
う
べ
き
要
素
と
い
え
る
の
か
、
以
下
に
お
い
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、

公訴の利益

τ」
に
起
訴
猶
予
と
は

所
犯
に
つ
き
十
分
な
嫌
疑
が
存
在
し
、

そ
の
公
訴
を
猶
予
す
る
も
の
、

ま
た
所
犯
軽
微
な
も
の
で
は
な
い
が
、
主
と
し
て
特
別
予
防
上
起
訴
を
必
要
と
し
な
い
場
合
に
、

ハ註
l
v

と
考
え
て
進
も
う
。
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説

と
こ
ろ
で
、
起
訴
の
段
階
に
せ
よ
、
さ
ら
に
は
ま
た
裁
判
所
の
段
階
に
せ
よ
、

そ
も
そ
も
犯
罪
事
実
を
否
認
し
あ
る
い
は
争
っ
て
い
る

論

被
疑
者
、
被
告
人
に
対
し
て
は
、
特
別
予
防
的
な
考
慮
は
親
し
む
も
の
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
o

し
た
が
っ
て
、
被
疑
者
、
被
告
人
が

自
認
し
た
場
合
に
限
ら
れ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
の
考
慮
は
、
何
を
も
っ
て
犯
罪
と
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
は

直
接
か
か
わ
り
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
当
該
被
疑
者
、
被
告
人
に
対
し
て
、
よ
り
正
確
に
い
え
ば
当
該
事
件
の
犯
人
に
対
し

て
主
と
し
て
そ
の
一
身
上
の
事
情
か
ら
し
て
刑
罰
を
も
っ
て
彼
に
臨
む
こ
と
の
効
果
に
関
し
て
の
考
慮
で
あ
る
、
と
い
え
よ
う
。
そ
の
意

味
に
お
い
て
、
被
疑
者
、
被
告
人
の
犯
罪
行
為
そ
れ
自
体
が
請
求
の
あ
る
い
は
訴
訟
の
対
象
と
し
て
無
価
値
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
も
の

で
は
な
く
し
て
、
そ
の
犯
罪
行
為
を
実
行
し
た
そ
の
人
に
内
在
す
る
あ
る
い
は
外
在
す
る
一
身
的
な
事
由
が
、
そ
の
本
人
に
対
す
る
不
訴

追
に
味
方
す
る
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
ま
た

起
訴
猶
予
処
分
は
、

訴
追
官
庁
の
時
間
と
費
用
そ
し
て
労
働
負
担
の
軽
減
を
直
接
的
に
意
味
す
る
も
の
で
も
な
い
。

否
、
む
し
ろ
、
刑
罰
を
課
さ
ず
あ
る
い
は
ま
た
刑
の
執
行
猶
予
と
い
う
有
罪
の
賂
印
を
お
さ
ず
に
特
別
予
防
の
効
果
を
あ
げ
う
る
更
正
保

護
の
処
置
(
こ
れ
は
も
は
や
立
法
論
の
問
題
で
あ
る
)
を
予
定
し
た
、
起
訴
猶
予
と
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
か
否
か
の
判
断
で
あ
る
(
そ

れ
が
望
ま
し
い
)
と
す
れ
ば
、
そ
の
た
め
の
徹
底
的
な
調
査
の
機
会
を
必
要
と
す
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
現
行
法
の
立
前
か
ら
し
て
は
、

期
待
す
る
こ
と
は
困
難
な
こ
と
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

見
落
せ
な
い
。
か
か
る
状
況
は
、

且
つ
ま
た
、
特
別
予
防
上
起
訴
の
必
要
の
な
い
こ
と
が
明
白
な
場
合
が
存
す
る
こ
と
を

(註
2
)

ベ
l
テ
ル
ス
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、

し
か
し
、
更
正
保
護
の
措
置
の
必
要
も
な
く
、

と
り
わ
け
激
情
犯
あ
る
い
は
過
失
犯
の
場
合
に
出
て
こ
よ

ぅ
。
前
者
の
場
合
、
例
え
ば
過
ち
を
犯
し
た
わ
が
子
の
命
を
自
ら
の
命
と
共
に
断
と
う
と
決
意
し
実
行
に
移
し
た
母
親
に
お
い
て
そ
の
愛

す
る
わ
が
子
の
命
は
断
っ
た
が
自
己
の
そ
の
実
行
は
失
敗
に
終
っ
た
場
合
を
考
え
る
な
ら
ば
、
後
者
の
場
合
、
例
え
ば
愛
す
る
わ
が
子
を

そ
の
過
失
に
よ
っ
て
殺
し
て
し
ま
っ
た
母
親
の
場
合
を
考
え
る
な
ら
ば
、

そ
の
婦
人
に
対
す
る
刑
罰
は
何
ら
の
報
復
力
も
ま
た
賠
罪
力
を

北法19(1・114)114 



も
持
つ
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
威
嚇
作
用
の
一
般
性
あ
る
い
は
そ
の
及
ぼ
す
影
響
の
可
能
性
も
何
ら
与
え
る
も
の
で
は
な
い
。
さ
ら
に

ま
た
、
そ
の
母
親
に
対
す
る
更
正
と
い
う
こ
と
は
一
体
い
か
な
る
意
味
を
も
っ
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
何
ら
の
意
味
も
な
い
と
い
わ
ざ

ま
た
被
告
人
と
し
て
、
実
体
審
理
を
最
後
ま
で
進
め
て
(
通
常
か
か
る
場

処
断
刑
の
範
囲
内
で
の
有
罪
判
決
を
言
い
渡
す
こ
と
に
は
い
か
な
る
意
義
が

(註
3

〉

あ
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
不
合
理
な
こ
と
は
多
一
一
一
回
を
要
し
ま
い
。

る
を
え
ま
い
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、

か
か
る
者
を
起
訴
し
、

ム
ロ
に
は
被
告
人
は
犯
罪
事
実
を
認
め
る
と
考
え
ら
れ
る
)
、

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
こ
と
は
実
体
法
的
な
考
察
態
度
で
あ
る
が
、

ひ
る
が
え
っ
て
こ
れ
を
訴
訟
的
に
眺
め
る
な
ら
ば
、
右
に
あ
げ

た
種
類
の
事
件
は
そ
も
そ
も
裁
判
の
形
式
に
お
い
て
適
切
に
処
理
さ
れ
う
べ
き
も
の
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
が
出
て
こ
よ
う
。
し
か

し
、
右
の
場
合
に
、
検
察
官
の
訴
-
訟
の
利
用
を
拒
絶
す
べ
く
機
能
す
る
被
告
人
の
優
越
す
る
利
益
の
発
現
を
観
察
で
き
る
か
は
疑
問
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
右
の
よ
う
な
場
合
に
、
被
告
人
の
優
越
す
る
利
益
か
ら
の
命
令
に
基
づ
く
必
要
と
し
て
、

つ
ま
り
被
告
人
が
公
訴
、
訴

追
に
対
し
て
そ
れ
を
阻
止
す
る
自
己
防
衛
の
楯
と
し
て
の
意
味
を
も
っ
訴
訟
障
害
が
存
在
す
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。

し
か
し
、
起
訴
猶
予
の
相
当
性
が
明
白
で
あ
り
被
疑
者
に
刑
罰
を
加
え
る
意
義
の
存
在
し
な
い
場
合
の
存
す
る
こ
と
を
承
認
す
る
と
す

れ
ば
、

そ
の
事
件
を
裁
判
す
る
意
義
も
ま
た
存
在
し
な
い
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
裁
判
所
と
し
て
は
検
察
官
の
訴
-
訟
の
利
用
を
許
与
し
て

意
義
の
存
し
な
い
国
家
の
行
為
の
完
成
に
手
を
貸
し
て
や
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
裁
判
所
は
、

し
た
が
っ
て
、

そ
の
よ
う
な
場
合

(ー)

に
、
検
察
官
の
訴
訟
制
度
の
利
用
を
拒
絶
し
う
べ
き
利
益
を
有
す
る
と
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
に
味
方
す
る

と
こ
ろ
で
、
検
察
官
に
対
す
る
裁
判
所
の
優
位
の
思
想
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
検
察
官
も
そ
の
客
観
的
信
念
な
ら
び
に
法

北法19(1・115)115 

公訴の利益

の
は
、

知
識
に
お
い
て
裁
判
官
と
全
く
等
し
い
法
学
修
養
を
積
ん
で
い
る
。
否
、

む
し
ろ
検
察
官
の
刑
事
学
的
専
門
的
経
験
、

し
た
が
っ
て
起
訴

猶
予
相
当
不
相
当
の
判
断
能
力
の
方
が
裁
判
官
の
そ
れ
を
凌
駕
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
か
も
し
れ
な
い
。
裁
判
官
は
、

そ
の
意
味
に
お
い

て
は
、
刑
事
手
続
に
対
す
る
最
も
経
験
を
積
ん
だ
最
も
専
門
に
精
通
し
た
参
与
者
で
は
必
ず
し
も
な
い
、

と
い
う
こ
と
が
実
際
い
え
る
だ



説

こ
の
欠
点
は
致
命
的
で
は
な
い
o

よ
り
根
本
的
な
こ
と
は
、
起
訴
、
不
起
訴
の
決
定
に
あ
ら
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
検

察
官
の
偏
見
と
一
一
回
性
の
危
険
で
あ
り
、
正
常
な
場
合
に
は
重
要
な
意
味
を
持
た
な
い
が
そ
の
命
令
拘
束
性
(
語
、

3
5唱
唱

Z
E
E
-

(
詳
且

4
〉

か
ら
で
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
危
険
で
あ
る
o

し
た
が
っ
て
、
こ
の
危
険
性
の
放
に
起
訴
猶
予
の
相
当
性
判
断
に
お
け
る
裁
判
所

ゲ
巳
円
)

ろ
う
。
し
か
し
、

の
そ
れ
の
検
察
官
の
そ
れ
に
対
す
る
優
位
性
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
、

と
す
る
思
想
で
あ
る
。
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論

以
上
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
裁
判
所
は
起
訴
猶
予
の
当
、
不
当
判
断
の
最
終
機
関
と
し
て
、
(
被
告
人
の
利
益
か

ら
の
必
要
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
が
)
右
の
よ
う
な
場
合
に
公
訴
の
利
益
な
し
と
し
て
訴
訟
の
利
用
を
拒
絶
し
う
べ
き
地

、
、
、
、
、
、

位
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
裁
判
所
の
利
益
と
し
て
の
検
察
官
の
訴
訟
の
利
用
を
拒
絶
し
う
べ
き
優
越
す
る
利
益
が

発
現
し
て
く
る
と
い
え
よ
う
o
そ
し
て
、
被
告
人
側
と
し
て
は
、
こ
の
裁
判
所
の
利
益
を
白
己
の
た
め
に
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

(
詮

1
〉
徴
罪
処
分
と
の
区
別
に
つ
い
て
は
、
本
稿
第
二
章
第
二
節

3
の
(
註

1
)
参
照
。
な
お
、
平
野
教
授
は
刑
訴
法
二
四
八
条
は
「
犯
罪
の
軽
重
の
よ
う

な
主
と
し
て
一
般
予
防
的
な
標
準
か
ら
、
犯
人
の
性
格
・
年
齢
・
境
遇
な
ど
両
様
の
意
味
を
持
つ
も
の
を
経
て
、
犯
罪
後
の
情
況
の
よ
う
な
主
と
し
て

特
別
予
防
的
な
標
準
に
至
る
ま
で
列
挙
し
、
必
ず
し
も
、
そ
の
ど
ち
ら
か
を
優
先
さ
せ
て
い
な
い
」
(
平
野
・
法
律
学
金
集
・
一
二
五
頁
)
と
し
、
「
起
訴

猶
予
の
標
準
に
つ
い
て
も
再
考
の
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
本
来
は
微
罪
に
対
す
る
処
分
で
あ
っ
て
、
か
な
り
一
般
予
防
的
な
色
彩
の
強
い

も
の
で
あ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

l
中
略

i
。
特
別
予
防
的
な
観
点
も
む
ろ
ん
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
れ
は
原
則
と
し
て
特

別
予
防
上
起
訴
の
必
要
の
な
い
こ
と
が
明
白
で
あ
る
場
合
、
あ
る
い
は
形
式
的
に
判
断
で
き
る
場
合
(
例
え
ば
前
科
の
有
無
な
ど
)
に
限
ら
れ
る
べ
き

で
あ
ろ
う
」
(
平
野
・
犯
罪
者
処
遇
法
の
諸
問
題
・
六
四
頁
)
と
い
う
。
し
か
し
、
用
語
法
の
レ
ベ
ル
の
問
題
と
し
て
い
え
ば
、
「
起
訴
猶
予
」
を
「
猶

予
」
と
い
う
語
に
相
応
さ
せ
、
ま
た
「
再
訴
を
留
保
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
運
用
の
妙
を
発
侮
」
(
中
武
・
「
起
訴
便
宜
主
義
」
刑
事
訴
訟
法
講
座
了

六
九
頁
〉
さ
せ
る
べ
き
も
の
と
す
れ
ば
、
一
般
予
防
的
な
目
的
見
地
か
ら
し
て
最
終
的
「
不
起
訴
処
分
」
と
し
て
の
「
微
罪
処
分
」
と
、
一
般
予
防
的

考
慮
に
親
し
ま
な
い
と
み
る
方
が
自
然
で
あ
る
「
猶
予
」
と
い
う
観
念
と
結
び
つ
い
た
「
起
訴
猶
予
処
分
」
と
は
判
然
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

同》内凶
Z
3・日
MRω
一一。一
F

門
田
片
〈
D
ロ
司
円
。
刷
出
民
自
己
門
戸
内
目
的
ω口
}
再
三
ω口
ra仏ロロ
m-Nω
門戸羽
J

切門】・岳山戸

ω・
ω由、司

H
r
F

仏よ

ωω
ミ
は
こ
の
点
に
つ
い
て
「
全
く
驚
く
わ
け
で
は
な
い
、
が
、
実
務
は
か
か
る
例
の
場
合
、
手
続
的
に
う
ま
く
合
わ
せ
る
よ
う
に
策
を
講
じ

(註

2
)

(註
3
)



て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
責
任
能
カ
あ
る
い
は
過
失
に
つ
い
て
の
立
証
性
の
疑
い
を
投
じ
て
、
ま
た
そ
れ
を
卒
直
に
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
証
明
の
問

題
で
解
決
し
て
い
る
。
!
中
略

1
0
そ
れ
は
手
続
的
に
『
十
分
な
嫌
疑
』
の
否
定
に
よ
る
方
法
を
意
味
し
て
い
る
」
と
い
う
。

(註
4
)
H
r
-
p
w

∞-
u
g

p 

精
神
障
害
と
少
年

検
察
官
の
訴
訟
制
度
の
利
用
を
限
界
づ
け
る
べ
く
機
能
す
る
優
越
す
る
利
益
の
発
現
し
て
く
る
の
は
上
に
述
べ
て
き
た
よ
う
な
場
合
に

の
み
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

た
と
え
ば
、
被
告
人
の
精
神
に
障
害
の
あ
る
場
合
を
考
え
て
み
よ
う
。

犯
人
の
行
為
時
の
精
神
障
害
は
、
実
体
法
的
に
す
な
わ
ち
責
任
を
阻
却
す
る
事
由
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
疑
る
者
は
い
な

ぃ
。
そ
し
て
こ
れ
が
通
説
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
の
問
題
は
、
そ
れ
が
訴
訟
的
意
味
を
も
ち
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
訴
訟
障
害
に
な
る

(註
1
〉

の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
o

こ
の
考
察
態
度
に
味
方
す
る
根
拠
と
し
て
、
次
の
こ
と
が
い
え
る
か
ら
で
あ
る
o

す
な
わ
ち
、
お

よ
そ
精
神
障
害
者
は
刑
法
的
非
難
の
各
宛
人
た
り
え
な
い
と
す
れ
ば
、

そ
の
者
は
刑
法
お
よ
び
刑
事
訴
追
の
領
域
内
に
い
る
も
の
と
は
い

え
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
彼
に
対
し
て
公
訴
を
提
起
し
訴
追
す
る
こ
と
は
可
能
で
は
あ
っ
て
も
意
味
は
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な

ぃ
。
さ
ら
に
ま
た
、

別
の
訴
訟
的
評
価
か
ら
も
、

そ
の
よ
う
な
彼
に
対
す
る
訴
訟
の
停
止
あ
る
い
は
阻
止
に
も
っ
て
い
け
よ
う
。
す
な
わ

、l
ノ

-
rl、、

ち
、
そ
の
よ
う
な
被
告
人
は
公
判
弁
論
に
お
い
て
過
去
の
出
来
事
を
秩
序
正
し
く
再
現
し
ま
た
自
ら
評
価
す
る
、

つ
ま
り
弁
論
に
お
い
て

公訴の利益

訴
訟
正
義
に
適
合
し
た
弁
論
を
な
し
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
弁
論
能
力
あ
る
い
は
訴
訟
能
力
を
も
ち
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

〈註
2
)

弁
論
能
力
は
被
告
人
の
事
実
に
即
し
た
自
己
弁
論
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
。
事
件
に
対
す
る
態
度
決
定
は
渇
去
の
出
来

事
お
よ
び
事
情
の
再
生
産
的
再
現
を
意
味
す
る
。
当
時
の
こ
と
の
再
生
産
の
な
か
に
現
在
の
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
、
現
在
の
こ
と
は
再
生

産
の
な
か
に
お
い
て
当
時
の
こ
と
に
な
る
o

当
時
の
こ
と
は
し
か
し
訴
追
無
意
味
で
あ
り
、

そ
の
再
生
産
は
被
告
人
に
お
い
て
不
可
能
な

北法19(1・117)117 
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こ
と
で
あ
る
。
彼
は
再
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
情
を
正
し
く
把
握
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
し
、
追
想
し
な
が
ら
当
時
の
状
態
を
評
価

判
断
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
o

論

し
た
、
が
っ
て
、
精
神
障
害
の
場
合
に
も
、
形
式
裁
判
に
よ
る
公
訴
の
阻
止
は
考
え
ら
れ
う
る
の
で
あ
り
ま
た
意
義
の
あ
る
こ
と
で
あ
る

と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
被
告
人
は
検
察
官
の
訴
訟
の
利
用
の
拒
絶
を
被
告
人
の
利
益
に
お
い
て
許
容
さ
れ
ま
た
そ
の
拒

絶
の
責
任
を
自
ら
負
う
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
弁
論
能
力
の
な
い
被
告
人
は
は
た
し
て
自
己
の
利
益
の
意
味
を
理
解
し
、

か
つ
ま
た
そ

の
拒
絶
に
出
る
訴
訟
活
動
に
堪
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
〈
訴
訟
活
動
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
前
提
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
)
と
い

う
疑
問
に
つ
き
当
る
o
事
態
は
、

と
こ
ろ
で
、
全
く
失
望
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
o

わ
れ
わ
れ
は
弁
護
人
の
弁
護

活
動
に
期
待
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、

だ
か
ら
と
い
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
弁
護
人
に
す
べ
て
を
頼
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。

に
、
被
告
人
の
訴
訟
手
続
か
ら
の
即
時
放
免
に
味
方
す
る
理
由
の
も
つ
意
味
を
、

さ
ら
に
つ
っ
こ
ん
で
、

考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な

ぃ
。
す
な
わ
ち
、

そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
彼
に
対
し
て
通
常
の
社
会
防
衛
手
段
と
し
て
の
刑
罰
を
科
す
る
こ
と
が
無
意
味
で
あ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
彼
を
訴
追
す
る
こ
と
も
無
意
味
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
無
意
味
な
訴
追
に
よ
っ
て
、

そ
れ
に
か
か
ず
ら
わ
ね
ば
な
ら
な
い
裁
判
所
の
負
担
は
、

と
こ
ろ
で
、
多
大
で
あ
ろ
う
o

こ
の
無
意
味
な
訴
追
の
拒
絶
に
味
方
す
る
利
益

は
被
告
人
の
そ
れ
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
裁
判
所
の
そ
れ
に
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
刑
罰
を
科
す
こ
と
が
無
意

味
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
彼
を
訴
訟
手
続
か
ら
放
免
し
っ
ぱ
な
し
で
よ
い
こ
と
を
、

つ
ま
り
そ
の
監
護
、
治
療
・
矯
正
等
が
必
要
で
あ
る

こ
と
の
否
定
を
決
し
て
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
o

否
、
む
し
ろ
実
は
そ
の
必
要
が
あ
れ
ば
こ
そ
の
議
論
だ
と
い
わ
な
け
れ
ば
な

(註

av

ら
な
い
。

な
い
者
(
少
年
法
二
条
一
項
)

わ
れ
わ
れ
は
少
年
法
の
定
め
る
手
続
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
二

O
才
に
満
た

の
刑
事
事
件
に
お
い
て
は
、
検
察
官
は
必
ず
事
件
を
家
庭
裁
判
所
に
送
致
す
る
こ
と
を
要
し
(
側
二
位
、

右
の
こ
と
と
の
関
連
に
お
い
て
、

北法19(1・118)118 

と
共



家
裁
か
ら
い
わ
ゆ
る
逆
送
(
刊
さ
一
叫
財
)
さ
れ
た
時
に
限
っ
て
刑
事
訴
追
が
許
さ
れ
る
(
州
泊
四
日
)o

し
か
も
、
そ
の
逆
送
は
死
刑
、
懲
役
ま

た
は
禁
銅
に
あ
た
る
罪
の
事
件
で
、
か
つ
少
年
が
現
在
一
六
才
以
上
で
あ
る
こ
と
を
要
件
と
し
て
、
家
庭
裁
判
所
が
罪
質
、
情
状
に
て
ら

し
て
刑
事
処
分
を
相
当
と
認
め
た
と
き
に
限
っ
て
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
い
っ
た
ん
保
護
処
分
(
何
世
一
二
卿
)
を
受
け
た
事
件
に
つ
い
て
は

刑
事
処
分
は
許
さ
れ
な
い
(
削
六
位
。
こ
の
よ
う
に
検
察
官
の
先
議
権
主
義
を
排
し
家
庭
裁
判
所
に
そ
の
権
限
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
、

検
察
官
の
少
年
事
件
起
訴
、
不
起
訴
決
定
に
対
す
る
不
適
格
性
の
宣
言
で
で
も
あ
る
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
少
年
事
件
に
つ
い
て
の

一
六
才
に
満
た
な
い
者
の
場
合
に
は
許
さ
れ
ず
、

検
察
官
の
刑
事
訴
訟
制
度
の
利
用
は
、
少
年
法
に
よ
り
、

限
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
事
件
を
刑
事
刑
罰
事
件
と
し
て
で
は
な
く
保
護
事
件
と
し
て
処
理
す
る
o

つ
ま
り
少
年
の
人
格
と
の
調
和
を

〔註
4

は
か
り
な
が
ら
い
わ
ゆ
る
「
社
会
化
さ
れ
た
手
続
(
問
。
n
E
F
N
邑
胃

2
a己
主
」
の
制
度
の
下
で
処
理
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
る
の
で

一
六
才
以
上
の
場
合
に
は
制

あ
る
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
訴
訟
外
の
手
段
方
法
に
よ
っ
て
こ
そ
、
少
年
事
件
に
対
す
る
国
家
の
利
益
(
少
年
の
健
全
な
育
成
、
非
行
少
年

の
性
格
矯
正
お
よ
び
環
境
の
調
整
〉

の
効
果
的
実
現
を
み
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
、
承
認
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
す
く
な
く
と
も
逆
送
さ
れ
な
い
少
年
事
件
に
お
い
て
は
、

よ
り
効
果
的
な
訴
訟
外
の
手
続
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
検
察
官
の
訴
訟
制
度
の
利
用
は
絶
拒
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
訴
訟
制
度
の
利
用
に
よ
る
よ
り
も

他
の
訴
訟
外
の
手
続
に
よ
っ
て
よ
り
効
果
的
な
利
益
の
実
現
が
期
待
さ
れ
る
場
合
に
、
わ
れ
わ
れ
は
ま
た
「
公
訴
の
利
益
は
な
い
」
と
い

、
も
ノ

f
t
、、

う
こ
と
が
で
き
よ
う
o

し
か
し
、

こ
の
場
合
は
被
告
人
の
優
越
す
る
利
益
の
発
現
の
故
に
公
訴
の
利
益
の
否
定
さ
れ
る
場
合
で
は
な
い
こ

公 訴の利益

と
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
観
察
さ
れ
る
検
察
官
の
訴
訟
制
度
利
用
を
阻
止
す
る
優
越
す
る
利
益
は
、

む
し
ろ
裁
判
所
の
そ

北法19(1・119)119 

れ
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
他
に
よ
り
効
果
的
な
ル

l
ト
が
あ
る
以
上
、

よ
り
効
果
的
で
な
い
訴
訟
制
度
の
利
用
を
拒
絶
す
る

こ
と
は
、

ま
た
訴
訟
経
済
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
右
の
場
合
の
公
訴
の
阻
止
は
被
告
人
の
利
益
に
基
づ
く
必
要
で
あ

る
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
被
告
人
側
と
し
て
は

こ
の
裁
判
所
の
利
益
を
実
際
上
活
用
で
き
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
無
視
で
き
な
い
。



説

ま
た
、

か
く
い
う
こ
と
に
よ
る
公
訴
の
阻
止
は
そ
の
訴
訟
外
の
方
法
の
充
実
、
発
展
と
不
即
不
離
の
関
係
に
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら

北法19(1・120)120 

な
い
。
そ
の
充
実
発
展
が
望
ま
れ
る
。

論

(
註

1
)
F
g
m
-
P
E
E
F
E
gロ
同
ざ
お
お

A
E
ω
R
Y
g
Z
E
E口問、
N
T
J
タ

E
・

g
-
m・
ω
2・

(
註

2
)
弁
論
能
力
(
〈
司
}
戸
自
己

5
四

mEYMmroX)
と
訴
訟
能
力

(
p
o
N
&
B
E悶
}Sこ
と
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
(
団
藤
・
綱
要
六
訂
版
・
九
四
頁
)

と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
で
も
両
者
は
異
っ
た
意
味
で
用
い
ら
れ
る
べ
き
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
訴
訟
能
力
を
訴
訟
行
為
能
力
と
な

し
、
弁
論
能
力
を
「
弁
論
に
つ
い
て
い
き
そ
れ
に
対
し
て
自
己
の
見
解
を
筋
を
通
し
て
(
〈
号
ロ
ロ
ロ

E
凹
)
述
べ
る
自
己
弁
護
の
で
き
る
精
神
的
か
っ

肉
体
的
能
力
」
つ
ま
り
意
思
能
カ
と
な
す
(
句

2
2
p
ω
片
岡
山
守
門

CN何回・

ω・
8ω
・
巴
台
出
る
唱

υ
f
u
υ
H
0
2
Z
Z
ω
可
弘
司
門

CNσ
タ

ω-N認
識
)
。
こ
れ
に
対
し

て
、
平
野
教
授
は
「
弁
論
能
カ
と
い
う
別
の
概
念
は
必
要
で
な
い
」
(
法
律
学
全
集
・
七
二
頁
註
刷
)
と
す
る
が
、
正
当
と
考
え
る
。
な
お
、
本
文
で

「
弁
論
能
力
」
と
い
う
場
合
に
、
右
の
よ
う
に
法
律
概
念
的
に
区
別
さ
れ
た
意
味
の
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
単
に
事
実
的
な
意
味
で
弁
論
を
す
る
能

力
と
い
う
一
般
的
な
意
味
で
用
い
る
も
の
で
あ
る
。

〈
註

3
)

現
在
で
は
精
神
衛
生
法
に
よ
る
純
行
政
的
な
処
分
が
あ
る
に
し
か
す
ぎ
な
い
が
、
こ
れ
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
刑
法
改
正
準
備
草
案
一

O
条
は
保
安

処
分
を
規
定
す
る
が
未
た
現
行
法
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

(
註

4
)
E
H
v
g
g口
当

3
2・
吋

7
0
F
E
P
一5
5
8
cニ
ロ

5
2
r
n
c
E
P
0
2
L
5
P
]
-
P
5・
C
F
〈
c-・
5
・

3
・

2
・

伺

族

盗

親

相

直
系
血
族
、
配
偶
者
お
よ
び
同
居
の
親
族
問
の
い
わ
ゆ
る
親
族
相
当
の
場
合
は
ど
う
か
。

刑
法
は
親
族
相
盗
の
場
合
刑
を
免
除
す
る
(
刑
法
二
四
四
条
)
。
こ
れ
に
つ
き
、

か
つ
て
小
野
博
士
は
、

刑
の
免
除
の
判
決
は
い
っ
た

ん
可
罰
性
を
生
じ
た
が
そ
の
の
ち
の
事
由
に
よ
っ
て
科
刑
し
な
い
場
合
に
限
ら
れ
る
べ
き
で
、
は
じ
め
か
ら
可
罰
的
で
な
い
場
合

(
H
H
親

(註
1
〉

族
相
盗
は
こ
の
場
合
に
当
る
〉
に
は
免
訴
の
言
渡
し
を
す
べ
き
で
あ
る
、
と
主
張
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
団
藤
教
授
は
「
わ
た
く
し

は
、
実
体
法
上
の
】
評
価
と
し
て
、
犯
罪
は
成
立
す
る
が
科
刑
し
な
い
と
い
う
範
曙
を
み
と
め
て
い
る
以
上
、
両
者
の
聞
に
区
別
を
み
と
め

る
こ
と
に
賠
路
を
感
じ
る
」
と
し
な
が
ら
も
、

「
『
法
は
家
庭
に
入
ら
な
い
』
と
い
う
原
則
の
一
つ
の
表
現
で
あ
る

親
族
相
盗
に
つ
い
て



〈註
2
〉

か
ら
、
免
一
誌
で
手
続
を
打
ち
切
る
こ
と
に
相
当
の
理
由
が
あ
る
し
と
し
た
。
そ
し
て
、
ま
た
こ
の
よ
う
に
解
す
る
と
き
に
、

〈註
3
)

会
註

4
〉

博
士
の
指
摘
し
た
近
親
者
と
そ
れ
以
外
の
親
族
と
の
間
に
み
ら
れ
る
不
均
衡
も
救
済
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
、
と
し
た
。

か
つ
て
牧
野

お
も
う
に
、
親
族
相
盗
の
場
合
に
免
訴
と
考
え
る
こ
と
の
基
礎
は
次
の
こ
と
に
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

ま
ず
、
そ
の
場
合
に
は
、
小
野

博
士
の
所
説
に
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、

そ
も
そ
も
訴
追
の
利
益
は
な
い
と
す
る
こ
と
に
よ
ろ
う
。
し
か
し
、
「
法
は
家
庭
に
入
ら
な
い
」

の
は
、
法
は
家
庭
(
リ
個
人
〉

の
利
益
を
優
先
さ
せ
国
家
の
利
益
の
譲
歩
を
要
求
す
る
か
ら
で
あ
る
と
解
し
た
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
ま

た
、
も
し
訴
追
の
利
益
が
生
来
的
に
な
い
と
す
れ
ば
、

そ
の
こ
と
の
論
理
的
帰
結
と
し
て
無
罪
の
実
体
判
決
の
主
張
と
な
ら
ざ
る
を
え

ず
、
形
式
裁
判
に
よ
る
訴
訟
の
即
時
停
止
へ
導
く
根
拠
と
し
て
は
十
分
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
訴
訟
の
即
時
停
止
つ
ま
り
検
察
官
の

訴
訟
制
度
の
利
用
を
阻
止
す
る
実
質
的
要
素
と
し
て
、
被
告
人
の
(
あ
る
い
は
裁
判
所
)
の
訴
訟
に
伴
う
不
利
益
・
負
担
の
あ
る
い
は
そ
れ

か
ら
免
れ
る
利
益
の
発
現
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
刑
の
免
除
の
判
決
は
、
有
罪
の
認
定
は
も
ら
え
て
も
、
刑
が
免

除
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
執
行
は
な
し
え
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
検
察
官
は
た
と
え
訴
訟
制
度
の
利
用
を
許
与
さ
れ

て
も
そ
の
利
益
主
張
は
、
親
族
相
盗
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
完
全
な
る
実
現
を
こ
ば
ま
れ
る
の
で
あ
る
o

他
方
、
検
察
官
の
訴
訟

制
度
利
用
の
許
与
は
被
告
人
の
応
訴
の
負
担
と
苦
痛
を
伴
う
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
裁
判
所
に
つ
い
て
も
ま
た
同
様
で

あ
る
。
窃
盗
(
刑
法
二
三
五
条
〉
あ
る
い
は
不
動
産
侵
奪
(
刑
法
二
三
五
条
ノ
一
一
)
を
訴
因
と
す
る
公
訴
に
対
し
て
、
被
告
人
と
被
害
者
が

(ー〉

親
族
で
あ
る
こ
と
が
そ
の
訴
訟
障
害
と
な
る
か
否
か
は
、

い
き
つ
く
と
こ
ろ
右
の
検
察
官
の
訴
追
の
利
益
と
被
告
人
の
訴
追
か
ら
免
れ
る

公訴の利益

利
益
(
そ
れ
は
ま
た
手
続
停
止
に
対
す
る
裁
判
所
さ
ら
に
は
被
害
者
の
利
益
に
よ
っ
て
さ
ら
に
強
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
)
と
の
較
量
に
お
い
て
い
ず
れ
を

優
先
あ
る
い
は
優
越
せ
し
め
る
か
の
問
題
に
か
か
わ
る
。

「
法
は
家
庭
に
入
ら
な
い
」

と
い
う
原
則
は
後
者
の
利
益
を
優
先
せ
し
め
る
も

の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
o

す
な
わ
ち
、

そ
れ
は
手
続
を
即
時
に
停
止
す
る
こ
と
に
味
方
し
よ
う
o

ま
た
、
免
訴
の
形
式
裁
判
説
に
立
つ
見
解
の
根
拠
は
、
免
訴
で
あ
れ
ば
そ
れ
以
外
の
形
式
裁
判
と
異
っ
て
一
事
不
再
理
の
効
力
が
で
る
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説

と
す
る
こ
と
に
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
被
告
人
と
被
害
者
と
の
親
族
関
係
の
存
在
は
、

)
と
の
性
質
上
永
久
に
失
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
免
訴
で
あ
ろ
う
と
公
訴
棄
却
で
あ
ろ
う
と
実
質
に
大
差
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
被
告
人
側
が
親
族
相
盗
で
あ
る
こ

論

と
を
事
由
と
し
て
訴
訟
か
ら
の
即
時
放
免
を
希
望
し
そ
れ
を
主
張
し
て
き
た
場
合
に
、
公
訴
棄
却
の
形
式
裁
判
l
刑
訴
三
三
八
条
四
号
を

使
っ
て
ー
を
も
っ
て
訴
訟
を
終
結
し
て
も
不
都
合
は
な
い
と
い
え
よ
う
。
か
く
解
す
る
場
合
に
そ
の
他
の
親
族
の
場
合
(
こ
の
場
合
は
告
訴

を
待
っ
て
そ
の
罪
を
論
ず
る
)
と
の
不
均
衡
も
救
済
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

右
の
よ
う
に
親
族
で
あ
る
こ
と
が
訴
訟
障
害
と
な
る
と
考
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、

」
こ
に
お
い
て
も
、
検
察
官
の
訴
訟
制
度

の
利
用
を
阻
止
す
べ
く
機
能
す
る
優
越
す
る
被
告
人
の
利
益
の
発
現
が
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

(
註

1
)

小
野
・
刑
事
訴
訟
法
講
義
(
全
訂
版
・
昭
八
)
一
七
二
頁
・
三
八
二
頁
。
問
、
新
刑
事
訴
訟
法
概
論
(
昭
二
三
)
一
一
八
頁
・
一
二
三
頁
。
向
、
刑

法
総
論
(
昭
一
一
一
一
一
)
一
一
一
二
頁
等
。

(
註

2
)

印
藤
・
「
刑
法
と
刑
事
訴
訟
法
と
の
関
連
」
、
刑
法
と
刑
事
訴
訟
法
と
の
交
錯
一
五
頁
。

〈
註
3
)

牧
野
・
日
本
刑
法
(
重
訂
版
)
下
巻
(
昭
一
三
)
一
二
六
一
頁
。

(
註
4
)

団
藤
・
前
掲
・
一
五
頁
、
註
(
幻
)
。
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