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こ二フ

附
和
一
ニ
二
年
一

O
月
九
日
大
法
怨
判
決
l
l
l
破
棄
自
判
〔
昭
和
二
九
年

〈
あ
)
第
四
九
ん
号
国
家
公
務
員
法
造
反
被
告
事
件
)
最
高
裁
刑
袋
一
一

巻
一

O
号
二
五
一
一

O
以

〔
事
実
及
び
判
旨
〕

本
件
第
一
容
判
決
(
差
民
後
)
が
被
告
人
以
川
名
の
犯
界
事
実
と
し
て

認
定
し
た
と
こ
ろ
(
公
訴
事
実
ど
お
り
)
は
、

被
告
人
O
は
、
電
気
通
信
事
務
自
と
し
て
室
蘭
電
気
通
信
管
制
比
所
長

1
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の
峨
に
あ
る
者
で
、
同
家
公
務
員
と
し
丈
人
事
院
規
則
で
定
め
る
政
治
的
行

為
を
公
ぜ
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
昭
和
二
冗
年
四
刀
二
四
日
某
所
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ザ:

会

海

に
於
て
同
年
六
月
四
日
施
行
せ
ら
れ
た
参
議
院
法
員
選
挙
に
八
七
同
区
よ
り
す
一

候
補
し
た
前
電
気
通
信
省
次
官
鈴
木
某
よ
り
同
人
の
選
挙
辺
動
賃
金
と
し
て

使
肘
せ
し
め
る
た
め
、
嬉
野
某
の
手
を
通
じ
て
現
金
三
万
円
を
交
付
さ
れ
る

ゃ
、
同
年
四
月
二
五
日
午
前
九
時
半
頃
北
海
道
特
定
局
長
協
会
総
会
を
開
俄

中
の
某
一
的
に
於
て
、
被
告
人
T
に
対
し
、
同
協
会
長
た
る
烏
帖
阿
茶
を
し
て
ホ

総
会
に
列
席
中
の
富
田
某
外
二

O
数
名
の
特
定
局
長
等
に
饗
応
し
て
鈴
木
候

補
に
投
票
を
猿
得
せ
し
め
ん
た
め
、
そ
の
資
令
と
し
て
ポ
島
崎
に
手
渡
方
を

依
頼
し
て
、
右
金
員
に
自
己
の
会
員
二
万
円
を
加
え
合
計
金
主
万
円
を
手
交

し
、
以
て
政
治
的
行
為
を
為
し

間
被
牛
口
人
T
は
、
札
幌
市
東
郵
便
局
所
属
の
郵
政
事
務
官
に
し
て
北
海

道
特
定
郵
便
局
長
会
連
合
会
並
び
に
財
団
法
人
北
海
道
特
定
局
長
協
会
の
事

務
局
長
合
兼
務
す
る
者
で
、
同
家
公
務
員
と
し
て
人
事
院
規
則
に
定
め
る
政

治
的
行
為
を
禁
ぜ
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
川
附
和
一
一

π年
四
月
二

主
日
午
前
九
時
半
頃
某
所
に
於
て
被
代
人
O
よ
り
右
鈴
木
候
補
に
投
票
を
終



得
せ
し
め
ん
た
め
そ
の
資
金
と
し
て
島
崎
に
現
金
豆
万
円
の
手
渡
方
依
頼
さ

れ
る
や
、
そ
の
情
を
知
り
な
が
ら
之
を
受
領
し
、
向
日
饗
応
の
機
会
を
逸
し

た
右
島
崎
よ
り
命
ぜ
ら
れ
て
之
を
保
管
し
、
右
同
日
午
後
七
時
頃
料
亭
某
方

に
お
い
て
現
金
二
万
円
、
同
右
同
年
五
月
中
頃
右
協
会
事
務
所
に
お
い
て
現

金
一
一
月
主
千
円
を
夫
々
右
島
崎
に
対
し
、
右
鈴
木
に
投
票
を
獲
得
す
る
た
め

の
辺
動
資
金
と
し
て
手
交
し
、
以
て
政
治
的
行
為
を
為
し
た
、
と
い
う
の
で

あ
る
。第

一
審
判
決
は
、
右
被
告
人
等
の
各
行
為
は
、
い
ず
れ
も
、
国
家
公
務
員

法
一

O
二
条
一
項
人
事
院
規
則
一
四
七
ハ
以
下
規
則
と
略
称
す
る
)
の
五

項
一
号
六
項
三
号
国
家
公
務
員
法
一
一

O
条
一
項
一
九
号
に
該
当
す
る
も
の

と
し
、
原
判
決
も
こ
れ
を
宵
認
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
右
鈴
木
が
同
参
議
院
議
員
選
挙
に
お
い
て
立
候
補
の
届

出
を
し
た
の
は
、
昭
和
二
宜
年
五
月
四
日
で
あ
っ
た
か
ら
、
被
告
人
O
の
行

為
並
び
に
被
告
人
T
の
川
の
行
為
は
、
い
ず
れ
も
、
右
鈴
木
の
立
候
補
同
出
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前
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
、
本
件
差
戻
前
の
第
一
審
札
幌
地
裁
判
決
で
は
、
「
右
規
定
に
い
う

特
定
の
候
補
者
と
は
、
正
規
の
手
続
に
従
い
、
候
補
者
の
届
出
が
な
さ
れ
、

候
補
者
と
し
て
法
的
に
資
絡
を
有
す
る
に
至
っ
た
者
を
い
う
の
で
あ
り
、
そ

の
資
格
を
取
得
し
な
い
以
前
に
あ
っ
て
は
未
だ
候
補
者
と
云
う
べ
き
で
な
い

こ
と
勿
論
で
、
従
っ
て
選
挙
に
際
し
、
あ
る
特
定
人
の
立
候
補
を
支
持
す
る

だ
け
で
は
、
右
規
則
に
い
う
政
治
的
円
的
あ
り
と
な
す
に
は
当
ら
な
い

ωで

あ
る
。
け
だ
し
政
治
的
行
為
の
制
限
又
は
禁
止
に
閲
す
る
叙
上
の
規
定
は
、

本
来
自
由
で
あ
る
べ
き
政
治
活
動
を
制
限
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
す
べ

て
法
秩
序
に
お
け
る
例
外
的
地
位
を
も
ち
、
従
っ
て
こ
れ
を
無
陥
に
拡
張
し

て
解
釈
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
り
云
々
」
と
判
示
し
て
、
小
心
の
部

分
に
つ
い
て
は
無
罪
の
云
渡
を
し
た

Q

し
か
る
に
、
第
二
審
札
幌
高
裁
で
は
、
「
同
家
公
務
員
法
第
百
二
条
に
よ
り

国
家
公
務
員
の
政
治
的
行
為
を
禁
止
又
は
制
限
し
た
所
以
の
も
の
は
国
家
公

務
員
は
同
民
全
体
の
奉
仕
者
で
あ
っ
て
一
部
の
奉
仕
者
で
は
な
い
と
い
う
公

務
員
の
本
質
上
そ
の
中
立
を
維
持
せ
ん
と
す
る
に
在
る
の
で
あ
る
か
ら
同
条

に
よ
る
人
事
院
規
則
一
四
|
七
第
五
項
第
一
号
の
「
特
定
の
候
補
品
巴
と
は
立

候
補
の
届
出
を
し
た
候
補
者
の
み
な
ら
ず
ま
だ
立
候
補
の
届
出
は
し
な
い
が

立
候
補
し
よ
う
と
す
る
特
定
人
を
も
包
含
す
る
越
旨
で
あ
る
と
解
す
る
の
が

相
当
で
あ
る
。
蓋
し
公
務
員
が
公
選
に
よ
る
公
職
の
選
挙
に
お
い
て
特
定
人

を
候
補
者
と
し
て
支
持
し
そ
の
者
の
為
政
治
的
行
為
を
な
す
こ
と
は
そ
の
特

定
人
が
立
候
補
の
届
出
を
し
た
と
否
と
に
拘
わ
ら
ず
常
に
公
務
員
の
本
質
に

反
し
そ
の
中
立
性
を
維
持
せ
ん
と
す
る
同
条
の
精
神
に
反
す
る
'
も
の
で
此
の

種
の
行
為
は
立
候
補
届
出
後
の
も
の
の
み
を
制
限
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
特

別
の
事
由
は
な
い
か
ら
で
あ
る
」
と
の
別
由
で
、
原
判
決
を
破
棄
差
一
民
し
た
。

そ
こ
で
、
差
一
民
後
の
第
一
審
で
は
、
こ
の
判
断
に
従
い
被
告
等
を
有
界
と
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料

し
、
原
容
第
二
審
判
決
も
、
こ
れ
を
支
持
し
た
の
で
あ
る
。

三
こ
れ
に
対
し
、
最
高
裁
は
、
本
判
決
に
お
い
て
、
「
お
も
う
に
、
国
家

公
務
員
法
一

O
二
条
一
項
の
委
任
に
よ
り
制
定
せ
ら
れ
た
昭
和
二
四
年
九
月

一
九
日
人
事
院
規
則
一
回
|
七
(
政
治
的
行
為
)
の
五
項
政
治
的
目
的
の
意

資

義
と
し
て
同
一
号
に
「
規
則
一
四
五
に
山
止
め
る
公
選
に
よ
る
公
臓
の
選
挙

に
お
い
て
特
定
の
候
補
者
を
支
持
し
、
又
は
こ
れ
に
反
対
す
る
こ
と
し
と
あ

る
「
特
定
の
候
補
者
」
と
は
、
法
令
の
規
定
に
も
と
つ
く
正
式
の
立
候
補
凶

出
又
は
推
薦
同
出
に
よ
り
候
補
者
と
し
て
の
地
位
を
有
す
る
に
至
っ
た
者
を

い
う
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
米
だ
1
J
A
の
凶
出
を
し
な
い
、
原
判
決
の

い
わ
ゆ
る
「
立
候
補
を
し
よ
う
と
す
る
特
定
人
」
の
ご
と
き
は
、
「
右
同
家
公

務
員
法
お
よ
び
人
事
院
規
則
の
適
用
の
関
係
に
お
い
て
は
、
こ
れ
を
包
含
し

な
い
も
の
と
解
す
る
そ
相
当
と
す
る
。
」
と
判
】
ぶ
し
て
、
原
判
決
を
般
棄
し
、

関
係
部
分
に
つ
き
、
無
罪
の
云
波
を
し
た
Q

(

そ
の
他
の
訴
訟
法
上
の
問
題

に
関
す
る
部
分
は
省
略
す
る
J
し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
次
の
二
つ
の

少
数
意
見
が
あ
っ
た
。

そ
の
一
つ
は
、
田
中
・
池
田
両
裁
判
刊
の
な
見
で
あ
る
。
こ
の
志
向
山
は
、

先
ず
最
初
に
、
人
事
院
規
則
で
「
政
治
的
目
的
」
に
つ
い
て
規
定
し
た
の
は

国
家
公
務
員
法
一

O
二
条
一
項
の
授
権
の
悩
凶
を
こ
え
る
、
と
す
る
の
で
あ

る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
同
意
見
の
氏
一
険
裁
判
官
の
説
明
の
方
が
判
り

易
く
ま
と
ま
っ
て
い
る
か
ら
そ
れ
を
引
討
す
る
と
、

「
元
米
同
家
公
務
員
法

一
O
二
条
一
項
が
、
『
職
員
は
、
政
党
又
は
政
治
的
目
的
の
た
め
に
、
寄
附
金

そ
の
他
の
利
益
を
求
め
、
若
し
く
は
受
領
し
、
叉
は
何
ら
の
方
法
を
以
て
す

る
を
問
わ
ず
、
こ
れ
ら
の
行
為
に
関
与
し
、
或
い
は
選
挙
権
の
行
伎
を
除
く

，e
 

5
 

しタト
て、

人
:記事

君臨
的胤
ι 員Ij
LA で
日定

に 2
つ政
い必

芳尚
円 ι

人込
寵 Z
J'ic. J. 

規ーと
員IJ は

りな
疋乙 F、
きた
Q い
r 。
ご 島冒

しー

ろと
に規
委定

任
し
て
い
る
が
、
『
政
治
的
目
的
』
に
つ
い
て
は
法
律
に
お
い
て
人
事
院
規

則
に
こ
れ
を
規
定
す
べ
き
何
等
の
授
権
を
も
与
え
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
に

も
か
か
わ
ら
ず
人
事
院
規
則
一
四
七
第
五
項
は
、
政
治
的
目
的
の
定
義
を

定
め
て
政
治
的
目
的
を
狭
く
限
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
田
中
・
池
町
両
裁

判
官
の
指
摘
す
る
よ
う
に
人
事
院
の
越
権
で
あ
っ
て
、
本
来
政
治
的
目
的
の

何
た
る
か
は
、
国
家
公
務
員
法
上
こ
の
規
則
に
拘
束
さ
る
べ
き
現
由
は
な
い

も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
て
、
回
中
・
池
田
両
裁
判
官
の
意
見
は
、
右
前
提
の
も
と
に
、
「
し

て
み
る
と
、
本
文
の
規
定
す
る
職
員
の
政
治
的
目
的
の
た
め
に
す
る
利
益
の

要
求
、
受
領
又
は
こ
れ
ら
の
行
為
へ
の
関
与
行
為
の
ご
と
き
い
わ
ゆ
る
賀
収

に
関
す
る
行
為
(
買
収
行
為
と
略
称
す
る
〉
を
為
す
こ
と
は
、
職
員
の
公
正

な
政
治
的
中
立
の
地
位
と
相
容
れ
な
い
政
治
的
行
為
と
し
て
本
文
自
体
が
禁

止
し
て
い
る
も
の
と
解
す
ベ
会
で
あ
っ
て
、
規
則
を
待
っ
て
し
か
る
の
で
は

な
い
。
従
っ
て
、
政
治
的
目
的
を
公
選
に
よ
る
会
臓
の
選
挙
に
つ
い
て
い
え

ば
、
職
員
が
、
特
定
の
候
補
者
を
支
持
し
又
は
こ
れ
に
反
対
す
る
た
め
に
寅



収
行
為
を
な
す
こ
と
が
本
文
の
禁
止
に
違
反
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
当

該
候
補
必
の
立
候
補
届
出
の
前
後
に
か
か
わ
ら
な
い
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
」
と
し
、
こ
の
結
論
を
導
き
出
す
根
拠
と
し
て
は
、
次
の
如
く
述

べ
た
。
「
職
員
の
買
収
行
為
が
本
文
の
禁
止
に
違
反
す
る
の
は
職
員
の
政
治

的
中
立
性
と
相
容
れ
な
い
政
治
的
行
為
で
あ
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
職
員
の
支

持
又
は
反
対
す
る
候
補
者
が
公
選
法
九
章
の
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
立

候
補
の
日
出
を
し
た
も
の
で
あ
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
己

こ
れ
に
対
し
、
斎
藤
裁
判
官
は
、
前
述
の
越
権
論
を
背
景
と
し
て
、
規
則

立
項
一
号
の
「
特
定
の
候
補
者
」
を
狭
く
解
す
べ
き
で
は
な
い
、
と
し
て
い

る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
議
論
の
筋
道
は
、
田
中
・
池
田
両
裁
判
官
の
場
合
ほ

ど
、
は
っ
き
り
は
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

評

釈

判
旨
の
結
論
に
は
賛
成
で
あ
る
が
、
問
題
は
な
お
多
く
残
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さ
れ
て
い
る
よ
う
に
忠
わ
れ
る
。

-
規
則
第
五
項
第
一
号
の
「
特
定
の
候
補
者
」

こ
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
、
同
旨
の
小
法
廷
判
決
ハ
昭
二
一

0
・三・

一
第
一
二
小
、
刑
集
九
巻
三
号
三
八
一
頁
)
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
次
の
よ
う
に

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
『
特
定
の
候
補
者
』
と
い
う
の
が
『
立
一
候
補
し
よ
う
と

す
る
特
定
人
』
を
合
む
も
の
と
解
す
る
こ
と
は
、
用
語
の
普
通
の
意
義
か
ら

い
っ
て
無
理
で
あ
り
、
同
規
則
の
他
の
条
項
な
い
し
他
の
法
令
と
の
関
係
で

ぜ
ひ
そ
の
よ
う
に
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
特
段
の
証
拠
が
あ
る
わ

け
で
も
な
い
の
に
、
『
国
家
公
務
員
法
一

O
二
条
の
村
神
に
反
す
る
』

d

と
い

う
よ
う
な
理
由
か
ら
、
刑
罰
法
令
に
つ
き
煩
推
拡
抜
解
釈
を
と
る
こ
と
は
、

あ
き
ら
か
に
不
当
と
い
う
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
よ

本
件
大
法
廷
判
決
に
は
、
特
段
の
烈
由
は
一
不
さ
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、

右
小
法
廷
判
決
理
由
お
よ
び
本
件
差
民
前
第
一
容
判
決
の
期
由
は
い
ず
れ
も

も
っ
と
も
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
に
つ
け
加
え
る
こ
と
は
な
い

Q

人
事
院
の
行

政
解
釈
も
、
早
く
か
ら
、
同
じ
立
場
を
と
っ
て
い
た

Q

反
対
意
見
は
、
行
為
の
悪
性
は
、
立
候
補
の
前
後
に
よ
っ
て
異
な
ら
な
い

と
盛
に
主
張
し
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
見
地
か
ら
拡
張
解
釈
を
す
る
こ
と

は、
1
i
l
文
字
通
り
の
意
味
で
は
、
立
候
補
以
前
の
者
が
、
『
特
定
の
候
補
者
』

の
中
に
ふ
く
ま
れ
な
い
こ
と
は
、
多
言
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う

l
l
「
政
治

的
行
為
」
の
内
容
を
で
き
る
だ
け
具
体
的
に
明
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
人
事

院
規
則
の
趣
旨
に
も
反
す
る
で
あ
ろ
う
。

山
人
事
院
の
運
用
方
針
(
昭
一
一
同
・
一

0
・
二
一
)
佐
藤
功
・
鶴
海
兵

一
郎
著
公
務
員
法
問
三
一
一
良
参
照

Q

越
権
行
為
論
に
つ
い
て
規
則
筋
立
項
は
、
「
法
及
び
規
則
中
政
治

的
目
的
と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
」
と
し
て
、
一
号
か
ら
八
号
ま
で

の
項
目
を
掲
げ
て
い
る
@
こ
の
よ
う
に
、
規
則
を
も
っ
て
、
法
本
文
の
用
語

ーー

- fi5 ー

の
定
義
ま
で
し
て
い
る
こ
と
が
、
授
権
の
範
聞
を
こ
え
た
越
徐
行
為
と
さ
れ



手ヰ

て
い
る
の
で
あ
り
、
「
胤
則
で
木
文
の
『
政
治
目
的
』
を
限
定
す
べ
き
い
わ
れ

が
な
い
」
〈
田
中
・
池
凶
両
裁
判
官
窓
見
)
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と

資

こ
ろ
で
、
「
政
治
的
行
為
」
と
い
う
表
題
を
も
っ
こ
の
規
則
を
通
覧
す
る
と
、

そ
れ
は
、
要
す
る
に
、
公
務
員
法
一

O
二
条
の
適
用
組
凶
を
、
で
き
る
だ
け

細
か
く
剣
山
止
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。
だ
か
ら
、
一

O
二

条
木
火
に
直
接
定
め
ら
れ
て
い
る
禁
止
挙
項
ま
で
も
、
規
則
六
項
三
号
に
お

い
て
「
政
治
的
目
的
を
も
っ
て
、
賦
玖
鋭
、
宏
川
附
金
、
会
資
又
は
そ
の
他
の

合
同
川
を
求
め
若
し
く
は
受
領
し

X
は
な
ん
ら
の
方
法
を
も
っ
て
す
る
を
問
わ

(
1
J
V
 

ず
こ
れ
ら
の
行
為
に
関
与
す
る
こ
と
」
と
定
め
て
お
り
、
本
件
に
お
い
て
は

ま
さ
に
、
乙
の
規
定
の
適
肘
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
内
容
の
規
則
が
、
法
一

O
二
条
一
項
の
授
権
の
範
囲
内
に
、

完
全
に
納
ま
り
切
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
@
人
事
院
は
そ
う
解
し
て
い
る

け
れ
ど
も
、
こ
れ
に
は
疑
問
の
余
地
が
な
い
訳
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の

規
川
の
川
脳
出
口
は
、
右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
文
で
漠
然
と
定
め
ら
れ
、
又
一

部
規
則
に
委
任
さ
れ
た
公
務
員
に
対
す
る
政
治
的
行
為
の
制
限
を
で
き
る
だ

け
詳
し
く
規
定
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
、
い
わ
ば
、
法
的
安
定
を
目
指
し
た

も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
規
則
で
か
く
の
如
き
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に

批
判
の
余
地
が
な
い
沢
で
は
な
い
が
、
-
本
文
の
内
容
を
拡
張
し
た
場
合
で
は

な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
一
一
料
の
解
釈
規
，
一
足
と
し
て
、
そ
の
有
効
性
は
認
め
て

よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

な
お
、
か
り
に
、
越
権
だ
と
し
、
規
則
を
も
っ
て
法
の
内
容
を
有
効
に
限

定
し
得
な
い
こ
と
が
、
こ
の
場
合
に
も
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
だ
が
ら
と

い
っ
て
、
法
の
適
用
に
当
り
、
当
然
に
、
規
則
を
無
視
し
直
ち
に
、
法
の
本

交
を
適
用
し
て
よ
い
、
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
ぬ
と
忌
う

Q

下
位
規
怖
が
上

位
規
範
の
内
容
を
限
定
し
得
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
規
純
相
互
の
関
係
の
問

← 56ー

題
で
あ
り
、
い
か
な
る
限
度
に
お
い
て
国
民
に
対
し
、
公
権
力
を
発
動
し
得

る
か
、
と
い
う
こ
と
と
は
、
別
倒
の
問
題
で
あ
る
。
後
者
の
関
係
に
お
い
て

は
、
規
則
が
、
法
の
委
任
の
範
開
を
こ
え
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
法
が
、

そ
の
規
則
を
無
視
し
て
、
直
接
国
民
の
前
に
自
己
を
主
張
し
得
る
と
考
え
る

こ
と
は
、
悶
民
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
の
、
法
と
規
則
と
の
一
体
性
を
考

慮
に
入
れ
な
い
誤
っ
た
見
解
だ
と
岡
山
う
。

な
お
、
こ
こ
に
附
言
し
て
お
ぎ
た
い
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
、
法
適
用

ω

根
拠
に
関
す
る
重
要
問
題
が
少
数
志
見
と
し
て
出
さ
れ
て
い
る
場
合
に
、
多

数
意
見
が
こ
れ
に
一
言
も
ふ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
甚
だ
遺
憾
で
あ
る
と
思

う
。
補
足
意
見
と
し
て
で
も
よ
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ

の
少
数
意
見
に
反
対
の
多
数
者
が
沈
黙
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
判
決
の

権
威
に
も
関
す
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
、
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

出
も
っ
と
も
、
一

O
ご
条
一
項
本
文
に
「
利
益
」
と
な
っ
て
い
る
の
が

本
尽
で
は
「
金
品
」
と
な
っ
て
い
る
だ
け
狭
い
。
わ
ゴ
わ
さ
か
か
る
規
定

を
設
け
た
の
は
、
次
の
間
号
(
後
に
示
す
)
を
引
出
す
た
め
で
あ
っ
て
、



こ
れ
に
よ
り
本
文
の
規
定
は
変
更
3
れ
た
り
制
限
さ
れ
た
り
し
芯
い
の
だ

と
い
う
説
明
が
あ
る
(
浅
井
消
、
国
家
公
務
員
法
精
義
六
七
六
百
む

間
前
記
運
用
方
針
、
前
掲
書
問
ご
八
一
氏
、
な
お
浅
井
前
掲
六
五
問
、
六

六
二
頁
参
照
。

判
例
の
盲
点

け
れ
ど
も
、
こ
の

u

事
件
に
お
け
る
最
大
の
問
題
は

実
は
、
本
件
で
犯
罪
事
実
と
さ
れ
て
い
る
行
為
が
、
来
し
て
、
規
則
六
項
三

号
ハ
法
一

O
二
条
一
項
本
文
も
同
じ
)
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か

の
点
に
あ
る
。
し
か
る
に
、
こ
の
点
は
、
差
反
前
の
第
一
審
判
決
以
来
、
殆

ん
ど
問
題
と
さ
れ
た
跡
が
な
い
。
あ
え
て
、
判
例
の
盲
点
と
し
て
指
摘
す
る

ゆ
え
ん
で
あ
る
が
、
唯
、
問
中
・
池
聞
の
少
数
意
見
で
は
、
「
政
治
的
目
的
の

最高裁判所破棄判例研究

た
め
に
す
る
利
益
の
要
求
、
受
領
又
は
こ
れ
ら
の
行
為
へ
の
関
与
行
為
の
ご

と
念
い
わ
ゆ
る
買
収
行
為
」
と
し
て
、

4

ま
さ
に
こ
の
種
の
行
為
が
、
規
制
の

対
象
で
あ
る
と
の
見
解
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
と
ん
で
も
な

い
間
違
い
で
あ
り
、
本
件
行
為
は
、
規
則
六
項
三
口
す
と
は
全
く
関
係
の
な
い

も
の
で
あ
る
。
以
下
、
そ
の
ゆ
え
ん
を
明
ら
か
に
し
よ
う
。

旬
よ

え
る
行
為
で
あ
る
。
従
っ
て
「
金
品
を
求
め
若
し
く
は
受
領
」
す
る
行
為
の

禁
止
を
主
体
と
す
る
太
号
の
規
定
が
、
買
収
の
禁
止
を
目
的
と
し
た
も
の
だ

と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
規
定
安
読
ま
な
い
勝
手
な
独
断
で
な
い
と
す
れ
ば

い
う
迄
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
「
質
収
」
と
は
、
他
人
に
金
一
口
山
を
与

「
関
与
」
と
い
う
こ
と
に
結
び
つ
け
た
余
程
の
こ
じ
つ
け
だ
と
い
う
の
外
は

な
い
。
又
、
こ
の
規
定
の
立
法
趣
旨
が
、
か
か
る
点
に
な
い
こ
と
は
、
人
事

院
の
解
釈
例
に
お
い
て
「
合
一
一
)
第
三
号
関
係
本
号
は
、
法
第
百
二
条
第

一
項
前
段
の
規
定
と
同
趣
旨
の
規
定
で
あ
っ
て
、
「
関
与
L

と
は
、
援
助
、
勧

誘
、
仲
介
、
あ
っ
旋
等
を
い
う
。
た
と
え
ば
課
員
が
課
内
の
党
員
の
党
費
を

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も

と
り
ま
と
め
る
こ
と
は
違
反
と
な
る
。
」

推
知
さ
れ
よ
う

Q

要
す
る
に
そ
れ
は
、
特
定
の
政
党
の
為
め
の
党
賛
の
徴
収

ゃ
、
特
定
の
候
補
者
の
た
め
の
資
金
カ
ン
パ
の
よ
う
な
行
為
金
品
を
「
与

え
」
る
行
為
と
は
、
ま
さ
に
逆

l
ー
を
禁
止
し
た
も
の
で
、
こ
れ
ら
の
行
為

は
、
政
治
活
動
と
し
て
は
当
り
前
の
こ
と
に
過
ぎ
な
い
が
、
公
務
員
が
行
う

こ
と
は
、
そ
の
政
治
的
中
立
性
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
か
ら
、
禁
止
し
た

も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
当
否
は
兎
も
角
、
そ
れ
は
そ
れ
な
り
に
、
筋
の
通
つ

た
考
え
で
あ
る
に
は
違
い
な
い
。

(2) 

こ
れ
に
対
し
、
田
中
・
池
間
両
裁
判
官
の
力
説
さ
れ
る
、
職
員
の
買

収
行
為
は
、
そ
の
政
治
的
中
立
性
と
相
容
れ
な
い
政
治
的
行
為
だ
か
ら
禁
止

さ
れ
る
の
だ
、
と
い
う
見
解
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
み
て
も
、
理
由
の
な
い

こ
と
で
あ
る
。
元
来
、
買
収
行
為
の
慈
性
は
、
選
挙
の
自
由
公
正
を
や
ぶ
る

点
に
あ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
い
う
迄
も
な
く
、
公
職
選
挙
法
の
問
題

で
あ
る
。
そ
れ
以
外
に
、
職
員
の
政
治
的
中
立
性
の
観
点
か
ら
、
買
収
を
問

題
と
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
甚
だ
合
点
の
い
か
な
い
こ
と
で
あ
っ
て
、
買
収
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の
悪
性
は
、
伺
人
の
道
徳
的
本
分
に
関
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
外
に
、
公



料

局
員
の
政
治
的
中
立
性
と
結
び
付
け
て
、
と
く
に
禁
止
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
行

資

一
般
的
に
い
、
え
ば
、
公
務
員
の
政
治
的
行
為
の
制

限
は
、
公
務
員
の
地
位
に
な
け
れ
ば
で
き
な
い
、
と
い
う
行
為
の
外
は
、
一

般
人
に
は
差
支
え
な
い
が
、
公
務
員
が
行
え
ば
そ
の
政
治
的
中
立
性
に
反
す

る
こ
と
と
な
る
と
い
う
よ
う
な
場
合
に
ツ
い
て
の
み
存
在
理
由
が
あ
る
も
の

で
、
一
般
的
に
祭
止
さ
れ
て
い
る
行
為
z

ゼ
、
絡
別
の
理
由
な
く
し
て
、
重
ね

て
こ
こ
に
規
定
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
貿
収
行
為
の
如
き
は
、
そ
の
適
例

為
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、

で
あ
ろ
う
。

(3) 

次
に
、
本
件
の
犯
罪
事
実
と
さ
れ
る
行
為
に
つ
い
て
共
体
的
に
考
え

て
み
る
と
、
そ
れ
は
要
す
る
に
、
立
候
補
予
定
者
鈴
木
某
の
選
挙
運
動
資
金

、、、

を
、
公
務
員
O
か
ら
公
務
員
T
に
波
し
た
こ
と
、
お
よ
び
、
公
務
員
T
が
こ

、
，
、
.
、
.
、
.
、
.. 
、.. 

‘.、.、.

れ
を
受
取
っ
て
、
島
崎
に
渡
し
た
こ
と
の
三
点
に
つ
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の

資
金
が
買
収
目
的
に
佼
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
事
実
の
記
載
か
ら

知
ら
れ
る
が
、
そ
れ
が
要
件
事
実
と
解
さ
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
は
は
っ
き

り
し
な
い
。
買
収
資
金
に
限
定
す
べ
き
積
極
的
な
根
拠
は
な
く
、
事
実
の
記

載
か
ら
も
、
そ
の
魁
旨
は
う
か
が
わ
れ
な
い
か
ら
、
よ
り
広
く
、
選
挙
遜
動

資
金
の
授
受
が
、
違
反
に
問
わ
れ
た
も
の
と
解
す
る
の
外
は
な
か
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
先
ず
問
題
と
な
る
こ
と
は
、

O
が
T
に
、
又
、

T
が

烏
崎
に
、
資
金
を
「
手
交
し
」
た
こ
と
が
、
何
故
、
規
則
六
項
三
号
該
当
に

な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
繰
返
す
ま
で
も
な
く
、
六
項
三
号
は
、
受
領
行
為
を

禁
止
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
交
付
行
為
を
禁
川
し
て
い
る
の
で
な
い
u

山小一広

一
民
前
の
第
一
審
判
決
も
、
こ
の
点
を
理
由
に
、
一
ニ
号
該
当
で
は
な
い
、
と
し
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た
の
で
あ
る
が
、
差
以
判
決
に
お
い
て
、
そ
れ
は
、
「
受
領
行
為
に
関
与
」
し

た
こ
と
に
な
る
と
し
て
、
こ
の
点
も
差
民
事
由
と
し
た
u

し
か
し
、
こ
の

M

釈
も
、
明
ら
か
に
、
規
定
の
趣
旨
に
反
す
る
も
の
で
、
規
則
六
項
凶
号
は
、

三
日
す
の
規
定
を
受
け
て
、
「
政
治
的
目
的
を
も
っ
て
、
前
号
に
定
め
る
金
品

を
国
家
公
務
員
に
与
え
又
は
支
払
う
こ
と
L

と
定
め
て
い
る
。
従
っ
て
、
同

号
に
該
当
す
る
と
い
う
の
な
ら
兎
も
角
、
一
ニ
号
の
闘
与
行
為
に
当
る
と
す
る

の
は
全
く
間
違
っ
て
い
る

Q

で
は
、

0
と
T
の
行
為
は
、
手
交
の
点
で
は
四
号
に
、
受
領
の
点
で
は
三

ロ
す
に
当
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
(
差
民
前
の
第
一
審
判
決
は
、
そ
う
解

し
つ
つ
、
鈴
木
の
立
候
補
以
前
の
行
為
な
る
が
故
に
似
非
と
し
た
。
刀
い
い

か
え
れ
ば
、
国
家
公
務
員
闘
に
お
い
て
な
さ
れ
る
特
定
の
候
補
者
の
為
め
の

選
挙
運
動
資
金
の
授
受
は
、
す
べ
て
一
ニ
サ
な
い
し
四
号
に
該
当
す
る
行
為
℃

あ
ろ
う
か

Q

私
は
、
こ
の
解
釈
も
間
違
っ
て
い
る
と
岡
山
う
。
第
四
号
の
規
定
は
、
第
三

口
す
が
な
け
れ
ば
、
独
立
し
て
存
在
す
る
意
味
を
も
た
な
い
も
の
で
、
第
四
日
写

の
「
与
え
又
は
支
払
」
は
、
第
三
号
の
「
求
め
若
し
く
は
受
領
」
に
対
応
し

そ
れ
を
前
提
と
す
る
行
為
で
あ
る
と
思
う
ω

し
か
も
、
第
一
ニ
号
の
立
松
岡
地
L
日

は
前
記
の
如
く
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
か
ら
著
し
く
、
辿
脱
し
た
解
釈
を
為
す
べ



き
で
は
な
い
。
し
か
し
て
、
第
三
弓
の
'
文
字
解
釈
か
ら
も
川
明
ら
か
な
よ
う
に
、

同
サ
に
い
う
「
受
領
」
は
金
口
山
の
受
領
行
為
一
般
で
は
な
く
、
寄
附
金
等
の

金
一
口
川
を
求
め
る
側
に
立
つ
て
の
受
領
で
あ
る
。
例
え
ば
党
貨
の
徴
収
や
、
資

金
カ
ン
パ
を
す
る
側
に
立
つ
て
の
受
領
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、

第
四
す
は
、
か
か
る
行
為
に
対
応
し
た
支
払
を
指
す
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て

み
れ
ば
、
特
定
の
候
補
者
の
為
め
に
、
そ
の
者
の
側
か
ら
運
動
資
金
が
出
さ

れ
、
そ
れ
が
使
用
さ
れ
る
迄
の
中
間
過
程
に
お
け
る
そ
の
授
受
が
、
右
両
号

の
料
一
ボ
止
行
為
と
は
、
全
く
質
の
違
う
行
為
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ

う
。
要
す
る
に
一
ニ
号
、
四
号
の
規
定
は
、
政
治
目
的
の
為
め
に
、
政
治
資
金

を
集
め
る
こ
と
に
着
服
し
た
規
定
で
あ
る
。
そ
の
逆
の
場
合
を
も
こ
れ
ら
両

号
に
九
て
は
め
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
条
文
の
文
字
解
釈
か
ら
い
っ
て
も
、

十
分
な
根
拠
は
な
い

Q

い
わ
ん
や
、
規
定
の
趣
旨
か
ら
遠
ざ
か
る
こ
と
甚
だ

し
い
も
の
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
最
高
裁
の
判
決
の
中
、
本
件
の
犯
罪

事
実
中
同
の
部
分
に
つ
き
有
罪
の
判
決
を
し
た
の
は
、
こ
の
点
に
お
い
て
、

最高裁判所破喫判例研究

明
ら
か
に
誤
っ
て
い
る
と
恩
う
。

間
前
掲
運
用
方
針
、
前
掲
書
四
三
三
頁
ω

間
第
四
号
で
は
国
家
公
務
員
が
、
政
治
資
金
を
支
払
う
こ
と
が
一
般
的

に
禁
止
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
国
家
公
務
員
に
支
払
う
の
が
い
け
な

い
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
支
払
う
こ
と
そ
れ
自
体
が
政
治
的
中
立
性

に
反
す
る
と
い
う
の
な
ら
、
か
く
の
如
き
区
別
は
生
じ
な
い
筈
で
あ
ろ
う

(
第
三
号
に
は
か
か
る
区
別
は
な
い
)
。
叉
、
国
家
公
務
員
以
外
に
対
し
て

な
ら
よ
い
が
、
国
家
公
務
員
に
対
し
て
支
払
F
7
と
き
は
政
治
的
中
立
性
に

反
す
る
と
い
う
ζ

と
も
、
何
等
脱
出
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の

規
定
は
第
三
号
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
受
領
行
為
を
前
提
と
し
そ
の
禁
止
を

補
強
す
る
為
の
規
定
と
解
す
る
外
は
な
い
の
で
あ
り
、
条
文
の
位
置
、
そ

の
表
現
の
仕
万
か
ら
い
っ
て
品
、
と
の
こ
と
は
十
分
に
看
取
し
得
る
と
思

う
似
し
、
第
四
号
の
国
家
公
務
員
の
中
に
は
特
別
取
に
属
す
る
者
を
含
む

と
解
さ
れ
て
い
る
が
(
前
掲
運
用
万
針
、
前
回
向
円
三
三
員
、
浅
井
前
掲
吉
田

六
七
七
頁
)
そ
の
者
に
は
国
家
公
務
員
法
の
適
用
は
な
い
か
ら
第
三
号
該

当
と
は
な
ら
な
い
。
乙
の
解
釈
自
体
に
疑
問
は
あ
る
が
、
そ
う
解
し
て
る

そ
れ
が
以
上
に
述
べ
た
こ
と
の
反
証
に
な
る
も
の
で
は
な
い
と
思
う
。

(

今

村

成

和

)
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