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人
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フ
ォ
ー
ト
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役
務
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フ
ォ
ー
ト
を
構
成
し
、
こ
れ
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の
フ
ォ
ー
ト
に
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務
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人
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た
。
こ
れ
に
対
し
て
、本
節
に
お
い
て
論
じ
る「
賠
償
責
任
の
競
合（cum

ul 

des responsabilité （
１
）

s

）」
原
理
は
、
公
務
員
個
人
の
賠
償
責
任
を
生
ぜ
し

め
る
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
を
構
成
す
る
所
為
に
つ
い
て
、
同
時
に
国
家
賠
償

責
任
を
認
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。つ
ま
り
、公
務
員
の
個
人
的
フ
ォ
ー

ト
を
構
成
す
る
所
為
に
つ
い
て
、
公
務
員
個
人
の
賠
償
責
任
と
国
家
賠
償

責
任
が
競
合
的
に
生
じ
る
の
で
あ
る
。

一　
《Lem

onnier

判
決
》

　

賠
償
責
任
の
競
合
原
理
を
確
立
し
た
判
決
と
し
て
解
さ
れ
て
い
る
の

が
、
一
九
一
八
年
に
下
さ
れ
た
《Lem

onnier
判（

２
）決

》
で
あ
る
。
そ
の

事
案
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
一
九
一
〇
年
一
〇
月
九
日
、
Ｒ
町

に
お
い
て
町
の
主
催
に
よ
る
祭
り
が
開
催
さ
れ
た
。
こ
の
祭
り
で
は
、
川

に
浮
か
べ
た
標
的
に
向
け
て
射
撃
を
行
う
人
気
の
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
が

あ
っ
た
。
当
日
の
午
後
、
こ
の
川
の
対
岸
に
あ
る
並
木
道
を
散
歩
し
て
い

た
人
々
か
ら
右
の
射
撃
の
銃
弾
が
耳
元
を
か
す
め
た
な
ど
の
通
報
が
な
さ

れ
た
。
通
報
を
受
け
た
町
長
は
標
的
の
位
置
を
移
動
さ
せ
た
が
、
そ
の
数

時
間
後
、
並
木
道
を
散
歩
し
て
い
たLem

onnier

夫
人
が
射
撃
の
銃
弾

を
受
け
負
傷
す
る
事
故
が
起
き
た
。
そ
こ
で
、Lem

onnier

夫
妻
は
、

こ
の
事
故
に
係
る
損
害
に
つ
い
て
Ｒ
町
と
そ
の
町
長
で
あ
るLaur

氏
そ

れ
ぞ
れ
を
被
告
と
し
て
賠
償
請
求
訴
訟
を
提
起
し
た
。

　

ま
ず
、Laur

氏
個
人
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
に
つ
い
て
は
、

T
oulouse

控
訴
院
が
、
次
の
よ
う
にLaur

氏
の
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
を
認

定
し
、
そ
の
請
求
を
認
容
し
た
。
す
な
わ
ち
、
①
市
民
の
安
全
を
保
障
す

る
職
責
を
担
うLaur

氏
は
、
射
撃
の
銃
弾
が
標
的
に
命
中
し
な
か
っ
た

場
合
に
は
対
岸
の
並
木
道
を
散
歩
し
て
い
る
者
の
安
全
を
脅
か
す
お
そ
れ

が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
射
撃
場
の
設
置
を
許
可
し
た
点
に
お
い
て

重
大
な
義
務
違
反
を
犯
し
た
、
②Laur

氏
は
、
こ
の
事
故
が
発
生
す
る

数
時
間
前
に
通
報
を
受
け
て
標
的
の
位
置
を
移
動
さ
せ
て
い
た
が
、
そ
の

措
置
は
リ
ス
ク
を
わ
ず
か
し
か
軽
減
し
な
か
っ
た
、
③
こ
の
よ
う
な
不
注

意
は
許
さ
れ
え
な
い
も
の
で
あ
り
、
こ
の
フ
ォ
ー
ト
はLaur

氏
の
職
務

の
執
行
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
。

　

Lem
onnier

夫
妻
は
ま
た
、
上
記
訴
訟
の
継
続
中
に
町
会
（conseil 

m
unicipal

）
へ
の
請
求
手
続
を
経
た
上
で
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
に
Ｒ

町
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
を
提
起
し
た
。
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、

ま
ず
、
係
争
事
故
が
公
役
務
の
執
行
に
任
ぜ
ら
れ
た
行
政
職
員
の
フ
ォ
ー

ト
の
結
果
で
あ
り
、
こ
の
フ
ォ
ー
ト
が
司
法
系
統
の
裁
判
所
に
お
い
て
当

該
行
政
職
員
に
対
す
る
損
害
賠
償
命
令
を
生
ぜ
し
め
う
る
よ
う
な
個
人
的

所
為
の
性
格
を
有
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
ま
た
、
実
際
に
当
該
賠
償
命

令
が
下
さ
れ
た
と
し
て
も
、
当
該
事
故
の
被
害
者
が
「
係
争
役
務
の
管
理

主
体
で
あ
る
公
法
人
（personne publique qui a la gestion du 
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service incrim
iné

）」
に
対
し
て
被
っ
た
損
害
の
賠
償
を
請
求
す
る
権

利
を
奪
わ
れ
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
の
上
で
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ

は
、「
公
道
の
安
全
に
配
慮
す
る
職
責
を
担
う
町
当
局
（autorité 

m
unicipale

）
は
、
当
該
射
撃
場
の
設
営
状
態
及
び
そ
の
位
置
が
右
安
全

の
た
め
に
十
分
な
保
障
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と

な
く
当
該
射
撃
場
の
設
置
を
許
可
し
た
点
に
お
い
て
重
大
な
フ
ォ
ー
ト
を

犯
し
た
。
こ
の
フ
ォ
ー
ト
に
基
づ
き
、
町
は
当
該
事
故
に
つ
い
て
賠
償
責

任
を
負
う
」
と
判
示
し
て
、
原
告
の
請
求
を
認
容
し
た
の
で
あ
る
。

二　
《Lem

onnier

判
決
》
の
理
論
構
成

　

本
判
決
に
関
し
て
は
、Léon Blum

に
よ
る
非
常
に
有
名
な
論
告
が

あ
る
。
こ
の
論
告
で
は
多
く
の
重
要
な
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
と
り

わ
け
今
日
に
お
い
て
も
頻
繁
に
引
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
こ
で
提
示
さ

れ
た
次
の
よ
う
な
テ
ー
ゼ
で
あ（

３
）る

。
す
な
わ
ち
、
①
「
個
人
的
性
格
を
有

す
る
フ
ォ
ー
ト
が
役
務
の
中
で
又
は
役
務
の
際
に
犯
さ
れ
た
場
合
」、
②

「
当
該
フ
ォ
ー
ト
の
手
段
及
び
道
具
が
役
務
に
よ
っ
て
加
害
公
務
員
に
供

さ
れ
て
い
た
場
合
」、
③
「
役
務
の
作
用
効
果
（effet du jeu du 

service

）
が
な
け
れ
ば
被
害
者
が
加
害
公
務
員
に
直
面
さ
せ
ら
れ
る
こ

と
は
な
か
っ
た
場
合
」、
要
す
る
に
、「
役
務
が
当
該
フ
ォ
ー
ト
の
実
現
又

は
特
定
の
個
人
に
対
す
る
損
害
を
生
ぜ
し
め
る
結
果
の
発
生
を
条
件
づ
け

た
場
合
」
に
は
、
行
政
裁
判
官
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
こ
と
が
で
き
、

ま
た
、
述
べ
る
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
フ
ォ
ー
ト
は
こ
と
に
よ
る

と
役
務
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
」
が
、「
役
務
は
フ
ォ
ー
ト
か
ら
切
り
離
さ

れ
な
い
」。
つ
ま
り
、Blum

に
よ
れ
ば
、
フ
ォ
ー
ト
は
故
意
や
重
大
性

等
に
よ
り
観
念
的
に
役
務
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
（
第
三
章

第
二
節
第
一
款
参
照
）、「
役
務
が
当
該
フ
ォ
ー
ト
の
実
現
又
は
特
定
の
個

人
に
対
す
る
損
害
を
生
ぜ
し
め
る
結
果
の
発
生
を
条
件
づ
け
た
場
合
」
に

は
、
役
務
は
当
該
フ
ォ
ー
ト
か
ら
切
り
離
さ
れ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
のBlum

の
テ
ー
ゼ
は
、
ま
ず
何
よ
り
も
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
が
問
題
と

な
る
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
行
政
裁
判
所
が
管
轄
を
有
す
る
こ
と
を
正
当
化
す

る
根
拠
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
右
の
よ
う
な
個
人
的

フ
ォ
ー
ト
が
問
題
と
な
る
場
合
に
国
家
が
賠
償
責
任
を
負
う
こ
と
を
正
当

化
す
る
根
拠
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
要
す
る
に
、そ
こ
に
は
、

公
役
務
が
何
ら
か
の
形
で
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
の
実
現
又
は
特
定
の
個
人
に

対
す
る
損
害
を
生
ぜ
し
め
る
結
果
の
発
生
を
条
件
づ
け
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
国
家
が
そ
れ
ら
の
結
果
に
つ
い
て
被
害
者
に
対
し
て
全
く
賠
償
責
任

を
負
わ
な
い
と
い
う
こ
と
は
合
理
的
で
は
な
い
と
い
う
考
え
方
が
存
在
す

る
の
で
あ
る
。
問
題
は
、
そ
の
賠
償
責
任
を
ど
の
よ
う
な
法
律
構
成
に
よ

り
認
め
る
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

　

こ
の
点
、
本
判
決
は
、Laur

町
長
の
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
を
構
成
す
る
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所
為
が
同
時
に
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
を
も
構
成
す
る
と
解
す
る
こ
と
に

よ（
４
）り

、
こ
の
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
に
基
づ
き
公
共
団
体
の
賠
償
責
任
を
認
め

た
。
つ
ま
り
、Pierre-Laurent Frier

とJacques Petit

の
共
著
に
お

い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
町
長
の
「
単
一
の
所
為
（un fait 

unique

）」
が
「
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
（
市
町
村
警
察
の
悪
し
き
運
営
）
と

そ
の
極
度
の
重
大
性
を
理
由
と
し
た
町
長
の
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
と
を
同
時

に
構
成
す（

５
）る

」
も
の
と
し
て
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

本
判
決
に
お
い
て
認
め
ら
れ
た
町
の
賠
償
責
任
は
、
あ
く
ま
で
自
己
責
任

規
範
た
る
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
に
よ
る
賠
償
責
任
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
フ
ォ
ー
ト
の
競
合
に
お
け
る
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
と

役
務
の
フ
ォ
ー
ト
が
“
異
な
る
二
つ
の
所
為
”
に
つ
い
て
認
定
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
賠
償
責
任
の
競
合
に
お
け
る
個
人
的
フ
ォ
ー
ト

と
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
が
「
単
一
の
所
為
（un fait uniqu （

６
）

e
）」
な
い
し
「
同

一
の
所
為
（un m

êm
e fai （

７
）

t

）」
に
つ
い
て
認
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
で
あ
ろ（

８
）う

。
た
だ
し
、
こ
こ
で
注
意
を
要
す
る
の
は
、
そ
こ

で
認
め
ら
れ
る
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
は
、
役
務
の
中
で
又
は
役
務
の
際
に
犯

さ
れ
た
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
の
存
在
か
ら
“
推（

９
）定

”
な
い
し
“
擬

）
（1
（

制
”
さ
れ

た
も
の
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

）
（（
（

る
。
例
え
ば
、《Souchon

判
）
（1
（

決
》
に
お
け
る
判
示
は
、
こ
の
こ
と
を
顕
著
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
こ
の
判
決
の
事
案
は
、Clapière

橋
の
近
く
の
国
道
上
を
通
行

し
て
い
たSouchon

氏
が
、
こ
の
橋
の
警
備
の
任
に
当
た
っ
て
い
た
兵

士
の
一
人
が
撃
っ
た
銃
弾
を
受
け
負
傷
し
、
こ
の
負
傷
に
係
る
損
害
の
賠

償
を
国
に
請
求
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
請
求
に
対
し
て
、
コ

ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
こ
の
兵
士
の
行
為
が
当
該
兵
士
個
人
の
賠
償
責
任

を
生
ぜ
し
め
る
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
の
性
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し

て
も
、「
こ
の
行
為
は
、
役
務
の
際
に
（à l’occasion du service

）
実

現
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
公
役
務
の
瑕
疵
あ
る
運
営
の
徴
表
で
あ
る

（révèle un fonctionnem
ent défectueux du service public

）」
と

判
示
し
て
、
国
の
賠
償
責
任
を
認
め
た
の
で
あ

）
（1
（

る
。
そ
こ
で
は
、「
役
務

の
瑕
疵
あ
る
運
営
は
、
も
は
や
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
の
原
因
（cause

）
で

は
な
く
、
そ
の
結
果
（effet

）
な
の
で
あ

）
（1
（

る
」。

　

第
二
款
：
代
位
責
任
規
範
の
誕
生

　

以
上
の
よ
う
に
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
当
初
、
個
人
的
フ
ォ
ー
ト

を
構
成
す
る
所
為
が
推
定
な
い
し
擬
制
に
よ
り
同
時
に
役
務
の
フ
ォ
ー
ト

を
構
成
す
る
と
い
う
法
解
釈
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
賠
償
責
任
の
競
合

に
よ
る
国
家
賠
償
責
任
を
自
己
責
任
的
法
律
構
成
に
よ
り
認
め
て
い
た
。

か
か
る
法
解
釈
は
、
確
か
に
、《Pelletier

判
決
》
以
来
の
「
伝
統

（traditio
）
（1
（n

）」、
す
な
わ
ち
、
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
（
個
人
的
所
為
）
に
つ
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い
て
賠
償
責
任
を
負
う
の
は
公
務
員
で
あ
り
、
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
（
行
政

行
為
）
に
つ
い
て
賠
償
責
任
を
負
う
の
は
国
家
で
あ
る
と
い
う
法
解
釈
に

忠
実
で
あ
る
と
い
え
る
が
、解
釈
論
上
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

と
い
う
の
も
、
か
か
る
法
解
釈
は
、
見
方
に
よ
れ
ば
自
己
責
任
的
法
律
構

成
に
拘
泥
し
た
技
巧
的
で
後
付
的
な
法
解
釈
で
あ
る
と
も
い
え
、
場
合
に

よ
っ
て
は
、
行
政
主
体
が
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
と
認
定
し
う
る
ほ
ど
の
義
務

違
反
を
犯
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
わ
ば
“
実
体
の
な
い
役
務

の
フ
ォ
ー
ト
”
を
推
定
な
い
し
擬
制
に
よ
り
認
定
す
る
と
い
う
こ
と
に
な

り
か
ね
ず
、
解
釈
論
上
や
や
無
理
を
し
て
い
る
感
は
否
め
な
い
か
ら
で

あ
）
（1
（

る
。

　

も
っ
と
も
、
一
九
三
〇
年
代
以
降
の
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
判
例
に
お

い
て
は
、
明
示
的
に
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
が
認
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
個
人

的
フ
ォ
ー
ト
が
職
務
の
執
行
の
中
で
犯
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
の
み
を
も
っ

て
国
家
賠
償
責
任
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ

）
（1
（

た
。

一　
《D

énoyelle

判
決
》

　

そ
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ケ
ー
ス
と
し
て
評
価
さ
れ
う
る
の
が
、
一
九
三

四
年
に
下
さ
れ
た《D

énoyelle

判
）
（1
（

決
》で
あ
る
。
こ
の
判
決
に
お
い
て
、

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
精
神
病
院
の
職
員
ら
が
入
院
患
者
で
あ
る

D
énoyelle

氏
に
暴
行
を
加
え
死
亡
さ
せ
た
事
故
に
つ
い
て
、

「D
énoyelle

氏
が
被
害
者
と
な
っ
た
死
亡
事
故
は
、D

ury

精
神
病
院
の

職
員
ら
に
よ
り
そ
の
職
務
の
執
行
の
中
で
犯
さ
れ
た
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
に

起
因
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
は
県
の
賠
償
責
任
を
生

ぜ
し
め
る
」
と
だ
け
判
示
し
て
、
県
の
賠
償
責
任
を
認
め
た
。
つ
ま
り
、

こ
の
判
決
に
お
け
る
県
の
賠
償
責
任
は
、役
務
の
フ
ォ
ー
ト
に
よ
ら
ず
に
、

も
っ
ぱ
ら
公
務
員
の
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
が
職
務
の
執
行
の
中
で
犯
さ
れ
た

と
い
う
こ
と
の
み
に
基
づ
い
て
認
め
ら
れ
た
の
で
あ

）
（1
（

る
。こ
の
判
決
以
来
、

多
く
の
判
決
が
、
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
を
明
示
的
に
認
定
す
る
こ
と
な
く
、

個
人
的
フ
ォ
ー
ト
が
職
務
の
執
行
の
中
で
犯
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
の
み
を

理
由
と
し
て
、
国
家
賠
償
責
任
を
認
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
例
え
ば
、
一

九
三
六
年
の
《Boiero

判
）
11
（

決
》
に
お
い
て
は
、
憲
兵
で
あ
るT

orgeard

氏
が
け
ん
か
（rixe

）
を
し
て
い
たBoiero

氏
を
銃
で
撃
ち
就
労
が
不

可
能
に
な
る
ほ
ど
の
重
傷
を
負
わ
せ
た
事
件
に
つ
い
て
、「T

orgeard

氏

に
よ
っ
て
職
務
の
執
行
の
中
で
犯
さ
れ
た
当
該
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
は
、
公

役
務
の
賠
償
責
任
を
生
ぜ
し
め
る
」
と
し
て
、
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
に
つ
い

て
は
全
く
言
及
さ
れ
る
こ
と
な
く
、国
の
賠
償
責
任
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
一
九
三
七
年
に
下
さ
れ
た
《Q

uesnel

判
）
1（
（

決
》
に
お
い
て
も
、
郵

便
局
の
出
納
職
員
が
預
金
通
帳
の
作
成
の
た
め
に
払
い
込
ま
れ
た
金
銭
を

横
領
し
た
事
件
に
つ
い
て
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
出
納
職
員
の
横
領

行
為
が
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
の
性
格
を
有
す
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、「
こ
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の
郵
便
局
の
出
納
職
員
が
自
身
に
預
け
ら
れ
た
預
金
を
受
領
し
た
の
は
、

ま
さ
にBourg-D

un

郵
便
局
の
出
納
職
員
の
資
格
に
お
い
て
（en 

qualité de
）
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
職
務
の
執
行
の
中
で
（dans l’

exercise de ses fonctions

）、
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
の
賠
償
責

任
が
成
立
す
る
」
と
判
示
し
、
原
告
の
請
求
を
認
容
し
た
。
つ
ま
り
、
こ

の
判
決
に
お
い
て
は
、
出
納
職
員
の
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
が
職
務
上
付
与
さ

れ
た
地
位
に
基
づ
い
て
、
職
務
の
執
行
の
中
で
犯
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
の

み
か
ら
、
国
の
賠
償
責
任
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

二 　

役
務
の
中
で
又
は
役
務
の
際
に
犯
さ
れ
た
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
に
よ
る

賠
償
責
任

　

確
か
に
、
こ
れ
ら
の
判
決
の
よ
う
に
、
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
を
明
示
的
に

認
定
し
て
い
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
直
ち
に
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
が
存
在
し

て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
、“
職
務
の
執

行
の
中
で
”
犯
さ
れ
た
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
て
も

何
ら
か
の
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
を
推
定
な
い
し
擬
制
す
る
も
の
で
あ
る
と
解

す
れ
ば
、
そ
こ
で
は
“
黙
示
的
に
”
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
が
認
定
さ
れ
て
い

る
と
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ

）
11
（

る
。
し
た
が
っ
て
、《Lem

onnier

判
決
》

や《Souchon

判
決
》の
よ
う
に
判
決
文
に
お
い
て
明
確
に
役
務
の
フ
ォ
ー

ト
の
存
在
が
示
さ
れ
て
い
る
場
合
は
も
ち
ろ
ん
、《D

énoyelle

判
決
》、

《Boiero

判
決
》
及
び
《Q

uesnel

判
決
》
の
よ
う
に
判
決
文
に
お
い
て

は
必
ず
し
も
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
が
明
示
的
に
認
定
さ
れ
て
い
な
い
場
合
で

あ
っ
て
も
、
そ
こ
で
認
め
ら
れ
る
国
家
賠
償
責
任
は
す
べ
て
役
務
の

フ
ォ
ー
ト
に
よ
る
賠
償
責
任
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
、Jean-Claude M

aestre

が
先
駆
的
に
そ
う
指
摘

し
て
い
た
よ
う
に
、
判
決
文
を
素
直
に
読
む
限
り
、
後
者
の
類
型
の
国
家

賠
償
責
任
は
、
あ
く
ま
で
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
に
よ
る
賠
償
責
任
で
あ
る
と

解
す
べ
き
で
あ
ろ

）
11
（

う
。
特
に
近
年
の
学
説
に
お
い
て
は
、
か
か
る
解
釈
が

有
力
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

）
11
（

る
。
例
え
ば
、Thibaut Leleu

は
、

《D
énoyelle

判
決
》
な
ど
に
お
い
て
認
め
ら
れ
て
い
る
国
家
賠
償
責
任

が
、
も
っ
ぱ
ら
職
務
の
執
行
の
中
で
犯
さ
れ
た
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
に
基
づ

く
も
の
で
あ
り
、
い
か
な
る
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
に
も
基
づ
く
も
の
で
は
な

い
こ
と
を
指
摘
し
て
い

）
11
（

る
。
ま
た
、Jérôm

e T
ravard

も
、「
公
法
人

の
賠
償
責
任
を
直
接
的
に
生
ぜ
し
め
る
の
は
、個
人
的
フ
ォ
ー
ト
で
あ
り
、

い
か
な
る
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
で
も
な
い
の
で
あ

）
11
（

る
」
と
述
べ
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
、
お
そ
ら
く
一
九
三
〇
年
代
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
国
家
賠
償
責
任

法
に
お
い
て
も
、
公
務
員
の
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
な
い
し
個
人
的
な
賠
償
責

任
を
前
提
と
し
た
代
位
責
任
規
範
が
誕
生
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考

え
ら
れ
る
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
確
か
な
こ
と
は
、
こ
の
時
代
に
お
い
て
は
、
賠
償
責
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任
の
競
合
原
理
の
中
に
、
①
《Lem

onnier

判
決
》
の
よ
う
に
、
個
人

的
フ
ォ
ー
ト
を
構
成
す
る
所
為
か
ら
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
を
推
定
な
い
し
擬

制
し
、
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
を
明
示
的
に
認
定
す
る
こ
と
に
よ
り
国
家
賠
償

責
任
を
認
め
る
と
い
う
法
律
構
成
と
、②《D

énoyelle

判
決
》の
よ
う
に
、

役
務
の
フ
ォ
ー
ト
を
明
示
的
に
認
定
す
る
こ
と
な
く
、
個
人
的
フ
ォ
ー
ト

が
も
っ
ぱ
ら
職
務
の
執
行
の
中
で
犯
さ
れ
た
こ
と
の
み
を
も
っ
て
国
家
賠

償
責
任
を
認
め
る
と
い
う
法
律
構
成
と
が
並
存
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
時
代
が
進
む
に
つ
れ
、
徐
々
に
前
者
の
法
律
構

成
は
後
者
の
法
律
構
成
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
て
い
っ
た
。
実
際
、
行
政
重

要
判
例
集
の
著
者
ら
は
、「
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
の
観
念
は
黙
示
的
な
も
の

す
ら
消
滅
し
た
。
つ
ま
り
、
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
は
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
と
両

立
し
な
い
。
役
務
の
中
で
又
は
役
務
の
際
に
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
が
実
現
さ

れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
に
つ
い
て
当
該
役
務
に
責

任
を
負
わ
せ
る
こ
と
を
義
務
づ
け
る
の
に
十
分
で
あ

）
11
（

る
」と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
判
例
の
展
開
は
、
ま
さ
に
自
己
責
任
的
法
律
構
成
の
限
界
を

示
す
も
の
で
あ
り
、
理
論
的
に
は
歓
迎
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
前
述
の
よ
う
に
、
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
を
構
成
す

る
所
為
が
推
定
な
い
し
擬
制
に
よ
り
同
時
に
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
を
構
成
す

る
と
い
う
技
巧
的
な
法
解
釈
よ
り
も
、
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
が
役
務
の
中
で

又
は
役
務
の
際
に
犯
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
の
み
を
も
っ
て
国
家
賠
償
責
任

を
認
め
る
と
い
う
直
截
的
な
法
解
釈
の
方
が
、
問
題
と
な
っ
て
い
る

フ
ォ
ー
ト
の
実
体
に
整
合
的
な
法
解
釈
で
あ
る
と
い
え
る
か
ら
で
あ

）
11
（

る
。

　

第
三
款
： 

役
務
と
全
く
関
連
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
個
人
的

フ
ォ
ー
ト

一　
《M

im
eur

判
決
》

　

と
こ
ろ
で
、
右
の
よ
う
な
賠
償
責
任
の
競
合
原
理
に
は
、
一
つ
の
限
界

が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
原
理
は
、
フ
ォ
ー
ト
の
競
合
原
理
と
は
異

な
り
（
本
章
第
一
節
第
二
款
参
照
）、
あ
く
ま
で
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
が
役

務
の
中
で
又
は
役
務
の
際
に
犯
さ
れ
た
場
合
に
し
か
適
用
さ
れ
ず
、
言
い

換
え
れ
ば
、
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
が
役
務
の
外
側
で
犯
さ
れ
た
場
合
に
は
適

用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ

）
11
（

る
。
つ
ま
り
、
二
〇
世
紀
前
半
に
お
い
て

は
、
前
述
のBlum

の
テ
ー
ゼ
で
示
さ
れ
た
類
型
の
す
べ
て
が
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
に
よ
り
認
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
も
っ
と
も
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
一
九
四
九
年
に
下
さ
れ
た

《M
im

eur

判
）
11
（

決
》
に
お
い
て
、
こ
の
限
界
を
克
服
し
、
役
務
の
外
側
で

犯
さ
れ
た
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
“
役
務
と
全
く
関
連

が
な
い
わ
け
で
は
な
い
（n’est pas dépourvue de tout lien avec le 

service

）”
場
合
に
は
、
国
家
賠
償
責
任
を
認
め
る
よ
う
に
な
っ

）
1（
（

た
。
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そ
の
事
案
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
で
ガ

ソ
リ
ン
を
輸
送
す
る
任
務
に
当
た
っ
て
い
た
輸
送
部
隊
員
のD

essertenne

氏
が
、
目
的
地
に
ガ
ソ
リ
ン
を
届
け
終
え
た
後
、
部
署
に
帰
る
途
中
に
個

人
的
な
目
的
の
た
め
に
家
族
の
家
に
寄
り
道
を
し
、
そ
の
際
に
運
転
操
作

を
誤
り
民
家
の
壁
面
に
衝
突
す
る
事
故
を
起
こ
し
た
。
そ
こ
で
、
原
告
が

当
該
事
故
に
よ
る
損
害
に
つ
い
て
国
に
対
し
て
賠
償
請
求
を
行
っ
た
。

　

こ
の
請
求
に
対
し
て
、
論
告
担
当
官
で
あ
るFrançois Gazier

は
、

ま
ず
、
本
件
に
お
い
て
は
、D

essertenne

氏
が
個
人
的
な
目
的
に
よ
り

役
務
か
ら
離
れ
、
役
務
の
外
側
で
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
を
犯
し
た
こ
と
、
ま

た
、
行
政
が
組
織
又
は
監
督
に
お
い
て
い
か
な
る
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
も
犯

し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
当
時
の
判
例
法
理
を
そ
の
ま
ま
適
用
す
れ
ば
本

件
請
求
は
棄
却
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
と
述
べ

）
11
（

た
。
し
か
し
な
が
ら
、

Gazier

は
、
そ
の
よ
う
な
判
例
法
理
に
沿
っ
た
請
求
の
棄
却
は
、
公
務

員
が
役
務
の
内
側
で
犯
し
た
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
の
場
合
に
国
家
賠
償
責
任

が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
の
関
係
に
お
い
て
「
論
理
を
充
足
さ
せ
る
が
、
衡

平
に
重
大
に
違
反
す

）
11
（

る
」
と
し
て
、
役
務
の
外
側
で
犯
さ
れ
た
個
人
的

フ
ォ
ー
ト
に
よ
り
国
家
賠
償
責
任
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
被
害

者
が
当
該
公
務
員
の
支
払
不
能
の
リ
ス
ク
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
は
避
け
る

べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
ま
た
、
当
時
の
使
用
者
責
任
に
関
す
る
司
法

裁
判
所
の
判
例
に
お
い
て
は
、
被
用
者
に
よ
る
職
務
の
濫
用
（abus de 

fonction

）
が
問
題
と
な
る
場
合
に
は
一
部
の
例
外
を
除
き
ほ
と
ん
ど
常

に
使
用
者
責
任
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
も
付
言
し
て
、
本
件
に
つ
い

て
も
国
の
賠
償
責
任
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

　

こ
の
論
告
を
受
け
た
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、D

essertenne

氏
が
役

務
の
利
益
と
は
無
関
係
な
動
機
に
基
づ
き
通
常
の
行
程
を
逸
脱
し
て
も
っ

ぱ
ら
個
人
的
な
目
的
に
よ
り
公
用
車
を
利
用
し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
上

で
、「
公
役
務
の
執
行
の
た
め
に
そ
の
運
転
手
に
供
さ
れ
て
い
た
車
両
に

よ
っ
て
起
こ
さ
れ
た
本
件
事
故
は
、
本
件
事
案
の
状
況
に
お
い
て
は
役
務

と
全
く
関
連
が
な
い
も
の
と
し
て
は
み
な
さ
れ
え
な
い
」
と
判
示
し
た
。

そ
し
て
、
た
と
え
、D

essertenne

氏
に
よ
っ
て
犯
さ
れ
た
フ
ォ
ー
ト
が

個
人
的
フ
ォ
ー
ト
の
性
格
を
帯
び
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
国
は
そ

の
賠
償
責
任
を
免
れ
え
な
い
と
し
て
、
国
の
賠
償
責
任
が
認
め
ら
れ
た
の

で
あ

）
11
（

る
。

　

本
判
決
の
特
徴
は
、
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
が
役
務
の
外
側
で
犯
さ
れ
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
た
、
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
が
推
定
な
い
し
擬
制
さ
れ
た

も
の
す
ら
存
在
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
が
役
務
と

全
く
関
連
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
の
み
か
ら
、
国
の
賠
償
責

任
が
認
め
ら
れ
て
い
る
点
に
あ
る
。
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
も
は
や

二
つ
の
フ
ォ
ー
ト
で
は
な
く
、
二
つ
の
原
因
（
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
と
損
害

の
発
生
に
寄
与
し
た
役
務
）
な
の
で
あ

）
11
（

る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
認
め
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ら
れ
て
い
る
国
の
賠
償
責
任
は
、
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
に
よ
る
賠
償
責
任
で

は
な
く
、“
役
務
と
全
く
関
連
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
個
人
的
フ
ォ
ー
ト

に
よ
る
賠
償
責
任
”
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き

）
11
（

る
。
か
か
る
理
解
は
、

現
在
の
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
学
に
お
い
て
大
多
数
の
論
者
に
よ
り
共
有
さ
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

）
11
（

る
。
つ
ま
り
、こ
の
国
家
賠
償
責
任
は
、

公
務
員
の
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
を
責
任
要
件
と
し
た
代
位
責
任
規
範
な
の
で

あ
る
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、「
役
務
と
全
く
関
連
が
な
い
わ
け
で

は
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
判
断
す
る
の
か
、
と
い
う
点
で
あ

ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
本
判
決
は
、
右
の
判
示
を
見
る
限
り
、
係
争

役
務
が
事
故
を
起
こ
し
た
車
両
を
当
該
公
務
員
に
供
し
て
い
た
こ
と
を
理

由
に
役
務
と
の
関
連
性
を
認
定
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
つ
ま
り
、
本

判
決
に
お
い
て
は
、“
道
具
的
関
連
性
”
が
公
役
務
と
個
人
的
フ
ォ
ー
ト

と
を
結
び
付
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
“
道
具
的
関
連
性
”
は
、
前
述

のBlum

の
テ
ー
ゼ
の
②
の
類
型
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
個
人
的

フ
ォ
ー
ト
に
起
因
す
る
損
害
を
国
家
に
負
わ
せ
る
た
め
の
正
当
化
根
拠
に

な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

二  　

役
務
と
全
く
関
連
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
に
よ
る

賠
償
責
任

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
責
任
規
範
に
関
し
て
は
、
そ
の
後
の
判
例
に
お
い
て

役
務
の
フ
ォ
ー
ト
が
要
求
さ
れ
な
い
こ
と
が
明
示
的
に
確
認
さ
れ
て
い

る
。T

hibaut Leleu

は
、こ
の
こ
と
を
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、「
い
く
つ
も
の
判
決
が
、
い
か
な
る
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
も
要

求
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
、
及
び
、
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
は
、
そ
れ
が
役
務

と
全
く
関
連
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
場
合
に
は
、
そ
れ
だ
け
で
公
的
賠
償

責
任
（responsabilité publique

）
を
生
ぜ
し
め
る
の
に
十
分
で
あ
る

と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
公

務
員
の
不
正
行
為
が
《
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
の
性
格
を
帯
び
る
も
の
で
あ

り
》、
ま
た
、《
当
該
不
正
行
為
が
事
件
の
諸
状
況
に
お
い
て
役
務
と
全
く

関
連
が
な
い
も
の
と
し
て
は
み
な
さ
れ
え
な
い
》
場
合
に
は
、
当
該
公
務

員
が
属
す
る
役
務
の
《
組
織
ま
た
は
監
督
に
お
い
て
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
が

犯
さ
れ
た
か
ど
う
か
を
探
求
す
る
ま
で
も
な
く
》、
当
該
行
為
は
被
害
者

に
対
す
る
《
・
・
・〔Leleu

注
：
公
法
人
の
〕
賠
償
責
任
を
生
ぜ
し
め

る
性
質
を
有
す
る
》と
述
べ
て
い

）
11
（

る
。
最
高
裁
判
所
は
、二
〇
〇
七
年
に
、

次
の
よ
う
に
明
示
的
に
述
べ
る
こ
と
に
よ
り
、
か
か
る
法
解
釈
を
繰
り
返

し
た
。
す
な
わ
ち
、《
行
政
主
体
の
公
務
員
に
よ
っ
て
生
ぜ
し
め
ら
れ
た

損
害
の
被
害
者
は
、
自
身
に
フ
ォ
ー
ト
が
な
い
場
合
、
た
と
え
、
い
か
な

る
フ
ォ
ー
ト
も
役
務
に
は
帰
責
さ
れ
え
な
い
と
し
て
も
、
ま
た
、
当
該
損

害
が
・
・
・
公
務
員
に
よ
っ
て
犯
さ
れ
た
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
に
完
全
に
帰

責
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
当
該
公
務
員
の
行
為
が
役
務
と
全
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く
関
連
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
当
該
行
政
主
体
に

対
し
て
当
該
損
害
を
全
面
的
に
賠
償
す
る
よ
う
命
じ
る
こ
と
を
行
政
裁
判

官
に
請
求
し
う

）
11
（

る
》

）
11
（

。」
と
。

　

な
お
、
こ
の
役
務
と
全
く
関
連
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
個
人
的
フ
ォ
ー

ト
に
よ
る
賠
償
責
任
は
、
前
述
の
《D

énoyelle

判
決
》
に
お
い
て
問
題

と
な
っ
た
よ
う
な
役
務
の
中
で
又
は
役
務
の
際
に
犯
さ
れ
た
個
人
的

フ
ォ
ー
ト
に
つ
い
て
も
適
用
さ
れ
て
い

）
1（
（

る
。
例
え
ば
、
一
九
五
二
年
に
下

さ
れ
た
《Boitet

判
）
11
（

決
》
に
お
い
て
は
、
憲
兵
隊
員
が
パ
ト
ロ
ー
ル
中
に

私
人
（Boitet

氏
）
に
加
え
た
暴
行
が
「
役
務
か
ら
切
り
離
し
う
る
個
人

的
フ
ォ
ー
ト
を
構
成
す
る
」
も
の
と
し
て
認
定
さ
れ
た
上
で
、「
こ
の
個

人
的
フ
ォ
ー
ト
は
、
当
該
公
務
員
が
職
責
を
担
う
公
役
務
の
遂
行
の
際
に

犯
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
事
件
の
諸
状
況
に
お
い
て
は
役
務
と
全
く
関
連

が
な
い
も
の
と
し
て
は
み
な
さ
れ
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、Boitet

氏
が

被
っ
た
損
害
は
、国
の
賠
償
責
任
を
生
ぜ
し
め
る
」と
判
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
「
役
務
と
全
く
関
連
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
に
よ

る
賠
償
責
任
」
は
「
役
務
の
中
で
又
は
役
務
の
際
に
犯
さ
れ
た
個
人
的

フ
ォ
ー
ト
に
よ
る
賠
償
責
任
」
を
包
含
し
う
る
こ
と
か
ら
、
理
論
的
に
は

前
者
の
責
任
規
範
さ
え
あ
れ
ば
十
分
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。実
際
、

現
在
の
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
学
に
お
い
て
は
、
賠
償
責
任
の
競
合
原
理
に
よ

る
国
家
賠
償
責
任
を
説
明
す
る
際
に
、
後
者
の
責
任
規
範
に
つ
い
て
は
言

及
せ
ず
、
も
っ
ぱ
ら
前
者
の
責
任
規
範
に
つ
い
て
の
み
言
及
し
て
い
る
論

者
も
存
在
す

）
11
）（
11
（

る
。

三　

役
務
関
連
性
の
判
断
基
準

　

そ
れ
で
は
、こ
の
賠
償
責
任
の
競
合
原
理
の
限
界
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。

そ
も
そ
も
、
役
務
と
全
く
関
連
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
個
人
的
フ
ォ
ー
ト

と
い
う
概
念
は
、
国
家
賠
償
責
任
を
拡
張
す
る
た
め
に
創
造
さ
れ
た
「
機

能
的
概
念（notion fonctionnell

）
11
（e

）」で
あ
る
こ
と
か
ら
、“
役
務
関
連
性
”

の
判
断
基
準
は
決
し
て
明
確
で
は
な

）
11
（

い
。

　

１　

時
間
的
関
連
性
─
─
ま
ず
、Francis-Paul Bénoit

を
は
じ
め
、

多
く
の
論
者
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
役
務
関
連
性
の
認
定
に
当
た
っ

て
極
め
て
重
要
な
要
素
と
な
る
の
は
、“
時
間
的
関
連
性
”
で
あ

）
11
（

る
。
つ

ま
り
、
勤
務
時
間
中
に
、
言
い
換
え
れ
ば
、
加
害
公
務
員
が
自
身
の
時
間

を
行
政
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
任
務
に
費
や
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ

る
時
、
あ
る
い
は
、
加
害
公
務
員
が
行
政
の
従
属
下
に
あ
る
と
み
な
さ
れ

る
時
に
は
、
公
務
員
の
加
害
行
為
は
、
原
則
と
し
て
役
務
と
全
く
関
連
が

な
い
わ
け
で
は
な
い
も
の
と
し
て
み
な
さ
れ
る
の
で
あ

）
11
（

る
。《Bernard

判
決

）
11
（

》
は
、
ま
さ
に
、
こ
の
時
間
的
関
連
性
の
重
要
性
を
示
し
て
い
る
と

い
え
る
。
そ
の
事
案
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
治
安
維
持
の
任
に

当
た
っ
て
い
たBoyer

巡
査
は
、
勤
務
時
間
内
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
上
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官
の
許
可
な
く
酒
場
に
入
り
、そ
こ
で
の
口
論
が
原
因
で
平
静
さ
を
失
い
、

ピ
ス
ト
ル
を
取
り
出
し
、
そ
れ
を
取
り
上
げ
よ
う
と
し
たBernard

氏

に
重
傷
を
負
わ
せ
た
。Bernard

氏
が
当
該
負
傷
に
係
る
損
害
の
賠
償
を

国
に
請
求
し
た
と
こ
ろ
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、Boyer

巡
査
の
加
害

行
為
が
役
務
の
執
行
か
ら
切
り
離
し
う
る
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
を
構
成
す
る

と
認
定
し
た
上
で
、「
こ
の
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
は
、
当
該
公
務
員
が
職
責

を
担
っ
て
い
た
公
役
務
の
遂
行
の
際
に
犯
さ
れ
た
」
も
の
で
あ
り
、「
役

務
と
全
く
関
連
が
な
い
も
の
と
し
て
は
み
な
さ
れ
え
な
い
」と
判
示
し
て
、

Bernard

氏
に
対
す
る
国
の
賠
償
責
任
を
認
め
た
の
で
あ
る
。

　

２　

道
具
的
関
連
性
─
─
も
っ
と
も
、
厳
密
に
言
え
ば
、
こ
の
時
間
的

関
連
性
は「
基
準（critère

）」と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ「
徴
候（indice

）」

に
す
ぎ
ず
、
結
局
の
と
こ
ろ
役
務
関
連
性
は
、“
空
間
的
関
連
性
”
や
“
道

具
的
関
連
性
”
な
ど
と
併
せ
て
総
合
的
に
判
断
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
が

正
確
で
あ
ろ

）
11
（

う
。
と
り
わ
け
、
前
述
の
《M

im
eur

判
決
》
が
示
し
て
い

る
よ
う
に
、
道
具
的
関
連
性
は
、
そ
の
重
要
な
考
慮
要
素
で
あ
る
。
例
え

ば
、
一
九
七
三
年
に
下
さ
れ
た
《Sadoudi

判
）
1（
（

決
》
に
お
い
て
は
、
警
視

庁
の
巡
査
で
あ
るM

ohand

氏
がSadoudi

氏
と
居
住
し
て
い
た
民
間

の
寮
に
お
い
て
公
用
の
銃
を
い
じ
っ
て
い
た
際
に
銃
を
暴
発
さ
せ

Sadoudi

氏
を
死
に
至
ら
し
め
た
事
故
に
つ
い
て
、
つ
ま
り
、
完
全
に
時

間
的
に
も
空
間
的
に
も
役
務
と
は
無
関
係
な
事
故
に
つ
い
て
、
公
共
団
体

の
賠
償
責
任
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、

「
役
務
の
外
側
に
お
い
て
、
パ
リ
市
の
巡
査
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
銃
を
保

管
す
る
義
務
に
起
因
す
る
第
三
者
に
と
っ
て
の
危
険
性
（dangers

）
に

鑑
み
れ
ば
、
本
件
事
故
は
役
務
と
全
く
関
連
が
な
い
も
の
と
し
て
は
み
な

さ
れ
え
な
い
」
と
判
示
し
て
、
被
害
者
遺
族
に
対
す
る
市
の
賠
償
責
任
を

認
め
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
判
決
に
お
い
て
は
、
公
務
員
個
人
の

住
居
に
お
い
て
銃
を
保
管
す
る
義
務
と
当
該
義
務
が
第
三
者
に
及
ぼ
す
危

険
性
に
基
づ
き
役
務
関
連
性
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

）
11
（

る
。
他
方
、
あ

る
軍
人
が
自
身
の
所
有
す
る
自
動
車
で
職
場
に
向
か
う
際
に
事
故
を
起
こ

し
私
人
に
損
害
を
与
え
た
と
い
う
事
件
に
お
い
て
は
、
当
該
軍
人
の
個
人

的
フ
ォ
ー
ト
が
役
務
と
全
く
関
連
が
な
い
も
の
と
し
て
み
な
さ
れ
、
国
の

賠
償
責
任
が
否
定
さ
れ
て
い

）
11
（

る
。

　

た
だ
し
、Jean-M

arie A
uby

が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、「
そ
の
役

務
の
外
側
に
お
い
て
公
務
員
の
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ

れ
た
損
害
が
、
役
務
に
よ
っ
て
供
さ
れ
た
道
具
を
用
い
て
実
現
さ
れ
た
と

い
う
事
実
だ
け
で
は
、
行
政
主
体
の
賠
償
責
任
を
生
ぜ
し
め
る
の
に
十
分

で
は
な

）
11
（

い
」。
例
え
ば
、A

ntoine Bernard

は
、「
故
意
に
よ
る
フ
ォ
ー

ト
」
を
、
役
務
関
連
性
を
切
断
す
る
要
素
と
し
て
挙
げ
て
い

）
11
（

た
。
実
際
、

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
あ
る
憲
兵
が
公
用
の
銃
を
用
い
て
犯
し
た
殺
人

に
つ
い
て
、
こ
の
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
が
個
人
的
な
復
讐
の
た
め
に
犯
さ
れ
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た
も
の
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
、
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
と
役
務
と
の
関

連
性
を
否
定
し
て
い

）
11
（

る
。
ま
た
、
消
防
士
が
職
業
上
の
経
験
か
ら
得
た
専

門
的
な
知
識
を
用
い
て
放
火
を
犯
し
た
事
件
に
つ
い
て
も
、
個
人
的

フ
ォ
ー
ト
と
役
務
と
の
関
連
性
が
否
定
さ
れ
て
い

）
11
（

る
。

　

３　

現
在
の
判
例
の
状
況
─
─
し
か
し
な
が
ら
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ

は
、
一
九
八
八
年
に
下
さ
れ
た
判
決
に
お
い
て
、
一
見
す
る
と
い
か
な
る

役
務
関
連
性
も
認
め
ら
れ
な
い
よ
う
な
故
意
に
よ
る
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
に

つ
い
て
、
国
家
賠
償
責
任
を
認
め
て
い

）
11
（

る
。
そ
れ
は
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
憲

兵
で
あ
っ
たLam

are

氏
に
よ
っ
て
未
成
年
の
少
女
が
殺
害
さ
れ
た
事
件

に
係
る
《Raszew

ski

判
決

）
11
（

》
で
あ
る
。
本
判
決
に
お
い
て
、
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
は
、Lam

are

氏
に
よ
る
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
（
殺
人
）
が
勤
務

時
間
外
に
同
氏
の
所
有
す
る
武
器
を
用
い
て
、
し
か
も
故
意
に
よ
り
犯
さ

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
①Lam

are

氏
が
以
前
か
ら
車

の
窃
盗
な
ど
の
複
数
の
悪
事
を
働
い
て
い
た
こ
と
、
②
こ
れ
ら
の
悪
事
の

大
部
分
は
彼
が
職
務
を
執
行
し
て
い
た
管
轄
の
区
域
内
で
犯
さ
れ
て
い
た

こ
と
、
③
こ
の
こ
と
か
ら
彼
自
身
も
右
の
犯
罪
の
捜
査
に
参
加
し
、
そ
の

進
行
と
成
果
を
知
ら
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
④
こ
れ
に
よ
り
実
質
的
に
役
務

が
長
期
に
渡
り
当
該
犯
罪
に
つ
い
て
同
氏
を
捜
査
か
ら
免
れ
さ
せ
る
こ
と

に
寄
与
し
て
い
た
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
た
上
で
、「
か
か
る
諸
状
況
に
お

い
て
は
、Raszew

ski

嬢
の
殺
害
は
、た
と
え
そ
れ
が
役
務
の
時
間
外
に
、

Lam
are

氏
個
人
の
所
有
す
る
武
器
を
用
い
て
犯
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た

と
し
て
も
、
役
務
と
全
く
関
連
が
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
国
の
賠
償
責
任

を
生
ぜ
し
め
る
」
と
判
示
し
た
の
で
あ

）
11
（

る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
役
務
関
連
性
を
決
定
づ

け
る
よ
う
な
絶
対
的
な
基
準
と
い
う
も
の
は
存
在
せ
ず
、
前
述
のBlum

の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
、「
役
務
が
当
該
フ
ォ
ー
ト
の
実
現
又
は
特
定

の
個
人
に
対
す
る
損
害
を
生
ぜ
し
め
る
結
果
の
発
生
を
条
件
づ
け
た
」
か

ど
う
か
を
事
件
の
諸
状
況
を
総
合
的
に
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
り
判
断
し
て

い
る
と
い
う
の
が
現
在
の
判
例
の
状
況
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。な
お
、

行
政
重
要
判
例
集
の
著
者
ら
に
よ
れ
ば
、
役
務
関
連
性
の
要
件
は
今
日
に

お
い
て
も
維
持
さ
れ
て
い
る
が
、
役
務
関
連
性
の
認
定
は
非
常
に
緩
や
か

に
行
わ
れ
て
お
り
、
最
近
の
判
例
の
中
に
役
務
関
連
性
を
否
定
し
た
判
決

は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
と
い

）
1（
（

う
。

　

第
四
款
：
賠
償
責
任
の
競
合
と
求
償

　

以
上
の
よ
う
な
賠
償
責
任
の
競
合
が
問
題
と
な
る
場
合
、
国
家
と
公
務

員
の
間
の
求
償
関
係
は
ど
の
よ
う
に
規
律
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
被
害

者
は
一
般
的
に
賠
償
金
の
支
払
能
力
に
不
安
の
あ
る
公
務
員
個
人
よ
り
も

国
家
に
損
害
賠
償
請
求
を
行
う
こ
と
か
ら
、
と
り
わ
け
公
務
員
に
対
す
る
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国
家
か
ら
の
求
償
が
問
題
と
な

）
11
（

る
。
ま
ず
、
結
論
か
ら
言
う
と
、
個
人
的

フ
ォ
ー
ト
が
、
役
務
の
中
で
又
は
役
務
の
際
に
犯
さ
れ
た
と
し
て
も
、
役

務
の
外
側
で
犯
さ
れ
た
と
し
て
も
、
国
家
は
公
務
員
に
対
し
て
全
額
の
求

償
を
行
う
こ
と
が
で
き

）
11
）（
11
（

る
。
逆
に
言
え
ば
、
公
務
員
は
、
国
家
に
対
し
て

一
切
求
償
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
賠
償
責
任

の
競
合
原
理
に
基
づ
く
国
家
賠
償
責
任
が
、《D

énoyelle

判
決
》
以
降
、

そ
の
責
任
要
件
の
次
元
に
お
い
て
代
位
責
任
的
法
律
構
成
に
よ
り
認
め
ら

れ
て
い
る
こ
と
と
整
合
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
国
家
は

本
来
的
に
負
担
す
べ
き
賠
償
責
任
を
負
担
し
て
い
る
の
で
は
な
く
個
人
的

フ
ォ
ー
ト
に
よ
る
公
務
員
の
賠
償
責
任
を
肩
代
わ
り
し
て
い
る
に
す
ぎ
な

い
の
で
あ
る
。

　

具
体
的
な
判
例
を
い
く
つ
か
挙
げ
る
と
、
例
え
ば
、《D

elaprée

判
）
11
（

決
》
に
お
い
て
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
職
務
中
に
故
意
の
暴
行
に

よ
っ
て
被
害
者
に
負
傷
を
負
わ
せ
、
こ
の
負
傷
に
係
る
損
害
に
つ
い
て
賠

償
命
令
を
受
け
た
二
人
の
兵
士
が
、
国
に
当
該
損
害
に
係
る
賠
償
の
負
担

を
求
め
た
請
求
を
棄
却
し
て
い
る
。
ま
た
、《T

ilhaud

判
）
11
（

決
》
で
は
、

フ
ラ
ン
ス
国
内
軍
（forces françaises de l'intérieur

）
に
属
す
る
メ

ン
バ
ー
が
私
人
ら
の
住
居
で
逮
捕
（arrestation

）
及
び
捜
索

（perquisition

）
を
行
っ
た
際
に
当
該
私
人
ら
の
所
有
す
る
金
品
を
略
奪

し
た
事
件
に
お
い
て
、
被
害
者
ら
に
賠
償
金
を
支
払
っ
た
国
に
よ
る
求
償

権
の
行
使
が
認
め
ら
れ
て
い

）
11
（

る
。
さ
ら
に
、《Le Sou M

édical

判
）
11
（

決
》

に
お
い
て
は
、
当
直
医
が
繰
り
返
し
の
呼
び
出
し
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
容
態
が
思
わ
し
く
な
い
患
者
の
も
と
に
行
く
こ
と
を
拒
み
、
そ
れ
に

よ
り
手
術
が
遅
れ
患
者
が
死
亡
し
た
事
件
に
つ
い
て
、
当
該
医
師
と
公
立

病
院
の
最
終
的
な
賠
償
の
負
担
割
合
が
問
題
と
な
っ
た
と
こ
ろ
、
公
立
病

院
の
側
に
は
い
か
な
る
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
も
認
め
ら
れ
ず
、
右
の
患
者
の

死
亡
は
も
っ
ぱ
ら
当
該
医
師
の
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
に
帰
責
さ
れ
る
も
の
で

あ
る
と
し
て
、
賠
償
の
全
額
が
当
該
医
師
の
負
担
と
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
近
年
、《M

inistre de l'éducation 

nationale c. H
.

判
）
11
（

決
》
に
お
い
て
、
和
解
に
基
づ
い
て
支
払
わ
れ
た
賠

償
金
に
つ
い
て
も
国
の
公
務
員
に
対
す
る
求
償
を
認
め
て
い

）
11
（

る
。
そ
の
事

案
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
当
時
小
学
校
で
教
師
を
し
て
い

た
Ｈ
氏
は
、
児
童
ら
に
対
す
る
暴
行
に
つ
い
て
、Saverne

軽
罪
裁
判
所

に
よ
っ
て
執
行
猶
予
付
き
の
有
罪
判
決
を
受
け
た
。
国
は
、
こ
の
Ｈ
氏
の

暴
行
に
よ
っ
て
被
害
を
受
け
た
児
童
の
親
と
和
解
を
締
結
し
、
こ
の
和
解

に
基
づ
い
て
賠
償
金
を
支
払
っ
た
。
本
件
は
、
こ
の
賠
償
金
の
全
額
を
国

が
Ｈ
氏
に
請
求
し
た
事
案
で
あ
る
。
こ
の
請
求
に
つ
い
て
、コ
ン
セ
イ
ユ
・

デ
タ
は
、「
Ｈ
氏
は
、
二
年
の
間
、
彼
が
勤
務
し
て
い
た
小
学
校
の
約
一

五
人
の
児
童
に
対
し
て
、と
り
わ
け
平
手
打
ち（gifles

）や
殴
打（coups

）

か
ら
成
る
暴
行
を
行
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
不
正
行
為
は
、
確
か
に
役
務
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の
中
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
当
該
教
員
に
よ
る
職
務
の
執
行
か
ら

切
り
離
し
う
る
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
を
性
格
づ
け
る
の
に
十
分
な
重
大
性
を

有
す
る
」と
判
示
し
て
、国
の
Ｈ
氏
に
対
す
る
求
償
を
認
め
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
裁
判
官
は
、
求
償
額
の
算
定
に
当
た
っ
て
和
解
の
金
額
に
拘
束
さ

れ
る
こ
と
な
く
自
ら
の
判
断
に
よ
り
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
本
件

に
お
い
て
は
、
和
解
に
よ
り
支
払
わ
れ
た
額
（
七
六
二
二
ユ
ー
ロ
）
が
合

理
的
な
和
解
が
締
結
さ
れ
て
い
た
場
合
に
支
払
わ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
金

額
を
超
過
し
て
い
た
も
の
と
解
さ
れ
、
Ｈ
氏
に
対
し
て
求
償
で
き
る
額
は

三
〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
と
算
定
さ
れ

）
1（
（

た
。

　

第
五
款
： 

フ
ラ
ン
ス
国
家
賠
償
責
任
法
に
お
け
る
責
任
規
範

の
多
元
化

　

最
後
に
、
以
上
の
検
討
を
踏
ま
え
て
、
フ
ラ
ン
ス
国
家
賠
償
責
任
法
に

お
け
る
責
任
規
範
を
定
式
化
し
、
そ
の
相
互
関
係
を
ま
と
め
て
お
く
こ
と

と
す
る
。

　

こ
の
点
に
関
し
て
、
行
政
重
要
判
例
集
の
著
者
ら
は
、
現
在
の
フ
ラ
ン

ス
国
家
賠
償
責
任
法
に
お
け
る
フ
ォ
ー
ト
に
関
す
る
責
任
規
範
を
次
の
よ

う
に
定
式
化
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
一
八
七
三
年
七
月
三
〇
日
の

Pelletier

判
決
以
来
、
行
政
の
公
務
員
の
フ
ォ
ー
ト
に
よ
る
行
政
賠
償
責

任
の
拡
大
は
、
今
日
、
四
組
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
行
政
賠
償
責
任
を
認
め

る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
。
す
な
わ
ち
、
公
務
員
の
役
務
の
フ
ォ
ー
ト

の
ケ
ー
ス
、役
務
の
フ
ォ
ー
ト
と
競
合
す
る
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
の
ケ
ー
ス
、

役
務
の
中
で
又
は
役
務
の
際
に
犯
さ
れ
た
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
の
ケ
ー
ス
、

そ
し
て
、
役
務
の
外
側
で
犯
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
役
務
と
全
く
関
連
が

な
い
わ
け
で
は
な
い
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
の
ケ
ー
ス
で
あ

）
11
（

る
」。
つ
ま
り
、

現
在
の
フ
ラ
ン
ス
国
家
賠
償
責
任
法
に
お
い
て
は
、
大
き
く
分
け
て
、
①

役
務
の
フ
ォ
ー
ト
に
よ
る
賠
償
責
任
（
以
下
、「
第
一
の
責
任
規
範
」
と

い
う
。）、
②
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
と
競
合
す
る
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
に
よ
る
賠

償
責
任
（
以
下
、「
第
二
の
責
任
規
範
」
と
い
う
。）、
③
役
務
の
中
で
又

は
役
務
の
際
に
犯
さ
れ
た
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
に
よ
る
賠
償
責
任
（
以
下
、

「
第
三
の
責
任
規
範
」
と
い
う
。）、
④
役
務
の
外
側
で
犯
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
が
役
務
と
全
く
関
連
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
に
よ

る
賠
償
責
任
（
以
下
、「
第
四
の
責
任
規
範
」
と
い
う
。）
の
四
つ
の
責
任

規
範
が
存
在
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
な
お
、
行
政
裁
判
官
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
事
件
の
状
況
に
応
じ
て
右
の
責
任
規
範
を
使
い
分
け
て
い
る
が
、
で

き
る
限
り
、
よ
り
“
伝
統
的
な
”
責
任
規
範
を
用
い
る
こ
と
を
好
み
、
逆

に
、
よ
り
最
近
の
、
す
な
わ
ち
、
よ
り
大
胆
な
責
任
規
範
は
補
充
的
に
し

か
適
用
し
な
い
と
い
わ
れ
て
い

）
11
（

る
。
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一　

第
一
の
責
任
規
範

　

ま
ず
、
最
も
伝
統
的
な
第
一
の
責
任
規
範
に
つ
い
て
い
え
ば
、
こ
の
責

任
規
範
は
、
フ
ラ
ン
ス
国
家
賠
償
責
任
法
に
お
け
る
原
則
的
責
任
規
範
で

あ
り
（
第
三
章
第
二
節
第
一
款
参
照
）、
ま
さ
に
フ
ラ
ン
ス
国
家
賠
償
責

任
の
“
コ
ア
”
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
責
任
規
範
が

自
己
責
任
規
範
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
先
に
論
じ
た
と
お
り
で
あ
る

（
第
三
章
第
二
節
第
二
款
参
照
）。
す
な
わ
ち
、
国
家
は
自
身
が
犯
し
た

フ
ォ
ー
ト
に
基
づ
き
賠
償
責
任
を
負
う
の
で
あ
り
、
公
務
員
は
被
害
者
と

の
関
係
に
お
い
て
も
国
家
と
の
関
係
に
お
い
て
も
一
切
の
賠
償
責
任
を
負

わ
な
い
の
で
あ
る
。

　

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
当
初
、《Pelletier
判
決
》
以
来
の
伝
統
に

基
づ
き
、役
務
の
フ
ォ
ー
ト
（
国
家
賠
償
責
任
）
と
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
（
公

務
員
個
人
の
賠
償
責
任
）
と
を
相
互
排
他
的
な
も
の
と
し
て
解
し
て
い
た

こ
と
か
ら
、
公
務
員
の
加
害
行
為
が
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
と
し
て
認
定
さ
れ

た
場
合
に
は
、
被
害
者
が
公
務
員
の
支
払
不
能
の
リ
ス
ク
に
さ
ら
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
こ
の
リ
ス
ク
か
ら

被
害
者
を
救
済
す
る
た
め
に
、
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
に
よ
る
賠
償
責
任
と
い

う
“
コ
ア
”
を
覆
っ
て
い
く
形
で
、
そ
の
“
バ
ッ
フ
ァ
ー
”
と
し
て
、
第

二
の
責
任
規
範
か
ら
順
に
、
第
三
の
責
任
規
範
、
第
四
の
責
任
規
範
と
新

た
な
責
任
規
範
を
形
成
し
て
い
っ
た
。

二　

第
二
の
責
任
規
範

　

最
初
に
形
成
さ
れ
た
第
二
の
責
任
規
範
は
、《A

nguet

判
決
》
に
よ

り
確
立
さ
れ
た
フ
ォ
ー
ト
の
競
合
原
理
に
基
礎
を
置
く
も
の
で
あ
る
（
本

章
第
一
節
参
照
）。
こ
の
責
任
規
範
は
、
あ
く
ま
で
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
に

基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
責
任
要
件
の
次
元
に
お
い
て
は
自
己
責

任
規
範
た
る
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
に
よ
る
賠
償
責
任
で
あ
る
と
い
え
る
。
ま

た
、
か
か
る
場
合
に
は
、
基
本
的
に
国
家
は
公
務
員
に
対
し
て
賠
償
金
の

全
額
に
つ
い
て
求
償
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
各
々
の
フ
ォ
ー
ト

の
存
在
と
重
大
性
に
応
じ
て
最
終
的
な
負
担
が
決
せ
ら
れ
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
。
た
だ
し
、“
監
督
上
の
瑕
疵
”
に
よ
る
フ
ォ
ー
ト
の
競
合
が
問

題
と
な
る
場
合
に
は
、
国
家
は
公
務
員
に
対
し
て
全
額
の
求
償
を
行
う
こ

と
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
代
位
責
任
的
な
発
想
が
伺
え
る
。
実

際
、多
く
の
場
合
、“
監
督
上
の
瑕
疵
”に
よ
り
構
成
さ
れ
る
役
務
の
フ
ォ
ー

ト
は
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
の
存
在
か
ら
推
定
な
い
し
擬
制
さ
れ
た
も
の
で
し

か
な
く
、
実
質
的
に
は
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
と
認
定
さ
れ
る
ほ
ど
の
義
務
違

反
が
犯
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
あ
り
う
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
種
の
国
家
賠

償
責
任
が
純
粋
な
自
己
責
任
規
範
と
い
え
る
か
に
つ
い
て
は
疑
問
の
余
地

が
あ
る
。
ま
さ
に
、
こ
の
点
に
自
己
責
任
的
法
律
構
成
の
限
界
が
垣
間
見

え
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
の
認
定
を

必
要
と
し
な
い
第
三
の
責
任
規
範
な
い
し
第
四
の
責
任
規
範
が
用
い
ら
れ
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る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

三　

第
三
の
責
任
規
範

　

次
に
、
本
節
で
紹
介
し
た
賠
償
責
任
の
競
合
原
理
に
基
づ
く
第
三
の
責

任
規
範
は
、
厳
密
に
言
え
ば
、
二
つ
の
責
任
規
範
に
分
け
ら
れ
る
。
一
つ

は
、
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
を
構
成
す
る
所
為
が
推
定
な
い
し
擬
制
に
よ
り
同

時
に
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
を
も
構
成
す
る
こ
と
に
よ
り
認
め
ら
れ
る
“
役
務

の
フ
ォ
ー
ト
に
よ
る
賠
償
責
任
”
で
あ
る
（《Lem

onnier

判
決
》）。
こ

の
責
任
規
範
は
、
責
任
要
件
の
次
元
に
お
い
て
は
自
己
責
任
規
範
で
あ
る

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
も
う
一
つ
は
、
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
を
構
成
す
る

所
為
が
も
っ
ぱ
ら
役
務
の
中
で
又
は
役
務
の
際
に
犯
さ
れ
た
こ
と
の
み
を

も
っ
て
認
め
ら
れ
る
“
役
務
の
中
で
又
は
役
務
の
際
に
犯
さ
れ
た
個
人
的

フ
ォ
ー
ト
に
よ
る
賠
償
責
任
”
で
あ
る
（《D

énoyelle
判
決
》）。
こ
の

責
任
規
範
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
あ
く
ま

で
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
を
責
任
要
件
と
す
る
代
位
責
任
規
範
と
し
て
解
す
べ

き
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
賠
償
責
任
の
競
合

の
ケ
ー
ス
が
問
題
と
な
る
場
合
に
は
、
国
家
か
ら
公
務
員
に
対
す
る
全
額

の
求
償
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、法
的
効
果
の
次
元
に
お
い
て
は
、

代
位
責
任
的
法
律
構
成
を
採
用
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ

う
な
代
位
責
任
規
範
が
誕
生
し
た
こ
と
に
よ
り
、
自
己
責
任
的
法
律
構
成

に
拘
泥
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
を
認
定

す
る
ほ
ど
の
義
務
違
反
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
技
巧
的
で
後
付
的
な
法

解
釈
を
行
う
こ
と
を
回
避
し
、
よ
り
直
截
的
で
フ
ォ
ー
ト
の
実
体
に
整
合

的
な
法
解
釈
を
行
う
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

四　

第
四
の
責
任
規
範

　

最
後
に
、
第
四
の
責
任
規
範
に
つ
い
て
い
え
ば
、
こ
の
責
任
規
範
は
、

役
務
と
全
く
関
連
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
に
基
づ
き
認

め
ら
れ
、
ま
た
、
国
家
に
よ
る
公
務
員
に
対
す
る
全
額
の
求
償
が
認
め
ら

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
責
任
要
件
の
次
元
に
お
い
て
も
、
法
的
効
果
の
次

元
に
お
い
て
も
、
代
位
責
任
規
範
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
な
お

こ
の
第
四
の
責
任
規
範
が
役
務
の
中
で
又
は
役
務
の
際
に
犯
さ
れ
た
個
人

的
フ
ォ
ー
ト
に
も
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。

五　

よ
り
現
実
に
即
し
た
解
決
へ
の
回
帰

　

本
章
で
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
競
合
原
理
の
形
成
及
び
発
展
に
よ
り
責

任
規
範
が
多
元
化
す
る
に
つ
れ
、
被
害
者
は
、
公
務
員
の
支
払
不
能
に
衝

突
す
る
こ
と
な
く
、
よ
り
容
易
に
か
つ
よ
り
確
実
に
賠
償
金
を
得
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
っ

）
11
（

た
。
も
っ
と
も
、
こ
の
利
点
を
追
求
す
る
過
程
で
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理
論
的
な
次
元
に
お
い
て
一
定
の
歪
み
が
生
じ
た
と
い
う
こ
と
も
ま
た
確

か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
被
害
者
を
救
済
す
る
た

め
に
国
家
賠
償
責
任
の
成
立
範
囲
を
徐
々
に
拡
張
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る

が
、
そ
こ
で
自
己
責
任
的
法
律
構
成
に
拘
泥
し
た
が
ゆ
え
に
、
フ
ォ
ー
ト

の
実
体
に
そ
ぐ
わ
な
い
解
釈
論
上
や
や
無
理
の
あ
る
法
解
釈
を
行
う
こ
と

を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
特
に
個
人
的
フ
ォ
ー
ト

を
構
成
す
る
所
為
が
推
定
な
い
し
擬
制
に
よ
り
同
時
に
役
務
の
フ
ォ
ー
ト

を
も
構
成
す
る
と
い
う
賠
償
責
任
の
競
合
に
お
け
る
法
解
釈
に
つ
い
て
い

え
る
こ
と
で
あ
り
、場
合
に
よ
っ
て
は
、監
督
上
の
瑕
疵
を
個
人
的
フ
ォ
ー

ト
の
存
在
か
ら
推
定
な
い
し
擬
制
す
る
こ
と
に
よ
り
認
め
る
と
い
う

フ
ォ
ー
ト
の
競
合
に
お
け
る
法
解
釈
に
つ
い
て
も
い
え
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
が
な
く
と
も
、
個

人
的
フ
ォ
ー
ト
が
役
務
の
中
で
若
し
く
は
役
務
の
際
に
犯
さ
れ
た
場
合
又

は
役
務
と
全
く
関
連
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
こ
と
の
み

を
も
っ
て
国
家
賠
償
責
任
を
認
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
国
家
賠

償
責
任
は
、
責
任
要
件
の
次
元
に
お
い
て
も
、
法
的
効
果
の
次
元
に
お
い

て
も
、代
位
責
任
規
範
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

か
く
し
て
、
責
任
規
範
が
多
元
化
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
右
の
よ
う
な
解

釈
論
上
の
問
題
が
克
服
さ
れ
、
よ
り
フ
ォ
ー
ト
の
実
体
に
整
合
的
な
法
解

釈
を
行
う
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ

）
11
（

る
。

　

実
際
、
こ
の
点
に
関
し
て
、M

ichel Paillet

は
、
役
務
と
全
く
関
連

が
な
い
わ
け
で
は
な
い
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
が
問
題
と
な
っ
た
事
件
に
つ
い

て
「
当
該
公
務
員
の
不
正
行
為
は
、
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
が
〔Paillet

注
：

係
争
役
務
の
運
営
又
は
組
織
に
お
い
て
〕
犯
さ
れ
た
か
ど
う
か
を
探
求
す

る
ま
で
も
な
く
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
賠
償
責
任
を
生
ぜ
し
め
る
性
質
を
有
す

る
」
と
判
示
し
た
《D

utertre

判
）
11
（

決
》
を
引
用
し
た
上

）
11
（

で
、
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
か
か
る
定
式
は
、
お
そ
ら
く
過
去
の
判

例
を
全
面
的
に
放
棄
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
公
務
員
の
個
人
的
フ
ォ
ー

ト
に
よ
る
被
害
者
に
賠
償
を
行
う
た
め
に
役
務
に
帰
責
す
べ
き
フ
ォ
ー
ト

を
ど
ん
な
犠
牲
を
払
っ
て
で
も
探
求
し
よ
う
と
す
る
欺
瞞
的
な
論
証
の
ア

プ
ロ
ー
チ
と
決
別
す
る
意
思
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
少
な
く

と
も
、
多
く
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
行
政
主
体
は
実
際
に
は
何
ら
《
自
ら
咎

む
（se reprocher

）》
べ
き
と
こ
ろ
が
な
い
こ
と
か
ら
、
よ
り
現
実
に

即
し
た
解
決
（réalism

e

）
へ
の
回
帰
が
重
要
で
あ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ

う
）
11
（

る
」
と
。

（
１
）V

oir, M
arceau Long, Prosper W

eil, G
uy B

raibant, 
Pierre D

elvolvé et Bruno Genevois, L
es grands arrêts 

de la jurisprudence adm
inistrative, 19

e éd., Paris, D
alloz, 
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Sirey, 2014, n

° 771.

（
８
）V

oir, C.E. 28 novem
bre 1947, Sieur V

erne, Rec. 451 ; 
C.E. 13 février 1948, Sieur T

ordjm
an, Rec. 82 ; C.E. 

Sect. 18 novem
bre 1960, Sieur T

ilhaud, R
ec. 636 ; 

Cécile Benoît-Renaudin, L
a responsabilité du préposé, 

Paris, L.G.D
.J., 2010, n

° 535.

（
９
）V

oir, D
elphine Costa, Les fictions juridiques en droit 

adm
inistratif, Paris, L.G

.D
.J., 2000, p. 330 ; H

afida 
B

elrhali, L
es coauteurs en droit adm

inistratif, Paris, 
L.G.D

.J., 2003, p. 122 ; Jean-François Lachaum
e, H

élène 
Pauliat, Stéphane Braconnier et Clotilde D

effi
gier, supra 

note 4, p. 801.

（
10
）V

oir, Y
ves Gaudem

et, T
raité de droit adm

inistratif, t. 
1, 16

e éd., Paris, L.G.D
.J., 2001, n

° 1645 ; Gilles Lebreton, 
D

roit adm
inistratif général, 7

e éd., Paris, D
alloz, 2013, n

° 
375.

（
11
）
こ
の
点
に
お
い
て
、
賠
償
責
任
の
競
合
に
お
け
る
役
務
の

フ
ォ
ー
ト
に
よ
る
賠
償
責
任
と
フ
ォ
ー
ト
の
競
合
に
お
け
る
監
督

上
の
瑕
疵
に
起
因
す
る
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
に
よ
る
賠
償
責
任
と
の

区
別
は
相
対
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
12
）C.E. 19 m

ai 1948, Sieur Souchon, Rec. 221.
（
13
）V

oir, Pierre D
elvolvé, L

e droit adm
inistratif, 6

e éd., 
Paris, D

alloz, 2014, p. 69.

2013, pp. 200-207.
（
２
）C.E. 26 juillet 1918, É

poux Lem
onnier, Rec. 761, concl. 

Léon Blum
, S. 1918-1919.Ⅲ

. 41, concl. Léon Blum
, note 

M
aurice H

auriou, R
.D

.P. 1919, p. 41, concl. Léon Blum
, 

note Gaston Jèze.

（
３
）Léon B

lum
, concl. sur C

.E
. 26 juillet 1918, É

poux 
Lem

onnier, Rec. 767.

（
４
）V

oir, M
arceau Long, Prosper W

eil, G
uy B

raibant, 
Pierre D

elvolvé et Bruno Genevois, supra note 1, p. 202 
; Jean-F

rançois Lachaum
e, H

élène Pauliat, Stéphane 
Braconnier et Clotilde D

effigier, D
roit adm

inistratif. 
Les grandes décisions de la jurisprudence, 16

e éd., Paris, 
P.U

.F., 2014, pp. 800-801.

（
５
）P

ierre-L
aurent F

rier et Jacques P
etit, D

roit 
adm

inistratif, 9
e éd., Paris, L.G.D

.J., 2014, n
° 1019 ; V

oir 
égalem

ent, Léon D
uguit, «La question de la coexistence 

de la responsabilité de l'É
tat et de la responsabilité 

personnelle des fonctionnaires», R
.D

.P. 1923, pp. 37-38.

（
６
）Pierre-Laurent Frier et Jacques Petit, supra note 5, 

n

° 1019.

（
７
）D
idier T

ruchet, D
roit adm

inistratif, 5
e éd., Paris, P.

U
.F., 2013, p. 398 ; Patrice Chrétien, N

icolas Chiffl
ot et 

M
axim

e T
ourbe, D

roit adm
inistratif, 14

e éd., Paris, 
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（
14
）M

aryse D
eguergue, Jurisprudence et doctrine dans 

l'élaboration du droit de la responsabilité adm
inistrative, 

Paris, L.G.D
.J., 1994, p. 526.

（
15
）Jean-Claude M

aestre, La responsabilité pécuniaire des 
agents publics en droit français, Paris, L.G.D

.J., 1962, p. 
175.

（
16
）V

oir, H
afida Belrhali, supra note 9, p. 123.

（
17
）V

oir, Jacques M
oreau et H

élène M
uscat, «Responsabilité 

des agents et responsabilité de l’adm
inistration», J.-Cl. 

A
., fasc. 806, 2012, n

° 94.

（
18
）C.E. 10 janvier 1934, Consorts D

énoyelle, Rec. 48.

（
19
）Jean-Claude M

aestre, supra note 15, pp. 170-171.

（
20
）C.E. Sect. 14 février 1936, Sieur Boiero, Rec. 207.

（
21
）C.E. 21 avril 1937, D

em
oiselle Q

uesnel, Rec. 413.

（
22
）V

oir, M
arceau Long, Prosper W

eil, G
uy B

raibant, 
Pierre D

elvolvé et B
runo G

enevois, supra note 1, p. 
204 ; V

oir égalem
ent, D

elphine Costa, supra note 9, pp. 
330-332 ; Y

ves Gaudem
et, supra note 10, n

° 1645 ; Guy 
B

raibant et B
ernard Stirn, L

e droit adm
inistratif 

français, 7
e éd., Paris, D

alloz-Sirey, 2005, pp. 330-332 ; 
Charles D

ebbasch et Frédéric Colin, D
roit adm

inistratif, 
10

e éd., Paris, Econom
ica, 2011, pp. 450-451.

（
23
）Jean-Claude M

aestre, supra note 15, pp. 170 et s. ; 

V
oir égalem

ent, C
laude F

ranck, note sous C
.E

. 26 
octobre 1973, Sadoudi, J.C

.P
. 1974.Ⅱ

. 17596 ; 
Jacqueline M

orand-D
eviller, D

roit adm
inistratif : Cours, 

thèm
es de réflexion, com

m
entaires d'arrêts avec corrigés, 

13
e éd., Paris, L.G.D

.J., 2013, p. 718 ; Jean-Y
ves V

incent, 
L'évidence en contentieux adm

inistratif, Rennes, Presses 
universitaires de Rennes, 2013, p. 289 ; Pierre-Laurent 
Frier et Jacques Petit, supra note 5, n

° 1019.

（
24
）H

afida B
elrhali, supra note 9, pp. 126-127 ; C

écile 
Benoît-Renaudin, supra note 8, n

° 535 ; A
nne Jacquem

et-
Gauché, L

a responsabilité de la puissance publique en 
France et en A

llem
agne. É

tude de droit com
paré, Paris, 

L.G.D
.J., 2013, n

° 462 ; Jérôm
e T

ravard, L
a victim

e et 
l'évolution de la responsabilité adm

inistrative 
extracontractuelle, Paris, Éditions M

are &
 M

artin, 2013, 
p. 131 ; T

hibaut Leleu, E
ssai de restructuration de la 

responsabilité publique. À
 la recherche de la 

responsabilité sans fait, Paris, L.G.D
.J., 2014, n

° 110 et 
253. 

（
25
）T

hibaut Leleu, supra note 24, n

° 110 et 253. 
（
26
）Jérôm

e T
ravard, supra note 24, p. 131.

（
27
）M

arceau Long, Prosper W
eil, Guy Braibant, Pierre 

D
elvolvé et Bruno Genevois, supra note 1, p. 204. ; V

oir 
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égalem
ent, D

idier T
ruchet, supra note 7, p. 398.

（
28
）V

oir, Jean-Claude M
aestre, supra note 15, p. 185.

（
29
）V

oir, C.E. A
ss. 30 janvier 1948, D

am
e veuve Buffevant, 

R
ec. 51 ; F

rançois G
azier, concl. sur C

.E
. A

ss. 18 
novem

bre 1949, M
im

eur, D
efaux et Besthelsem

er, J.C.P. 
1950.Ⅱ

. 5286.

（
30
）C.E. A

ss. 18 novem
bre 1949, M

im
eur, Rec. 492, J.

C
.P

. 1950.Ⅱ
. 5286, concl. François Gazier, D

. 1950, p. 
667, note J. G., R

.D
.P. 1950, p. 183, note M

arcel W
aline. 

（
31
）
な
お
、
本
判
決
と
同
日
に
下
さ
れ
た
《D

efaux

判
決
》
及
び

《Besthelsem
er

判
決
》
に
お
い
て
も
類
似
の
事
案
に
つ
い
て
同

様
の
判
断
枠
組
み
が
示
さ
れ
て
い
る
（C.E. A

ss. 18 novem
bre 

1949, D
efaux et Besthelsem

er, Rec. 493 et 494.

）。

（
32
）François Gazier, supra note 29.

（
33
）Ibid.

（
34
）
そ
の
後
、
一
九
五
七
年
一
二
月
三
一
日
の
法
律
に
よ
っ
て
公
用

車
両
の
事
故
に
係
る
国
家
賠
償
責
任
に
つ
い
て
は
立
法
的
な
解
決

が
図
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
（M

arceau Long, Prosper W
eil, 

Guy Braibant, Pierre D
elvolvé et Bruno Genevois, supra 

note 1, pp. 205-206.

）。

（
35
）H
afida Belrhali, supra note 9, p. 129.

（
36
）V

oir, Cécile Benoît-Renaudin, supra note 8, n

° 536 ; 
M

arceau Long, Prosper W
eil, G

uy B
raibant, Pierre 

D
elvolvé et B

runo G
enevois, supra note 1, p. 205 ; 

Pierre D
elvolvé, supra note 13, p. 69 ; C

hristophe 
G

uettier, «La responsabilité en droit adm
inistratif», 

Philippe Le T
ourneau, D

roit de la responsabilité et des 
contrats, 10

e éd., Paris, D
alloz, 2014, n

° 314 ; Pierre-
Laurent Frier et Jacques Petit, supra note 5, n

° 1019.

（
37
）René Chapus, D

roit adm
inistratif général, t. 1, 15

e éd., 
Paris, M

ontchrestien, 2001, n

° 1532 ; G
illes D

arcy, 
«D

étachabilité et rattachabilité dans le contentieux de 
la responsabilité extra-contractuelle des personnes 
publiques et de leurs agents», dans D

e code en code. 
M

élanges en l'honneur du doyen G
eorges W

iederkehr, 
Paris, D

alloz, 2009, p. 184 ; Jacqueline M
orand-D

eviller, 
supra note 23, pp. 717-719 ; M

artine Lom
bard, Gilles 

D
um

ont et Jean Sirinelli, D
roit adm

inistratif, 10
e éd., 

Paris, D
alloz, 2013, n

° 913 ; B
ertrand Seiller, D

roit 
adm

inistratif : 2. L
'action adm

inistrative, 5
e éd., Paris, 

Flam
m

arion, 2014, pp. 279-280 ; Pierre-Laurent Frier et 
Jacques Petit, supra note 5, n

° 1019 ; Philippe Foillard, 
D

roit adm
inistratif, 3

e éd., Bruxelles, Larcier, 2014, p. 
416.

（
38
）C

.E
. 16 février 1973, C

om
m

une de L
a-C

elle-Saint-
Cloud c. dam

e D
utertre, Rec. 146.
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（
39
）C.E. 2 m

ars 2007, Société Banque française com
m

erciale 
de l'O

céan Indien, Rec. 1072.

（
40
）T

hibaut Leleu, supra note 24, n

° 254.

（
41
）V

oir, X
avier Prétot, obs. sous C.E. 23 décem

bre 1987, 
É

poux Bachelier, A
.J.D

.A
. 1988, p. 365.

（
42
）C.E. 9 m

ai 1952, Boitet, Rec. 824, R
.D

.P. 1953, p. 737.

（
43
）V

oir, D
idier T

ruchet, supra note 7, p. 398 ; Prosper 
W

eil et D
om

inique Pouyaud, Le D
roit adm

inistratif, 24
e 

éd., Paris, P.U
.F

., 2013, p. 113 ; C
hristophe G

uettier, 
supra note 36, n

° 313.

（
44
）
も
っ
と
も
、一
九
五
五
年
に
下
さ
れ
た《Paum

ier

判
決
》（C.E. 

25 novem
bre 1955, D

am
e veuve Paum

ier, Rec. 564.

）
に

お
い
て
は
、
二
人
の
巡
査
の
暴
行
に
よ
り
死
亡
し
た
被
害
者
の
遺

族
が
国
に
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
事
案
に
つ
い
て
、コ
ン
セ
イ
ユ
・

デ
タ
は
、
一
方
で
、
こ
れ
ら
の
公
務
員
の
行
為
が
役
務
の
執
行
か

ら
切
り
離
し
う
る
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
を
構
成
す
る
こ
と
を
認
め
つ
つ

も
、
こ
の
フ
ォ
ー
ト
が
「
公
役
務
の
遂
行
の
際
に
（à l’occasion 

de l'accom
plissem

ent du service public

）」
犯
さ
れ
た
と
い

う
こ
と
の
み
を
も
っ
て
国
の
賠
償
責
任
を
認
め
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、「
役
務
と
全
く
関
連
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
個
人
的

フ
ォ
ー
ト
に
よ
る
賠
償
責
任
」
の
登
場
に
よ
り
、「
役
務
の
中
で

又
は
役
務
の
際
に
犯
さ
れ
た
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
に
よ
る
賠
償
責

任
」
が
完
全
に
消
滅
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
こ
の
二
つ
の

責
任
規
範
を
区
別
す
る
実
益
は
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の

よ
う
な
両
者
の
区
別
の
相
対
性
は
実
際
上
あ
ま
り
問
題
と
な
ら
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
45
）Jacques M

oreau et H
élène M

uscat, supra note 17, n

° 
106.

（
46
）M

arceau Long, Prosper W
eil, Guy Braibant, Pierre 

D
elvolvé et Bruno Genevois, supra note 1, p. 207

（
47
）Francis-Paul Bénoit, note sous C.E. Sect. 1

er octobre 
1954, Sieur Bernard, D

. 1955, p. 169 ; Philippe W
eckel, 

«L'évolution de la notion de faute personnelle», R
.D

.P. 
1990, p. 1557 ; Jacques M

oreau et H
élène M

uscat, supra 
note 17, n

° 99 et s. 

（
48
）V

oir, Francis-Paul Bénoit, supra note 47, p. 169 ; C.E. 
27 février 1981, C

om
m

une de C
honville-M

alaum
ont, 

Rec. 116 ; Christophe Guettier, supra note 36, n

° 316.

（
49
）C.E. Sect. 1

er octobre 1954, Sieur B
ernard, Rec. 505, 

concl. Laurent, D
. 1955, p. 167, note Francis-Paul Bénoit.

（
50
）V

oir, Jacques M
oreau et H

élène M
uscat, supra note 

17, n

° 102 et s. ; D
ouc Rasy, Les frontières de la faute 

personnelle et de la faute de service en droit 
adm

inistratif français, Paris, L.G.D
.J., 1963, pp. 86 et s. ; 

Jean-M
arie A

uby, note sous C.E. A
ss. 26 octobre 1973, 

Sadoudi, D
. 1974, pp. 256 et s.
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（
51
）C.E. A

ss. 26 octobre 1973, Sadoudi, Rec. 603, D
. 1974, 

p. 255, note Jean-M
arie A

uby, R
.D

.P. 1974, p. 554, note 
M

arcel W
aline, et p. 936, concl. A

ntoine Bernard ; V
oir 

égalem
ent, C

.E
. 23 décem

bre 1987, É
poux B

achelier, 
Rec. 431.

（
52
）V

oir, M
arceau Long, Prosper W

eil, G
uy B

raibant, 
Pierre D

elvolvé et B
runo G

enevois, supra note 1, p. 
206 ; Pierre-Laurent Frier et Jacques Petit, supra note 
5, n

° 1019 ; Jean-François Lachaum
e, H

élène Pauliat, 
Stéphane Braconnier et Clotilde D

effi
gier, supra note 4, 

pp. 805-806.

（
53
）C.E. 8 novem

bre 1995, Ferron, Rec. 1029.

（
54
）Jean-M

arie A
uby, supra note 50, p. 259 ; V

oir 
égalem

ent, Francis-Paul Bénoit, supra note 47, p. 169.

（
55
）A

ntoine B
ernard, supra note 51, p. 943 ; V

oir 
égalem

ent, M
ichel Paillet, La faute du service public en 

droit adm
inistratif français, Paris, L.G.D

.J., 1980, n
° 21 ; 

M
artine Lom

bard, Gilles D
um

ont et Jean Sirinelli, supra 
note 37, n

° 914 ; Pierre-Laurent Frier et Jacques Petit, 
supra note 5, n

° 1019.

（
56
）C.E. 12 m

ars 1975, Sieur Pothier, Rec. 190.

（
57
）C.E. 13 m

ai 1991, Société d'assurance L
es M

utuelles 
U

nies c. V
ille d'E

chirolles, D
.A

. 1991, com
m

. n

° 351.

（
58
）V

oir, Jacques M
oreau et H

élène M
uscat, supra note 

17, n

° 107.

（
59
）C

.E
. 18 novem

bre 1988, M
inistre de la défense c. 

É
poux R

aszew
ski, Rec. 416, D

. 1989. som
m

. p. 346, obs. 
Franck M

oderne et Pierre Bon, J.C
.P

. 1989.Ⅱ
. 21211, 

note Bernard Pacteau, L.P.A
. 22 septem

bre 1989, note 
M

ichel Paillet.

（
60
）
な
お
、
本
判
決
の
翌
年
に
も
類
似
の
事
件
に
お
い
て
同
様
の
判

断
が
下
さ
れ
て
い
る
（C.E. 1

er m
ars 1989, M

inistre de la 
défense c. M

lle Poirée, Rec. 919.

）。

（
61
）M

arceau Long, Prosper W
eil, Guy Braibant, Pierre 

D
elvolvé et Bruno Genevois, supra note 1, p. 207 ; V

oir 
égalem

ent, Paul A
m

selek, «La déterm
ination des 

personnes publiques responsables d'après la 
jurisprudence adm

inistrative», dans É
tudes de droit 

public, Paris, Panthéon A
ssas, 2009, réédition de 

l'édition publiée en 1964, p. 304.

（
62
）
な
お
、
行
政
は
求
償
権
と
は
別
に
懲
戒
権
を
有
し
て
お
り
、
ま

た
、
求
償
権
の
行
使
は
行
政
の
広
範
な
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
そ
の
行
使
は
非
常
に
稀
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、現
在
の
フ
ラ
ン
ス
国
家
賠
償
責
任
法
に
お
い
て
は
、

公
務
員
が
個
人
的
な
賠
償
責
任
を
負
う
範
囲
は
対
外
的
に
も
対
内

的
に
も
極
め
て
限
定
的
で
あ
る
と
い
え
る
（V

oir, Bertrand 
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Seiller, supra note 37, p. 282 ; Pierre-Laurent Frier et 
Jacques Petit, supra note 5, n

° 1025.

）。

（
63
）René Chapus, supra note 37, n

° 1539 ; Y
ves Gaudem

et, 
supra note 10, n

° 1653 ; D
idier T

ruchet, supra note 7, p. 
399 ; M

arceau Long, Prosper W
eil, Guy Braibant, Pierre 

D
elvolvé et Bruno Genevois, supra note 1, p. 836 ; Gilles 

Lebreton, supra note 10, n

° 377-378 ; M
artine Lom

bard, 
Gilles D

um
ont et Jean Sirinelli, supra note 37, n

° 919 ; 
Pierre-Laurent Frier et Jacques Petit, supra note 5, n

° 
1024 ; Philippe Foillard, supra note 37, p. 417 ; Patrice 
Chrétien, N

icolas Chiffl
ot et M

axim
e T

ourbe, supra note 
7, n

° 773.

（
64
）
な
お
、
こ
こ
で
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
フ

ラ
ン
ス
国
家
賠
償
責
任
法
に
お
い
て
は
、“
被
害
者
と
の
私
法
上

の
法
律
関
係
に
お
け
る
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
”
と
“
行
政
内
部
の
公

法
上
の
法
律
関
係
に
お
け
る
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
”
と
が
理
論
的
に

区
別
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
北

村
和
生
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
公
務
員
に
対
す
る
求
償
訴
権
の
成

立
と
そ
の
特
色
（
二
・
完
）
―
―
公
務
員
の
個
人
責
任
の
一
側
面

―
―
」
法
学
論
叢
一
三
一
巻
二
号
（
一
九
九
二
年
）
三
二
頁
以
下

を
参
照
）。
つ
ま
り
、「
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
概
念
の
二
元
化

（dédoublem
ent de la notion de faute personnelle

）」
が

生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
（Prosper W

eil, note sous C.E. Sect. 

22 m
ars 1957, Jeannier, D

. 1957, p. 757 ; V
oir égalem

ent, 
M

aryse D
eguergue, supra note 14, pp. 530-533 ; Jacques 

M
oreau et H

élène M
uscat, supra note 17, n

° 85-89.

）。

　
　
　

一
九
五
七
年
に
下
さ
れ
た
《Jeannier

判
決
》（C.E. Sect. 22 

m
ars 1957, Jeannier, R

ec. 196, concl. Jean K
ahn, 

A
.J.D

.A
. 1957.Ⅱ

. 186, chr. Jacques F
ournier et G

uy 
Braibant, D

. 1957, p. 748, concl. Jean K
ahn, note Prosper 

W
eil, J.C.P. 1957.Ⅱ

. 10303 bis, note Paul Louis-Lucas.

）

は
、
こ
の
こ
と
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。
そ
の
事
案
は
、

Jeannier

氏
を
含
め
た
六
人
の
兵
士
が
個
人
的
な
目
的
の
た
め

に
監
視
の
目
を
欺
き
軍
用
車
を
持
ち
出
し
ド
ラ
イ
ブ
に
出
か
け
た

際
に
交
通
死
亡
事
故
を
起
こ
し
、
そ
の
被
害
者
遺
族
に
国
が
賠
償

金
を
支
払
っ
た
後
に
六
人
の
兵
士
ら
に
対
し
て
求
償
訴
訟
が
提
起

さ
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
事
故

当
時
ハ
ン
ド
ル
を
握
っ
て
い
たLéthenet

氏
以
外
の
同
乗
者
に

は
“
被
害
者
と
の
私
法
上
の
法
律
関
係
に
お
け
る
個
人
的
フ
ォ
ー

ト
”
が
存
在
し
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
審
理
の
結
果
、

事
故
が
起
き
た
際
に
車
の
中
に
い
たJeannier

氏
と
他
の
五
人

は
、
役
務
の
外
側
で
、
し
か
も
個
人
的
な
目
的
の
た
め
に
軍
用
車

を
使
用
し
て
い
た
」
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、「
国
が
受
け
た
損

害
は
、
役
務
と
無
関
係
な
目
的
で
軍
用
車
を
故
意
に
使
用
し
た
点

に
お
い
て
利
害
関
係
人
〔
筆
者
注
：Jeannier

氏
〕
が
犯
し
た
個

人
的
フ
ォ
ー
ト
の
直
接
的
な
結
果
で
あ
る
」
と
判
示
し
て
、
ハ
ン
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ド
ル
を
握
っ
て
い
な
か
っ
たJeannier

氏
の
国
に
対
す
る
賠
償

責
任
を
認
め
た
の
で
あ
る
。

　
　
　

要
す
る
に
、
こ
の
訴
訟
に
お
い
てJeannier

氏
が
国
に
対
し

て
負
う
こ
と
と
な
る
賠
償
責
任
は
、「
役
務
と
無
関
係
な
目
的
で

軍
用
車
を
故
意
に
用
い
た
」
と
い
う
“
職
務
上
の
義
務
に
対
す
る

違
反
”
か
ら
構
成
さ
れ
る
国
と
の
法
律
関
係
に
お
け
る
個
人
的

フ
ォ
ー
ト
に
よ
る
賠
償
責
任
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
フ
ラ
ン
ス
国

家
賠
償
責
任
法
に
お
け
る
求
償
訴
訟
が
「
懲
戒
的
な
色
彩

（coloration disciplinaire
）」（M

arceau Long, Prosper 
W

eil, Guy Braibant, Pierre D
elvolvé et Bruno Genevois, 

supra note 1, p. 437.

）
を
有
す
る
と
い
わ
れ
た
り
、
こ
の
個
人

的
フ
ォ
ー
ト
が
「
懲
戒
的
な
フ
ォ
ー
ト
（faute disciplinaire

）」

（M
arceau Long, Prosper W

eil, G
uy B

raibant, Pierre 
D

elvolvé et B
runo G

enevois, supra note 1, p. 439 ; 
Jacqueline M

orand-D
eviller, supra note 23, p. 716 ; 

Pierre-Laurent Frier et Jacques Petit, supra note 5, n

° 
1024.

）
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
た
め
で
あ
る
。
た
だ
し
、

か
か
る
法
解
釈
を
と
る
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
求
償
訴
訟
に
つ
い
て
行

政
裁
判
所
の
管
轄
を
基
礎
づ
け
る
た
め
で
あ
り
、
二
つ
の
個
人
的

フ
ォ
ー
ト
に
は
実
体
的
な
差
異
は
ほ
と
ん
ど
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
実
際
、
多
く
の
場
合
、“
被
害
者
と
の
私
法
上
の
法
律
関
係

に
お
け
る
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
”
と
“
行
政
内
部
の
公
法
上
の
法
律

関
係
に
お
け
る
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
”
と
は
実
質
的
に
重
複
的
な
関

係
に
あ
る
。

（
65
）C.E. 19 février 1954, Consorts D

elaprée, Rec. 117.

（
66
）C.E. Sect. 18 novem

bre 1960, Sieur T
ilhaud, Rec. 636.

（
67
）
な
お
、
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
を
犯
し
た
公
務
員
が
複
数
存
在
す
る

場
合
に
は
、
各
々
の
フ
ォ
ー
ト
の
重
大
性
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
負
担
割
合
が
決
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
（C.E. Sect. 22 m

ars 
1957, Jeannier, Rec. 196, concl. Jean K

ahn.

）。

（
68
）C

.E
. 4 juillet 1990, Société d’assurances“L

e Sou 
M

édical”c. Centre hospitalier général de G
ap, Rec. 984.

（
69
）C

.E
. 12 décem

bre 2008, M
inistre de l'éducation 

nationale c. H
., Rec. 454, A

.J.D
.A

. 2009, p. 895, note 
Clotilde D

effigier ; V
oir égalem

ent, C.E. 8 août 2008, 
M

azière, Rec. 919,.

（
70
）V

oir, Jacques M
oreau et H

élène M
uscat, supra note 

17, n

° 141.

（
71
）V

oir, Clotilde D
effi

gier, supra note 69, p. 898.

（
72
）M

arceau Long, Prosper W
eil, Guy Braibant, Pierre 

D
elvolvé et Bruno Genevois, supra note 1, p. 207.

（
73
）Ibid. ; V

oir égalem
ent, Jean-Claude M

aestre, supra 
note 15, p. 175 ; M

ichel Paillet, supra note 55, n

° 22 ; 
Claude Franck, supra note 23.

（
74
）V

oir, Jacques M
oreau, «La responsabilité adm

inistrative», 
sous la direction de Pascale Gonod, Fabrice M

elleray et 
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Philippe Y
olka, T

raité de droit adm
inistratif, t. 2, Paris, 

D
alloz, 2011, p. 647 ; D

idier T
ruchet, supra note 7, pp. 

397-398 ; Bertrand Seiller, supra note 37, p. 279.

（
75
）
な
お
、
公
用
車
両
事
故
や
公
立
学
校
事
故
に
つ
い
て
は
国
が
代

位
責
任
を
負
う
こ
と
が
法
令
上
明
示
的
に
定
め
ら
れ
て
い
る

（Francis-Paul Bénoit, L
e droit adm

inistratif français, 
Paris, D

alloz, 1968, n

° 1293 ; Cécile Benoît-Renaudin, 
supra note 8, n

° 537 ; Jacqueline M
orand-D

eviller, supra 
note 23, pp. 709 et s. ; Pierre-Laurent Frier et Jacques 
Petit, supra note 5, n

° 1020.；
こ
れ
ら
の
法
律
に
つ
い
て
は
、

滝
沢
正
『
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
の
理
論
』（
有
斐
閣
・
一
九
八
四
年
）

八
四
頁
以
下
（
初
出
：
同
「
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
行
政
上
の
不

法
行
為
責
任
」
山
口
俊
夫
編
集
代
表
『
東
西
法
文
化
の
比
較
と
交

流
：
野
田
良
之
先
生
古
稀
記
念
』（
有
斐
閣
・
一
九
八
三
年
））
が

詳
し
い
。

（
76
）C

.E
. 16 février 1973, C

om
m

une de L
a-C

elle-Saint-
Cloud c. dam

e D
utertre, Rec. 146.

（
77
）M

ichel Paillet, supra note 55, n

° 22.

（
78
）Ibid. ; V
oir égalem

ent, Jean K
ahn, concl. sur C.E. Sect. 

22 m
ars 1957, Jeannier, Rec. 204. 

終
章
：
総
括
と
残
さ
れ
た
課
題

　

最
後
に
、
こ
こ
ま
で
論
じ
て
き
た
フ
ラ
ン
ス
国
家
賠
償
責
任
法
の
規
範

構
造
と
の
比
較
に
お
い
て
我
が
国
の
国
家
賠
償
法
一
条
一
項
が
抱
え
る
解

釈
論
上
の
問
題
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
加
え
た
上
で
（
第
一
節
）、
残

さ
れ
た
課
題
を
指
摘
し
て
（
第
二
節
）、
本
稿
を
締
め
く
く
る
こ
と
と
し

た
い
。

第
一
節
：
総
括

一　

我
が
国
に
お
け
る
代
位
責
任
的
法
律
構
成
の
実
体

　

１　

代
位
責
任
規
範
に
お
け
る
擬
制
的
な
法
解
釈
─
─
フ
ラ
ン
ス
国
家

賠
償
責
任
法
に
お
け
る
原
則
的
責
任
規
範
で
あ
る
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
に
よ

る
賠
償
責
任
は
、
法
律
構
成
上
、
公
務
員
個
人
の
フ
ォ
ー
ト
な
い
し
賠
償

責
任
を
前
提
と
せ
ず
、
組
織
体
で
あ
る
公
法
人
が
自
身
の
フ
ォ
ー
ト
に
基

づ
き
賠
償
責
任
を
負
う
自
己
責
任
規
範
で
あ
る
（
第
三
章
参
照
）。
現
代

行
政
に
お
い
て
は
法
律
行
為
に
せ
よ
事
実
行
為
に
せ
よ
公
役
務
の
多
く
が

組
織
的
に
運
営
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
加
害
行
為
の
主
体
で
あ
る
公
務

員
の
特
定
が
実
際
上
困
難
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
公
務
員
個
人
に

フ
ォ
ー
ト
を
帰
責
す
る
こ
と
が
理
論
的
に
困
難
で
あ
る
場
合
も
少
な
く
な
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し
か
し
な
が
ら
、
自
己
責
任
的
法
律
構
成
に
右
の
よ
う
な
利
点
が
あ
る

か
ら
と
い
っ
て
、
直
ち
に
我
が
国
に
お
い
て
も
自
己
責
任
的
法
律
構
成
を

導
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
と
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
な

ぜ
な
ら
、
確
か
に
、
我
が
国
の
判
例
に
お
い
て
は
、
国
家
賠
償
法
一
条
一

項
の
解
釈
上
、“
公
務
員
の
”
故
意
又
は
過
失
及
び
職
務
上
の
義
務
違
反

が
国
家
賠
償
責
任
の
成
立
要
件
と
し
て
解
さ
れ
て
い
る
が
、
例
え
ば
過
失

判
断
に
つ
い
て
い
え
ば
、
宇
賀
克
也
教
授
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

「
公
務
員
個
人
の
過
失
で
は
な
く
、
組
織
と
し
て
の
行
政
主
体
の
公
務
運

営
上
の
欠
陥
を
も
っ
て
過
失
と
す（

１
）る

」
よ
う
な
「
組
織
的
過
失
」
の
承
認

が
広
く
行
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
宇
賀
教
授
は
、「
実

際
に
は
、
組
織
過
失
の
承
認
は
広
く
行
わ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
行
政

処
分
の
違
法
に
基
づ
く
国
家
賠
償
請
求
が
行
わ
れ
る
場
合
、
行
政
作
用
法

上
、
行
政
庁
が
処
分
権
者
と
さ
れ
て
い
て
も
、
現
実
に
は
、
補
助
機
関
や

諮
問
機
関
で
事
実
上
の
意
思
決
定
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
訴
訟
で
問

わ
れ
て
い
る
の
も
、
ま
さ
に
組
織
過
失
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
少
な
く

な（
２
）い

」、「
ま
た
、
行
政
処
分
に
関
し
て
で
は
な
く
て
も
、
行
政
庁
の
過
失

が
問
責
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
が
、
そ
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
組
織
的
過
失

が
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
多（

３
）い

」
と
さ
れ
、
そ
の
一
例
と
し
て
序
章
で
紹

介
し
た
予
防
接
種
禍
訴
訟
に
係
る
東
京
高
判
平
成
四
年
一
二
月
一
八
日
・

高
民
集
四
五
巻
三
号
二
一
二
頁
を
挙
げ
、「
こ
こ
で
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、

い
。
し
た
が
っ
て
、
多
く
の
場
合
、
代
位
責
任
的
法
律
構
成
よ
り
も
自
己

責
任
的
法
律
構
成
の
方
が
、
公
役
務
の
運
営
の
実
態
に
適
合
的
で
あ
り
、

論
理
的
に
整
合
的
な
フ
ォ
ー
ト
の
認
定
を
可
能
な
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、右
の
よ
う
な
公
役
務
の
運
営
の
実
態
に
鑑
み
れ
ば
、多
く
の
場
合
、

代
位
責
任
的
法
律
構
成
を
と
る
こ
と
に
よ
り
被
害
者
に
公
務
員
個
人
の

フ
ォ
ー
ト
の
立
証
を
要
求
す
る
こ
と
は
不
合
理
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の

点
、
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
理
論
に
よ
れ
ば
、
公
務
員
個
人
の
フ
ォ
ー
ト
の
立

証
を
要
す
る
こ
と
な
く
、「
役
務
の
運
営
及
び
組
織
に
お
け
る
瑕
疵
」、「
公

役
務
の
悪
し
き
運
営
」、「
公
役
務
の
瑕
疵
あ
る
運
営
」
と
い
っ
た
客
観
的

な
事
実
状
態
に
よ
り
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
が
認
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
右
の

よ
う
な
不
合
理
な
立
証
か
ら
被
害
者
を
免
れ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
よ
う
に
個
人
的
色
彩
を
払
拭
し
た
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
理
論
が
形
成
さ
れ

た
背
景
に
は
、
原
初
的
に
は
裁
判
管
轄
の
分
配
の
観
点
か
ら
個
人
的

フ
ォ
ー
ト
概
念
の
対
概
念
と
し
て
誕
生
し
た
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
概
念
が
、

そ
の
対
比
構
造
の
下
で
、
公
務
員
と
国
家
の
間
の
実
体
的
な
責
任
分
配
の

観
点
か
ら
公
務
員
個
人
に
帰
せ
し
め
ら
れ
な
い
フ
ォ
ー
ト
と
し
て
性
格
づ

け
ら
れ
た
と
い
う
歴
史
的
沿
革
が
あ
る
。そ
し
て
、か
か
る
役
務
の
フ
ォ
ー

ト
に
よ
る
賠
償
責
任
が
一
世
紀
以
上
前
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
形
を
変
え

る
こ
と
な
く
存
続
し
え
た
の
は
、
こ
の
責
任
規
範
が
有
す
る
右
の
よ
う
な

利
点
に
因
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
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厚
生
大
臣
と
い
う
一
機
関
の
責
任
と
い
う
よ
り
は
、
厚
生
省
全
体
の
組
織

的
過
失
と
い
え
よ（

４
）う

」
と
述
べ
ら
れ
て
い（

５
）る

。
つ
ま
り
、
実
際
上
、
加
害

行
為
に
係
る
過
失
が
組
織
的
な
活
動
の
産
物
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ

を
当
該
行
為
に
携
わ
っ
た
公
務
員
個
人
の
過
失
と
み
な
す
こ
と
に
よ
っ
て

国
家
賠
償
責
任
を
認
め
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
実
質
的

に
は
所
轄
行
政
組
織
の
過
失
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ（

６
）る

。
か
か
る
過
失

の
認
定
は
、
そ
の
過
失
の
実
体
に
整
合
的
で
な
い
こ
と
か
ら
、
解
釈
論
と

し
て
は
や
や
無
理
を
し
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
も
の（

７
）の

、
代
位
責
任
的

法
律
構
成
を
と
る
我
が
国
の
国
家
賠
償
法
に
お
け
る
一
つ
の
解
釈
論
上
の

工
夫
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
も
の
で
は
な
く
、
国
家
賠
償
法
一
条
一
項
の

文
理
に
則
し
て
考
え
る
な
ら
ば
優
先
的
に
志
向
さ
れ
る
べ
き
法
解
釈
で
あ

る
と
い
え
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
以
上
の
よ
う
な
擬
制
的
な
法
解
釈
を
裁

判
官
が
貫
徹
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
理
論
的
な
問
題
は
残
る
も
の
の
、
事

案
の
解
決
と
い
う
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
我
が
国
に
お
い
て
は
立
法
論
と
し

て
は
と
も
か
く
解
釈
論
と
し
て
は
自
己
責
任
的
法
律
構
成
を
採
用
す
る
必

要
は
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
我
が
国
の
判
例
は
依
然
と
し
て
純
粋
な
代
位
責
任
的

法
律
構
成
に
固
執
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
常
に
右
の
よ
う
な
擬
制
的

な
法
解
釈
が
貫
徹
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
、
組
織
的
な

活
動
が
問
題
と
な
る
場
合
に
は
実
体
的
に
は
所
轄
行
政
組
織
全
体
の
過
失

な
い
し
違
法
行
為
が
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
以
上
、
裁
判
官
が
過
失
な
い

し
違
法
性
を
認
定
す
る
こ
と
に
よ
り
個
々
の
公
務
員
に
「
否
定
的
」
あ
る

い
は
「
非
難
的
」
な
評
価
を
加
え
る
こ
と
に
た
め
ら
い
を
示
し
た
と
し
て

も
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
理
解
で
き
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
実
際
、
一
公
務

員
個
人
に
で
き
る
こ
と
は
限
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
課
し
う
る
注
意
義
務

な
い
し
結
果
回
避
義
務
に
は
自
ず
と
限
界
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
右
の
よ
う

な
裁
判
官
の
た
め
ら
い
に
は
理
由
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ（

８
）る

。
結

局
の
と
こ
ろ
、
代
位
責
任
的
法
律
構
成
に
過
度
に
拘
泥
し
て
し
ま
う
と
、

法
律
に
よ
る
行
政
の
原
理
に
基
づ
き
是
正
さ
れ
る
べ
き
違
法
性
や
非
難
さ

れ
る
べ
き
組
織
的
な
過
失
が
看
過
さ
れ
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
生
じ
る
の
で

あ（
９
）る

。

　

実
際
、
次
の
よ
う
な
高
木
光
教
授
の
指
摘
は
、
以
上
の
こ
と
を
明
確
に

示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
高
木
教
授
は
、「
最
高
裁

判
所
の
と
る
職
務
行
為
基
準
説
は
、「
行
為
不
法
論
」
的
な
発
想
を
示
す

側
面
と
、「
個
人
責
任
」
的
な
発
想
を
示
す
側
面
が
あ

）
（1
（

る
」
と
さ
れ
、
い

わ
ゆ
る
パ
ト
カ
ー
追
跡
事
件
（
最
一
小
判
昭
和
六
一
年
二
月
二
七
日
・
民

集
四
〇
巻
一
号
一
二
四
頁
）
な
ど
の
最
高
裁
判
決
に
は
、「
公
務
員
の
側

か
ら
み
て
誠
実
に
職
務
を
遂
行
し
て
い
る
限
り
、
な
る
べ
く
国
家
賠
償
法

上
も
違
法
と
い
う
「
否
定
的
」
評
価
を
す
べ
き
で
な
い
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン

ス
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

）
（（
（

る
」
と
さ
れ
た
上
で
、「
し
か
し
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な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
発
想
は
、
公
務
員
の
個
人
責
任
か
ら
出
発
し
、
そ

れ
を
国
家
・
公
共
団
体
が
代
位
す
る
と
い
う
「
職
務
責
任
」
の
考
え
方
か

ら
す
れ
ば
自
然
な
も
の
で
は
あ
ろ
う
が
、
個
人
責
任
が
否
定
さ
れ
て
い
る

法
制
の
も
と
で
な
お
個
人
責
任
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
き
ら
い
が
あ
る
。
筆

者
は
、
多
く
の
論
者
と
同
様
に
、
国
家
賠
償
法
は
、
む
し
ろ
組
織
体
な
い

し
全
体
と
し
て
の
行
政
の
活
動
の
結
果
被
害
が
生
じ
た
と
と
ら
え
、
ど
の

よ
う
な
場
合
に
そ
れ
を
国
・
公
共
団
体
の
負
担
と
す
べ
き
か
と
い
う
観
点

か
ら
要
件
を
構
成
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
確
か
に
、
違
法

と
い
う
「
否
定
的
」
評
価
を
う
け
る
と
職
務
遂
行
に
支
障
が
生
じ
る
と
い

う
危
惧
に
は
理
由
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
当
該
公
務
員
個
人

に
非
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
明
ら
か
に
す
る
の
が
国
家
賠
償
訴
訟
の
目
的

で
は
な
い
こ
と
を
、
原
告
・
被
告
・
裁
判
所
が
確
認
し
て
い
れ
ば
そ
の
よ

う
な
弊
害
は
生
じ
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ

）
（1
（

う
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
我
が
国
の
代
位
責
任
規
範
に
お
け
る
擬
制
的
な
法
解
釈

は
、
組
織
的
な
活
動
の
産
物
で
あ
る
過
失
や
違
法
行
為
の
実
体
に
整
合
的

で
な
い
解
釈
と
な
る
こ
と
が
あ
り
う
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
が
貫
徹
さ
れ
な

い
可
能
性
が
あ
り
、
結
果
的
に
組
織
的
な
過
失
や
違
法
行
為
が
看
過
さ
れ

て
し
ま
う
お
そ
れ
が
生
じ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
フ
ラ
ン
ス

国
家
賠
償
責
任
法
に
お
い
て
は
、
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
に
よ
る
賠
償
責
任
を

認
め
る
に
当
た
っ
て
、
自
己
責
任
的
法
律
構
成
を
と
る
こ
と
に
よ
り
組
織

体
で
あ
る
公
法
人
自
身
の
フ
ォ
ー
ト
を
直
截
的
に
認
定
で
き
る
こ
と
か

ら
、
組
織
的
な
活
動
の
産
物
で
あ
る
フ
ォ
ー
ト
の
実
体
に
整
合
的
な
法
解

釈
を
行
う
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
組
織
的
な
フ
ォ
ー

ト
が
看
過
さ
れ
る
お
そ
れ
は
相
対
的
に
低
い
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
か
か

る
法
解
釈
は
、
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
概
念
が
有
す
る
適
法
性
統
制
機
能
や
将

来
に
お
け
る
フ
ォ
ー
ト
の
抑
止
機
能
を
実
効
的
に
働
か
せ
る
こ
と
を
可
能

な
ら
し
め
る
の
で
あ
る
（
第
一
章
第
二
節
第
二
款
及
び
第
二
章
第
二
節
第

二
款
参
照
）。

　

２　

組
織
的
観
点
か
ら
の
過
失
な
い
し
違
法
性
判
断
の
必
要
性
─
─
以

上
の
よ
う
な
解
釈
論
上
の
問
題
が
表
面
化
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
判
例
と

し
て
、
最
一
小
判
平
成
一
八
年
四
月
二
〇
日
・
裁
時
一
四
一
〇
号
八
頁
を

挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
の
事
案
は
、
静
岡
県
の
財
政
課
等
の
食
糧
費
支
出
に
関
す
る
公
文
書

に
つ
い
て
の
開
示
請
求
が
な
さ
れ
、
そ
の
内
「
交
際
的
な
懇
談
」
に
係
る

も
の
つ
い
て
は
、
そ
の
相
手
方
名
称
を
公
開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
相
手
方

と
の
円
滑
な
関
係
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
な
ど
を
理
由
に
非

開
示
決
定
を
受
け
た
と
こ
ろ
、
当
該
決
定
が
取
消
訴
訟
に
お
い
て
違
法
で

あ
る
と
し
て
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
後
、
国
家
賠
償
請
求
訴
訟
が
提
起
さ
れ

た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
訴
訟
に
お
い
て
は
、
取
消
判
決
の
後
、
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当
該
公
文
書
記
載
の
事
実
は
存
在
せ
ず
、
実
際
に
は
、
こ
の
公
文
書
は
、

地
方
財
政
対
策
関
連
の
情
報
収
集
の
た
め
、
県
総
務
部
幹
部
職
員
が
国
の

幹
部
職
員
と
ゴ
ル
フ
を
伴
う
懇
談
を
実
施
す
る
費
用
を
支
出
す
る
た
め
に

作
成
さ
れ
た
偽
造
文
書
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。と
り
わ
け
、

本
件
に
お
い
て
は
、
偽
造
文
書
を
作
成
し
た
職
員
と
非
開
示
決
定
を
担
当

し
た
職
員
と
が
同
一
の
組
織
体
に
属
し
て
は
い
る
も
の
の
別
々
の
職
員
で

あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
時
期
に
異
な
る
決
定
に
よ
っ
て
な
さ
れ

た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
後
者
の
担
当
職
員
が
当
該
公
文
書
の
真
偽

を
調
査
す
べ
き
義
務
を
負
っ
て
い
た
か
否
か
が
問
題
と
な
っ
た
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
多
数
意
見
は
、「
一
般
的
に
、
担
当
職
員
に
お
い

て
請
求
に
係
る
全
文
書
の
内
容
の
真
否
の
調
査
を
す
る
こ
と
は
義
務
付
け

ら
れ
て
お
ら
ず
、
文
書
の
記
載
内
容
に
基
づ
い
て
迅
速
に
開
示
等
の
決
定

を
行
う
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
本
件
条
例
の
規
定
等
か
ら
、
県
財
政
課
の
職
員
が
、
請
求
に
係
る
多

数
の
文
書
の
記
載
内
容
の
真
否
の
調
査
を
行
わ
ず
に
上
記
判
断
を
し
た
こ

と
が
、
職
務
上
通
常
尽
く
す
べ
き
注
意
義
務
を
怠
っ
た
も
の
と
い
う
こ
と

は
で
き
な
い
」な
ど
と
し
て
、当
該
非
開
示
決
定
の
違
法
性
を
否
定
し
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
多
数
意
見
に
対
し
て
は
泉
徳
治
裁
判
官
が
次
の

よ
う
な
反
対
意
見
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
本
件
は
、
違
法

な
行
政
処
分
に
よ
り
権
利
を
侵
害
さ
れ
た
と
す
る
国
家
賠
償
請
求
事
件
で

あ
る
が
、
行
政
処
分
は
、
知
事
等
の
独
任
機
関
た
る
行
政
庁
の
名
義
で
行

わ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
実
際
に
は
、
行
政
庁
を
支
え
る
行
政
組
織
体

の
組
織
的
決
定
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
国
家
賠
償
法
一
条
一

項
の
「
公
務
員
」
の
故
意
又
は
過
失
の
存
否
も
、
行
政
組
織
体
を
構
成
す

る
公
務
員
を
全
体
的
一
体
的
に
と
ら
え
て
、
組
織
体
と
し
て
手
落
ち
手
抜

か
り
が
存
し
た
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
当
該
行
政
処
分
を
実
際
に
担
当
し
た
個
別
具
体
的
な
職
員
の
故
意

過
失
の
み
を
問
題
と
す
る
の
で
は
な
く
、
行
政
庁
を
支
え
る
行
政
組
織
体

の
構
成
員
た
る
公
務
員
を
全
体
的
一
体
的
に
と
ら
え
て
故
意
過
失
が
存
す

る
か
否
か
を
判
断
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
国
家
賠
償
法
一
条
一
項
の

規
定
に
基
づ
く
損
害
の
賠
償
を
請
求
す
る
上
に
お
い
て
、上
記「
公
務
員
」

を
具
体
的
に
特
定
す
る
必
要
が
な
い
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
（
最
高

裁
昭
和
五
一
年
（
オ
）
第
一
二
四
九
号
同
五
七
年
四
月
一
日
第
一
小
法
廷

判
決
・
民
集
三
六
巻
四
号
五
一
九
頁
参
照
）」、「
公
務
員
が
故
意
又
は
過

失
に
よ
っ
て
住
民
等
の
公
文
書
開
示
請
求
権
を
害
し
た
か
ど
う
か
を
判
断

す
る
場
合
に
は
、
公
文
書
の
管
理
か
ら
開
示
ま
で
の
一
連
の
行
為
に
関
与

し
た
公
務
員
を
全
体
的
一
体
的
に
と
ら
え
て
、
故
意
又
は
過
失
が
存
し
た

か
否
か
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
」

）
（1
（

と
。

　

こ
の
反
対
意
見
に
対
し
て
、
甲
斐
中
辰
夫
裁
判
官
は
、
補
足
意
見
に
お

い
て
、
当
該
偽
造
文
書
を
作
成
し
た
職
員
と
当
該
文
書
の
非
開
示
決
定
を
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担
当
し
た
職
員
と
が
異
な
っ
て
お
り
、
全
く
異
な
る
時
期
に
、
そ
れ
ぞ
れ

別
個
に
行
っ
た
行
為
で
あ
り
、
後
者
は
虚
偽
文
書
で
あ
る
こ
と
の
認
識
を

有
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
を
一
体
と
し
て
み
な
し
各
職
員
に
虚

偽
の
認
識
が
あ
る
も
の
と
評
価
し
不
法
行
為
を
構
成
す
る
こ
と
は
、
公
務

員
に
よ
る
不
法
行
為
の
概
念
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
、
と
批
判
さ
れ
て
い

る
。
も
っ
と
も
、
泉
裁
判
官
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な

論
理
を
前
提
と
す
れ
ば
、「
県
の
職
員
が
本
来
開
示
す
べ
き
支
出
の
情
報

を
支
出
の
内
容
を
偽
っ
て
本
件
条
例
九
条
各
号
の
非
開
示
情
報
に
加
工
し

て
も
、開
示
請
求
が
出
る
ま
で
に
当
該
職
員
を
他
に
異
動
さ
せ
て
し
ま
い
、

他
の
職
員
に
開
示
事
務
を
担
当
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
県
と
し
て
は
公
文

書
開
示
請
求
権
侵
害
の
責
任
を
免
れ
る
こ
と
に
な
り
、
明
ら
か
に
不
合
理

な
論
理
と
い
わ
ざ
る
を
得
な

）
（1
）（
（1
（

い
」。

　

本
件
不
許
可
決
定
に
つ
い
て
実
際
に
過
失
及
び
違
法
性
が
認
め
ら
れ
る

べ
き
で
あ
っ
た
か
否
か
は
と
も
か
く
、
泉
裁
判
官
が
提
示
さ
れ
た
「
国
家

賠
償
法
一
条
一
項
の
「
公
務
員
」
の
故
意
又
は
過
失
の
存
否
」
を
「
行
政

組
織
体
を
構
成
す
る
公
務
員
を
全
体
的
一
体
的
に
と
ら
え
て
、
組
織
体
と

し
て
手
落
ち
手
抜
か
り
が
存
し
た
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
す
べ

き
で
あ
る
」
と
い
う
判
断
枠
組
み
は
、
現
代
の
行
政
活
動
の
多
く
が
組
織

的
に
行
わ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
行
政
内
部
で
組
織
的
に
形
成
さ
れ
た
決
定

が
国
家
賠
償
請
求
訴
訟
で
争
わ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
こ
と
に
鑑
み
る

と
、
理
に
適
っ
た
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
か
か
る
判
断
枠
組
み

は
、
序
章
で
紹
介
し
た
今
村
成
和
博
士
に
よ
る
過
失
概
念
の
解
釈
や
フ
ラ

ン
ス
国
家
賠
償
責
任
法
に
お
け
る
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
概
念
の
判
断
枠
組
み

と
軌
を
一
に
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
前
述
の
よ
う
に
、
我
が
国
の
判
例

に
お
い
て
も
、
形
式
的
に
は
代
位
責
任
的
法
律
構
成
が
と
ら
れ
て
い
る
場

合
で
あ
っ
て
も
、
実
質
的
に
は
組
織
体
の
過
失
な
い
し
違
法
行
為
が
問
わ

れ
て
い
る
と
い
う
ケ
ー
ス
が
往
々
に
存
す
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
決
し
て

解
釈
論
上
あ
り
え
な
い
も
の
で
は
な
い
。
法
律
構
成
上
、
代
位
責
任
的
な

形
式
を
ま
と
わ
せ
る
が
た
め
に
、
そ
の
実
体
が
十
分
に
認
識
さ
れ
て
い
な

い
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
ま
ず
は
代
位
責
任
的
法
律
構
成
が
少
な
か
ら
ず
擬

制
的
な
も
の
で
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
に
よ
り
、
代
位

責
任
的
法
律
構
成
の
枠
組
み
に
お
い
て
組
織
的
観
点
か
ら
の
過
失
な
い
し

違
法
性
判
断
を
徹
底
す
る
こ
と
が
志
向
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
さ
ら
に
歩
を
先
に
進
め
て
、「
組
織
体
と
し
て
手
落
ち
手

抜
か
り
が
存
し
た
か
ど
う
か
」
を
擬
制
的
な
法
解
釈
に
よ
り
代
位
責
任
的

に
法
律
構
成
す
る
の
で
は
な
く
、
よ
り
直
截
的
に
組
織
体
自
身
の
不
法
行

為
と
し
て
、
つ
ま
り
、
組
織
的
な
活
動
の
産
物
で
あ
る
過
失
な
い
し
違
法

行
為
の
実
体
に
整
合
的
な
形
で
自
己
責
任
的
に
法
律
構
成
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
だ
ろ
う
か
。
原
則
的
責
任
規
範
で
あ
る
代
位
責
任
規
範
を
例
外
的
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に
補
完
す
る
形
で
自
己
責
任
規
範
を
認
め
る
こ
と
に
よ
り
、
つ
ま
り
、
責

任
規
範
を
多
元
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
代
位
責
任
的
法
律
構
成
が
負
っ
て

い
る
過
重
な
負
担
を
軽
減
し
、
組
織
的
な
過
失
な
い
し
違
法
行
為
の
認
定

を
容
易
な
ら
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
合
目
的
的
な
法
解
釈
を
実
現

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
我
が
国
に
お
い
て
は
、
明

文
の
規
定
に
よ
り
、「
公
務
員
の
不
法
行
為
に
よ
り
、損
害
を
受
け
た
」（
日

本
国
憲
法
一
七
条
）
こ
と
、「
国
又
は
公
共
団
体
の
公
権
力
の
行
使
に
当

る
公
務
員
が
、
そ
の
職
務
を
行
う
に
つ
い
て
、
故
意
又
は
過
失
に
よ
っ
て

違
法
に
他
人
に
損
害
を
加
え
た
」（
国
家
賠
償
法
一
条
一
項
）
こ
と
が
要

求
さ
れ
て
い
る
以
上
、
純
粋
な
自
己
責
任
的
法
律
構
成
を
解
釈
論
と
し
て

採
用
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
我
が
国
に
お
い
て
も
「
自
己
責
任
規
範
の
萌
芽
」
が
全
く

存
在
し
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

二　

我
が
国
に
お
け
る
自
己
責
任
的
法
律
構
成
の
可
能
性

　

１　

自
己
責
任
規
範
の
萌
芽
─
─
こ
の
可
能
性
を
示
唆
す
る
判
決
と
し

て
、
最
二
小
判
平
成
一
八
年
六
月
一
六
日
・
民
集
六
〇
巻
五
号
一
九
九
七

頁
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
判
決
は
、
乳
幼
児
期
に
受
け
た
集
団

予
防
接
種
等
に
お
い
て
注
射
器
が
連
続
使
用
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
Ｂ
型
肝

炎
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
た
原
告
（
控
訴
人
・
被
上
告
人
）
ら
が
、
国
（
被

告
・
被
控
訴
人
・
上
告
人
）
に
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
訴
訟
に
係
る
も
の

で
あ
る
。
本
判
決
に
お
い
て
、
最
高
裁
判
所
は
、
控
訴
審
判
決
の
判

）
（1
（

断
を

是
認
す
る
形
で
、「
被
告
は
、
集
団
予
防
接
種
等
に
お
い
て
注
射
器
の
針

を
交
換
し
な
い
場
合
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
針
を
交
換
し
て
も
肝
炎
ウ
イ

ル
ス
が
感
染
す
る
可
能
性
が
あ
っ
た
こ
と
を
認
識
し
、
又
は
認
識
す
る
こ

と
が
十
分
に
可
能
で
あ
り
、
本
件
集
団
予
防
接
種
等
を
実
施
す
る
に
当

た
っ
て
は
、
注
射
器
（
針
、
筒
）
の
一
人
ご
と
の
交
換
又
は
徹
底
し
た
消

毒
の
励
行
等
を
各
実
施
機
関
に
指
導
し
て
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
を
未

然
に
防
止
す
べ
き
義
務
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
怠
っ
た
過

失
が
あ
る
」
と
判
示
し
た
。

　

こ
の
判
決
に
関
し
て
、松
並
重
雄
調
査
官
は
、「
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

い
わ
ゆ
る
予
防
接
種
禍
訴
訟
に
お
い
て
、
東
京
高
判
平
成
四
・
一
二
・
一

八
・
判
例
時
報
一
四
四
五
号
三
頁
・
・
・
等
が
、
厚
生
大
臣
の
過
失
（
禁

忌
該
当
者
に
予
防
接
種
を
実
施
さ
せ
な
い
た
め
の
十
分
な
措
置
を
採
る
こ

と
を
怠
っ
た
過
失
）
を
肯
定
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
本
判
決
は
、
こ

れ
ら
の
下
級
審
判
決
に
お
け
る
予
防
接
種
実
施
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
の

厚
生
大
臣
等
の
過
失
（
予
防
接
種
行
政
の
組
織
的
過
失
）
を
問
う
と
い
う

判
断
枠
組
み
を
是
認
し
た
も
の
と
解
さ
れ

）
（1
（

る
」
と
し
て
、
本
判
決
が
、
序

章
で
紹
介
し
た
東
京
高
裁
平
成
四
年
判
決
と
同
じ
判
断
枠
組
み
を
採
用
し

た
も
の
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
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し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
東
京
高
裁
平
成
四
年
判
決

が
明
示
的
に
過
失
を
「
厚
生
大
臣
」
に
帰
責
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
本

判
決
と
原
判
決
が
、
判
決
文
に
お
い
て
過
失
が
帰
責
さ
れ
る
特
定
の
公
務

員
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
先
に
引
用
し
た
よ

う
に
、
上
告
審
判
決
で
は
「
被
告
」
の
「
過
失
」、
控
訴
審
判
決
に
お
い

て
は
「
被
控
訴
人
」
の
「
過
失
」
と
い
う
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
の
み
で
、

東
京
高
裁
平
成
四
年
判
決
の
よ
う
に
「
厚
生
大
臣
」
の
過
失
と
は
さ
れ
て

い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
表
現
の
使
用
が
意
識
的
な
も
の
で
は
な
い
に
せ

よ
、
こ
の
判
決
文
を
素
直
に
読
む
限
り
、
こ
こ
で
い
う
「
被
控
訴
人
」
及

び
「
被
告
」
と
い
う
の
は
「
国
」
を
指
す
も
の
と
解
さ
れ
う
る
。
仮
に
、

こ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
本
判
決
が
認
め
た
国

の
賠
償
責
任
は
、
実
質
的
に
も
形
式
的
に
も
自
己
責
任
的
法
律
構
成
に
よ

る
「
自
己
責
任
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
実
際
、
こ
の
事
案
で

問
題
と
な
っ
て
い
る
過
失
は
、
国
の
伝
染
病
予
防
行
政
の
重
要
な
施
策
と

し
て
国
か
ら
の
細
部
に
ま
で
わ
た
る
指
導
に
基
づ
い
て
各
自
治
体
に
よ
り

実
施
さ
れ
た
集
団
予
防
接
種
等
に
係
る
国
自
身
の
過
失
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
そ
の
認
定
は
過
失
の
実
体
に
整
合
的
な
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
な
お
、
本
判
決
は
、
違
法
性
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
お
ら
ず
、
い
わ

ゆ
る
過
失
一
元
的
判
断
を
行
っ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
近
年
の
裁
判
例
の
中
に
は
、
よ
り
明
確
に
自
己
責
任
的
法
律

構
成
が
と
ら
れ
て
い
る
判
決
が
存
在
す

）
（1
（

る
。
そ
れ
は
、
ア
ス
ベ
ス
ト
訴
訟

に
係
る
東
京
地
判
平
成
二
四
年
一
二
月
五
日
・
判
時
二
一
八
三
号
一
九
四

頁
で
あ
る
。
こ
の
判
決
に
お
い
て
、
東
京
地
裁
は
、「
・
・
・
被
告
国
に

よ
る
こ
の
よ
う
な
規
制
権
限
又
は
監
督
権
限
の
不
行
使
は
、・
・
・
規
制

権
限
の
趣
旨
、
目
的
及
び
性
質
等
を
踏
ま
え
て
も
な
お
許
容
さ
れ
る
限
度

を
逸
脱
し
て
著
し
く
合
理
性
を
欠
く
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
そ
の
不
行

使
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
者
と
の
関
係
に
お
い
て
、
国
家
賠
償
法
一
条
一

項
の
適
用
上
違
法
と
な
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
し
た
上

で
、「
被
告
国
と
し
て
は
、
遅
く
と
も
昭
和
五
六
年
一
月
の
時
点
で
は
上

記
の
規
制
を
行
う
べ
き
義
務
を
負
っ
て
い
た
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
被

告
国
が
こ
れ
を
怠
っ
た
こ
と
は
、
著
し
く
不
合
理
で
あ
り
、
違
法
で
あ
る

と
い
う
ほ
か
な
い
」
と
し
て
、
明
確
に
“
国
自
身
の
”
不
法
行
為
を
観
念

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
判
決
は
、
過
失
に
つ
い
て
は
言
及
し
て

お
ら
ず
、
い
わ
ゆ
る
違
法
性
一
元
的
判
断
を
行
っ
て
い
る
。

　

要
す
る
に
、
基
本
的
に
代
位
責
任
的
法
律
構
成
を
維
持
し
て
い
る
裁
判

所
自
身
が
、
実
は
、
意
識
的
に
せ
よ
無
意
識
的
に
せ
よ
自
己
責
任
的
法
律

構
成
の
世
界
に
足
を
踏
み
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

２　

自
己
責
任
的
法
律
構
成
の
許
容
性
─
─
問
題
は
、
国
家
賠
償
法
一

条
一
項
が
“
公
務
員
の
”
不
法
行
為
を
要
求
し
て
い
る
こ
と
と
の
関
係
に

お
い
て
、
以
上
の
よ
う
な
自
己
責
任
的
法
律
構
成
が
理
論
的
に
許
容
さ
れ
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る
の
か
、
つ
ま
り
、
理
論
的
に
ど
の
よ
う
に
正
当
化
さ
れ
る
の
か
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
本
稿
に
お
い
て
明
確
な
結
論
を
示

す
こ
と
は
難
し
い
が
、
以
下
で
は
現
時
点
で
考
え
う
る
一
つ
の
試
論
を
示

す
こ
と
と
し
た
い
。

　

そ
れ
は
、
端
的
に
言
え
ば
、
過
失
な
い
し
違
法
性
の
認
定
の
基
準
と
な

る
「
公
務
員
」
の
特
定
性
の
緩
和
を
一
層
押
し
進
め
た
延
長
線
上
に
、
公

務
員
の
集
合
体
で
あ
る
行
政
組
織
体
自
身
の
不
法
行
為
を
観
念
す
る
自
己

責
任
的
法
律
構
成
を
位
置
づ
け
る
と
い
う
理
解
で
あ
る
。
こ
こ
で
参
考
に

な
る
の
は
、国
家
賠
償
法
一
条
一
項
に
お
け
る
「
公
務
員
」
の
意
義
を
「
つ

と
め
て
組
織
的
な
も
の
と
し
て
理
解
す

）
（1
（

る
」
と
い
う
立
場
を
示
さ
れ
て
い

た
遠
藤
博
也
博
士
の
指
摘
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
遠
藤
博
士
は
、「
加
害

行
為
が
合
議
体
の
行
為
や
組
織
的
決
定
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
組
織

体
の
名
称
や
行
政
庁
を
構
成
す
る
名
目
的
な
公
務
員
の
名
前
を
あ
げ
る
だ

け
で
、
加
害
公
務
員
の
特
定
と
し
て
は
十
分
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
に
個

別
具
体
的
な
現
実
の
責
任
者
の
氏
名
を
あ
げ
る
こ
と
は
必
要
で
は
な

）
11
（

い
」

こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
合
議
体
の
過
失
が
問

題
と
な
る
場
合
に
は
、
合
議
体
自
体
を
国
家
賠
償
法
条
一
条
一
項
の
公
務

員
と
み
て
、
そ
の
組
織
的
過
失
を
認
定
す
る
と
い
う
判
断
枠
組
み
が
、
今

日
、
一
般
に
承
認
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い

）
1（
（

る
。
そ
し
て
、
か
か
る
判

断
枠
組
み
は
、
必
ず
し
も
合
議
体
の
決
定
に
し
か
妥
当
し
な
い
と
い
う
も

の
で
は
な
く
、
行
政
処
分
や
予
防
接
種
行
政
の
よ
う
な
組
織
的
な
行
政
活

動
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
よ
う
に
思
わ
れ

）
11
（

る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ら
の
行

為
も
実
質
的
に
は
合
議
体
の
行
為
と
同
じ
く
組
織
体
の
行
為
と
い
え
る
か

ら
で
あ
る
。
実
際
、
遠
藤
博
士
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、「
合
議
体
決
定
や
制
度
的
決
定
に
お
け
る
行
為
は
、
単
独
者
の
行

動
で
は
な
い
た
め
、
決
定
（
も
し
く
は
不
作
為
）
に
い
た
る
事
実
の
経
緯

が
検
討
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
い
っ
て
も
、
お
の
ず
か
ら
組
織
全
体
が
た

ど
っ
た
過
程
が
正
常
か
ど
う
か
、
そ
こ
に
何
か
手
落
ち
が
な
い
か
ど
う
か

と
い
う
評
価
の
対
象
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ

）
11
（

う
」
と
さ
れ
、
そ
の

例
と
し
て
、
立
法
権
た
る
公
権
力
の
行
使
に
つ
い
て
は
、
そ
の
行
使
に
あ

た
る
「
公
務
員
」
そ
の
も
の
が
、
単
独
者
た
る
公
務
員
と
は
異
な
る
合
議

体
た
る
議
会
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
上
で
、「
こ
れ
は
制
度
的
決
定

な
い
し
組
織
的
決
定
で
あ
る
行
政
処
分
に
お
け
る
行
政
庁
の
場
合
も
同
様

で
あ
っ
て
、
名
目
上
に
は
独
任
型
行
政
庁
で
あ
る
た
め
、
大
臣
や
知
事
な

ど
、
行
政
庁
を
構
成
す
る
単
独
の
公
務
員
を
名
指
し
て
特
定
す
る
こ
と
が

可
能
で
あ
る
が
、
実
際
に
決
定
し
た
も
の
が
省
庁
な
ど
の
行
政
組
織
で
あ

り
、
大
臣
や
知
事
は
こ
れ
ら
匿
名
の
行
政
組
織
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る

に
す
ぎ
な
い
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
具
体
的
事
実

関
係
に
お
い
て
は
、
実
際
の
担
当
者
の
誰
彼
に
つ
い
て
手
落
ち
、
手
抜
か

り
を
指
摘
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
組
織
的
決
定
の
一
環
と
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し
て
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
も
行
為
者
は
組
織
体
で
あ
っ

て
、
個
々
の
公
務
員
個
人
で
は
な
い
の
で
あ

）
11
（

る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

　

ま
た
、
序
章
で
も
述
べ
た
と
お
り
、
国
家
賠
償
法
一
条
一
項
に
つ
い
て

は
、
立
法
過
程
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
の
職
務
責
任
の
場
合
と
同
様
に
「
公

務
員
に
代
わ
っ
て
」
と
い
う
規
定
の
仕
方
を
す
る
こ
と
に
よ
り
本
条
に
基

づ
く
国
家
賠
償
責
任
を
代
位
責
任
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
こ
と
が
検
討

さ
れ
た
が
、
結
局
、
そ
れ
が
見
送
ら
れ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
っ
た
の
で

あ
）
11
（

り
、
こ
れ
を
自
己
責
任
と
し
て
法
律
構
成
す
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
な

い
わ
け
で
は
な

）
11
（

い
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
現
在
の
国
家
賠
償
法
一
条

一
項
の
解
釈
上
、「
公
務
員
」
要
件
は
、
も
っ
ぱ
ら
、
加
害
行
為
が
「
公

務
員
」
の
行
為
で
あ
る
場
合
に
の
み
国
家
が
賠
償
責
任
を
負
う
と
い
う
こ

と
、
言
い
換
え
れ
ば
、
加
害
行
為
が
「
公
務
員
」
に
当
た
ら
な
い
単
な
る

私
人
の
行
為
に
つ
い
て
は
国
家
が
賠
償
責
任
を
負
う
こ
と
は
な
い
と
い
う

こ
と
を
示
す
こ
と
に
よ
り
、
国
家
賠
償
責
任
の
主
体
と
範
囲
を
画
定
す
る

意
義
を
有
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
、
こ
こ
で
い
う
「
公
務
員
」
は
組

織
法
上
の
公
務
員
に
限
ら
ず
、
私
人
も
含
め
た
「
公
権
力
の
行
使
」
を
行

う
す
べ
て
の
者
で
あ
り
、
結
局
の
と
こ
ろ
、「
公
務
員
」
に
当
た
る
か
否

か
は
、
基
本
的
に
加
害
行
為
が
「
公
権
力
の
行
使
」
に
当
た
る
か
否
か
と

い
う
こ
と
に
依
存
し
て
い
る
の
で
あ

）
11
（

る
。
し
た
が
っ
て
、加
害
行
為
が「
公

権
力
の
行
使
」
に
当
た
る
こ
と
さ
え
明
確
で
あ
れ
ば
、
そ
の
法
律
構
成
に

お
い
て
、
あ
え
て
“
公
務
員
個
人
の
”
過
失
な
い
し
違
法
行
為
の
認
定
に

拘
る
意
味
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、「
公
務
員
」
と
い
う
文

言
に
国
家
賠
償
責
任
の
主
体
と
範
囲
を
画
定
す
る
も
の
と
し
て
の
位
置
づ

け
を
超
え
て
代
位
責
任
的
法
律
構
成
を
基
礎
づ
け
る
も
の
と
し
て
の
位
置

づ
け
を
与
え
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
実
際
に
問
題
と
な
る
加
害
行

為
が
「
公
権
力
の
行
使
」
に
当
た
る
こ
と
さ
え
明
ら
か
で
あ
れ
ば
、
そ
の

「
公
務
員
」
の
集
合
体
で
あ
る
“
国
又
は
公
共
団
体
の
”
過
失
な
い
し
違

法
行
為
を
認
定
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
国
家
賠
償
法
一
条
一

項
の
趣
旨
に
反
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の

で
あ
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
我
が
国
に
お
い
て
も
、
あ
く
ま
で
代
位
責

任
的
法
律
構
成
を
原
則
と
し
つ
つ
も
、
例
外
的
な
補
完
法
理
と
し
て
自
己

責
任
的
法
律
構
成
を
部
分
的
に
認
め
う
る
余
地
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、

少
な
く
と
も
学
説
上
そ
の
可
能
性
が
議
論
の
対
象
と
な
っ
て
し
か
る
べ
き

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

）
11
）（
11
（

る
。
た
だ
し
、
そ
の
場
合
で
も
、
履
行
が
不
可
能

な
注
意
義
務
な
い
し
結
果
回
避
義
務
を
国
又
は
公
共
団
体
等
に
課
す
こ
と

は
実
質
的
に
無
過
失
責
任
を
認
め
る
こ
と
と
な
り
、
過
失
責
任
を
定
め
る

国
家
賠
償
法
一
条
一
項
の
趣
旨
に
反
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
義
務

を
課
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
国
又
は
公
共
団
体
の
よ
う
な
組
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織
に
は
、そ
れ
ら
が
、行
政
活
動
を
組
織
し
指
揮
監
督
す
る
立
場
に
あ
り
、

損
害
の
結
果
を
調
査
・
防
止
す
る
た
め
の
手
段
を
豊
富
に
有
し
て
お
り
、

場
合
に
よ
っ
て
は
法
令
又
は
条
例
を
制
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
こ
と
か

ら
、
一
公
務
員
個
人
と
比
較
す
る
と
相
対
的
に
広
範
で
高
度
な
注
意
義
務

な
い
し
結
果
回
避
義
務
を
課
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
組
織
的
な
観
点
か
ら

見
て
も
予
見
可
能
性
や
結
果
回
避
可
能
性
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
無

限
定
に
右
の
よ
う
な
義
務
を
課
す
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ

る
。

　

も
っ
と
も
、
国
家
賠
償
法
一
条
一
項
の
枠
組
み
の
中
で
、
ど
こ
ま
で
を

解
釈
論
と
し
て
許
容
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
論
者
に
よ
り
差
異
が
あ
り
、

お
そ
ら
く
一
般
的
に
は
以
上
の
よ
う
な
実
質
的
に
も
形
式
的
に
も
自
己
責

任
的
法
律
構
成
を
と
る
よ
う
な
法
解
釈
は
解
釈
論
と
し
て
許
容
さ
れ
え
な

い
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点

を
明
確
に
論
じ
て
い
る
者
は
必
ず
し
も
多
く
な
い
が
、藤
田
宙
靖
教
授
は
、

序
章
で
紹
介
し
た
今
村
博
士
の
自
己
責
任
説
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
指
摘

を
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、藤
田
教
授
は
、「
あ
る
べ
き
法
の
解
釈
は
、

時
の
推
移
そ
し
て
社
会
の
実
状
の
変
動
に
応
じ
て
変
遷
し
得
る
の
で
あ
っ

て
、
問
題
は
、
実
践
的
な
判
断
の
変
化
の
、
ど
こ
ま
で
を
法
解
釈
論
と
し

て
許
容
さ
れ
る
も
の
と
考
え
、
ど
こ
か
ら
先
を
立
法
政
策
論
と
性
格
付
け

る
べ
き
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ

）
11
（

る
」
と
さ
れ
た
上
で
、「
法
解
釈
の
変

遷
に
は
「
連
続
性
」
及
び
「
漸
次
の
変
化
」
と
い
う
要
素
が
不
可
欠

で
）
1（
（

あ
」
り
、
こ
こ
で
い
う
「
連
続
性
」
と
「
漸
次
性
」
と
は
、「
真
に
具

体
的
事
案
に
鑑
み
、
当
該
の
説
に
よ
ら
な
け
れ
ば
ど
う
し
て
も
合
理
的
な

事
案
の
解
決
が
で
き
な
い
、
と
い
う
ケ
ー
ス
の
積
重
ね
の
上
に
、
あ
る
解

釈
学
説
が
展
開
さ
れ
て
来
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と

で
）
11
（

あ
」
る
と
さ
れ
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
危
険
責
任
に
基
礎
を
置
く
今

村
博
士
の
自
己
責
任
説
は
未
だ
に
右
の
要
素
を
充
足
す
る
も
の
で
は
な
い

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

）
11
（

る
。
そ
れ
で
は
、
こ
こ
ま
で
本
稿
に
お
い
て

論
じ
て
き
た
自
己
責
任
的
法
律
構
成
は
、
か
か
る
藤
田
教
授
の
指
摘
と
の

関
係
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
前
述
の
よ

う
に
、
代
位
責
任
規
範
に
お
け
る
擬
制
的
な
法
解
釈
を
徹
底
す
る
こ
と
が

で
き
れ
ば
、
少
な
く
と
も
解
釈
論
上
は
自
己
責
任
的
法
律
構
成
を
認
め
る

必
要
は
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
右
の
よ
う
な
自
己
責
任
的

法
律
構
成
が
真
に
確
立
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
な

お
検
討
の
余
地
が
あ
る
。
た
だ
、
過
失
の
客
観
化
、
加
害
公
務
員
の
特
定

性
の
緩
和
、
組
織
的
過
失
と
い
っ
た
法
解
釈
の
出
現
を
は
じ
め
、
こ
こ
ま

で
紹
介
し
て
き
た
学
説
や
判
例
の
展
開
は
、
ま
さ
に
か
か
る
代
位
責
任
的

法
律
構
成
の
貫
徹
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
真
に
具
体
的

事
案
に
鑑
み
、
自
己
責
任
的
法
律
構
成
に
よ
ら
な
け
れ
ば
ど
う
し
て
も
合

理
的
な
事
案
の
解
決
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
多
少
な
り
と
も
示
唆
し
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て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な

ら
ば
、「
連
続
性
」
と
「
漸
次
の
変
化
」
と
い
う
要
素
が
少
な
く
と
も
部

分
的
に
は
充
足
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

三　

自
己
責
任
規
範
と
代
位
責
任
規
範
の
共
存

　

こ
こ
で
フ
ラ
ン
ス
国
家
賠
償
責
任
法
と
の
比
較
と
い
う
観
点
か
ら
注
目

す
べ
き
は
、
以
上
の
よ
う
な
解
釈
論
上
の
問
題
が
、
必
ず
し
も
我
が
国
に

固
有
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
フ
ラ
ン
ス
国

家
賠
償
責
任
法
に
お
い
て
も
、
逆
の
ベ
ク
ト
ル
に
お
い
て
同
様
の
問
題
が

生
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
己
責
任
規
範
に
お
け
る
擬
制
的
な

法
解
釈
が
問
題
と
な
る
場
合
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
、
フ
ォ
ー
ト
の
競
合

や
賠
償
責
任
の
競
合
に
お
い
て
、
推
定
な
い
し
擬
制
に
よ
り
役
務
の

フ
ォ
ー
ト
が
認
定
さ
れ
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
認
め
ら
れ
る
役
務
の
フ
ォ
ー

ト
に
よ
る
賠
償
責
任
が
問
題
と
な
る
場
合
で
あ
る
（
第
四
章
第
一
節
第
二

款
及
び
同
章
第
二
節
第
一
款
参
照
）。
つ
ま
り
、本
論
で
論
じ
た
と
お
り
、

フ
ラ
ン
ス
国
家
賠
償
責
任
法
に
お
い
て
も
、《Pelletier

判
決
》
以
来
の

伝
統
に
従
い
、
自
己
責
任
的
法
律
構
成
に
拘
泥
す
る
こ
と
に
よ
り
、
実
際

に
は
も
っ
ぱ
ら
公
務
員
個
人
に
帰
せ
し
め
る
べ
き
フ
ォ
ー
ト
に
つ
い
て
解

釈
論
上
や
や
無
理
を
し
て
で
も
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
を
認
定
し
よ
う
と
す
る

よ
う
な
法
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
フ
ラ
ン

ス
国
家
賠
償
責
任
法
に
お
い
て
は
、
個
人
的
フ
ォ
ー
ト
が
役
務
の
中
で
又

は
役
務
の
際
に
犯
さ
れ
た
こ
と
の
み
を
も
っ
て
又
は
役
務
と
全
く
関
連
が

な
い
わ
け
で
は
な
い
こ
と
の
み
を
も
っ
て
国
家
賠
償
責
任
を
認
め
る
と
い

う
よ
う
な
形
で
、
純
粋
な
代
位
責
任
的
法
律
構
成
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
に

よ
り
、
こ
の
よ
う
な
法
解
釈
の
歪
み
は
是
正
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
（
第

四
章
第
二
節
第
二
款
及
び
第
三
款
参
照
）。
当
然
、
判
例
法
ゆ
え
に
柔
軟

に
責
任
規
範
を
創
造
で
き
る
フ
ラ
ン
ス
国
家
賠
償
責
任
法
と
国
家
賠
償
法

一
条
一
項
の
枠
内
で
の
法
解
釈
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
我
が
国
の
国
家
賠
償

法
と
で
は
、
同
じ
よ
う
な
解
釈
論
上
の
問
題
を
克
服
す
る
場
合
で
も
そ
の

困
難
性
の
程
度
は
大
き
く
異
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、だ
か
ら
と
い
っ
て
、

こ
れ
を
立
法
論
の
問
題
と
し
て
棚
上
げ
す
る
べ
き
で
は
な
く
、
国
家
賠
償

法
一
条
一
項
の
枠
組
み
の
中
に
自
己
責
任
的
法
律
構
成
を
取
り
込
む
こ
と

が
で
き
な
い
か
、
取
り
込
む
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
も
具
体
的
に
い
か
な

る
範
囲
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
か
な
ど
を
真
剣
に
議
論
し
て
い
く
必

要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

従
来
、
我
が
国
に
お
い
て
は
、
自
己
責
任
説
と
代
位
責
任
説
と
が
二
者

択
一
的
な
い
し
二
項
対
立
的
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
現

代
国
家
に
お
い
て
は
、
行
政
の
担
う
任
務
が
増
大
し
、
国
家
賠
償
責
任
の

類
型
も
多
様
化
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
国
家
賠
償
責
任
を
自
己

責
任
規
範
と
代
位
責
任
規
範
の
ど
ち
ら
か
一
方
の
み
に
よ
り
理
論
的
か
つ
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整
合
的
に
説
明
す
る
と
い
う
こ
と
は
困
難
に
な
っ
て
き
て
い

）
11
（

る
。
結
局
の

と
こ
ろ
、
以
上
に
お
い
て
論
じ
て
き
た
よ
う
な
日
仏
両
国
に
お
け
る
国
家

賠
償
法
の
展
開
は
、
今
日
、
自
己
責
任
規
範
と
代
位
責
任
規
範
が
、
相
互

排
他
的
な
関
係
と
し
て
で
は
な
く
、
相
互
に
補
完
し
合
い
、
両
立
・
共
存

し
う
る
関
係
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

実
際
、宇
賀
教
授
に
よ
れ
ば
、我
が
国
の
国
家
賠
償
法
の
モ
デ
ル
と
な
っ

た
ド
イ
ツ
の
国
家
責
任
法
に
お
い
て
も
、
自
己
責
任
規
範
が
形
成
さ
れ
て

い
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
宇
賀
教
授
に
よ
れ
ば
、「
代
位
責
任
主
義
を

採
る
代
表
的
な
国
と
み
な
さ
れ
て
い
る
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
職
務
責

任（A
m

tshaftung

）の
下
で
、組
織
過
失（O

rganizationsverschulden

）

が
判
例
に
よ
り
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
公
役
務
の

瑕
疵
と
同
様
、
個
人
的
色
彩
を
払
拭
し
た
も
の
で
あ
り
、
判
例
に
よ
る
自

己
責
任
の
創
出
と
言
っ
て
も
過
言
で
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
と
ど
ま

ら
ず
、
判
例
学
説
は
、
職
務
責
任
以
外
の
国
家
責
任
と
し
て
、
収
用
類
似

の
侵
害
に
基
づ
く
補
償
（Entschädigung aus enteignungsgleichem

 

Eingriff

）、
犠
牲
類
似
の
侵
害
に
基
づ
く
補
償
（Entschädigung aus 

aufopferungsgleichem
 Eingriff

）、結
果
除
去（Folgenbeseitigung

）

を
認
め
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
は
、
第
一
次
的
に
国
に
責
任
を
帰
属
さ
せ
る

の
み
な
ら
ず
、
職
務
責
任
の
成
立
す
る
領
域
の
殆
ど
を
カ
ヴ
ァ
ー
す
る
も

の
で
あ
る
か
ら
、
実
際
に
は
、
西
ド
イ
ツ
の
国
家
責
任
も
自
己
責
任
に
転

化
し
た
と
言
っ
て
よ
い
。
さ
ら
に
、
職
務
責
任
自
身
も
、
主
と
し
て
、
そ

の
代
位
責
任
的
構
成
の
ゆ
え
に
厳
し
い
批
判
を
受
け
、
一
九
八
一
年
の
国

家
責
任
法
で
は
、
こ
の
制
度
が
廃
止
さ
れ
、
自
己
責
任
と
し
て
の
国
家
責

任
制
度
が
採
用
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
も
は
や
、「
公
務
員

個
人
の
不
法
行
為
」
と
い
う
観
念
は
姿
を
消
し
、
国
自
体
が
、
加
害
行
為

の
主
体
と
し
て
、
自
己
の
行
為
に
責
任
を
負
う
と
い
う
構
成
が
採
ら
れ
て

い
）
11
（

る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
最
後
の
一
九
八
一
年
の
国

家
責
任
法
に
つ
い
て
は
、「
連
邦
が
国
家
責
任
制
度
に
つ
い
て
の
包
括
的

立
法
権
限
を
有
し
な
い
と
い
う
連
邦
と
州
の
権
限
配
分
の
問
題
で
（
内
容

と
は
無
関
係
に
）
違
憲
と
さ
れ

）
11
（

た
」
こ
と
か
ら
、
結
果
的
に
職
務
責
任
制

度
は
現
在
も
存
続
し
て
お
り
、
完
全
に
代
位
責
任
制
度
が
消
滅
し
た
わ
け

で
は
な
い
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
今
日
、
代
位
責
任

規
範
と
自
己
責
任
規
範
と
が
併
存
し
た
状
態
に
あ
る
の
で
あ
る
。

第
二
節
：
残
さ
れ
た
課
題

　

本
稿
に
お
い
て
は
、
主
に
フ
ラ
ン
ス
国
家
賠
償
責
任
法
の
規
範
構
造
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
て
き
た
が
、
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
概
念
の
具
体

的
な
内
容
に
着
目
し
た
実
体
法
的
研
究
、
す
な
わ
ち
、
判
例
に
お
い
て
、
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行
政
に
課
せ
ら
れ
る
義
務
が
ど
の
よ
う
に
設
定
さ
れ
、
そ
の
義
務
に
対
す

る
違
反
が
ど
の
よ
う
に
認
定
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
こ
で
考
慮
さ
れ
て
い

る
要
素
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
の
研
究

は
ほ
と
ん
ど
行
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
実
体
法
的
研
究

は
、
我
が
国
の
国
家
賠
償
法
一
条
一
項
に
お
け
る
「
過
失
」
及
び
「
違
法

性
」
の
認
定
方
法
と
の
比
較
法
研
究
を
行
う
た
め
に
も
極
め
て
重
要
な
研

究
で
あ
る
と
い
え
る
。
残
さ
れ
た
最
も
大
き
な
課
題
は
、
こ
の
点
に
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
下
で
は
、
こ
の
課
題
を
現
時
点
に
お
い
て
可
能
な

範
囲
で
具
体
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
今
後
、
ど
の
よ
う
な
研
究
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
こ
と
と
し
た
い
。

一　

役
務
の
フ
ォ
ー
ト
概
念
と
過
失
・
違
法
性
概
念
と
の
共
通
点

　

そ
も
そ
も
、
我
が
国
の
国
家
賠
償
法
に
お
け
る
「
過
失
」・「
違
法
性
」

概
念
は
、
ド
イ
ツ
法
の
影
響
の
下
、
過
失
は
主
観
的
要
件
と
し
て
、
違
法

性
は
客
観
的
要
件
と
し
て
区
別
さ
れ
て
き

）
11
（

た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
フ
ラ
ン

ス
国
家
賠
償
責
任
法
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
過
失
と
違
法
性
の
よ
う
な

区
別
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
概
念
が
包
括
的
な
要

件
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
一
見
す
る
と
両
国
の

責
任
要
件
に
は
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、

そ
も
そ
も
比
較
法
研
究
に
必
要
な
基
盤
が
存
在
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
が

問
題
と
な
る
。

　

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
我
が
国
の
過
失
概
念
が
客
観
化
さ
れ
る
傾
向

に
あ
り
、
こ
の
傾
向
が
進
む
に
つ
れ
、
過
失
と
違
法
性
と
の
区
別
が
相
対

化
し
、
そ
れ
に
よ
り
、
我
が
国
の
一
部
の
判
例
に
お
い
て
、
こ
の
二
つ
の

要
件
が
少
な
く
と
も
実
質
的
に
一
元
的
に
判
断
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
と
い

う
点
で
あ
る
。
遠
藤
博
士
の
整
理
を
参
考
に
す
る

）
11
（

と
、
一
元
的
な
判
断
を

行
っ
て
い
る
判
例
は
、
大
き
く
分
け
て
、
①
過
失
か
ら
違
法
性
を
推
定
す

る
も

）
11
（

の
、
②
過
失
判
断
の
み
で
違
法
性
判
断
が
欠
落
し
て
い
る
も

）
11
（

の
、
③

違
法
性
か
ら
過
失
を
推
定
す
る
も

）
1（
（

の
、
④
違
法
性
判
断
の
み
で
過
失
判
断

が
欠
落
し
て
い
る
も

）
11
（

の
、
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
内
、
①
と

②
の
類
型
は
「
過
失
一
元
的
判
断
」
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
③
と
④
の
類

型
は
「
違
法
性
一
元
的
判
断
」
を
行
う
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
、

こ
れ
に
芝
池
義
一
教
授
の
分
析
を
加
え
る

）
11
（

と
、
①
と
③
の
類
型
は
形
式
的

に
は
ど
ち
ら
の
要
件
も
認
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
場
合
に
は
両

要
件
は
「
重
層
的
な
要
件
」
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
②
と

④
の
類
型
は
過
失
又
は
違
法
性
の
い
ず
れ
か
が
存
在
す
れ
ば
国
又
は
公
共

団
体
の
賠
償
責
任
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
か
ら
、
こ
の
場
合
に
は
両

要
件
は
「
択
一
的
な
要
件
」
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。

　

国
家
賠
償
法
一
条
一
項
が
明
示
的
に
過
失
と
違
法
性
を
区
別
し
て
要
求
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し
て
い
る
こ
と
や
、
法
律
に
よ
る
行
政
の
原
理
を
担
保
す
る
と
い
う
国
家

賠
償
制
度
の
機
能
に
鑑
み
れ
ば
、
と
り
わ
け
法
令
上
の
規
定
に
よ
っ
て
行

為
規
範
が
明
確
に
さ
れ
て
い
る
行
政
処
分
等
に
つ
い
て
は
、
直
ち
に
、
こ

の
よ
う
な
一
元
的
な
判
断
が
望
ま
し
い
も
の
で
あ
る
と
は
思
え
な

）
11
（

い
。
た

だ
、
理
論
的
に
は
、「
過
失
の
客
観
化
」
に
よ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
両
要

件
の
判
断
過
程
が
重
複
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
実
際
、
一
部
の
判
例
に

お
い
て
一
元
的
な
判
断
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
の

際
、
過
失
又
は
違
法
性
は
、
少
な
く
と
も
実
質
的
に
は
役
務
の
フ
ォ
ー
ト

と
同
じ
よ
う
に
包
括
的
な
要
件
と
し
て
機
能
し
て
お
り
、
そ
の
限
り
に
お

い
て
過
失
・
違
法
性
概
念
が
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
概
念
に
接
近
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
し
て
、
何
よ
り
も
、「
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
」
概
念
と
「
過
失
」・「
違

法
性
」
概
念
は
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
「
義
務
違
反
」
と
い
う
共
通
項
を
有

し
て
い
る
こ
と
か
ら
（
第
一
章
第
一
節
参
照
）、
こ
れ
ら
の
概
念
に
つ
い

て
比
較
法
研
究
を
行
う
基
盤
は
十
分
に
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

二　

違
法
性
概
念
及
び
不
作
為
責
任
に
関
す
る
比
較
法
研
究

　

と
り
わ
け
比
較
法
研
究
が
有
益
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
我
が
国
の

行
政
法
学
に
お
い
て
近
年
特
に
問
題
と
な
っ
て
い
る
「
違
法
性
」
概
念
に

関
す
る
解
釈
論
上
の
問

）
11
（

題
や
行
政
の
不
作
為
責

）
11
（

任
に
関
す
る
解
釈
論
上
の

問
題
で
あ
る
。

　

我
が
国
の
最
高
裁
判
所
は
、
い
わ
ゆ
る
「
職
務
行
為
基
準
説
」
を
と
る

こ
と
に
よ
り
、
取
消
訴
訟
に
お
け
る
違
法
性
概
念
と
国
家
賠
償
請
求
訴
訟

に
お
け
る
違
法
性
概
念
と
を
区
別
し
て
い

）
11
（

る
。
そ
の
結
果
、
前
者
の
違
法

性
が
存
す
る
だ
け
で
は
必
ず
し
も
後
者
の
違
法
性
を
認
定
す
る
に
は
足
ら

ず
、
こ
れ
に
加
え
て
「
職
務
上
の
注
意
義
務
違
反
」
が
要
求
さ
れ
る
場
合

が
あ

）
11
（

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
か
か
る
解
釈
に
は
批
判
も
少
な
く
な

）
11
（

い
。
こ

れ
に
対
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
国
家
賠
償
責
任
法
に
お
い
て
は
、
か
つ
て
は
越

権
訴
訟
に
お
け
る
「
違
法
性
」
と
国
家
賠
償
請
求
訴
訟
に
お
け
る
「
役
務

の
フ
ォ
ー
ト
」
と
の
関
係
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
が
、
今
日
、
違
法
性
は

い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
て
も
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
を
構
成
す
る
も
の
と
し
て

解
さ
れ
て
お
り
、
被
害
者
に
金
銭
的
な
賠
償
を
与
え
る
べ
き
か
否
か
と

い
っ
た
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
に
固
有
の
観
点
か
ら
の
調
整
は
、
も
っ
ぱ
ら

損
害
又
は
因
果
関
係
（
違
法
性
な
い
し
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
と
損
害
の
間
の

因
果
関
係
）
の
次
元
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
（
第
一
章
第
二
節
参

）
11
（

照
）。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
越
権
訴
訟
に
お
い
て
具
体
的
に

ど
の
よ
う
に
違
法
性
が
認
定
さ
れ
、
ま
た
、
国
家
賠
償
請
求
訴
訟
に
お
い

て
当
該
違
法
性
が
ど
の
よ
う
な
認
定
に
よ
り
フ
ォ
ー
ト
を
構
成
す
る
も
の

と
し
て
解
さ
れ
て
い
る
の
か
、
国
家
賠
償
請
求
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
は

い
か
な
る
場
合
で
あ
る
の
か
、
と
い
っ
た
点
を
学
説
及
び
判
例
に
即
し
て
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（
１
）
宇
賀
克
也
「
行
政
救
済
法
〔
第
四
版
〕』（
有
斐
閣
・
二
〇
一
三

年
）
四
一
二
頁
。

（
２
）
宇
賀
克
也
『
国
家
責
任
法
の
分
析
』（
有
斐
閣
・
一
九
八
八
年
）

四
三
九
頁
。
な
お
、
宇
賀
教
授
は
、
こ
れ
に
続
け
て
、「
現
行
法

の
下
で
、
す
で
に
判
例
通
説
が
組
織
過
失
を
広
く
認
め
て
い
る
以

上
、
法
改
正
が
喫
緊
の
課
題
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
解
釈
論

と
し
て
は
や
や
無
理
を
し
て
い
る
こ
と
は
否
め
ず
、
や
は
り
、
立

法
に
よ
り
、
明
確
に
自
己
責
任
主
義
の
採
用
に
ふ
み
き
る
こ
と
が

望
ま
し
い
と
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
塩
野
宏
『
行
政

救
済
法
〔
第
五
版
補
訂
版
〕』（
有
斐
閣
・
二
〇
一
三
年
）
三
二
三

頁
も
併
せ
て
参
照
。

（
３
）
宇
賀
・
註
（
１
）
四
三
八
頁
。。

（
４
）
宇
賀
・
註
（
１
）
四
三
八
頁
。

（
５
）
な
お
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
阿
部
泰
隆
教
授
も
次
の
よ
う
な
指

摘
を
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
過
失
と
い
う
と
、
普
通
に

は
現
場
の
職
員
の
過
失
で
あ
り
、
医
療
行
為
で
は
現
場
の
医
師
の

実
体
法
的
に
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
右
の
よ
う
な
我
が
国
に
お
け
る
違

法
性
概
念
と
の
比
較
法
研
究
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
我
が
国
に
お
い
て
は
、
行
政
の
不
作
為
責
任
が
問
題
と
な
る
場

合
に
は
、
作
為
責
任
が
問
題
と
な
る
場
合
と
比
較
し
て
相
対
的
に
行
政
裁

量
が
広
く
認
め
ら
れ
、作
為
義
務
違
反
が
認
め
ら
れ
に
く
い
傾
向
に
あ
り
、

行
政
の
不
作
為
責
任
を
ど
の
よ
う
に
認
め
る
の
か
が
問
題
と
な
っ
て
い

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
国
家
賠
償
責
任
法
に
お
い
て
は
、
不
作

為
責
任
が
作
為
責
任
と
異
な
る
特
別
な
判
断
枠
組
み
に
お
い
て
検
討
さ
れ

る
と
い
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
我
が
国
と
比
較
し
て
も
行
政
の
不
作

為
責
任
に
関
す
る
判
例
が
豊
富
に
存
在
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
で
、

行
政
裁
量
が
ど
の
程
度
認
め
ら
れ
、
ま
た
、
作
為
義
務
が
ど
の
よ
う
に
導

出
さ
れ
て
い
る
の
か
、と
い
っ
た
点
は
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ

）
1（
（

る
。
ま
た
、

行
政
の
不
作
為
責
任
が
問
題
と
な
る
ケ
ー
ス
に
お
い
て
は
、
特
定
の
公
務

員
個
人
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
所
轄
行
政
組
織
全
体
の
組
織
的
な
過
失
又

は
違
法
行
為
が
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
場
合
も
少
な
く
な
い
こ
と
か
ら
、

自
己
責
任
的
法
律
構
成
に
よ
り
役
務
の
組
織
又
は
運
営
の
瑕
疵
そ
れ
自
体

か
ら
国
家
賠
償
責
任
を
認
め
う
る
役
務
の
フ
ォ
ー
ト
理
論
は
、
一
つ
の
解

釈
論
上
の
モ
デ
ル
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

そ
し
て
、
以
上
の
よ
う
な
課
題
を
研
究
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
公
役
務

ご
と
に
類
型
的
な
分
析
を
加
え
て
い
く
こ
と
が
有
益
で
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
具
体
的
に
は
、
課
税
処
分
の
違
法
性
に
関
す
る
判
例
が
豊
富
に
存

在
す
る
租
税
役
務
や
、
規
制
権
限
又
は
監
督
権
限
の
不
行
使
に
よ
る
不
作

為
責
任
が
問
題
と
な
り
う
る
警
察
役
務
、
監
督
行
政
役
務
な
ど
を
取
り
上

げ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
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過
失
が
問
題
と
な
る
が
、
組
織
体
で
決
定
す
る
行
為
に
つ
い
て
は

過
失
と
い
っ
て
も
行
為
者
個
人
の
内
心
の
心
理
状
態
は
問
題
に
な

ら
ず
、
そ
う
し
た
組
織
に
期
待
さ
れ
る
行
為
規
範
違
反
は
違
法
で

あ
り
、
そ
う
し
た
組
織
に
期
待
さ
れ
る
注
意
義
務
違
反
が
過
失
と

な
る
の
で
、
過
失
は
か
な
り
抽
象
化
さ
れ
る
」、「
法
の
解
釈
の
誤

り
も
通
常
は
組
織
ミ
ス
で
あ
る
。
各
種
の
行
政
処
分
も
、
通
常
は

そ
の
組
織
に
よ
り
な
さ
れ
る
の
で
、
組
織
ミ
ス
が
問
題
と
な
る
。

警
察
官
が
逮
捕
の
際
用
い
た
暴
力
な
ど
が
純
粋
の
個
人
ミ
ス
で
あ

る
。
学
校
事
故
は
個
人
ミ
ス
の
典
型
と
も
み
ら
れ
る
が
、
先
生
個

人
の
ミ
ス
と
は
限
ら
ず
、
学
校
の
教
育
条
件
の
未
整
備
や
当
該
学

校
の
方
針
が
重
な
っ
て
事
故
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
が
多
い
の
で
、

そ
の
限
り
で
組
織
ミ
ス
で
も
あ
る
」（
阿
部
泰
隆
『
行
政
法
解
釈

学
Ⅱ
：
実
効
的
な
行
政
救
済
の
法
シ
ス
テ
ム
創
造
の
法
理
論
』（
有

斐
閣
・
二
〇
〇
九
年
）
四
八
一－

四
八
二
頁
）。

（
６
）
例
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
在
外
被
爆
者
除
外
通
達
が
問
題
と
な
っ
た

最
一
小
判
平
成
一
九
年
一
一
月
一
日
・
民
集
六
一
巻
八
号
二
七
三

三
頁
に
お
い
て
、
最
高
裁
は
、“
国
の
担
当
者
”
が
、
原
子
爆
弾

被
爆
者
に
対
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
等
の
誤
っ
た
解
釈
に

基
づ
き
通
達
を
作
成
、
発
出
し
、
ま
た
、
こ
れ
に
従
っ
た
失
権
取

扱
い
を
継
続
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
当
該
担
当
者
の
職
務
上
の
義

務
違
反
と
過
失
を
認
定
し
、
形
式
的
に
は
代
位
責
任
的
法
律
構
成

に
よ
り
国
の
賠
償
責
任
を
認
め
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
そ
こ
で
実

質
的
に
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
右
通
達
に
か
か
わ
る
厚
生
省
な
い

し
国
と
い
う
組
織
体
の
過
失
及
び
違
法
行
為
で
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
（
北
村
和
生
「
判
批
」
民
商
法
雑
誌
一
三
八
巻
三
号
（
二
〇

〇
八
年
）
一
〇
三－

一
〇
四
頁
、
阿
部
・
註
（
５
）
四
九
六
頁
、

神
橋
一
彦
『
行
政
救
済
法
』（
信
山
社
・
二
〇
一
二
年
）
四
〇
一

頁
参
照
）。

（
７
）
同
じ
よ
う
な
問
題
意
識
は
、
民
法
学
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
。

例
え
ば
、
田
上
富
信
教
授
は
、
著
名
な
「
輸
血
梅
毒
事
件
」
に
係

る
最
高
裁
昭
和
三
六
年
判
決
（
最
一
小
判
昭
和
三
六
年
二
月
一
六

日
・
民
集
一
五
巻
二
号
二
四
四
頁
）
に
関
し
て
、「
裁
判
所
と
し

て
は
、
被
害
者
保
護
の
た
め
に
被
用
者
の
過
失
を
擬
制
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
で
も
使
用
者
に
責
任
を
負
わ
せ
よ
う
と
す
る
意
図
は
よ

く
わ
か
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
被
用
者
に
過
失
を
擬
制
で
も
し

な
け
れ
ば
被
害
者
の
保
護
が
は
か
れ
な
い
な
ら
ば
、
ま
ず
、
通
説

の「
過
失
」に
関
す
る
従
来
の
理
解
を
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
り
、

さ
ら
に
エ
ー
レ
ン
ツ
ワ
イ
グ
の
い
う
視
点
の
移
動
、
す
な
わ
ち
、

病
院
等
の
組
織
体
自
体
の
過
失
の
有
無
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
田
上
富
信
『
使
用
関
係
に
お
け

る
責
任
規
範
の
構
造
』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
六
年
）
三
六
八
頁
（
初

出
：
同
「
企
業
責
任
の
法
律
構
成
」
法
と
政
治
五
五
巻
四
号
（
二

〇
〇
四
年
））
参
照
）。

（
８
）
た
だ
し
、
公
務
員
が
法
令
上
付
与
さ
れ
て
い
る
地
位
や
権
限
に

応
じ
て
、
当
該
公
務
員
に
課
し
う
る
注
意
義
務
な
い
し
結
果
回
避

義
務
の
程
度
に
差
が
生
じ
う
る
こ
と
に
留
意
が
必
要
で
あ
る
。
例
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え
ば
、
同
じ
公
務
員
で
あ
っ
て
も
、
指
揮
監
督
権
限
や
省
令
制
定

権
限
等
を
有
す
る
大
臣
に
は
、
単
な
る
補
助
機
関
に
す
ぎ
な
い
公

務
員
よ
り
も
相
対
的
に
高
度
で
広
範
な
注
意
義
務
な
い
し
結
果
回

避
義
務
を
課
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
し

た
が
っ
て
、
同
じ
代
位
責
任
的
法
律
構
成
を
と
る
に
し
て
も
、
ど

の
レ
ベ
ル
の
公
務
員
を
基
準
に
過
失
な
い
し
違
法
性
を
判
断
す
る

の
か
、
と
い
う
こ
と
が
理
論
的
に
重
要
な
問
題
と
な
る
。
我
が
国

の
民
法
学
に
お
い
て
も
、
法
人
の
不
法
行
為
の
議
論
に
関
し
て
、

被
用
者
、
代
表
機
関
、
企
業
そ
れ
ぞ
れ
に
課
し
う
る
注
意
義
務
な

い
し
結
果
回
避
義
務
に
程
度
差
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
神
田
孝
夫
「『
企
業
の
不
法
行
為
』
論
を
め
ぐ
る
近
時
の
動
向
と

問
題
点
」同『
不
法
行
為
責
任
の
研
究
』（
一
粒
社
・
一
九
八
八
年
。

初
出
：
一
九
八
七
年
）
五
八
頁
、瀬
川
信
久
「
法
人
の
不
法
行
為
」

内
田
貴
＝
大
村
敦
志
編『
民
法
の
争
点
』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
七
年
）

二
七
六－

二
七
七
頁
参
照
）。

（
９
）
以
上
の
点
に
関
し
て
は
、
神
橋
一
彦
教
授
に
よ
る
次
の
よ
う
な

指
摘
か
ら
多
大
な
示
唆
を
得
た
。
す
な
わ
ち
、「
国
賠
法
一
条
責

任
に
か
か
わ
る
《
代
位
責
任
的
構
成
》
は
―
―
今
ま
で
指
摘
さ
れ

て
き
た
こ
と
で
は
あ
る
が
―
―
さ
ま
ざ
ま
な
点
で
元
々
《
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
》
を
含
ん
で
お
り
、
そ
の
こ
と
が
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
論
上

の
問
題
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」（
神
橋
一
彦
「『
職

務
行
為
基
準
説
』
に
関
す
る
理
論
的
考
察
―
―
行
政
救
済
法
に
お

け
る
違
法
性
・
再
論
―
―
」 

立
教
法
学
八
〇
号
（
二
〇
一
〇
年
）

三
八－

三
九
頁
）。
つ
ま
り
、
本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
神
橋
教
授

の
指
摘
に
触
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
過
失
及
び
違
法
性
概
念
そ
れ
自

体
に
着
目
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
過
失
及
び
違
法
性
判
断
の
“
視

点
”に
か
か
わ
る
国
家
賠
償
責
任
の
法
的
性
質
論（
法
律
構
成
論
）

と
い
う
根
本
的
な
問
題
に
も
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
、
と
い
う
問
題
意
識
を
持
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　

な
お
、
我
が
国
の
判
例
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
職
務
行
為
基

準
説
に
よ
り
違
法
性
が
「
公
務
員
の
職
務
上
の
義
務
違
反
」
と
し

て
解
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
職
務
行
為
基
準
説
は
代
位
責
任
的
な

色
彩
を
色
濃
く
帯
び
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
関
し

て
、
神
橋
教
授
は
、
職
務
行
為
基
準
説
を
極
め
て
緻
密
に
分
析
さ

れ
た
上
で
、
そ
の
特
徴
が
「
行
政
決
定
に
至
る
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス

を
分
節
化
し
て
、
個
々
の
公
務
員
の
行
動
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の

公
務
員
が
負
う
職
務
上
の
法
的
義
務
＝
行
為
規
範
に
照
ら
し
て
、

違
法
判
断
を
行
う
と
こ
ろ
」に
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る（
神

橋
・
註
（
９
）
二
四
頁
。
小
早
川
光
郎
「
課
税
処
分
と
国
家
賠
償
」

稲
葉
馨
＝
亘
理
格
編
『
行
政
法
の
思
考
様
式
：
藤
田
宙
靖
博
士
東

北
大
学
退
職
記
念
』（
青
林
書
院
・
二
〇
〇
八
年
）
四
三
一
頁
も

併
せ
て
参
照
）。
も
っ
と
も
、
か
か
る
判
断
方
法
に
よ
る
と
、
行

政
決
定
の
プ
ロ
セ
ス
が
過
度
に
細
分
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
組

織
的
な
違
法
行
為
が
看
過
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
国
家
賠
償
制

度
の
違
法
行
為
統
制
機
能
な
い
し
違
法
行
為
抑
止
機
能
が
損
わ
れ

る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
塩
野
宏
教
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授
に
よ
る
次
の
よ
う
な
指
摘
が
示
唆
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
国

家
賠
償
請
求
訴
訟
に
お
い
て
は
、
当
該
自
然
人
た
る
公
務
員
に
課

せ
ら
れ
た
職
務
義
務
（
注
意
義
務
）
の
み
な
ら
ず
、
当
該
国
家
活

動
の
法
適
合
性
も
審
理
の
中
核
と
な
る
。
国
家
賠
償
法
が
代
位
責

任
的
構
成
・
・
・
を
と
っ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
国
家
賠
償
制

度
の
本
来
的
趣
旨
が
見
過
ご
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。そ
の
意
味
で
、

国
家
賠
償
法
一
条
の
違
法
性
は
、
基
本
的
に
は
国
家
の
権
力
的
活

動
に
課
せ
ら
れ
た
法
違
反
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
も
の
で
あ
る
」

（
塩
野
・
註
（
２
）
三
二
三
頁
）。

（
10
）
高
木
光
「
国
家
賠
償
に
お
け
る
『
行
為
規
範
』
と
『
行
為
不
法

論
』」『
損
害
賠
償
法
の
課
題
と
展
望
―
―
石
田
喜
久
夫
・
西
原
道

雄
・
高
木
多
喜
男
先
生
還
暦
記
念
論
文
集
（
中
）』（
日
本
評
論
社
・

一
九
九
〇
年
）
一
五
八
頁
。

（
11
）
高
木
・
註
（
10
）
一
五
九
頁
。

（
12
）
高
木
・
註
（
10
）
一
五
九
頁
。

（
13
）
こ
の
反
対
意
見
に
お
い
て
は
、
過
失
と
違
法
性
と
が
実
質
的
に

一
元
的
に
判
断
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
泉

裁
判
官
は
、
結
論
部
分
に
お
い
て
、「
そ
う
す
る
と
、
県
財
政
課

の
職
員
は
、
全
体
と
し
て
は
、
上
記
記
載
の
情
報
が
虚
偽
の
も
の

で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
で
あ
れ
ば
上
記

記
載
の
情
報
が
本
件
条
例
九
条
八
号
の
情
報
に
該
当
し
な
い
こ
と

を
知
る
こ
と
が
で
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
職
務
上
通
常
尽
く
す

べ
き
注
意
義
務
を
尽
く
す
こ
と
な
く
漫
然
と
本
件
対
象
情
報
を
非

開
示
と
す
る
本
件
各
決
定
を
行
っ
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、

少
な
く
と
も
過
失
に
よ
っ
て
上
告
人
の
公
文
書
開
示
請
求
権
を
違

法
に
侵
害
し
た
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
て
い

る
。

（
14
）
な
お
、
米
田
雅
宏
准
教
授
は
、
泉
裁
判
官
が
開
示
請
求
権
の
適

正
な
保
障
と
い
う
観
点
か
ら
情
報
公
開
法
制
の
法
的
仕
組
み
に
着

目
さ
れ
、
開
示
請
求
権
が
行
政
組
織
内
部
の
事
情
に
よ
り
形
骸
化

さ
れ
る
こ
と
を
問
題
と
さ
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
、「
情
報
公
開

法
制
の
適
法
性
を
代
位
責
任
説
で
理
解
さ
れ
た
国
家
賠
償
訴
訟
で

も
担
保
し
よ
う
と
す
る
こ
と
の
難
し
さ
、
歪
み
が
こ
こ
に
表
れ
て

い
る
と
も
言
え
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
米
田
雅
宏
「
情
報
公

開
争
訟
の
諸
問
題
」
現
代
行
政
法
講
座
編
集
委
員
会
編
『
自
治
体

争
訟
・
情
報
公
開
争
訟
〔
現
代
行
政
法
講
座
Ⅳ
〕』（
日
本
評
論
社
・

二
〇
一
四
年
）
二
一
八－

二
一
九
頁
）。

（
15
）
な
お
、
判
例
上
、
同
じ
よ
う
に
代
位
責
任
的
法
律
構
成
が
と
ら

れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
公
務
員
の
特
定
性
の
程
度
に
は
グ

ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
。
例
え
ば
、神
橋
教
授
は
、前
掲
註
（
６
）

の
最
一
小
判
平
成
一
九
年
一
一
月
一
日
・
民
集
六
一
巻
八
号
二
七

三
三
頁
に
お
い
て
は
「
担
当
者
が
誰
で
あ
っ
た
と
か
、
具
体
的
に

ど
の
よ
う
な
関
与
を
し
た
か
は
こ
と
さ
ら
に
問
わ
れ
て
は
い
な

い
」
の
に
対
し
て
、
本
判
決
に
お
い
て
は
「
か
な
り
詳
細
な
と
こ

ろ
ま
で
、
担
当
公
務
員
の
特
定
が
問
題
と
な
」
っ
て
い
る
こ
と
を

指
摘
さ
れ
て
い
る
（
神
橋
・
註
（
９
）
三
三
頁
）。
こ
の
点
、
本
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判
決
の
よ
う
に
公
務
員
の
特
定
性
を
厳
格
に
要
求
す
る
方
が
代
位

責
任
的
な
理
解
に
忠
実
で
あ
る
と
い
え
る
（
序
章
第
一
節
註

（
37
）
参
照
）。
逆
に
、
こ
れ
を
緩
和
し
て
い
く
と
、
結
果
的
に
自

己
責
任
的
法
律
構
成
に
接
近
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
違
法
な
課
税
処
分
及
び
滞
納
処
分
が

問
題
と
な
っ
た
東
京
地
判
昭
和
三
九
年
三
月
一
一
日
・
訟
月
一
〇

巻
四
号
六
二
〇
頁
に
お
い
て
は
、「
本
件
課
税
処
分
お
よ
び
滞
納

処
分
に
お
け
る
故
意
過
失
の
有
無
を
判
断
す
る
に
当
っ
て
は
、
日

本
橋
税
務
署
長
お
よ
び
東
京
国
税
局
長
の
右
処
分
だ
け
で
な
く
、

そ
の
基
礎
を
な
す
国
税
庁
長
官
の
右
通
達
行
為
を
も
含
め
て
考
察

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
、
故
意
又
は
過
失
あ
る
公
務

員
を
具
体
的
に
特
定
す
る
必
要
は
な
く
、
税
務
当
局
に
故
意
又
は

過
失
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
問
え
ば
足
り
る
」
と
い
う
判
示
が
な

さ
れ
て
い
る
が
、
か
か
る
法
解
釈
は
代
位
責
任
的
法
律
構
成
よ
り

も
む
し
ろ
自
己
責
任
的
法
律
構
成
に
親
和
的
な
も
の
で
あ
る
と
い

え
る
。
ま
た
、
民
法
学
に
お
け
る
議
論
に
目
を
向
け
る
と
、
神
田

孝
夫
教
授
は
、
使
用
者
責
任
に
関
し
て
不
法
行
為
の
主
体
で
あ
る

被
用
者
の
特
定
性
を
緩
和
す
る
見
解
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
示

唆
に
富
む
指
摘
を
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
過
失
を
結
果

回
避
義
務
違
反
と
捉
え
る
と
し
て
も
、
伝
統
的
に
注
意
義
務
違
反

と
捉
え
る
に
し
て
も
、
不
法
行
為
を
為
し
た
る
被
用
者
の
何
人
な

り
や
を
特
定
す
る
こ
と
な
く
過
失
の
有
無
を
問
題
視
す
る
こ
と
が

許
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。
各
被
用
者
は
そ
れ
ぞ
れ
一
定
の
職
務
を
与

え
ら
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
そ
の
職
務
内
容
と
の
相
関
関
係
に
お

い
て
内
容
づ
け
ら
れ
る
一
定
の
結
果
回
避
義
務
・
注
意
義
務
を
負

担
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
き
、
特
定
し
え
な
い

被
用
者
中
の
何
人
か
の
事
業
上
の
過
失
と
は
何
か
、
容
易
に
こ
れ

を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
あ
え
て
そ
れ
を
観
念
す
る
と
す

れ
ば
、
そ
れ
は
、
当
該
企
業
の
被
用
者
団
と
し
て
の
過
失
と
い
う

に
近
く
な
り
、
ひ
い
て
は
、
の
ち
に
私
見
と
し
て
提
示
す
る
企
業

自
体
の
過
失
と
い
う
考
え
方
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
ろ
う
」（
神

田
孝
夫
「
企
業
の
不
法
行
為
責
任
に
つ
い
て
―
―
被
用
者
に
よ
る

加
害
を
中
心
と
し
て
―
―
」
同
『
不
法
行
為
責
任
の
研
究
』（
一

粒
社
・
一
九
八
八
年
。
初
出
：
一
九
七
〇
年
）
二
八
頁
）。

（
16
）
原
審
に
お
い
て
札
幌
高
判
平
成
一
六
年
一
月
一
六
日
・
判
時
一

八
六
一
号
四
六
頁
は
、「
被
控
訴
人
は
、
本
件
各
集
団
予
防
接
種

に
お
い
て
注
射
器
の
針
を
交
換
し
な
い
場
合
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
、
針
を
交
換
し
て
も
肝
炎
の
病
原
に
感
染
さ
せ
る
可
能
性
が

あ
っ
た
こ
と
を
認
識
し
、又
は
認
識
す
る
こ
と
が
十
分
に
可
能
で
、

か
つ
、
本
件
各
集
団
予
防
接
種
を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
注

射
器
（
針
及
び
筒
）
の
一
人
ご
と
の
交
換
又
は
徹
底
し
た
消
毒
の

励
行
等
を
各
実
施
機
関
に
指
導
し
て
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
を

未
然
に
防
止
す
べ
き
義
務
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を

怠
っ
た
過
失
が
認
め
ら
れ
る
」
と
判
示
し
て
い
た
。

（
17
）
松
並
重
雄
「
判
解
」
最
判
解
民
事
篇
平
成
一
八
年
度
（
二
〇
〇

六
年
）
七
五
二－

七
五
三
頁
。
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（
18
）
京
都
地
判
平
成
五
年
一
一
月
二
六
日
・
判
時
一
四
七
六
号
三
頁

も
併
せ
て
参
照
。
な
お
、
民
法
七
〇
九
条
に
基
づ
く
法
人
の
不
法

行
為
責
任
を
認
め
た
判
決
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
カ
ネ
ミ
油
事
件
訴

訟
に
係
る
福
岡
地
判
昭
和
五
二
年
一
〇
月
五
日
・
判
時
八
六
六
号

二
一
頁
が
あ
る
。
こ
の
判
決
に
お
い
て
、
福
岡
地
裁
は
、「
有
機

的
統
一
組
織
体
と
し
て
の
企
業
に
お
い
て
、
複
数
か
つ
不
特
定
の

被
用
者
の
企
業
活
動
の
一
環
と
し
て
の
行
為
に
過
失
が
あ
る
場
合

に
は
、
む
し
ろ
個
々
の
被
用
者
の
具
体
的
行
為
を
問
題
と
す
る
こ

と
な
く
、
使
用
者
た
る
企
業
自
身
に
過
失
が
あ
る
と
し
て
直
接
民

法
七
〇
九
条
に
よ
る
責
任
が
あ
る
と
解
す
る
の
が
直
截
、
簡
明
で

あ
り
、
相
当
で
あ
る
」
と
い
う
判
示
を
行
っ
て
い
る
。

（
19
）
遠
藤
博
也
『
国
家
補
償
法 

上
巻
』（
青
林
書
院
新
社
・
一
九
八

一
年
）
一
五
四
頁
。

（
20
）
遠
藤
・
註
（
19
）
一
五
三
頁
。

（
21
）
宇
賀
・
註
（
１
）
四
一
二－

四
一
三
頁
。
最
大
判
平
成
一
七
年

九
月
一
四
日
・
民
集
五
九
巻
七
号
二
〇
八
七
頁
、
札
幌
地
裁
小
樽

支
判
昭
和
四
九
年
一
二
月
九
日
・
判
時
七
六
二
号
八
頁
参
照
。

（
22
）
も
っ
と
も
、「
国
会
の
立
法
行
為
も
国
家
賠
償
法
第
一
条
第
一

項
の
適
用
を
受
け
、
同
条
項
に
い
う
「
公
務
員
の
故
意
、
過
失
」

は
、
合
議
制
機
関
の
行
為
の
場
合
、
必
ず
し
も
、
国
会
を
構
成
す

る
個
々
の
国
会
議
員
の
故
意
、過
失
を
問
題
に
す
る
必
要
は
な
く
、

国
会
議
員
の
統
一
的
意
思
活
動
た
る
国
会
自
体
の
故
意
、
過
失
を

論
ず
る
を
も
っ
て
足
り
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」
と
判
示
し

た
札
幌
地
裁
小
樽
支
判
昭
和
四
九
年
一
二
月
九
日
・
判
時
七
六
二

号
八
頁
に
つ
い
て
、
武
田
真
一
郎
教
授
は
、「
国
会
の
よ
う
に
構

成
員
で
あ
る
議
員
の
権
限
が
ほ
ぼ
同
じ
場
合
に
は
個
々
の
構
成
員

の
過
失
を
論
じ
る
こ
と
に
あ
ま
り
意
味
が
無
い
の
で
、
こ
の
よ
う

な
判
断
を
行
い
や
す
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
本
件
の
判
旨

が
他
の
行
政
組
織
一
般
に
適
用
さ
れ
る
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
」

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
武
田
真
一
郎
「
国
家
賠
償
に
お
け
る
組
織

的
過
失
に
つ
い
て
」
愛
知
大
学
法
学
部
法
経
論
集
一
五
九
号
（
二

〇
〇
二
年
）
七
八
頁
）。

（
23
）
遠
藤
・
註
（
19
）
一
五
二
頁
。

（
24
）
遠
藤
・
註
（
19
）
一
五
二－

一
五
三
頁
。

（
25
）
田
中
二
郎
「
戦
後
立
法
の
一
齣
―
―
国
家
賠
償
法
の
立
案
を
め

ぐ
っ
て
―
―
」
同
『
日
本
の
司
法
と
行
政
―
―
戦
後
改
革
の
諸
相

―
―
』（
有
斐
閣
・
一
九
八
二
年
。
初
出
：
一
九
八
一
年
）
一
五

七
頁
参
照
。

（
26
）
兼
子
仁『
行
政
法
学
』（
岩
波
書
店
・
一
九
九
七
年
）二
〇
二
頁
、

宇
賀
克
也
「
職
務
行
為
基
準
説
の
検
討
」『
行
政
法
研
究 

創
刊
第

一
号
』（
信
山
社
・
二
〇
一
二
年
）
三
三
頁
参
照
。

（
27
）
古
崎
慶
長
『
国
家
賠
償
法
』（
有
斐
閣
・
一
九
七
一
年
）
一
〇

八
頁
、
宇
賀
克
也
『
国
家
補
償
法
』（
有
斐
閣
・
一
九
九
七
年
）

三
四－

三
六
頁
、稲
葉
馨
＝
人
見
剛
＝
村
上
裕
章
＝
前
田
雅
子『
行

政
法
〔
第
二
版
〕』（
有
斐
閣
・
二
〇
一
〇
年
）
二
七
七－

二
七
八

頁
〔
前
田
雅
子
執
筆
担
当
部
分
〕、
神
橋
・
註
（
６
）
三
四
七
頁
、
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塩
野
・
註
（
２
）
三
〇
四－

三
〇
六
頁
、
西
埜
章
『
国
家
賠
償
法

コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
〔
第
二
版
〕』（
勁
草
書
房
・
二
〇
一
四
年
）
一

一
九
頁－

一
二
三
頁
。
な
お
、
民
間
委
託
の
分
野
に
お
け
る
「
公

務
員
」
該
当
性
判
断
の
特
殊
性
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
交
告

尚
史
「
国
賠
法
一
条
の
公
務
員
―
―
福
祉
行
政
に
お
け
る
民
間
委

託
に
着
目
し
て
―
―
」神
奈
川
法
学
三
〇
巻
二
号（
一
九
九
五
年
）

二
六
五
頁
以
下
参
照
。

（
28
）
な
お
、
古
典
的
な
学
説
の
中
に
は
、
国
家
の
不
法
行
為
能
力
を

認
め
る
見
解
も
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
か
の
美
濃
部
達
吉
博
士
は
、

法
人
実
在
説
の
立
場
か
ら
国
家
が
不
法
行
為
能
力
を
有
す
る
こ
と

を
認
め
ら
れ
て
い
た
（
美
濃
部
達
吉
『
日
本
行
政
法 

第
一
巻
』（
有

斐
閣
・
一
九
〇
九
年
）
九
一
九
頁
以
下
参
照
。
こ
の
点
に
つ
い
て

は
、
岡
田
正
則
『
国
の
不
法
行
為
責
任
と
公
権
力
の
概
念
史
―
―

国
家
賠
償
制
度
史
研
究
』（
弘
文
堂
・
二
〇
一
三
年
）
二
六
〇－

二
六
一
、
二
七
九
頁
か
ら
知
見
を
得
た
）。
ま
た
、
渡
辺
宗
太
郎

博
士
は
、「
国
又
は
公
共
団
体
に
対
し
て
被
害
者
が
賠
償
を
請
求

し
得
る
た
め
に
は
、
損
害
が
公
務
員
の
故
意
又
は
過
失
に
よ
っ
て

加
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
つ
つ
も
、
公
務
員
の
対
外
的

な
免
責
を
説
明
す
る
に
当
た
っ
て
、「
国
又
は
公
共
団
体
は
自
己

の
機
関
の
不
法
行
為
、
即
ち
自
己
自
身
の
不
法
行
為
に
つ
い
て
自

ら
そ
の
責
を
負
う
の
で
あ
っ
て
、
他
人
の
不
法
行
為
に
代
っ
て
そ

の
責
を
負
う
の
で
は
な
い
」（
渡
辺
宗
太
郎
『
新
版
日
本
国
行
政

法
要
論 

上
巻
』（
有
斐
閣
・
一
九
六
三
年
）
三
三
八－

三
三
九
頁
）

と
述
べ
ら
れ
て
い
た
。

（
29
）
な
お
、
意
思
を
有
し
な
い
、
観
念
的
存
在
に
す
ぎ
な
い
法
人
自

身
の
不
法
行
為
を
観
念
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
批
判
も
あ
る
が

（
平
井
宜
雄『
債
権
各
論
Ⅱ 

不
法
行
為
』（
弘
文
堂
・
一
九
九
二
年
）

七
一
頁
、
東
京
高
判
昭
和
六
三
年
三
月
一
一
日
・
判
時
一
二
七
一

号
三
頁
参
照
）、
今
日
、
過
失
概
念
が
心
理
的
・
主
観
的
に
評
価

さ
れ
る
の
で
は
な
く
客
観
的
・
抽
象
的
に
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と

や
、
民
法
に
お
い
て
債
務
不
履
行
の
場
合
に
は
法
人
の
行
為
が
観

念
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
に
鑑
み
れ
ば
、
か
か
る
批
判
は
必
ず
し

も
説
得
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
（
淡
路
剛
久
『
不
法
行
為
法
に
お
け
る
権
利
保
障
と
損
害
の
評

価
』（
有
斐
閣
・
一
九
八
四
年
）
九
三
頁
以
下
、
神
田
・
註
（
８
）

七
三
頁
、
西
原
道
雄
「
企
業
の
過
失
責
任
」
小
室
直
人
＝
本
間
輝

雄
＝
古
瀬
村
邦
夫
編
『
企
業
と
法
：
西
原
寛
一
先
生
追
悼
論
文
集

（
下
）』（
有
斐
閣
・
一
九
九
五
年
）
四
五
頁
以
下
、
大
村
敦
志
『
基

本
民
法
Ⅱ 

債
権
各
論
〔
第
二
版
〕』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
五
年
）

二
七
九
頁
、
田
上
・
註
（
７
）
三
八
〇
頁
参
照
）。

（
30
）
藤
田
宙
靖
『
行
政
法
総
論
』（
青
林
書
院
・
二
〇
一
三
年
）
五

二
六
頁
。

（
31
）
藤
田
・
註
（
30
）
五
二
六
頁
。

（
32
）
藤
田
・
註
（
30
）
五
二
八
頁
。

（
33
）
藤
田
・
註
（
30
）
五
二
六－

五
二
七
頁
参
照
。

（
34
）
下
山
瑛
二
『
国
家
補
償
法
』（
筑
摩
書
房
・
一
九
七
三
年
）
一
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四－

一
五
頁
参
照
。
な
お
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
使
用
者
責
任

の
法
的
性
質
に
関
す
る
議
論
か
ら
も
多
大
な
示
唆
を
得
た
（
と
り

わ
け
、
瀬
川
信
久
「『
事
業
執
行
性
』
の
展
開
と
使
用
者
責
任
の

多
元
性
」
松
久
三
四
彦
＝
藤
原
正
則
＝
須
加
憲
子
＝
池
田
清
治
編

『
民
法
学
に
お
け
る
古
典
と
革
新
：
藤
岡
康
宏
先
生
古
稀
記
念
論

文
集
』（
成
文
堂
・
二
〇
一
一
年
）
五
三
三
頁
以
下
、
特
に
五
七

五－

五
七
六
頁
参
照
）。

（
35
）
宇
賀
・
註
（
２
）
四
三
八－

四
三
九
頁
。

（
36
）
宇
賀
・
註
（
26
）
三
四－
三
五
頁
。
詳
し
く
は
、宇
賀
・
註
（
２
）

二
三
七
頁
以
下
参
照
。

（
37
）
田
中
二
郎
『
新
版
行
政
法 

上
巻
〔
全
訂
第
二
版
〕』（
弘
文
堂
・

一
九
七
四
年
）
二
〇
六
頁
、
古
崎
・
註
（
27
）
九
一－

九
二
、
一

五
二
頁
参
照
。

（
38
）
遠
藤
・
註
（
19
）
一
八
八
頁
以
下
。
遠
藤
博
士
が
挙
げ
ら
れ
て

い
る
類
型
は
①
か
ら
③
ま
で
で
あ
り
、
④
の
類
型
に
つ
い
て
は
筆

者
が
付
け
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
稲
葉
馨

「
公
権
力
の
行
使
に
か
か
わ
る
賠
償
責
任
」
雄
川
一
郎
＝
塩
野
宏

＝
園
部
逸
夫
編
『
国
家
補
償
〔
現
代
行
政
法
大
系
（
六
）〕』（
有

斐
閣
・
一
九
八
三
年
）
四
〇
頁
以
下
も
併
せ
て
参
照
。

（
39
）
大
阪
高
判
昭
和
五
四
年
九
月
二
一
日
・
判
時
九
五
二
号
六
九
頁
、

京
都
地
判
昭
和
五
四
年
七
月
二
日
・
判
時
九
五
〇
号
八
七
頁
、
広

島
地
判
昭
和
五
四
年
二
月
二
二
日
・
判
時
九
二
〇
号
一
九
頁
、
福

岡
地
判
昭
和
五
三
年
一
一
月
一
四
日
・
判
時
九
一
〇
号
三
三
頁
参

照
。

（
40
）
東
京
地
判
昭
和
五
四
年
五
月
一
四
日
・
判
時
九
四
二
号
六
八
頁
、

大
阪
高
判
昭
和
五
四
年
四
月
一
二
日
・
判
時
九
三
○
号
七
六
頁
参

照
。
な
お
、
国
家
賠
償
法
に
お
け
る
過
失
と
違
法
性
の
区
別
の
相

対
化
は
、「
過
失
の
客
観
化
」
の
み
に
起
因
す
る
も
の
で
は
な
く
、

国
家
賠
償
法
一
条
一
項
の
「
公
権
力
の
行
使
」
要
件
に
つ
い
て
広

義
説
が
通
説
・
判
例
と
な
っ
た
こ
と
と
も
密
接
に
関
連
し
て
い
る

と
い
わ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
典
型
的
な
公
権
力
の
行
使
に

つ
い
て
は
行
為
規
範
が
明
確
で
あ
る
が
、
学
校
事
故
等
に
お
け
る

非
権
力
的
行
政
に
つ
い
て
は
行
為
規
範
が
必
ず
し
も
明
確
と
は
い

え
な
い
場
合
が
少
な
く
な
く
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
両
者
の

区
別
は
相
対
化
せ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
（
西
埜
・
註

（
27
）
一
三
八－

一
三
九
頁
）。
実
際
、
学
校
事
故
に
つ
い
て
は
、

も
っ
ぱ
ら
過
失
が
あ
っ
た
こ
と
の
み
を
も
っ
て
国
家
賠
償
責
任
を

認
め
て
い
る
判
例
が
多
い
（
最
二
小
判
昭
和
六
二
年
二
月
六
日
・

判
時
一
二
三
二
号
一
〇
〇
頁
、
最
二
小
判
昭
和
五
八
年
二
月
一
八

日
・
民
集
三
七
巻
一
号
一
〇
一
頁
、
芝
池
義
一
『
行
政
救
済
法
講

義
〔
第
三
版
〕』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
六
年
）
二
五
一
頁
参
照
）。

　
（
41
）
違
法
性
が
強
度
の
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
過
失
が
推
定

さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
例
え
ば
、
最
三
小
判
昭
和
六
〇
年
七
月
一

六
日
・
民
集
三
九
巻
五
号
九
八
九
頁
が
、
建
築
主
事
が
行
っ
た
建

築
確
認
の
留
保
に
つ
き
、「
・
・
・
行
政
指
導
を
理
由
と
す
る
確

認
処
分
の
留
保
は
違
法
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は



研究ノート

北法65（5・388）1514

建
築
主
事
に
も
少
な
く
と
も
過
失
の
責
が
あ
る
こ
と
を
免
れ
な

い
」
と
判
示
し
て
い
る
の
が
、
そ
の
例
で
あ
る
。
家
永
教
科
書
検

定
第
三
次
訴
訟
判
決
（
最
三
小
判
平
成
九
年
八
月
二
九
日
・
民
集

五
一
巻
七
号
二
九
二
一
頁
）
も
同
様
の
考
え
方
に
よ
る
も
の
で
あ

る
（
芝
池
・
註
（
40
）
二
五
一
頁
）。

（
42
）
例
え
ば
、
熊
本
水
俣
病
第
三
次
第
一
陣
訴
訟
判
決
（
熊
本
地
判

昭
和
六
二
年
三
月
三
〇
日
・
判
時
一
二
三
五
号
三
頁
）
は
、
も
っ

ぱ
ら
規
制
権
限
の
不
行
使
の
違
法
性
に
つ
い
て
だ
け
判
断
し
、
過

失
の
有
無
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
規
制

権
限
の
不
行
使
が
問
題
と
な
る
場
合
に
は
、
不
作
為
の
違
法
性
の

判
断
の
中
に
、
予
見
可
能
性
、
結
果
回
避
可
能
性
と
い
う
過
失
判

断
の
要
素
が
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
違
法
性
一
元
的

判
断
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
い
わ
れ
て
い
る
（
宇
賀
・
註

（
１
）
四
二
八
頁
、
塩
野
・
註
（
２
）
三
一
五
頁
参
照
）。
ま
た
、

い
わ
ゆ
る
「
職
務
行
為
基
準
説
」
に
よ
る
場
合
に
は
、
違
法
性
の

判
断
に
当
た
っ
て
過
失
の
判
断
要
素
で
も
あ
る
注
意
義
務
違
反
の

有
無
が
検
討
さ
れ
る
た
め
、
過
失
の
判
断
が
違
法
性
の
判
断
の
中

に
取
り
込
ま
れ
る
傾
向
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
北
村
和
生
「
国

家
賠
償
に
お
け
る
違
法
と
過
失
」
高
木
光
＝
宇
賀
克
也
編
『
行
政

法
の
争
点
』（
有
斐
閣
・
二
〇
一
四
年
）
一
四
七
頁
、
宇
賀
・
註

（
１
）
四
三
四
頁
）。

（
43
）
芝
池
・
註
（
40
）
二
五
〇－

二
五
一
頁
。

（
44
）
小
幡
純
子
「
国
家
補
償
の
体
系
の
意
義
」
磯
部
力
＝
小
早
川
光

郎
＝
芝
池
義
一
編
『
行
政
法
の
新
構
想
Ⅲ
』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇

八
年
）
二
八
八
頁
、
塩
野
・
註
（
２
）
三
二
〇－

三
二
一
頁
、
藤

田
・
註
（
30
）
五
四
二－

五
四
六
頁
、五
七
〇－

五
七
三
頁
参
照
。

（
45
）
と
り
わ
け
近
年
公
表
さ
れ
た
論
文
と
し
て
、
北
村
和
生
「
国
家

補
償
の
概
念
と
国
家
賠
償
法
に
お
け
る
違
法
性
」
公
法
研
究
六
七

号
（
二
〇
〇
五
年
）
二
五
二
頁
、
西
埜
章
「
職
務
行
為
基
準
説
の

批
判
的
検
討
」『
暁
の
鐘
ふ
た
た
び
―
―
明
治
大
学
法
科
大
学
院

開
設
記
念
論
文
集
』（
明
治
大
学
法
科
大
学
院
・
二
〇
〇
五
年
）

一
六
九
頁
以
下
、
武
田
真
一
郎
「
国
家
賠
償
に
お
け
る
違
法
性
と

過
失
に
つ
い
て
―
―
相
関
関
係
説
、
違
法
性
相
対
説
に
よ
る
理
解

の
試
み
―
―
」
成
蹊
法
学
六
四
号
（
二
〇
〇
七
年
）
四
九
四
頁
、

稲
葉
馨
「
国
家
賠
償
法
上
の
違
法
性
に
つ
い
て
」
法
学
七
三
巻
六

号
（
二
〇
一
〇
年
）
二
九
頁
、
西
埜
章
「
国
家
賠
償
法
に
お
け
る

違
法
性
の
総
合
的
研
究
」
明
治
大
学
社
会
科
学
研
究
所
紀
要
四
九

巻
二
号
（
二
〇
一
一
年
）
三
二
一
頁
、
神
橋
・
註
（
９
）
一
頁
、

同
「
行
政
救
済
法
に
お
け
る
違
法
性
」
磯
部
力
＝
小
早
川
光
郎
＝

芝
池
義
一
編
『
行
政
法
の
新
構
想
Ⅲ
』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
八
年
）

二
三
七
頁
以
下
、山
本
隆
司
『
判
例
か
ら
探
究
す
る
行
政
法
』（
有

斐
閣
・
二
〇
一
二
年
）
五
〇
六
頁
以
下
、
中
川
丈
久
「
国
家
賠
償

法
一
条
に
お
け
る
違
法
と
過
失
に
つ
い
て
―
―
民
法
七
〇
九
条
と

統
一
的
に
理
解
で
き
る
か
」法
学
教
室
三
八
五
号（
二
〇
一
二
年
）

七
二
頁
。

（
46
）
と
り
わ
け
近
年
公
表
さ
れ
た
論
文
と
し
て
、
北
村
和
生
「
行
政
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権
限
不
行
使
に
対
す
る
司
法
救
済
」ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
一
〇
号（
二

〇
〇
六
年
）
三
五
頁
、
宇
賀
克
也
「
行
政
介
入
請
求
権
と
危
険
管

理
責
任
」
磯
部
力
＝
小
早
川
光
郎
＝
芝
池
義
一
編
『
行
政
法
の
新

構
想
Ⅲ
』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
八
年
）
二
五
七
頁
以
下
、
武
田
真

一
郎「
行
政
の
不
作
為
と
国
家
賠
償
に
つ
い
て
―
―
相
関
関
係
説
、

不
作
為
過
失
論
に
よ
る
理
解
の
試
み
―
―
」成
蹊
法
学
七
二
号（
二

〇
一
〇
年
）
三
三
八
頁
、
西
埜
章
「
行
政
の
不
作
為
責
任
―
―
規

制
権
限
不
行
使
の
違
法
性
を
中
心
に
―
―
」
明
治
大
学
法
科
大
学

院
論
集
七
号
（
二
〇
一
〇
年
）
六
七
頁
、
中
原
茂
樹
「
規
制
権
限

の
不
行
使
と
国
家
賠
償
責
任
」
法
学
教
室
三
八
三
号
（
二
〇
一
二

年
）
二
四
頁
。

（
47
）
例
え
ば
、
最
一
小
判
平
成
五
年
三
月
一
一
日
・
民
集
四
七
巻
四

号
二
八
六
三
頁
は
、「
税
務
署
長
の
す
る
所
得
税
の
更
正
は
、
所

得
金
額
を
過
大
に
認
定
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
か
ら
直

ち
に
国
家
賠
償
法
一
条
一
項
に
い
う
違
法
が
あ
っ
た
と
の
評
価
を

受
け
る
も
の
で
は
な
く
、
税
務
署
長
が
資
料
を
収
集
し
、
こ
れ
に

基
づ
き
課
税
要
件
事
実
を
認
定
、
判
断
す
る
上
に
お
い
て
、
職
務

上
通
常
尽
く
す
べ
き
注
意
義
務
を
尽
く
す
こ
と
な
く
漫
然
と
更
正

を
し
た
と
認
め
得
る
よ
う
な
事
情
が
あ
る
場
合
に
限
り
、
右
の
評

価
を
受
け
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
判
示
し
て
い

る
。

（
48
）
な
お
、
フ
ラ
ン
ス
国
家
賠
償
責
任
法
に
お
い
て
も
、
係
争
行
為

が
越
権
訴
訟
に
お
い
て
違
法
で
あ
る
と
認
定
さ
れ
た
と
し
て
も
、

裁
判
役
務
の
よ
う
に
特
別
な
困
難
性
を
伴
う
公
役
務
が
問
題
と
な

る
場
合
に
は
、係
争
行
為
が
単
に
違
法
で
あ
る
だ
け
で
は
足
り
ず
、

そ
れ
に
加
え
て
重
大
な
フ
ォ
ー
ト
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

た
だ
し
、
現
在
の
フ
ラ
ン
ス
国
家
賠
償
責
任
法
に
お
い
て
は
、
か

か
る
要
件
の
加
重
が
正
当
化
さ
れ
る
範
囲
は
非
常
に
限
定
さ
れ
て

い
る
（
第
二
章
第
一
節
参
照
）。
こ
の
点
、
重
大
な
フ
ォ
ー
ト
概

念
と
職
務
行
為
基
準
説
の
関
係
に
つ
い
て
言
及
す
る
も
の
と
し

て
、
久
保
茂
樹
「
裁
判
判
決
と
国
家
責
任
」
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
研

究
会
編
『
現
代
行
政
の
統
制
―
―
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
研
究
―
―
』

（
成
文
堂
・
一
九
九
〇
年
）
二
一
四
頁
参
照
。

（
49
）
西
埜
・
註
（
27
）
一
七
三－

一
七
五
頁
参
照
。

（
50
）
な
お
、
こ
の
よ
う
な
日
仏
両
国
の
法
状
況
に
つ
い
て
、
橋
本
博

之
教
授
は
、「
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
越
権
訴
訟
の
違
法
と
国
家
責
任

の
違
法
は
、
厳
密
な
理
論
上
は
相
違
す
る
が
、
現
実
の
判
断
と
し

て
一
致
す
る
、と
い
う
見
方
か
ら
出
発
し
た
議
論
が
展
開
さ
れ
る
。

た
だ
し
、
日
本
の
判
例
実
務
に
よ
る
職
務
行
為
基
準
説
は
違
法
性

を
限
定
す
る
方
向
に
の
み
機
能
し
て
お
り
、
現
状
で
フ
ラ
ン
ス
型

理
論
モ
デ
ル
は
日
本
の
判
例
実
務
・
行
政
法
学
説
の
双
方
と
距
離

が
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
橋
本
博
之
「
判
例
実
務
と
行
政

法
学
説
―
―
方
法
論
を
め
ぐ
る
一
考
察
―
―
」
小
早
川
光
郎
＝
宇

賀
克
也
編
『
行
政
法
の
発
展
と
変
革
：
塩
野
宏
先
生
古
稀
記
念

（
上
）』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
一
年
）
三
八
三
頁
）。

（
51
）
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
村
上
順
教
授
が
、
い
く
つ
も
の
優
れ
た
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先
行
研
究
を
残
さ
れ
て
い
る
（
村
上
順
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
行

政
の
不
作
為
責
任
」
神
奈
川
法
学
二
二
巻
二
号
（
一
九
八
七
年
）

一
七
七
頁
、
同
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
人
身
事
故
と
行
政
の
不
作

為
責
任
」
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
研
究
会
編
『
現
代
行
政
の
統
制
―
―

フ
ラ
ン
ス
行
政
法
研
究
―
―
』（
成
文
堂
・
一
九
九
〇
年
）
一
七

七
頁
以
下
、
同
「
越
権
訴
訟
に
よ
る
警
察
規
制
不
作
為
の
統
制
―

―
ド
ゥ
ー
ブ
レ
（D

oublet

）
判
決
を
中
心
に
し
て
―
―
」
神
奈

川
法
学
三
〇
巻
二
号
（
一
九
九
五
年
）
五
三
頁
）。


