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と
損
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償

西

埜

章

　
一
　
美
濃
部
博
士
は
、
「
行
政
権
の
作
用
に
依
り
人
民
に
財
産
上
の
損
害
を
加
へ
而
も
其
の
損
害
が
人
民
の
負
担
に
帰
す
べ
き
事
由

の
無
い
場
合
に
は
、
其
の
損
害
を
賠
償
す
べ
き
こ
と
は
正
義
の
当
然
の
要
求
と
見
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
併
し
其
の
賠
償
に
は
法
律

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

上
明
白
に
二
種
を
区
別
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
一
は
私
法
上
の
損
害
賠
償
で
あ
り
、
一
は
公
法
上
の
損
失
補
償
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
、
両
者

の
区
別
を
主
と
し
て
、
損
害
賠
償
の
原
因
が
不
法
行
為
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
「
損
失
補
償
の
原
因
と
な
る
も
の
は
常
に
適
法
な
国
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

的
公
権
の
行
使
で
あ
る
」
と
い
う
基
準
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
明
ら
か
に
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
と
適
法
行
為

に
基
づ
く
損
失
補
償
が
対
立
さ
せ
ら
れ
て
い
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
対
立
は
、
田
中
博
士
の
所
説
に
な
る
と
、
大
分
相
対
化
さ
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
田
中
博
士
も
、
法
治
国
家
の

特
色
か
ら
「
国
家
公
権
力
の
行
使
に
付
て
、
概
念
的
に
、
法
的
根
拠
を
有
し
法
に
適
合
す
る
所
謂
適
法
行
為
と
、
法
的
根
拠
を
欠
き
法



2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

に
違
反
す
る
所
謂
違
法
行
為
と
の
区
別
が
認
め
得
ら
れ
る
」
と
さ
れ
る
が
、
損
害
賠
償
と
損
失
補
償
の
対
立
を
、
も
は
や
本
質
的
な
も

の
で
は
な
く
、
単
に
相
対
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
捉
え
ら
れ
た
上
で
、
「
要
す
る
に
沿
革
的
に
は
適
法
行
為
と
不
法
行
為
と
の
原
理

的
対
立
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
、
実
定
法
上
に
も
之
を
承
認
し
て
居
る
も
の
が
あ
る
が
、
今
や
一
の
目
標
を
目
指
し
て
解
釈
論
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

も
、
統
一
的
な
賠
償
理
論
の
構
成
へ
進
み
つ
つ
あ
る
こ
と
、
又
進
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
説
か
れ
て
い

る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
立
法
論
と
し
て
で
は
あ
る
が
、
「
従
来
の
右
の
概
念
の
対
立
を
承
認
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
だ
け
の
十
分
の
理
由
が
あ

る
や
否
や
は
疑
は
し
い
。
侵
害
行
為
の
態
様
に
従
来
の
画
一
的
な
二
の
形
態
に
は
ま
ら
ぬ
様
々
の
態
様
が
認
め
ら
れ
る
に
至
り
つ
つ
あ

る
こ
と
、
、
又
損
害
賠
償
の
問
題
を
考
察
す
る
に
当
り
注
意
せ
ら
れ
る
べ
き
被
害
者
の
立
場
か
ら
い
っ
て
、
侵
害
行
為
の
適
法
な
り
や
違

法
な
り
や
に
よ
っ
て
、
必
ず
し
も
全
然
異
る
結
果
を
認
め
る
こ
と
の
理
由
の
な
い
こ
と
等
を
考
え
る
と
、
立
法
論
的
に
は
、
少
く
と

も
、
国
家
公
権
力
に
よ
っ
て
人
民
の
利
益
に
侵
害
を
加
へ
る
凡
て
の
場
合
に
付
て
統
一
的
な
原
理
を
打
立
て
、
之
を
立
法
化
す
る
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

統
一
的
な
法
典
に
す
る
か
否
か
は
別
問
題
で
あ
る
が
ー
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
同
時
に
必
要
で
は
な
い
か
と
考
へ
ら
れ
る
」
と
主
張

さ
れ
て
い
る
。
田
中
博
士
の
所
説
が
す
で
に
五
〇
年
ほ
ど
以
前
に
説
か
れ
て
い
る
こ
と
を
思
え
ば
、
そ
の
賛
否
は
と
も
か
く
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

発
想
の
新
鮮
性
に
驚
嘆
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
一
一
田
中
博
士
の
右
の
問
題
提
起
は
、
戦
後
、
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
真
剣
に
受
け
止
め
ら
れ
た
。
博
士
が
提
唱
さ
れ
た
「
統
一

的
な
賠
償
理
論
の
構
成
し
と
「
被
害
者
の
立
場
に
立
っ
て
の
理
論
構
成
」
は
、
今
や
行
政
法
学
界
の
潮
流
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
先
駆

的
業
績
は
、
今
村
教
授
の
『
国
家
補
償
法
』
で
あ
り
、
次
い
で
下
山
教
授
の
『
国
家
補
償
法
』
で
あ
る
。
ま
た
、
最
近
で
は
、
遠
藤
教

授
の
『
国
家
補
償
法
上
巻
』
が
あ
る
。

　
ま
ず
、
今
村
教
授
は
、
「
国
家
補
償
法
の
問
題
は
、
国
の
活
動
に
よ
り
個
人
の
こ
う
む
っ
た
特
別
の
損
失
の
填
補
を
目
的
と
す
る
も

の
と
し
て
、
原
因
行
為
の
適
法
性
の
如
何
に
拘
ら
ず
、
共
通
の
性
格
を
有
し
て
い
る
。
被
害
者
の
立
場
に
立
て
ば
、
原
因
行
為
の
適
法
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性
の
如
何
は
問
う
所
で
な
い
こ
と
は
、
”
論
ず
る
迄
も
な
い
こ
と
で
、
こ
こ
に
、
国
家
補
償
法
と
し
て
の
統
一
的
考
察
の
必
要
も
生
じ
て

　
（
7
）

来
る
婦
と
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
下
山
教
授
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
強
調
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
『
国
家
補
償
法
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

と
い
う
概
念
が
、
か
り
に
成
立
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
ず
、
救
済
法
体
系
の
一
環
と
し
て
で
あ
り
、
損
害
填
補
の
法
と
し
て
で
あ

（
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

る
」
一
「
損
失
補
償
．
損
害
賠
償
あ
る
い
は
結
果
責
任
に
も
と
つ
く
国
家
補
償
と
い
う
区
分
が
仮
り
に
な
り
た
つ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
損

ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

害
填
補
の
社
会
的
要
請
を
充
足
す
る
と
い
う
こ
と
が
第
一
次
的
課
題
で
あ
り
、
そ
の
区
分
は
そ
の
要
請
充
足
の
た
め
の
合
理
的
便
宜
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

方
簾
の
発
見
の
た
め
の
も
の
、
す
な
わ
ち
、
第
二
次
的
要
請
を
充
す
た
め
の
も
の
に
す
ぎ
な
い
」
と
。
今
村
」
下
山
両
教
授
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

説
か
れ
た
右
の
よ
う
な
見
解
は
、
今
日
で
は
一
般
的
傾
何
を
な
し
て
お
り
、
佐
藤
教
授
も
、
「
行
政
庁
の
不
法
な
行
為
に
よ
っ
て
も
た

ら
さ
れ
た
損
害
の
賠
償
責
任
と
適
法
な
行
為
の
結
果
発
生
す
る
損
失
補
償
と
は
、
そ
れ
を
支
え
る
基
礎
的
理
念
に
お
い
て
共
通
な
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

を
有
し
、
そ
の
意
味
で
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
り
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
あ
る
損
害
を
不
法
行
為
責
任
の
問
題
と
し
て
と
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

え
る
か
、
損
失
補
償
責
任
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
る
か
は
、
政
策
的
便
宜
的
な
も
の
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
」
と
説
か
れ
て
い
る
。

　
三
　
亡
れ
に
対
し
て
、
基
本
的
に
は
「
損
害
填
補
法
」
と
し
て
理
解
す
る
立
場
を
承
認
さ
れ
な
が
ら
も
、
行
為
規
範
性
の
観
点
か
ら

若
干
異
な
っ
た
見
解
を
表
明
さ
れ
る
の
は
、
遠
藤
教
授
で
あ
る
。
教
授
は
、
F
「
か
り
に
損
害
填
補
な
い
し
被
害
者
救
済
が
国
家
補
償
法

の
最
も
基
本
的
な
要
請
だ
と
し
て
も
、
こ
れ
を
強
調
す
る
こ
と
の
み
に
よ
っ
て
、
そ
れ
自
体
の
目
標
を
達
成
す
る
上
に
有
効
で
あ
ろ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

か
、
ま
た
、
国
家
補
償
法
の
性
格
と
し
て
も
、
．
こ
れ
の
み
に
つ
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
の
疑
問
を
提
起
さ
れ
た
上
で
、
次
の
よ
う
に

主
張
さ
れ
て
い
る
。
「
問
題
を
具
体
化
す
る
う
え
で
、
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
う
ひ
乏
つ
の
重
要
な
観
点
は
行
為
規
範
性
で
あ
る
。

行
為
規
範
性
は
不
法
行
為
法
や
国
家
補
償
法
に
と
っ
て
最
も
古
い
問
題
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
同
時
に
最
も
新
し
い
問
題
で
あ
る
。
け

だ
し
、
こ
の
点
の
検
討
な
く
し
て
、
現
代
の
課
題
で
あ
る
国
家
の
責
任
の
性
格
が
明
ら
か
と
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
」
、

「
国
家
補
償
法
に
行
為
規
範
の
側
面
か
ら
光
を
あ
て
て
、
制
度
間
、
制
度
内
に
お
け
る
差
異
を
き
わ
だ
た
せ
る
よ
う
に
し
よ
う
と
す
る
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理
由
の
第
一
は
法
解
釈
論
を
展
開
す
る
う
え
で
の
必
要
で
あ
る
。
個
別
の
事
情
を
よ
り
浮
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
な
く
し
て
は
解
釈
論
が

で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
第
二
の
理
由
は
、
制
度
間
の
差
異
を
明
ら
か
に
し
、
近
時
の
新
し
い
現
象
に
位
置
づ
け
を
与
え
る
と
と
も

に
、
新
し
い
制
度
を
構
想
す
る
場
合
に
も
参
考
と
し
よ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
…
…
制
度
間
、
制
度
内
に
お
け
る
差
異
を
明
ら
か
に

す
る
必
要
は
、
現
代
的
諸
問
題
に
対
す
る
国
家
の
責
任
が
と
わ
れ
、
一
方
に
お
い
て
、
そ
れ
自
体
と
し
て
複
雑
な
内
容
を
加
え
つ
っ
あ

る
諸
制
度
が
濫
立
し
て
全
体
と
し
て
複
雑
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
と
同
時
に
、
他
方
に
お
い
て
、
包
括
的
統
一
的
な
救
済
制
度
の
提
唱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

の
み
ら
れ
る
今
日
、
特
に
強
ま
っ
て
い
る
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
。

　
遠
藤
教
授
の
右
の
所
説
と
傾
向
を
同
じ
く
す
る
が
、
筆
者
も
以
前
に
、
損
害
填
補
の
観
点
か
ら
の
み
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
に
反
対

し
つ
つ
、
「
種
々
の
補
償
制
度
を
一
定
の
法
理
に
よ
り
統
一
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
確
か
に
魅
力
的
な
試
み
で
あ
る
に
違

い
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
魅
力
に
と
り
つ
か
れ
る
あ
ま
り
に
、
個
々
の
補
償
制
度
の
固
有
性
を
没
却
す
る
こ
と
は
、
補
償
制
度
自
体
を

空
虚
に
し
、
補
償
制
度
全
体
の
展
望
を
却
っ
て
困
難
に
す
る
危
険
性
が
あ
る
。
我
々
は
、
そ
れ
故
、
個
々
の
補
償
制
度
間
の
差
異
を
差

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

異
と
し
て
認
識
し
つ
つ
、
更
に
そ
れ
ら
を
全
体
的
視
野
に
立
っ
て
関
連
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
た
こ
と
が
あ

る
。
現
在
に
お
い
て
も
、
こ
の
考
え
方
は
基
本
的
に
は
変
っ
て
い
な
い
。

　
四
　
損
害
賠
償
と
損
失
補
償
の
接
近
・
融
合
化
は
、
学
説
上
の
支
配
的
傾
向
で
あ
る
。
し
か
し
、
両
者
の
接
近
・
融
合
化
が
侵
害
行

為
の
適
法
・
違
法
の
区
別
を
没
却
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
傾
向
に
は
従
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
い
う

ま
で
も
な
く
、
「
法
律
に
よ
る
行
政
」
の
原
理
は
行
政
法
の
基
本
原
理
で
あ
る
が
、
こ
の
原
理
は
、
国
家
補
償
法
の
領
域
に
お
い
て
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

重
視
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
行
政
訴
訟
と
国
賠
訴
訟
と
が
制
度
目
的
を
異
に
す
る
に
し
て
も
、
こ
の
こ
と
が
直
ち
に
損

害
賠
償
と
損
失
補
償
の
相
対
化
を
導
く
も
の
で
は
な
い
し
、
損
害
爆
補
の
観
点
の
重
要
性
は
否
定
で
き
な
い
に
し
て
も
、
こ
の
こ
と
が

侵
害
行
為
の
適
法
・
違
法
の
区
別
を
軽
視
す
る
こ
と
ま
で
正
当
化
す
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
遠
藤
教
授
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
「
国
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償

糀

国

家
補
償
法
は
、
損
害
填
補
の
要
否
、
被
害
者
救
済
の
要
否
の
基
準
を
内
容
と
す
る
法
で
あ
っ
て
、
こ
の
基
準
は
、
損
害
填
補
や
被
害
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

救
済
を
唱
え
る
だ
け
で
は
で
て
こ
な
い
」
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
各
補
償
制
度
の
固
有
性
を
基
礎
づ
け
る
侵
害
行
為
の
適
法
性
・

違
法
性
は
、
依
然
と
し
て
重
要
な
機
能
を
果
し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
損
害
填
補
の
観
点
か
ら
な
さ
れ
る
損
害
賠
償
と
損
失
補
償
の
相
対
化
は
、
被
害
者
の
基
本
的
人
権
尊
重
と
い
う
ζ
と
で
、
一
見
す
る

と
、
憲
法
理
念
に
も
適
合
す
る
か
の
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
な
い
で
は
な
い
。
し
か
し
、
憲
法
の
期
待
す
る
国
民
は
、
単
に
補
償
さ
れ
る

こ
と
で
満
足
す
る
よ
う
な
国
民
で
は
な
く
て
、
自
己
に
対
す
る
侵
害
行
為
が
法
に
よ
っ
て
許
さ
れ
た
も
の
か
否
か
と
い
う
こ
と
を
常
に

問
題
と
す
る
よ
う
な
国
民
で
あ
る
。
被
害
者
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
侵
害
行
為
の
適
法
・
違
法
は
重
要
で
な
い
、
と
の
考
え
方
は
、
現
行

憲
法
下
に
お
け
る
国
民
の
主
体
的
地
位
と
一
致
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
最
近
の
公
害
訴
訟
に
お
け
る
被
害
者
側
主
張
に
し

ば
し
ば
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
行
政
の
怠
慢
が
追
及
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
単
に
補
償
だ
け
が
求
め
ら
れ
て
い
る

　
　
　
　
（
1
6
）

の
で
は
な
い
。
基
本
的
人
権
の
尊
重
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
国
民
像
を
基
礎
に
し
て
こ
そ
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
最
近
の
文
献
や
裁
判
例
に
お
け
る
損
害
賠
償
と
損
失
補
償
の
接
近
・
融
合
化
傾
向
は
、
国
家
補
償
法
の
展
望
を
困
難
に
し
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
損
害
賠
償
と
損
失
補
償
の
区
別
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
に
よ
っ
て
、
国
家
賠
償
法
（
「
国
賠
法
」
と
略
す
）

の
解
釈
の
仕
方
が
具
体
的
に
異
っ
て
く
る
か
否
か
は
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
が
、
以
下
、
右
の
よ
う
な
視
点
の
下
に
、
国
賠
法
一

条
を
め
ぐ
る
若
干
の
問
題
点
に
つ
い
て
考
察
し
、
国
家
補
償
法
体
系
再
構
成
の
足
掛
か
り
と
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

5

（
1
）

（
2
）

（
3
）

美
濃
部
達
吉
・
日
本
行
政
法
上
巻
三
四
三
頁
。

美
濃
部
・
前
掲
三
五
五
頁
。

田
中
二
郎
・
行
政
上
の
損
害
賠
償
及
び
損
失
補
償
二
〇
八
頁
。
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（
4
）
田
中
・
前
掲
二
一
ニ
ー
ニ
ゴ
ニ
頁
。
博
士
は
そ
こ
で
、
0
・
マ
イ
ヤ
ー
の
損
失
補
償
理
論
に
興
味
を
示
さ
れ
て
い
る
。

（
5
）
田
中
・
前
掲
二
四
四
頁
。

（
6
）
な
お
、
戦
後
に
公
刊
さ
れ
た
新
版
行
政
法
上
巻
〔
全
訂
第
二
版
〕
二
〇
〇
1
二
〇
一
頁
に
も
同
旨
の
叙
述
が
あ
る
。

（
7
）
今
村
成
和
・
国
家
補
償
法
四
二
頁
。

（
8
）
下
山
瑛
二
・
国
家
補
償
法
六
頁
。

（
9
）
下
山
・
前
掲
八
頁
。

（
1
0
）
佐
藤
英
善
「
食
品
・
薬
品
公
害
を
め
ぐ
る
国
の
責
任
ω
」
法
律
時
報
五
一
巻
四
号
七
九
頁
。
高
原
賢
治
教
授
も
、
「
損
失
補
償
と
損
害
賠
償
を

　
　
比
較
す
る
と
き
、
形
式
的
相
違
と
し
て
は
、
損
失
が
公
共
事
業
の
工
事
・
施
行
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
た
め
に
土
地
の
収
用
・
買
収
が

　
　
あ
っ
た
こ
と
の
二
点
と
い
え
る
。
こ
の
二
点
の
要
件
を
具
備
し
た
損
失
の
填
補
が
損
失
補
償
で
あ
り
、
そ
う
で
な
い
の
が
損
害
賠
償
で
あ
る
と
い

　
　
え
る
。
こ
の
場
合
違
法
性
の
存
否
は
、
今
日
で
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
要
素
と
は
な
ら
な
い
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
」
（
財
産
権
と
損
失
補
償
一

　
　
九
三
頁
）
と
説
か
れ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、
和
田
英
夫
・
行
政
法
講
義
上
三
三
八
－
三
四
二
頁
、
熊
本
信
夫
「
国
家
賠
償
責
任
」
野
村
皿
伊
藤
H

　
　
浅
野
編
・
不
法
行
為
二
五
一
－
二
五
二
頁
等
参
照
。

（
1
1
）
遠
藤
博
也
・
国
家
補
償
法
上
巻
六
頁
。

（
1
2
）
遠
藤
・
前
掲
七
三
頁
。

（
1
3
）
西
埜
章
・
公
法
上
の
危
険
責
任
論
三
〇
四
頁
。

（
1
4
）
藤
田
宙
靖
教
授
は
、
「
近
代
法
治
国
の
法
理
論
体
系
の
中
で
両
制
度
の
位
置
付
け
を
考
え
る
場
合
に
は
、
や
は
り
、
原
因
と
な
る
行
政
活
動
が

　
　
違
法
で
あ
る
の
か
適
法
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
は
、
理
論
的
に
問
題
と
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
」
（
行
政
法
1
（
総
論
）
二
四
二
頁
）
と
説
か

　
　
れ
て
い
る
。

（
1
5
）
遠
藤
・
前
掲
一
九
－
二
〇
頁
。

（
1
6
）
白
井
皓
喜
弁
護
士
は
、
「
国
は
、
い
か
な
る
損
害
賠
償
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
担
保
す
る
能
力
を
持
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
薬
害
の
被
害
者
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，
は
、
国
の
担
保
能
力
の
み
を
目
当
に
し
て
国
家
賠
償
訴
訟
を
提
起
し
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
、
薬
害
を
生
じ
る
よ
う
な
副
作
用
の
あ
る

新
薬
の
製
造
を
承
認
し
た
こ
と
に
対
す
る
国
の
責
任
を
追
及
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
国
家
賠
償
訴
訟
は
、
単
に
被
害
者
を
救
済
す
る
の
み
で
は
な

く
、
．
当
該
公
務
員
の
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
公
権
力
の
適
正
な
行
使
を
確
保
す
る
と
い
う
機
能
を
現
実
に
果
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。
法
の
解
釈
に
お
い
て
、
裁
判
所
の
現
実
的
機
能
を
無
視
す
る
こ
と
は
相
当
で
は
な
い
か
ら
、
国
の
責
任
を
補
償
と
解
す
る
説
は
、
国

の
責
任
追
及
の
面
を
軽
視
す
る
も
の
と
し
て
、
妥
当
で
は
な
い
と
い
え
よ
う
」
（
「
薬
害
と
国
家
賠
償
責
任
」
自
治
研
究
五
〇
巻
四
号
六
七
頁
）
と

主
張
さ
れ
て
い
る
。

二
　
責
任
根
拠
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
一
　
国
賠
法
一
条
に
基
づ
く
国
の
責
任
の
合
理
的
根
拠
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
直
接
こ
れ
を
論
じ
た
も
の
は
殆
ど
見
当
ら
な
い
。

た
だ
、
損
害
賠
償
責
任
の
本
質
に
つ
い
て
の
代
位
責
任
説
や
自
己
責
任
説
の
論
拠
の
中
に
、
若
干
責
任
根
拠
に
つ
い
て
触
れ
た
箇
所
が

見
受
け
ら
れ
る
の
で
、
そ
れ
ら
を
参
照
し
な
が
ら
、
従
来
の
考
え
方
を
整
理
し
て
み
よ
う
。
責
任
根
拠
論
は
、
次
項
以
下
で
論
ず
る
機

能
論
や
本
質
論
等
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
お
り
、
ま
ず
最
初
に
解
明
さ
れ
る
べ
き
問
題
点
で
あ
る
。

　
代
位
責
任
説
を
代
表
さ
れ
る
の
は
、
田
中
博
士
と
古
崎
判
事
で
あ
る
。
田
中
博
士
は
、
「
本
条
に
よ
る
国
又
は
公
共
団
体
の
責
任
は
、

公
務
員
の
責
任
に
代
る
責
任
、
即
ち
い
わ
ゆ
る
代
位
責
任
の
一
種
と
考
え
ら
れ
る
。
公
務
員
の
選
任
監
督
者
と
し
て
の
責
任
で
は
な

い
」
と
さ
れ
て
、
代
位
責
任
の
目
的
な
い
し
理
由
と
し
て
、
国
家
賠
償
法
案
の
立
法
理
由
で
あ
る
「
被
害
者
た
る
国
民
個
人
の
基
本
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

人
権
の
擁
護
」
を
そ
の
ま
ま
引
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
古
崎
判
事
は
、
二
条
の
立
法
形
式
は
、
西
ド
イ
ッ
の
職
務
責
任
法
を
母
法

と
し
て
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
の
（
公
役
務
の
過
失
に
よ
る
）
責
任
法
に
よ
っ
た
も
の
で
は
な
い
…
…
。
わ
が
国
の
立
法
者
は
、
こ
れ
に
よ

■
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ら
ず
、
代
位
責
任
で
あ
る
西
ド
イ
ッ
の
職
務
責
任
法
に
よ
っ
て
、
一
条
の
道
具
立
て
を
し
た
こ
と
は
、
一
条
の
責
任
が
代
位
責
任
で

あ
る
と
解
す
る
有
力
な
根
拠
と
な
る
」
と
説
か
れ
て
、
ド
イ
ッ
の
職
務
責
任
（
〉
日
紳
ω
ゲ
臥
け
ロ
諾
）
制
度
史
を
概
観
さ
れ
つ
つ
、
公
務

員
個
人
の
責
任
負
担
力
だ
け
で
は
被
害
者
救
済
が
不
徹
底
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
た
め
、
国
が
公
務
員
に
代
位
し
て
賠
償

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

責
任
を
負
う
も
の
で
あ
る
、
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
、
ド
イ
ッ
法
に
お
け
る
職
務
責
任
の
構
成
は
、
国
に
よ
る
責
任
引
受
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

（
＝
鑑
ε
凝
巴
げ
o
コ
巴
巨
。
）
で
あ
り
、
責
任
引
受
け
の
目
的
の
第
一
は
、
被
害
者
の
保
護
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
被
害
者
救
済
は
、
職

務
責
任
制
度
の
目
的
で
は
あ
っ
て
も
、
何
ら
責
任
根
拠
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
問
題
な
の
は
、
何
故
に
国
が
被
害
者
を
救
済
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
解
答
は
、
お
そ
ら
く
代
位
責
任
説
か
ら
は
出
て
こ
な
い
で
あ
ろ
う
。
今
村
教
授
が
、

「
こ
の
説
（
代
位
責
任
説
、
筆
者
注
）
に
よ
っ
て
は
、
国
が
な
ぜ
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る
の
か
と
い
う
、
責
任
根
拠
の
問
題
は
、
依
然

と
し
て
明
ら
か
で
は
な
い
。
貧
乏
な
公
務
員
の
責
任
を
国
が
代
わ
っ
て
引
き
受
け
て
く
れ
る
の
は
、
有
難
い
こ
と
に
は
違
い
な
い
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

有
難
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
被
害
者
に
有
利
だ
と
い
う
だ
け
で
は
、
理
由
に
な
ら
な
い
」
と
説
か
れ
て
い
る
の
は
、
適
切
な
指
摘
と
い
う

べ
き
で
あ
る
。

　
国
が
公
務
員
の
個
人
責
任
を
代
位
す
る
に
し
て
も
、
代
位
の
理
由
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
理
由
を
追
究
し
て
い
け
ば
、
国
に

も
そ
れ
だ
け
の
責
任
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
結
局
、
自
己
責
任
に
行
き
着
か
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
あ
え
て
い
え
ば
、
そ

も
そ
も
「
代
位
責
任
」
と
い
う
言
葉
自
体
が
疑
義
の
多
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
代
位
責
任
説
と
自
己
責
任
説
を
対
立
さ
せ
る
と
い
う
従

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

来
の
方
法
が
反
省
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
実
は
、
こ
の
こ
と
を
田
中
博
士
も
最
近
に
な
っ
て
半
ば
承
認
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
は
博
士
の
次
の
よ
う
な
説
明
の
中
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
「
本
条
に
よ
る
国
の
責

任
の
性
質
に
つ
い
て
は
、
最
近
で
は
、
国
の
自
己
責
任
だ
と
す
る
説
の
方
が
有
力
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
国
は
公
務
員
を
使
用
し
て
各

種
の
国
家
活
動
を
し
、
社
会
的
利
益
を
あ
げ
て
い
る
反
面
、
時
に
は
、
そ
の
活
動
に
あ
た
っ
て
特
定
の
者
に
損
害
を
生
ぜ
し
め
る
危
険
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を
内
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
国
家
活
動
に
伴
う
損
害
に
つ
い
て
は
、
国
が
当
然
責
任
を
負
う
べ
き
で
あ
る
（
自
己

責
任
又
は
危
険
責
任
と
い
う
）
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
国
の
責
任
を
認
め
た
究
極
の
根
拠
は
、
こ
こ
に
あ
る
と
い
っ
て
よ

い
。
し
か
し
、
…
…
実
定
法
の
構
造
を
全
体
と
し
て
み
る
と
、
や
は
り
、
代
位
責
任
の
考
え
方
に
立
っ
て
い
る
と
考
え
る
方
が
穏
当
で

あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
国
に
こ
う
い
う
責
任
を
課
し
て
い
る
実
質
的
な
根
拠
は
、
自
己
責
任
説
の
あ
げ
て
い
る
と
こ
ろ
の
ほ
か
、
国
に

そ
の
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
が
被
害
者
の
救
済
を
図
る
う
え
か
ら
い
っ
て
遙
か
に
有
効
で
あ
る
と
い
う
政
策
的
理
由
に
こ
れ
を
求
め
る

こ
と
が
で
叡
死
。
」
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
代
位
責
任
説
自
体
は
維
持
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
博
士
の
所
説
を
徹
底
す
れ
ば
、
自
己
責
任
説

に
行
き
着
か
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
下
山
教
授
が
、
「
従
来
代
位
責
任
説
と

い
わ
れ
て
い
る
も
の
の
実
態
は
、
自
己
責
任
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
た
だ
そ
の
責
任
の
成
立
要
件
を
特
定
公
務
員
の
主
観
的
条
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

の
充
足
に
か
か
わ
ら
し
め
て
い
る
も
の
を
称
し
て
い
る
に
過
ぎ
ぬ
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
卓
見
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　
代
位
責
任
説
は
被
害
者
救
済
を
制
度
の
趣
旨
・
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
説
は
、
結
局
、
国
の
責
任
根
拠
に
つ
い
て
は
何

ら
明
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
国
の
責
任
根
拠
を
明
示
し
得
な
い
よ
う
な
賠
償
責
任
本
質
論
は
、
本
質
論
と
し
て
は
脆
弱
で
あ
る
。

た
だ
、
村
上
教
授
は
、
代
位
責
任
説
に
立
た
れ
な
が
ら
も
、
責
任
根
拠
を
「
国
民
主
権
国
家
に
お
い
て
は
国
ま
た
は
公
共
団
体
の
機
関

に
対
す
る
権
限
の
授
権
は
、
い
ず
れ
も
公
共
の
福
祉
の
た
め
の
必
要
を
根
拠
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
権
限
が
違
法
に
行
使
さ
れ
た

場
合
に
お
け
る
損
害
に
つ
い
て
、
被
害
が
充
分
墳
補
さ
れ
な
い
可
能
性
が
存
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
権
限
の
授
権
者
で
あ
り
、
ま
た
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

の
権
限
行
使
の
受
益
者
で
あ
る
国
民
も
し
く
は
住
民
全
体
の
負
担
に
お
い
て
そ
の
損
害
の
填
補
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
こ

と
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
責
任
根
拠
論
と
し
て
は
注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
る
が
、
こ
の
責
任
根
拠
か
ら
す
れ
ば
、
む
し
ろ
自
己
責
任
説

の
方
に
結
び
付
く
の
が
自
然
で
あ
る
し
、
ま
た
、
責
任
根
拠
自
体
に
つ
い
て
も
、
権
限
行
使
が
違
法
な
場
合
に
限
定
さ
れ
て
は
い
る

が
、
一
般
的
・
抽
象
的
で
あ
っ
て
、
国
賠
法
一
条
の
責
任
根
拠
と
い
う
よ
り
も
、
よ
り
広
く
国
家
補
償
全
体
の
責
任
根
拠
で
あ
る
と
い



1
0

う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
二
　
こ
れ
に
反
し
て
、
危
険
責
任
主
義
に
基
づ
く
自
己
責
任
説
の
説
く
と
こ
ろ
は
、
責
任
根
拠
か
ら
賠
償
責
任
の
本
質
論
を
展
開
す

る
も
の
で
あ
っ
て
、
本
質
論
に
お
い
て
だ
け
で
は
な
く
、
責
任
根
拠
論
に
お
い
て
も
傾
聴
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。
危
険
責
任
に
基
づ
く

自
己
責
任
説
を
代
表
さ
れ
る
の
は
、
今
村
教
授
で
あ
る
。
教
授
は
、
「
国
の
責
任
の
根
拠
を
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
究
極
に
お
い

て
、
損
害
の
発
生
が
、
国
家
組
織
に
内
在
す
る
危
険
の
発
現
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
く
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
立
場
か

昏
国
の
責
任
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
説
を
、
通
常
危
険
責
任
の
理
論
と
い
ね
と
さ
れ
て
・
こ
の
危
険
責
任
の
理
論
が
現
代

社
会
に
お
い
て
妥
当
す
べ
き
理
由
に
つ
い
て
、
続
け
て
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。
「
今
日
そ
の
よ
う
な
行
政
活
動
は
、
日
増
し
に

増
大
し
て
い
る
。
国
民
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
ず
る
日
常
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
、
そ
れ
か
ら
逃
れ
る
術
を
も
た
な
゜
い

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
が
そ
の
危
険
よ
り
生
ず
る
責
任
を
引
き
受
け
る
必
要
性
は
、
ま
す
ま
す
大
き
く
な
っ
て
い
る
。
け
だ

し
、
国
民
の
生
存
権
を
保
障
し
、
個
人
の
脆
弱
化
し
た
生
活
基
盤
を
補
い
、
国
民
生
活
の
維
持
を
図
る
こ
と
を
国
の
責
務
と
し
て
い
る

現
行
憲
法
の
下
に
あ
っ
て
は
、
個
家
賠
償
制
度
が
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
し
て
構
成
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
む
し
ろ
当
然
の
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

理
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
」
と
。

右
の
よ
う
に
、
今
村
教
授
は
、
責
任
根
拠
を
危
険
責
任
に
求
め
ら
れ
た
。
比
較
法
的
研
究
の
成
果
を
踏
ま
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ

て
、
強
い
説
得
力
を
有
し
、
田
中
博
士
も
こ
れ
を
承
認
さ
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
は
、
前
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
れ
に
対
し
て
は
、
危
険
責
任
と
い
う
用
語
を
こ
れ
だ
け
広
い
出
目
心
味
に
使
用
し
て
よ
い
も
の
か
ど
う
か
、
少
な
か
ら
ず
疑
問
述
生
ず

る
。
私
法
上
の
危
険
責
任
で
あ
れ
公
法
上
の
危
険
責
任
で
あ
れ
、
危
険
責
任
は
本
来
限
界
づ
け
ら
れ
た
範
囲
に
お
い
て
の
み
成
立
し
得

る
も
の
で
あ
り
、
公
権
力
活
動
を
全
体
的
に
危
険
と
観
念
し
た
の
で
は
、
危
険
責
任
の
意
義
を
空
虚
な
も
の
に
し
て
し
ま
う
の
で
は
な

　
　
（
1
3
）

か
ろ
う
か
。
な
る
ほ
ど
、
「
違
法
な
加
害
行
為
を
伴
う
高
度
の
危
険
が
内
在
し
て
お
り
、
国
の
活
動
は
、
そ
れ
を
承
知
の
う
え
で
行
わ



動

鰹齢知海職隊
1
1

れ
て
い
的
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
乞
し
か
し
・
’
」
れ
は
い
わ
ば
損
害
発
生
の
「
可
能
性
」
で
擁
鰭
，
あ
よ
う
な
可
能
性

は
、
お
よ
そ
す
べ
て
の
人
間
活
動
が
本
来
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
す
べ
て
危
険
と
称
す
る
こ
と
は
、
「
危
険
」
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
　
　
へ

言
葉
と
相
容
れ
な
い
。
そ
れ
故
、
西
ド
イ
ッ
に
お
け
る
「
公
法
上
の
危
険
責
任
」
あ
主
唱
者
で
あ
る
E
．
フ
ォ
ル
ス
ト
ホ
フ
は
、
公
法

ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
バ

上
の
危
険
責
任
の
根
拠
に
関
連
し
て
、
「
社
会
関
係
と
個
人
の
生
活
態
度
の
変
化
が
、
ま
す
ま
す
拡
張
さ
れ
た
危
険
責
任
の
承
認
を
強

要
す
る
に
従
っ
て
、
今
日
も
は
や
殆
ど
そ
の
こ
と
（
危
険
責
任
法
理
を
公
法
へ
導
入
す
る
こ
と
に
対
す
る
疑
義
、
筆
者
注
）
に
つ
い
て
は
語
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

れ
得
な
い
。
危
険
状
態
は
不
断
に
増
加
す
る
が
、
危
険
を
堪
え
忍
ぶ
個
人
の
財
産
は
ま
す
ま
す
減
少
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

る
。
彼
は
、
す
べ
て
の
公
権
力
活
動
に
つ
い
て
危
険
責
任
法
理
の
導
入
を
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

　
国
賠
法
一
条
の
責
任
根
拠
を
危
険
責
任
に
求
め
る
今
村
説
は
、
結
果
責
任
の
中
の
「
危
険
責
任
」
（
原
因
行
為
の
適
法
性
の
如
何
を

問
わ
な
い
場
縫
と
国
賠
塗
条
の
責
任
と
を
・
責
任
根
拠
の
点
に
お
い
て
区
別
す
る
こ
と
は
困
讐
あ
ろ
う
。
前
者
も
ま
た
、
危
険

責
任
を
責
任
根
拠
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
今
村
説
に
お
け
る
危
険
責
任
法
理
は
、
国
賠
法
一
条
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
嫁
い
る
が
、
そ
の

妥
当
範
囲
は
そ
こ
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
広
く
結
果
責
任
全
体
を
お
お
う
も
の
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
妥
当
範
囲
が
広

い
と
い
う
こ
と
は
、
他
面
、
そ
の
内
容
が
一
般
的
・
抽
象
的
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
責
任
根
拠
と
し
て
は
、
第
一
次
的
地

位
を
保
持
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
る
。
責
任
根
拠
が
同
一
で
あ
れ
ぽ
、
両
者
を
そ
の
性
格
に
お
い
て
本
質
的
に
区
別
す
る
こ
と
も
で
き

な
い
か
ら
、
国
家
補
償
法
体
系
上
、
両
者
を
異
な
っ
た
類
型
と
し
て
扱
う
こ
と
は
、
説
得
力
を
半
減
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
結

果
責
任
の
中
の
「
危
険
責
任
」
が
危
険
責
任
法
理
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
こ
と
に
異
論
が
な
い
と
す
れ
ぽ
、
残
り
の
国
賠
法
一
条
の
責

任
根
拠
は
、
従
っ
て
、
別
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
。

　
三
　
国
賠
法
一
条
は
、
侵
害
行
為
の
「
違
法
性
」
を
責
任
要
件
の
一
つ
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
違
法
性
に
着
目
し
て
、
こ
れ

を
責
任
根
拠
と
す
る
見
解
を
、
こ
こ
で
仮
に
「
違
法
責
任
（
閑
8
窪
゜
。
§
畠
詩
冨
冨
冨
津
口
品
）
」
説
と
称
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
違



1
2

法
責
任
説
に
つ
い
て
は
、
我
国
に
お
い
て
は
直
接
こ
れ
を
論
じ
た
文
献
は
見
当
ら
な
い
が
、
ド
イ
ッ
に
お
い
て
は
、
学
説
史
上
は
一
九

三
〇
年
頃
の
「
法
治
国
家
的
国
家
責
任
論
」
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
最
近
で
は
一
九
八
一
年
の
国
家
責
任
法
（
ω
富
9
。
串

ず
⇔
⇒
§
σ
q
超
o
器
S
の
中
に
そ
の
表
現
を
見
出
し
た
。
本
稿
は
ド
イ
ッ
の
学
説
史
を
考
察
対
象
に
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
ワ
イ

マ
ー
ル
期
に
お
け
る
法
治
国
家
的
国
家
責
任
論
（
あ
る
い
は
法
治
国
的
国
家
責
任
理
論
）
の
主
唱
者
と
し
て
H
・
フ
ル
ラ
ー
と
E
・
チ
ャ
ク

シ
ュ
の
所
説
を
、
戦
後
の
代
表
的
論
者
と
し
て
D
・
バ
ー
ス
と
W
・
ラ
イ
ス
ナ
ー
の
所
説
を
紹
介
し
て
お
く
だ
け
で
十
分
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　
フ
ル
ラ
ー
と
チ
ャ
ク
シ
ュ
の
見
解
は
、
相
互
に
若
干
の
相
違
が
存
す
る
も
の
の
、
両
者
と
も
に
、
法
治
国
家
原
理
に
基
づ
い
て
違
法

無
過
失
の
侵
害
行
為
に
対
す
る
国
の
責
任
を
肯
認
し
よ
う
と
し
た
点
に
お
い
て
、
共
通
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
立
法
者
は
、
国
民
に

適
法
な
侵
害
の
受
忍
を
要
求
す
る
が
、
法
律
上
の
根
拠
を
欠
く
違
法
な
強
制
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
を
欲
せ
ず
、
こ
の
意
思
は
、
自
由
や

財
産
権
を
侵
害
す
る
違
法
な
行
政
行
為
に
結
び
つ
い
た
補
償
義
務
の
中
に
実
体
化
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
補
償
義
務
は
、
法
治
国
家
の
必

然
的
相
関
概
念
で
あ
る
（
フ
ル
ラ
ー
）
。
公
権
力
が
限
界
を
逸
脱
し
て
国
民
に
損
害
を
与
え
た
場
合
は
、
法
治
国
家
の
最
高
原
則
を
構

成
す
る
行
政
の
法
律
適
合
性
を
欠
く
が
故
に
、
国
家
は
復
元
の
義
務
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
チ
ャ
ク
シ
ュ
）
、
と
。
両
者
の
主

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

張
は
、
違
法
無
過
失
の
侵
害
行
為
に
つ
い
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
当
時
の
論
争
点
が
そ
こ
に
置
か
れ
て
い
た
か
ら
に
す

ぎ
な
い
。
今
日
に
お
い
て
責
任
根
拠
を
考
え
る
際
に
は
、
す
べ
て
の
高
権
的
違
法
侵
害
行
為
に
つ
い
て
妥
当
性
を
有
す
る
と
い
え
る
で

あ
ろ
う
。
右
の
主
張
が
立
法
論
で
あ
る
か
解
釈
論
で
あ
る
か
の
論
議
は
、
こ
こ
で
は
重
要
で
な
く
、
た
だ
注
目
さ
れ
る
べ
き
は
、
国
の

責
任
を
当
時
す
で
に
法
治
国
家
原
理
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る
試
み
が
な
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

次
に
、
↑
ス
の
所
説
姦
介
し
よ
う
。
彼
は
・
概
略
次
の
よ
う
に
述
べ
乱
溜
・
高
権
的
活
動
に
お
け
る
国
の
適
法
行
為
と
違
法

行
為
の
間
に
は
、
顕
著
な
質
的
相
違
が
存
す
る
。
適
法
行
為
は
憲
法
と
公
益
に
合
致
す
る
が
、
違
法
行
為
は
憲
法
を
侵
害
し
、
公
益
に

反
す
る
。
そ
れ
故
、
適
法
行
為
の
現
象
形
式
と
法
的
効
果
か
ら
違
法
行
為
の
法
的
効
果
を
推
論
す
る
こ
と
は
、
適
切
と
は
い
え
ず
、
異
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な
っ
た
事
実
は
平
等
原
則
に
よ
れ
ば
異
な
っ
た
法
的
効
果
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
誤
認
す
る
も
の
で
あ
る
。
連
邦

通
常
裁
判
所
は
、
収
用
類
似
の
侵
害
行
為
と
い
う
法
形
態
を
展
開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
適
法
行
為
と
違
法
行
為
と
の
間
の
基
本
的
な

質
的
相
違
を
消
失
せ
し
め
た
が
、
こ
の
水
平
化
は
、
結
局
、
体
系
的
明
瞭
性
の
欠
如
に
帰
す
る
で
あ
ろ
う
。
今
日
、
す
べ
て
の
市
民
が

裁
判
所
に
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
権
力
分
立
原
理
の
抑
制
・
均
衡
の
機
能
を
効
果
あ
る
も
の
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
、

こ
の
権
能
を
利
用
し
、
損
害
の
発
生
防
止
に
助
力
す
る
こ
と
は
、
市
民
の
義
務
で
も
あ
る
。
法
秩
序
は
、
違
法
性
の
発
生
．
存
続
．
効

果
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
違
法
性
を
除
去
す
べ
き
国
家
の
義
務
は
、
国
家
機
関
に
認
め
ら
れ
た
優
越
性
か
ら
、
な
か
ん
ず
く
国

家
的
行
為
の
適
法
性
の
推
定
の
対
と
し
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
義
務
は
、
国
家
が
法
治
国
家
で
あ
ろ
う
と
す
る
場
合
に

は
、
直
接
憲
法
か
ら
生
ず
る
の
で
あ
り
、
機
関
の
過
失
の
有
無
は
問
題
に
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
基
本
法
二
〇
条
、
二
八
条
か
ら
、
す

べ
て
の
国
家
的
高
権
に
対
し
て
、
違
法
な
侵
害
行
為
を
除
去
す
べ
き
原
則
的
義
務
が
引
き
出
さ
れ
、
そ
れ
は
基
本
法
一
九
条
四
項
と
三

四
条
に
お
い
て
前
提
と
さ
れ
て
い
る
、
と
。

　
ラ
イ
ス
ナ
：
の
所
説
も
、
基
本
的
視
座
は
バ
ー
ス
に
近
い
と
い
っ
て
よ
い
。
ラ
イ
ス
ナ
ー
は
、
最
近
バ
ー
ス
だ
け
が
違
法
性
の
問
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

を
国
家
補
償
体
系
上
の
標
準
に
ま
で
高
め
た
と
評
価
し
て
、
概
略
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。
違
法
性
の
問
題
は
、
こ
れ
ま
で
独
立
に

提
起
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
未
決
定
の
状
態
に
置
か
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
「
違
法
性
の
確
定
な
く
し
て
賠
償
決
定
な
し
」

と
い
う
命
題
が
立
て
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
違
法
性
は
、
国
家
責
任
拡
張
の
試
金
石
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
す
べ
て
の
体
系
の
基
礎

を
な
し
て
い
る
。
法
治
国
家
は
、
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
、
違
法
性
の
問
題
を
要
求
す
る
。
違
法
性
の
決
定
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
こ
と

は
、
憲
法
の
基
本
原
理
と
一
般
的
法
律
感
情
に
反
す
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
平
均
的
市
民
は
、
発
生
し
た
損
害
の
復
元

の
際
に
加
害
行
為
が
合
法
で
あ
っ
た
か
否
か
と
い
う
こ
と
は
重
要
で
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
決
し
て
了
承
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
違
法
性

の
問
題
は
、
法
倫
理
的
要
請
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
反
対
に
逆
ら
っ
て
も
、
提
起
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
の
放
棄



1
4一

窟

は
、
正
義
の
追
求
を
断
念
す
る
こ
と
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
べ
て
の
加
害
行
為
は
、
そ
れ
が
人
間
の
作
為
・
不
作
為

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
箆
）

に
関
係
し
て
い
る
限
り
、
適
法
か
違
法
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
適
法
・
違
法
の
区
別
は
、
法
的
趣
味
の
問
題
で
は
な
く
、
理
論
的
首

尾
一
貫
性
に
不
可
欠
の
も
の
で
あ
る
。
違
法
が
復
元
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
法
治
国
家
の
検
証
を
意
味
し
、
そ
れ
故
に
、
適
法
・
違

法
の
区
別
は
法
的
に
重
要
な
要
請
と
な
る
。
将
来
の
発
展
方
向
と
し
て
は
、
無
過
失
違
法
な
加
害
事
件
か
ら
損
失
補
償
は
退
却
す
べ
き

で
あ
る
。
損
失
補
償
は
す
べ
て
の
適
法
な
高
権
的
加
害
に
対
し
て
、
損
害
賠
償
は
、
過
失
の
有
無
を
問
わ
ず
に
す
べ
て
の
違
法
な
高
権

的
加
害
に
対
し
て
与
、
兄
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
客
観
的
な
違
法
性
が
賠
償
責
任
を
導
く
の
で
あ
り
、
結
果
↓
過
失
↓
違
法
性
は
、
法

的
浄
化
の
進
展
の
軌
跡
で
あ
る
、
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

　
四
　
一
九
八
一
年
七
月
二
日
に
公
布
さ
れ
、
翌
年
一
月
扁
日
よ
り
施
行
さ
れ
た
西
ド
イ
ッ
の
国
家
責
任
法
は
、
問
題
点
の
多
か
っ
た

職
務
責
任
制
度
の
改
革
を
図
り
、
併
せ
て
錯
綜
し
て
い
た
種
々
の
補
償
法
制
度
の
整
備
統
一
を
図
っ
た
。
今
回
の
改
革
の
眼
目
は
、
従

来
の
代
位
責
任
的
構
成
に
代
え
て
国
の
直
接
的
・
排
他
的
責
任
を
、
過
失
責
任
に
代
え
て
無
過
失
責
胎
栖
定
め
た
こ
と
に
あ
る
。
同
法

一
条
一
項
は
、
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
公
権
力
が
、
他
の
者
に
対
し
て
負
う
公
法
上
の
義
務
に
違
反
し
た
と
き
は
、
公
権
力
の
主
体

は
、
そ
こ
か
ら
生
ず
る
損
害
に
対
し
、
本
法
に
従
っ
て
責
任
を
負
う
。
」
こ
の
基
本
的
規
定
の
立
法
理
由
は
、
委
員
会
草
案
、
参
事
官

草
案
、
政
府
草
案
等
の
段
階
に
お
い
て
若
干
表
現
上
の
差
異
が
見
受
け
ら
れ
る
も
の
の
、
終
始
一
貫
し
て
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
、
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
（
2
5
）

の
不
法
責
任
（
¢
目
8
『
房
訂
｛
言
ロ
σ
q
）
は
法
治
国
家
と
し
て
の
義
務
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
責
任
根
拠
は
、
違
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

性
自
体
に
求
め
ら
れ
て
お
り
、
同
法
は
違
法
責
任
説
に
立
つ
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
我
国
の
国
賠
法
一
条
の
責
任
根
拠
を
考
え
る
際

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

に
、
こ
の
考
、
兄
方
は
大
い
に
参
考
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
責
任
根
拠
論
に
つ
い
て
は
、
各
国
の
法
制
度
間
の
相
違
を
超
越
し
て
、

普
遍
的
な
も
の
が
認
め
ち
れ
て
よ
い
か
ら
で
あ
る
。

　
五
　
責
任
根
拠
を
侵
害
行
為
の
違
法
性
に
求
め
る
違
法
責
任
説
は
一
右
に
み
た
よ
う
に
、
学
説
と
し
て
は
必
ず
し
も
新
し
い
も
の
で
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は
な
い
。
我
国
に
お
い
て
主
張
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
国
賠
法
一
条
が
過
失
責
任
主
義
を
採
用
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
立
法
政
策
上
の
制
限
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
責
任
根
拠
論
に
は
関
係
し
な
い
と
い
う
べ
き

で
あ
ろ
う
。
国
賠
法
一
条
の
責
任
根
拠
に
つ
い
て
違
法
責
任
説
を
唱
え
る
こ
と
は
、
何
ら
一
条
の
文
言
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
。
違

法
な
公
権
力
の
行
使
は
・
法
律
に
よ
る
行
政
の
原
理
に
反
し
・
そ
れ
故
に
す
で
嬬
責
事
由
た
り
得
る
の
で
禁
・
違
法
往
こ
そ
が
こ

　
　
ダこ

で
は
決
定
的
な
役
割
を
演
ず
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
適
法
行
為
に
基
づ
く
損
失
補
償
と
は
裁
然
と
区
別
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　
違
法
責
任
説
に
対
七
て
予
想
さ
れ
る
批
判
の
一
は
、
責
任
根
拠
と
し
て
は
一
般
的
．
抽
象
的
す
ぎ
て
、
危
険
責
任
説
乏
大
同
小
異
鐙

は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
違
法
責
任
説
は
、
法
治
国
家
原
理
噂
（
独
律
に
よ
る
行
政
の
原
理
）
か
ら
直
接
導
か
れ
る

も
の
と
し
て
、
違
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
だ
け
を
基
礎
づ
紛
る
も
の
で
あ
る
か
ら
q
責
任
根
拠
と
し
て
は
十
分
具
体
的
．
限
定
的

で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
予
想
さ
れ
る
批
判
の
二
は
、
違
法
責
准
説
に
立
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
解
釈
論
と
ル
て
提
唱
さ
れ
る

以
上
、
国
賠
法
一
条
の
諸
問
題
を
首
尾
一
貫
し
て
解
明
で
き
る
か
ど
う
か
、
亭
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
い
わ
ぽ
違
法
責
任
説
の

有
効
性
に
対
す
る
疑
問
で
あ
る
が
、
学
説
と
し
て
の
存
立
価
値
を
問
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
塙
こ
れ
に
、
つ
い
て
は
、
次
項
以
下
で
改

め
て
検
証
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

1
5

（
1
）
稲
葉
馨
「
行
政
法
上
の
国
家
責
任
根
拠
論
の
考
察
」
法
学
四
二
巻
二
号
七
一
頁
以
下
、
宇
賀
克
也
「
ド
イ
ッ
国
家
責
任
法
の
理
論
史
的
分
析

　
　
（
一
）
」
法
学
協
会
雑
誌
九
九
巻
四
号
三
二
頁
以
下
が
、
二
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
に
か
け
て
ド
イ
ッ
に
お
い
て
説
か
れ
て
い
た
国
家
責
任
の
根

一
拠
論
を
考
察
し
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
が
、
国
賠
法
一
条
の
責
任
根
拠
に
つ
い
て
は
直
接
論
じ
て
い
な
い
。

（
2
）
田
中
・
行
政
上
の
損
害
賠
償
及
び
損
失
補
償
唱
五
九
頁
以
下
。

r



1
6

（
3
）
古
崎
慶
長
・
国
家
賠
償
法
一
九
三
－
一
九
四
頁
。

（
4
）
〈
°
q
ド
閏
゜
O
馨
昌
窪
巨
燭
ω
3
9
。
8
ゴ
麩
巨
゜
q
・
・
「
8
拝
悼
゜
〉
亀
゜
」
零
。
。
唱
ω
．
9

（
5
）
今
村
・
行
政
法
入
門
〔
新
版
〕
一
六
三
頁
。
な
お
、
稲
葉
・
前
掲
七
三
頁
参
照
。

（
6
）
下
山
・
前
掲
一
五
頁
、
森
田
寛
二
「
公
法
学
と
『
論
議
の
蓄
積
志
向
』
e
」
法
学
四
五
巻
五
号
二
三
－
二
八
頁
参
照
。
、

（
7
）
田
中
・
新
版
行
政
法
上
巻
〔
全
訂
第
二
版
〕
二
〇
八
頁
。

（
8
）
下
山
「
国
家
賠
償
」
日
本
国
憲
法
体
系
六
巻
二
五
二
頁
。

（
9
）
こ
の
よ
う
な
批
判
に
対
し
て
は
、
代
位
責
任
説
の
側
か
ら
、
代
位
責
任
と
自
己
責
任
と
の
対
立
は
、
実
定
制
度
上
の
法
律
的
構
成
に
つ
い
て
の

　
　
論
争
で
あ
っ
て
、
責
任
根
拠
に
つ
い
て
の
論
争
で
は
な
い
、
と
の
反
論
が
な
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
代
位
責

　
　
任
説
は
賠
償
責
任
の
「
本
質
論
」
と
し
て
主
張
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
逆
に
証
明
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

（
1
0
）
高
田
敏
旺
村
上
義
弘
「
国
家
賠
償
責
任
の
理
論
構
成
」
現
代
損
害
賠
償
法
講
座
六
巻
二
五
一
－
二
五
二
頁
。

（
1
1
）
今
村
・
行
政
法
入
門
〔
新
版
〕
一
六
四
頁
。
同
旨
、
杉
村
敏
正
・
全
訂
行
政
法
講
義
総
論
（
上
巻
）
二
七
八
頁
、
河
上
元
康
「
国
家
賠
償
法
に

　
　
お
け
る
公
務
員
の
故
意
過
失
」
司
法
研
修
所
二
〇
周
年
記
念
論
文
集
一
巻
民
事
（
一
）
一
一
一
二
〇
頁
、
小
高
剛
「
公
務
員
個
人
の
責
任
」
現
代
損
害

　
　
賠
償
法
講
座
六
巻
二
九
九
頁
等
。

（
1
2
）
今
村
・
行
政
法
入
門
〔
新
版
〕
一
六
四
－
一
六
五
頁
。

（
1
3
）
伊
藤
螢
子
「
国
家
賠
償
責
任
の
要
件
と
し
て
の
、
行
為
の
違
法
性
と
行
為
者
の
故
意
・
過
失
お
よ
び
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
」
訟
務
月
報
一
九

　
　
巻
八
号
嚇
五
二
頁
、
西
埜
「
西
ド
イ
ッ
国
家
責
任
法
体
系
に
お
け
る
公
法
上
の
危
険
責
任
に
つ
い
て
」
公
法
研
究
四
二
号
一
七
二
頁
参
照
。

（
1
4
）
今
村
・
行
政
法
入
門
〔
新
版
〕
一
六
四
頁
。

（
1
5
）
〈
°
q
ド
ρ
閑
讐
港
ロ
§
旦
響
馨
旨
諏
a
。
q
8
0
Q
畳
「
昌
。
算
9
ω
o
。
け
9
。
僧
け
窃
ぽ
一
「
8
犀
慧
鼠
o
q
唐
『
巳
岳
。
8
『
〉
ロ
ω
き
§
o
q
黛
け
具
嵩
9
霞

　
　
O
O
類
巴
計
　
O
器
り
ω
゜
B
h
稲
葉
・
前
掲
一
一
〇
頁
、
柳
瀬
良
幹
・
行
政
法
教
科
書
〔
再
訂
版
〕
＝
二
一
頁
、
西
埜
・
公
法
上
の
危
険
責
任
論



動
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1
7

　
　
八
〇
、
二
九
五
頁
参
照
。

（
1
6
）
　
国
゜
団
o
話
昏
o
h
h
燭
ピ
o
母
げ
9
ず
α
o
ω
〈
o
暑
巴
ε
ロ
o
q
巽
o
o
算
ρ
b
コ
9
昌
ユ
H
層
O
°
b
珪
r
H
8
9
ω
゜
ω
謹
゜

（
1
7
）
勿
論
、
危
険
責
任
と
い
う
用
語
を
ど
の
よ
う
な
意
味
で
用
い
る
か
は
著
者
の
自
由
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
こ
と
は
結
局
、
用
語
の
問
題
に
す
ぎ
な

　
　
い
と
い
え
な
い
で
も
な
い
が
、
「
危
険
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
か
ら
に
は
、
や
は
り
限
定
的
な
も
の
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
フ
ラ
ソ

　
　
ス
法
に
お
け
る
国
の
危
険
責
任
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
拡
張
さ
れ
す
ぎ
た
た
め
に
、
現
在
で
は
「
危
険
」
責
任
と
い
う
言
葉
に
な
じ
ま
な
く
な
っ
て

　
　
い
る
の
で
は
な
い
か
と
の
指
摘
が
あ
る
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
く
o
q
ド
H
空
o
算
。
が
U
凶
①
O
『
巨
岱
h
轟
o
q
o
ロ
ユ
o
『
＝
畦
ε
昌
o
q
隷
「

　
　
、
h
”
暮
o
α
o
器
『
丘
8
噂
凶
日
h
冨
昌
勢
『
臼
o
昌
ω
冨
緯
゜
・
3
鋤
津
ロ
ロ
o
Q
理
0
9
計
一
8
9
ω
゜
α
釦
噛
昌
8
）
。

（
1
8
）
今
村
・
国
家
補
償
法
三
頁
。

（
1
9
）
国
・
司
ロ
幕
『
讐
U
自
。
ω
宕
蔚
o
＝
一
9
。
2
0
q
8
犀
茸
昏
閻
暮
9
感
ユ
茜
§
o
q
呂
窪
9
け
畠
Φ
ω
ω
富
9
。
け
o
ρ
＜
o
暑
9
。
犀
§
o
q
器
8
圧
く
゜
。
ω
（
一
〇
憶
゜
。
）
℃

　
ω
゜
心
8
h
剛
゜
馴
国
゜
↓
8
冨
犀
g
7
9
0
α
諏
o
昌
二
貯
穿
8
ず
集
9
0
国
算
ω
o
感
象
o
q
鱈
昌
α
q
富
凶
g
げ
巳
色
8
点
8
犀
ω
註
ユ
ユ
o
q
2
＜
o
暑
巴
ε
昌
ひ
q
留
算
o
P

　
　
一
〇
ω
ピ
ψ
ミ
臣
　
な
お
、
両
者
の
所
説
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
、
秋
山
義
昭
「
法
治
国
家
的
国
家
責
任
論
」
公
法
と
経
済
法
の
諸
問
題
上
三
三
六

　
－
三
三
八
頁
、
宇
賀
「
ド
イ
ッ
国
家
責
任
法
の
理
論
史
的
分
析
（
三
）
」
法
学
協
会
雑
誌
九
九
巻
六
号
六
九
ー
七
三
頁
に
紹
介
が
あ
る
。

（
2
0
）
9
国
器
ρ
ω
器
9
目
α
o
鴨
o
、
自
2
二
搾
耳
0
9
島
o
『
o
昌
国
鳥
巴
感
窪
o
q
§
瞬
超
農
o
算
9
馳
一
霧
9
ρ
μ
9
恕
h
h
・
宇
賀
「
ド
イ
ッ
国
家
責
任
法
の

　
　
理
論
史
的
分
析
（
四
・
完
）
」
法
学
協
会
雑
誌
九
九
巻
七
号
噌
O
I
一
四
頁
、
西
埜
「
ド
イ
ッ
に
お
け
る
公
権
力
の
無
過
失
違
法
侵
害
行
為
に
対

　
す
る
損
失
補
償
の
展
開
」
東
邦
大
学
教
養
紀
要
五
号
五
七
ー
五
八
頁
参
照
。

（
2
1
）
白
゜
ピ
o
凶
゜
・
ロ
o
J
O
o
隷
年
岱
巨
o
q
o
9
津
ロ
昌
㎎
巨
o
、
自
o
ロ
島
o
ず
9
閑
8
罧
ぎ
＜
＜
U
ω
夷
ド
ト
。
O
（
H
8
ω
）
り
ω
゜
8
μ
津
西
埜
・
前
掲
東
邦
大
学
教

　
養
紀
要
五
号
五
五
ー
五
六
頁
参
照
。

（
2
2
）
ラ
イ
ス
ナ
ー
が
、
適
法
・
違
法
の
区
別
の
基
準
に
つ
い
て
、
「
加
害
は
、
立
法
者
に
よ
っ
て
意
欲
さ
れ
て
い
る
場
合
に
の
み
、
適
法
で
あ
り
得

　
る
」
（
9
°
曽
゜
O
°
讐
ω
。
§
）
　
と
述
べ
て
い
る
た
め
に
、
結
果
不
法
説
に
立
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
誤
解
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
0
・
バ
ホ
フ

　
　
の
批
判
に
答
え
て
、
「
行
為
が
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
U
♂
国
雪
已
⊆
昌
o
q
ヨ
ロ
b
げ
o
ロ
詳
o
出
け
ミ
o
a
o
口
）
」
（
騨
”
°
ρ
順
ω
゜
b
。
8
）
と
述



1
8

　
　
べ
て
い
る
点
か
ら
す
れ
ば
、
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
に
断
定
で
き
な
い
面
も
あ
る
。
た
だ
、
行
為
不
法
説
に
立
っ
て
い
る
と
み
な
し
て
も
、
他
の
行

　
為
不
法
説
論
者
と
は
大
分
隔
た
り
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

（
2
3
）
宇
賀
「
西
ド
イ
ッ
に
お
け
る
新
国
家
責
任
法
に
つ
い
て
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
六
三
号
一
一
二
頁
以
下
が
、
こ
の
法
律
の
紹
介
を
し
て
お
り
、
ま
た

　
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
違
憲
判
決
に
つ
い
て
も
、
宇
賀
「
西
ド
イ
ッ
国
家
責
任
法
の
違
憲
判
決
に
つ
い
て
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
七
九
号
五
八
頁
が
紹
介

　
　
し
て
い
る
。

（
2
4
）
但
し
、
過
失
の
要
素
が
全
く
排
除
さ
れ
た
わ
け
で
な
い
こ
と
は
、
二
条
一
項
二
文
（
金
銭
賠
償
に
つ
い
て
、
注
意
義
務
を
尽
く
し
て
も
回
避
で
き

　
な
か
っ
た
場
合
の
免
責
を
定
め
て
い
る
）
を
み
れ
ば
明
瞭
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
不
徹
底
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
（
〈
o
q
ド
ゆ
・
じ
⇔
o
巳
o
き

　
ω
富
9
ω
冨
沖
ロ
ロ
O
q
°
・
話
9
r
P
》
鼠
ド
L
O
°
。
『
ω
゜
鋒
h
　
宇
賀
・
前
掲
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
六
三
号
一
一
八
頁
参
照
）
。

（
2
5
）
政
府
草
案
に
お
け
る
立
法
理
由
書
は
、
国
家
責
任
法
は
、
市
民
の
権
利
保
護
を
確
実
に
し
、
高
権
力
に
よ
る
不
法
と
そ
の
損
害
結
果
の
復
元
を

　
法
治
国
家
に
ふ
さ
わ
し
い
調
整
た
ら
し
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
、
と
述
べ
て
い
る
（
O
o
8
9
0
暮
≦
信
鳳
α
臼
切
ロ
民
o
ω
「
o
o
q
凶
o
『
§
o
q
℃

　
　
　
ミ
゜
。
噛
ρ
浅
）
。
　
な
お
、
政
府
草
案
に
つ
い
て
は
、
芝
池
義
一
「
西
ド
イ
ッ
に
お
け
る
国
家
責
任
法
の
改
革
」
公
法
研
究
四
二
号
一
八
一
頁
以
下

　
が
紹
介
し
て
い
る
。

（
2
6
）
今
回
の
改
革
に
方
向
付
け
を
し
た
第
四
七
回
ド
イ
ッ
法
曹
大
会
（
一
九
六
八
年
）
の
決
議
は
、
「
国
家
に
よ
る
不
法
に
対
す
る
責
任
の
基
本
思

　
　
想
は
、
責
任
が
違
法
性
そ
れ
自
体
に
結
合
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
し
て
、
端
的
に
こ
の
こ
と
を
表
明
し
て
い
る

　
　
（
＜
O
「
ゴ
帥
昌
島
一
口
昌
o
q
O
昌
　
ユ
O
ω
心
刈
゜
一
）
一
日
詔
　
】
W
O
昌
口
　
嗣
噂
一
〇
㊦
c
◎
顎
↓
O
圃
一
］
［
℃
ω
゜
　
一
ら
切
）
。

（
2
7
）
秋
山
教
授
は
、
国
家
責
任
法
の
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
我
国
に
導
入
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
「
無
過
失
責
任
の
一
般
的
な
要
請
と
し
て
、
法
治

　
　
国
家
的
な
国
家
責
任
の
理
論
が
、
い
た
っ
て
有
効
・
便
宜
的
で
あ
る
こ
と
は
否
定
し
え
な
い
に
し
て
も
、
基
本
的
に
は
永
い
歴
史
的
な
経
緯
を
基

　
　
盤
に
し
た
法
制
度
を
異
に
す
る
外
国
の
理
論
を
一
挙
に
わ
が
国
に
導
入
す
る
こ
と
は
早
計
で
あ
る
。
西
ド
イ
ツ
の
よ
う
に
そ
れ
を
憲
法
上
の
制
度

　
　
と
し
て
具
体
化
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
法
治
国
家
の
一
側
面
と
し
て
国
家
責
任
を
も
当
然
に
ひ
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
今
後
の
十

　
　
分
な
検
討
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
法
治
国
家
そ
の
も
の
は
、
一
つ
の
原
理
な
い
し
そ
れ
を
採
用
す
る
国
家
体
制
を
指
す
も
の
で
あ
る
と
こ

　
　
ろ
か
ら
、
そ
の
内
容
も
必
ず
し
も
一
義
的
で
は
な
く
、
財
政
的
考
慮
等
の
政
策
的
理
由
に
よ
っ
て
、
そ
の
実
質
的
内
容
を
変
え
う
る
面
が
あ
る
こ
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と
も
み
の
が
せ
な
い
」
（
前
掲
三
四
四
ー
三
四
五
頁
）
と
説
か
れ
て
い
る
（
同
旨
、
宇
賀
・
前
掲
法
学
協
会
雑
誌
九
九
巻
七
号
五
三
頁
）
。
筆
者
も

　
こ
の
見
解
に
お
お
む
ね
賛
成
で
あ
る
が
、
た
だ
、
こ
こ
で
考
察
し
て
い
る
の
は
責
任
根
拠
論
で
あ
り
、
責
任
根
拠
論
に
つ
い
て
は
、
実
定
法
制
度

　
に
必
ず
し
も
拘
束
さ
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
2
8
）
筆
者
は
、
以
前
に
、
「
違
法
行
為
の
場
合
に
お
け
る
補
償
原
因
は
、
違
法
行
為
に
対
す
る
保
証
責
任
で
あ
る
。
国
民
が
国
家
権
力
に
服
従
す
る

　
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
と
き
は
、
反
面
に
お
い
て
、
国
は
暇
疵
の
な
い
国
家
行
為
を
国
民
に
保
証
し
た
も
の
と
理
解
さ
れ
る
」
（
公
法
上
の
危
険
責

　
任
論
二
九
一
頁
）
と
説
い
た
こ
と
が
あ
る
が
、
現
在
に
お
い
て
は
、
よ
り
端
的
に
、
違
法
性
そ
れ
自
体
の
中
に
責
任
根
拠
を
見
出
す
べ
き
で
あ
る

　
と
考
え
て
い
る
。

三
　
機

ヒ
ヒ

ム
目

論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
旧
　
国
賠
法
一
条
の
機
能
に
つ
い
て
は
、
従
来
よ
り
、
損
害
填
補
的
機
能
と
監
視
的
機
能
が
挙
げ
ら
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
、
違
法
責

任
説
に
立
っ
た
場
合
に
そ
の
機
能
が
ど
こ
に
見
出
さ
れ
る
べ
き
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
機
能
論
は
、
責
任
根
拠
論

と
並
ん
で
、
国
賠
法
一
条
の
理
念
に
関
す
る
中
心
的
問
題
を
な
し
て
い
る
。

　
国
賠
法
一
条
が
損
害
填
補
的
機
能
を
有
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
全
く
異
論
が
な
い
。
そ
れ
は
、
す
で
に
み
た
今
村
、
下
山
両
教
授

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

の
『
国
家
補
償
法
』
の
基
本
的
視
点
で
あ
り
、
ま
た
、
古
崎
判
事
の
『
国
家
賠
償
法
』
や
『
国
家
賠
償
法
の
理
論
』
に
一
貫
し
て
流
れ

　
　
　
　
（
3
）

る
主
張
で
あ
る
。
危
険
責
任
に
基
づ
く
自
己
責
任
説
も
代
位
責
任
説
も
、
と
も
に
被
害
者
救
済
の
た
め
の
理
論
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
こ

と
は
い
わ
ば
当
然
の
こ
と
と
い
っ
て
よ
い
。
た
だ
、
損
害
填
補
的
機
能
を
有
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
に
止
ま
る
も
の
か
否
か
は
、
な
お

検
討
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。
民
法
不
法
行
為
法
の
領
域
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
山
田
教
授
が
、
「
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
制
度
の



2
0

主
要
な
目
的
は
損
害
填
補
で
あ
る
が
、
同
時
に
加
害
者
に
対
す
る
制
裁
、
一
般
的
損
害
抑
止
機
能
も
あ
わ
せ
も
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た

機
能
が
被
害
者
の
救
済
と
衝
突
す
る
場
合
は
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
場
合
に
は
救
済
を
優
先
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
一
般
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

に
は
こ
れ
ら
の
機
能
と
必
ず
し
も
衝
突
す
る
わ
け
で
は
な
い
L
と
説
か
れ
て
い
る
の
が
、
こ
の
際
の
参
考
に
な
る
。
国
賠
法
の
領
域
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

お
い
て
も
、
し
ば
し
ば
、
損
害
填
補
的
機
能
と
並
ん
で
、
監
視
的
機
能
が
説
か
れ
て
き
た
。
そ
の
声
は
、
損
害
填
補
的
機
能
の
背
後
に

隠
れ
て
必
ず
し
も
大
き
く
は
な
い
が
、
そ
の
主
要
な
も
の
と
し
て
、
遠
藤
、
室
井
、
小
高
、
芝
池
、
山
本
の
諸
教
授
の
所
説
を
挙
げ
る

こ
と
が
で
き
る
。
遠
藤
説
に
つ
い
て
は
す
で
に
紹
介
済
み
で
あ
る
か
ら
、
次
に
、
室
井
、
小
高
、
芝
池
、
山
本
説
を
紹
介
す
る
こ
と
に

し
よ
う
。

　
二
　
ま
ず
、
室
井
教
授
は
、
「
国
家
賠
償
制
度
を
単
な
る
純
粋
経
済
的
救
済
と
い
う
趣
旨
か
ら
の
み
で
な
く
、
さ
ら
に
一
歩
を
進
め

て
『
公
務
執
行
の
適
正
を
担
保
す
る
機
能
』
ま
た
は
行
政
に
対
す
る
統
制
機
能
に
お
い
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
決
判
（
芦
別
国
家
賠
償
請

求
事
件
第
一
審
判
決
、
筆
者
注
）
の
態
度
は
、
き
わ
め
て
興
味
深
く
、
評
価
す
べ
き
も
の
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
方
向
に
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

家
賠
償
法
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
国
家
責
任
の
危
険
責
任
論
的
把
握
の
方
向
を
補
強
す
る
こ
と
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
」
と
説
か
れ
、
小

高
教
授
は
、
「
国
家
賠
償
制
度
を
も
っ
て
法
の
支
配
を
実
質
的
に
支
え
る
も
の
と
み
る
立
場
か
ら
は
、
こ
の
制
度
の
趣
旨
．
目
的
を
経

済
救
済
の
み
に
限
定
す
べ
き
で
は
な
く
、
国
ま
た
は
公
共
団
体
の
公
権
力
の
行
使
に
基
づ
く
被
害
者
の
救
済
を
法
的
に
強
制
す
る
こ
と

を
通
じ
て
、
予
防
的
に
損
害
の
発
生
を
防
止
し
、
補
完
的
に
職
務
執
行
の
適
正
を
確
保
す
る
機
能
を
営
む
も
の
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
聡
と
主
張
さ
れ
て
い
る
・
芝
池
説
も
大
体
同
旨
で
あ
る
が
、
よ
り
明
確
に
監
視
的
機
能
の
側
面
を
強
調
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
「
国
家
賠
償
制
度
の
形
成
及
び
運
用
に
は
大
別
す
る
と
二
つ
の
方
向
が
存
在
す
る
。
一
つ
は
、
国
家
賠
償
を
被
害
者
救
済
の
見
地

か
ら
と
ら
え
る
も
の
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
、
国
家
賠
償
を
国
に
対
す
る
い
わ
ぽ
サ
ソ
ク
シ
ョ
ソ
と
み
る
も
の
で
あ
る
。
国
家
賠
償
法

一
条
に
は
こ
の
二
つ
の
見
方
の
い
ず
れ
も
が
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
国
民
の
救
済
の
見
地
か
ら
出
発
し
つ
つ
、
国
の
責
任
の
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国
2
1

要
件
の
設
定
に
あ
た
っ
て
は
、
被
害
の
内
容
よ
り
は
原
因
行
為
の
あ
り
方
に
着
目
し
、
違
法
性
や
過
失
を
そ
の
要
件
と
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
国
家
賠
償
制
度
に
サ
ソ
ク
シ
ョ
ソ
の
色
彩
を
も
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
…
…
無
過
失
責
任
の
考
え
方
は
、
一
方
で
は
、
国
の

責
任
の
要
件
を
緩
和
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
救
済
の
可
能
性
を
拡
げ
る
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
他
方
で
は
、
な
お
も
違
法
性
を
国
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

責
任
の
要
件
と
す
る
点
に
お
い
て
は
、
国
家
賠
償
制
度
に
サ
ソ
ク
シ
ョ
ソ
的
役
割
を
見
出
す
も
の
と
い
え
る
。
」
山
本
教
授
も
、
「
日
本

国
憲
法
の
も
と
で
は
、
そ
の
基
本
原
理
な
い
し
憲
法
構
造
に
照
ら
し
、
そ
れ
と
よ
り
よ
く
適
合
調
和
す
る
よ
う
国
家
賠
償
制
度
の
趣
旨

目
的
を
理
解
選
択
す
ぺ
き
も
の
と
考
え
る
。
そ
の
よ
う
な
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
制
度
の
趣
旨
目
的
を
厳
格
に
経
済
的
救
済
に
限
定

し
、
そ
の
他
の
要
素
を
す
べ
て
そ
の
趣
旨
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
と
切
り
捨
て
て
い
く
こ
と
に
は
疑
問
を
も
つ
」
と
さ
れ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

民
主
的
統
制
（
国
民
の
立
場
か
ら
の
公
務
員
の
職
務
執
行
の
適
正
の
確
保
）
の
要
素
を
加
え
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
裁
判
例
に
お
い
て
も
、
監
視
的
機
能
を
説
く
も
の
が
散
見
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
札
幌
地
裁
昭
和
四
六
年
一
二
月
二
四
日
判
決
は
、
「
国

家
賠
償
な
い
し
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
制
度
の
趣
旨
を
、
被
害
者
の
純
経
済
的
救
済
と
い
う
点
の
み
に
止
め
る
こ
と
な
く
、
こ

れ
に
公
務
執
行
の
適
正
を
担
保
す
る
機
能
を
も
営
む
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
、
右
制
度
の
趣
旨
を
不
当
に
拡
大
し

た
も
の
と
は
い
え
な
い
と
思
わ
れ
る
」
と
判
示
し
て
い
る
。

　
三
　
こ
の
よ
う
に
、
損
害
填
補
的
機
能
と
並
ん
で
監
視
的
機
能
も
説
か
れ
て
い
る
が
、
違
法
責
任
説
に
立
っ
た
場
合
に
、
ど
の
よ
う

に
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
結
論
か
ら
い
え
ば
、
監
視
的
機
能
は
、
違
法
責
任
説
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
適
切
に
説
明
で
き
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
違
法
責
任
説
は
違
法
性
を
責
任
根
拠
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
は
当
然
、
違
法
行
為
に
対
す
る
非
難
性

が
含
ま
れ
て
い
る
。
法
律
に
よ
る
行
政
の
原
理
に
反
す
る
違
法
行
為
を
、
国
家
賠
償
請
求
手
続
を
通
じ
て
問
責
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国

民
は
、
国
家
作
用
に
暇
疵
の
な
い
よ
う
に
監
視
し
て
い
る
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
別
に
行
政
争
訟
制
度
が
存
在
す
る
か
ら
と
い
っ

て
、
国
賠
法
一
条
に
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
監
視
的
機
能
が
否
定
さ
れ
る
べ
き
理
由
は
な
い
。
国
賠
法
一
条
は
、
°
行
政
争
訟
制
度
と
あ



2
2

い
ま
っ
て
、
あ
る
い
は
そ
れ
よ
り
も
よ
り
広
範
に
、
違
法
な
国
家
作
用
に
対
す
る
監
視
的
機
能
を
有
し
て
い
る
。
単
に
生
じ
た
損
害
が

墳
補
さ
れ
れ
ば
よ
い
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
国
家
作
用
の
適
法
・
違
法
の
区
別
を
明
確
に
し
、
違
法
な
国
家
作
用
に
対
し
て
は
、
こ

れ
を
糾
弾
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
法
律
に
よ
る
行
政
の
原
理
は
確
保
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
監
視
的
機
能
を
強
調
す
る
こ
と
は
、
損
害
填
補
的
機
能
を
軽
視
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
た
だ
、
最
近
は
、
損

害
填
補
的
機
能
が
強
調
さ
れ
す
ぎ
て
お
り
、
こ
れ
が
国
賠
法
一
条
の
機
能
の
す
べ
て
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る
た
め
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

あ
え
て
本
稿
に
お
い
て
監
視
的
機
能
を
浮
き
彫
り
に
し
た
わ
け
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
現
行
憲
法
下
に
お
い
て
は
、
国
民
は
主

体
的
地
位
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
国
家
作
用
の
適
正
を
監
視
す
る
こ
と
は
、
権
利
で
あ
る
と
同
時
に
義
務
で
も
あ
る
と
い
わ

　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国
賠
制
度
は
、
い
わ
ば
こ
の
監
視
の
一
つ
の
重
要
な
手
段
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
こ
そ
、
無
過
失
責
任
主
義
や
過

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

失
の
客
観
化
が
叫
ぼ
れ
て
も
、
国
賠
法
一
条
の
要
件
か
ら
「
違
法
性
」
を
排
除
す
べ
き
こ
と
は
叫
ば
れ
な
い
の
で
あ
る
。
損
害
墳
補
的

機
能
だ
け
を
重
視
し
て
、
適
法
行
為
・
違
法
行
為
の
区
別
を
曖
昧
に
す
る
こ
と
は
、
憲
法
の
期
待
す
る
国
民
像
に
反
す
る
ば
か
り
で
な

く
、
法
律
に
よ
る
行
政
の
原
理
を
も
危
う
く
す
る
で
あ
ろ
う
。
損
害
填
補
的
機
能
と
同
時
に
、
そ
れ
と
同
等
に
、
監
視
的
機
能
が
強
調

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
監
視
的
機
能
は
、
一
般
的
損
害
発
生
抑
止
的
機
能
で
も
あ
る
。
国
賠
法
一
条
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
違
法
な
国
家
作
用
の
抑

制
が
期
待
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
抑
止
的
機
能
を
有
効
に
発
揮
さ
せ
る
た
め
に
は
、
国
民
の
側
に
、

国
家
作
用
に
暇
疵
が
な
い
か
否
か
を
常
に
監
視
す
る
と
い
う
態
度
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
1
）
こ
こ
で
「
監
視
的
機
能
」
と
い
う
の
は
、
国
家
作
用
に
暇
疵
が
な
い
よ
う
に
国
民
が
監
視
す
る
と
い
う
機
能
を
指
し
て
い
る
が
、
文
献
に
お
い

　
て
「
制
裁
的
機
能
」
（
前
掲
小
高
論
文
、
後
掲
芝
池
論
文
）
、
「
権
力
規
制
訴
訟
的
性
格
」
（
原
田
尚
彦
・
行
政
責
任
と
国
民
の
権
利
九
八
頁
）
、
「
民
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主
的
統
制
」
機
能
（
後
掲
山
本
論
文
）
、
「
公
務
執
行
の
適
正
を
担
保
す
る
機
能
」
（
後
掲
室
井
論
文
）
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
を
含
ん
だ
広

　
　
い
意
味
で
使
用
し
て
い
る
。

（
2
）
例
え
ば
、
同
書
一
二
六
頁
に
お
い
て
、
古
崎
判
事
は
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。
「
国
家
賠
償
法
を
含
む
不
法
行
為
法
は
、
現
実
に
生
じ
た

　
　
損
害
の
墳
補
と
い
う
機
能
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
不
法
行
為
法
を
適
用
す
る
裁
判
官
の
思
考
過
程
で
の
判
断
基
準
は
、
『
被
告
国
に
損
害
を
填

　
補
さ
せ
る
の
が
衡
平
、
妥
当
で
あ
り
、
そ
う
し
て
も
不
合
理
で
は
な
い
か
ど
う
か
』
で
あ
る
。
…
…
被
告
に
損
害
を
填
補
さ
せ
る
の
が
衡
平
、
妥

　
　
当
で
あ
る
と
の
結
論
に
達
し
た
場
合
、
『
過
失
』
は
、
被
告
に
損
害
を
填
補
さ
せ
る
た
め
の
単
な
る
『
道
具
概
念
』
と
し
て
し
か
機
能
し
な
い
場

　
　
合
が
生
じ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
場
合
に
は
、
被
告
に
過
失
が
あ
っ
た
と
し
な
が
ら
、
そ
の
内
容
は
、
き
わ
め
て
抽
象
的
義
務
違
反
と
な
り
、
無

　
　
過
失
に
近
い
も
の
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
」

（
3
）
遠
藤
・
前
掲
五
頁
参
照
。

（
4
）
山
田
卓
生
「
過
失
責
任
と
無
過
失
責
任
」
現
代
損
害
賠
償
法
講
座
一
巻
九
六
頁
。

（
5
）
機
能
論
に
つ
い
て
の
学
説
と
し
て
は
、
小
高
、
山
本
両
教
授
の
分
類
に
よ
れ
ば
、
被
害
者
に
対
す
る
経
済
的
救
済
に
限
る
経
済
救
済
一
元
説
、

　
経
済
救
済
機
能
の
ほ
か
に
、
職
務
の
確
実
な
執
行
保
障
機
能
を
有
す
る
と
す
る
職
務
保
障
二
元
説
と
国
民
の
行
政
に
対
す
る
監
督
的
機
能
を
認
め

　
　
る
監
督
統
制
二
元
説
が
あ
る
（
小
高
・
前
掲
二
九
九
－
三
〇
〇
頁
、
山
本
徳
栄
「
国
家
賠
償
と
公
務
員
の
個
人
的
責
任
」
法
学
新
報
七
九
巻
二
号

　
　
＝
四
－
一
二
〇
頁
）
。

（
6
）
室
井
力
・
現
代
行
政
法
の
原
理
一
四
八
頁
。

（
7
）
小
高
・
前
掲
三
〇
〇
頁
。

（
8
）
芝
池
義
一
「
無
過
失
責
任
と
危
険
責
任
」
行
政
法
の
争
点
一
六
四
頁
。
同
「
都
道
府
県
警
察
が
行
う
交
通
犯
罪
捜
査
と
国
の
賠
償
責
任
」
民
商

　
法
雑
誌
八
三
巻
一
号
一
〇
六
頁
参
照
。

（
9
）
山
本
・
前
掲
一
一
七
ー
一
一
八
頁
。
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4

（
1
0
）

（
1
1
）

（
1
2
）

（
1
3
）

判
例
時
報
六
五
三
号
二
二
頁
（
芦
別
国
家
賠
償
請
求
事
件
第
一
審
判
決
）
。

遠
藤
・
前
掲
一
九
頁
参
照
。

国
家
機
関
の
統
制
に
関
与
す
べ
き
国
民
の
義
務
に
つ
い
て
は
、
く
o
q
ド
国
帥
器
噂
9
。
・
勲
ρ
》
ω
・
罐
律

芝
池
・
前
掲
行
政
法
の
争
点
一
六
四
頁
参
照
。

四
　
損
害
賠
償
責
任
の
本
質
論

　
隔
　
国
賠
法
一
条
の
損
害
賠
償
責
任
の
本
質
を
め
ぐ
っ
て
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
代
位
責
任
説
・
自
己
責
任
説
・
折
衷
説
等
の
対
立

が
あ
る
。
代
位
責
任
説
が
通
説
・
判
例
で
あ
る
が
、
今
村
教
授
が
、
「
権
力
作
用
に
基
く
国
の
責
任
の
性
質
を
考
え
て
み
る
な
ら
ば
、

そ
れ
が
、
危
険
責
任
の
最
も
典
型
的
な
場
合
で
あ
る
こ
と
は
、
誰
の
目
に
も
明
か
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
れ
ぽ
、
そ
れ
は
、

公
務
員
個
人
の
責
任
と
は
拘
り
の
な
い
も
の
で
、
国
は
、
そ
の
危
険
の
対
外
的
発
現
に
対
し
て
、
直
接
に
責
任
を
負
う
べ
き
も
の
な
の

　
　
（
1
）

で
あ
る
」
と
説
か
れ
て
以
来
、
自
己
責
任
説
も
有
力
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
損
害
賠
償
責
任
の
本
質
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
も
、
現
在
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

は
具
体
的
な
問
題
点
に
つ
い
て
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
差
が
見
出
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
解
明
に
は
さ
し
て
実
益
性
は
認
め
ら

れ
な
い
し
、
ま
た
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
す
で
に
筆
者
の
考
え
方
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
が
、
国
賠
法
一
条
の
体
系

的
理
解
の
た
め
に
、
こ
こ
で
改
め
て
私
見
を
述
べ
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　
二
　
結
論
か
ら
い
え
ば
、
筆
者
は
自
己
責
任
説
が
正
当
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
た
だ
、
同
じ
く
自
己
責
任
説
に
立
つ
と
は
い
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

も
、
今
村
説
と
は
異
な
り
、
危
険
責
任
に
基
づ
く
自
己
責
任
を
主
張
す
る
も
の
で
は
な
い
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
危
険
責
任
と
い
う
概

念
は
、
も
う
少
し
限
定
的
に
使
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
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国
賠
法
一
条
の
責
任
根
拠
は
、
危
険
責
任
で
は
な
く
て
、
違
法
責
任
で
あ
る
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
法
律
に
よ
る
行
政
の
原
理
か

ら
す
れ
ば
、
違
法
行
為
そ
れ
自
体
が
非
難
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
侵
害
行
為
の
違
法
性
が
こ
の
場
合
の
国
の
責
任
を

根
拠
づ
け
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
立
て
ば
、
国
の
責
任
を
単
な
る
代
位
責
任
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
は
、
当
然
疑
義
の

多
い
も
の
と
鏡
・
故
意
過
失
で
は
な
く
て
違
法
性
を
責
任
根
拠
と
解
す
る
以
上
、
国
の
責
任
は
む
し
ろ
自
己
責
任
で
あ
る
と
考
え
る

方
が
自
然
と
い
う
べ
き
で
あ
爲
・
そ
し
て
・
こ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
は
、
現
行
憲
法
の
精
神
に
よ
り
ょ
く
適
合
す
る
も
の
で
あ

％
）
そ
れ
は
ま
た
国
賠
塗
条
の
文
言
と
決
し
て
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。
同
竺
条
一
項
は
公
務
員
の
故
意
過
失
を
要
件
と
し
て

は
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
「
国
の
責
任
が
本
質
的
に
は
無
過
失
責
任
で
あ
る
と
し
て
も
、
立
法
政
策
的
に
、
責
任
範
囲
を
限
定
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

こ
と
は
、
許
さ
れ
な
い
こ
と
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
説
明
で
き
る
。
た
だ
、
今
村
説
の
よ
う
に
、
公
務
員
の
故
意
過
失
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

「
公
務
運
営
の
暇
疵
」
の
表
現
と
解
さ
な
け
れ
ぽ
論
理
一
貫
し
な
い
、
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
実
定
法
が
故
意
過
失
を
も
っ
て
責
任

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

範
囲
を
画
す
る
こ
と
に
し
た
以
上
、
そ
の
妥
当
性
に
は
疑
問
が
残
る
も
の
の
、
主
観
的
責
任
要
件
と
解
し
て
も
必
ず
し
も
損
害
賠
償
責

任
の
本
質
論
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
で
匁
5
8
・
従
っ
て
・
「
自
己
責
任
説
を
と
り
な
が
巨
公
務
員
の
故
意
・
過
失
や
、
違
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

の
理
解
の
仕
方
な
ど
で
は
、
代
位
責
任
説
の
そ
れ
と
全
く
同
じ
も
の
が
多
い
」
の
は
、
当
然
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
1
）
今
村
・
国
家
補
償
法
九
四
頁
。

（
2
）
遠
藤
・
前
掲
二
二
八
頁
、
原
田
・
行
政
法
要
論
〔
改
訂
増
補
版
〕
二
一
六
頁
参
照
。

（
3
）
代
位
責
任
と
い
う
言
葉
自
体
が
、
さ
ら
に
代
位
責
任
ー
自
己
責
任
と
い
う
対
立
自
体
が
問
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、

　
前
述
し
た
。

（
4
）
西
ド
イ
ッ
の
新
国
家
責
任
法
一
条
は
、
こ
の
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
。
草
案
に
お
け
る
立
法
理
由
は
、
「
国
家
責
任
は
、
自
己
の
不
法
に
対
す

■



2
6

る
直
接
責
任
で
あ
り
、
引
き
受
け
ら
れ
た
、
す
な
わ
ち
、
職
務
担
当
者
の
責
任
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
責
任
で
は
な
い
」
（
幻
o
h
o
噌
8
α
o
ω
ω
雷
9
。
e
甲

ず
駄
ε
昌
α
q
巽
8
算
ρ
宍
o
目
B
鰍
器
凶
o
島
冨
ユ
9
ρ
一
零
ω
’
ρ
鵡
）
、
「
基
本
法
二
〇
条
三
項
か
ら
の
法
治
国
家
の
要
請
の
名
あ
て
人
は
公
権
力
主
体

で
あ
る
か
ら
、
公
権
力
主
体
が
責
任
主
体
で
も
あ
る
」
（
O
o
紹
冒
o
昌
署
属
ユ
α
o
『
脚
旨
α
の
。
。
器
笹
o
『
巨
o
q
”
一
ミ
。
。
噂
ψ
卜
。
切
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
基
本
的
考
え
方
は
、
我
国
に
お
け
る
立
法
論
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
解
釈
論
と
し
て
も
十
分
参
考
に
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る

こ
と
は
、
立
法
論
と
解
釈
論
を
混
同
す
る
も
の
で
は
な
い
。

（
5
）
高
田
敏
教
授
は
、
憲
法
一
七
条
に
つ
い
て
、
「
本
条
は
、
国
ま
た
は
公
共
団
体
自
身
の
責
任
を
定
め
た
も
の
で
あ
っ
て
、
公
務
員
に
代
る
そ
れ

　
　
ら
の
責
任
を
定
め
た
も
の
で
は
な
い
」
（
「
国
及
び
公
共
団
体
の
賠
償
責
任
」
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
憲
法
（
別
冊
法
学
セ
ミ
ナ
ー
）
七
五
頁
）

　
　
と
説
か
れ
て
い
る
。
な
お
、
代
位
責
任
説
は
、
思
想
的
に
は
、
国
家
無
責
任
の
原
則
の
系
譜
上
に
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
（
宇
賀
「
ド
イ
ッ
国

　
　
家
責
任
法
の
理
論
史
的
分
析
（
二
）
」
法
学
協
会
雑
誌
九
九
巻
五
号
八
五
頁
以
下
参
照
）
。

（
6
）
今
村
・
国
家
補
償
法
九
六
頁
。

（
7
）
寓
窪
昌
N
，
口
自
ユ
o
q
出
o
旨
o
噂
曽
げ
o
一
僧
O
旨
口
O
o
q
o
器
貫
閑
o
目
ヨ
o
昌
富
『
℃
目
一
〇
h
o
歪
目
α
q
嵩
（
一
〇
ミ
y
＞
ひ
＝
’
9
㎝
ω
は
、
「
過
失
責
任
は
、
結

　
　
局
、
違
法
責
任
の
制
限
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
」
と
説
い
て
い
る
。

（
8
）
今
村
・
国
家
補
償
法
九
六
頁
、
同
・
行
政
法
入
門
〔
新
版
〕
一
六
五
頁
。

（
9
）
国
の
責
任
を
制
限
す
る
主
た
る
理
由
は
、
財
政
上
の
理
由
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
具
体
的
に
詳
細
に
検
討
さ
れ
た
わ
け

　
　
で
は
な
く
、
現
在
に
お
い
て
は
、
お
そ
ら
く
説
得
力
を
欠
く
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
西
ド
イ
ツ
の
国
家
責
任
法
改
革
の
際
の
資
料
が
、
こ
こ

　
　
で
参
考
に
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
（
大
内
俊
身
「
西
ド
イ
ッ
に
お
け
る
国
家
責
任
法
改
正
の
動
向
」
司
法
研
修
所
論
集
創
立
三
〇
周
年
記
念
特
集
号

　
　
二
五
一
－
二
五
三
頁
参
照
）
。

（
1
0
）
村
上
教
授
は
、
「
国
家
賠
償
責
任
の
意
義
を
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
公
共
の
福
祉
の
た
め
必
要
と
し
て
授
権
さ
れ
た
権
限
が
、
違
法
に
行
使
さ

　
れ
た
場
合
に
お
け
る
損
害
は
、
そ
の
権
限
行
使
の
受
益
者
で
あ
る
国
民
ま
た
は
住
民
全
体
の
負
担
に
帰
せ
し
め
る
べ
き
で
あ
る
と
観
念
す
る
な
ら



　
ば
、
こ
の
よ
う
な
理
念
に
は
、
非
代
位
責
任
的
理
論
構
成
の
方
が
適
切
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
さ
れ
な
が
ら
、
国
賠
法
一
条
の
文
言
か
ら

　
代
位
責
任
説
を
支
持
さ
れ
て
い
る
（
高
田
H
村
上
・
前
掲
二
四
三
ー
二
四
五
頁
）
。
し
か
し
、
本
文
で
述
ぺ
た
よ
う
に
、
国
賠
法
一
条
の
文
言
は

　
責
任
要
件
を
明
示
し
た
に
す
ぎ
ず
、
賠
償
責
任
の
本
質
を
規
定
す
る
も
の
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
1
1
）
古
崎
・
国
家
賠
償
法
一
九
五
頁
。

動
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五
　
違
法
性
論
・
過
失
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
脚
　
国
賠
法
一
条
の
「
違
法
に
」
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
別
稿
で
検
討
し
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
簡
単
に
再
論
す

る
に
止
め
よ
う
。
違
法
責
任
説
は
、
国
家
作
用
の
違
法
性
を
責
任
根
拠
と
す
る
関
係
上
、
違
法
性
を
ど
の
よ
う
に
把
握
す
る
か
は
、
こ

の
説
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
れ
に
対
す
る
解
答
は
、
違
法
責
任
説
自
体
か
ら
半
ば
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
と

い
っ
て
よ
い
。
す
な
わ
ち
、
違
法
責
任
説
は
、
「
法
律
に
よ
る
行
政
」
の
原
理
を
理
論
的
支
柱
に
し
、
こ
の
原
理
に
反
す
る
も
の
を
違

法
と
し
て
性
格
づ
け
る
。
そ
こ
で
、
法
律
に
よ
る
行
政
の
原
理
に
つ
い
て
考
え
て
み
れ
ば
、
こ
れ
は
国
家
の
「
行
為
」
が
法
律
に
基
づ

い
て
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
命
ず
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
違
法
性
は
行
為
不
法
説
に
立
っ
て
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
、
と
い
う
結
論
に
帰
着
す
る
。
違
法
性
を
め
ぐ
る
従
来
の
見
解
は
、
行
為
不
法
説
と
結
果
不
法
説
が
区
別
さ
れ
ず
に
混
在
し
て
主

張
さ
れ
て
い
た
た
め
に
、
そ
の
理
解
は
必
ず
し
も
容
易
と
は
い
え
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。

　
違
法
責
任
説
に
よ
る
行
為
不
法
説
的
理
解
に
対
し
て
は
、
こ
れ
は
行
政
事
件
訴
訟
法
（
以
下
、
「
行
訴
法
」
と
略
す
る
）
に
お
け
る

違
法
性
の
捉
え
方
で
あ
っ
て
、
国
賠
法
と
行
訴
法
は
制
度
の
趣
旨
・
目
的
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
国
賠
法
上
の
違
法
性
に
つ

い
て
は
結
果
不
法
説
的
理
解
が
正
当
で
あ
る
、
と
の
批
判
が
予
想
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
批
判
は
、
お
そ
ら
く
最
近
の
支
配



2
8

的
見
解
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
国
賠
法
に
お
け
る
違
法
性
の
行
為
規
範
的
性
格
を
強
調
さ
れ
る
遠
藤
教
授
に
あ
っ
て
も
、
「
こ
の
行
為

規
範
性
は
、
処
分
な
い
し
法
的
行
為
の
効
力
発
生
要
件
に
関
す
る
違
法
と
は
性
質
を
異
に
す
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
や
は

り
、
究
極
的
に
は
他
人
に
損
害
を
加
え
る
こ
と
が
法
の
許
容
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
見
地
か
ら
す
る
行
為
規
範
性
で
あ

（
2
）

る
」
と
説
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
制
度
目
的
を
異
に
す
る
こ
と
は
、
違
法
性
概
念
を
異
な
っ
て
把
握
す
べ
き
こ
と
の
十
分
な
論
拠
と

い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
国
賠
法
が
い
か
に
損
害
填
補
的
機
能
を
有
す
る
と
い
っ
て
も
、
国
の
責
任
が
違
法
性
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
あ

る
以
上
、
監
視
的
機
能
を
軽
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
こ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
む
し
ろ
、
行
訴
法
上
の
違
法
性
概
念
と
国
賠
法

上
の
違
法
性
概
念
と
の
間
に
、
本
質
的
な
相
違
点
を
見
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
両
制
度
は
、
そ
の
序
列
は
と
も
か
く
、
と
も
に
違

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

法
性
排
除
手
段
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
両
法
域
に
お
け
る
違
法
性
の
相
対
化
の
主
張
は
、
一
般
に
い
わ
れ
る
ほ
ど

に
は
説
得
力
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　
ま
た
、
支
配
的
見
解
に
よ
れ
ぽ
、
取
消
訴
訟
に
お
い
て
請
求
棄
却
の
判
決
が
確
定
す
る
と
、
既
判
力
に
よ
っ
て
、
国
賠
訴
訟
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

て
は
こ
れ
に
反
す
る
主
張
・
判
断
が
許
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
国
賠
法
に
お
け
る
違
法
性
と
行
訴
法
に
お
け
る
違
法
性
と

が
異
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
首
尾
一
貫
し
て
い
な
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
既
判
力
に
関
す
る
右
の
よ
う
な
考
え

方
は
、
む
し
ろ
、
両
法
域
に
お
い
て
違
法
性
概
念
が
一
致
し
て
い
る
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
こ
そ
、
主
張
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
二
　
違
法
責
任
説
は
違
法
性
を
責
任
根
拠
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
か
ら
す
れ
ば
、
故
意
過
失
が
本
質
的
要
件
で
な
い
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
現
行
実
定
法
が
過
失
責
任
主
義
を
採
用
し
て
い
る
以
上
、
こ
の
故
意
過
失
を
違
法
責
任
と
ど
の
よ
う

に
調
和
さ
せ
る
べ
き
か
、
検
討
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
億
、
前
述
の
よ
う
に
、
「
国
の
責
任
が
本
質
的
に
は
無
過

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

失
責
任
で
あ
る
と
し
て
も
、
立
法
政
策
的
に
、
責
任
範
囲
を
限
定
す
る
と
こ
は
、
許
さ
れ
な
い
こ
と
で
は
な
い
」
と
の
説
明
が
一
応
妥

　
　
　
（
6
）

当
で
あ
ろ
う
。
過
失
責
任
主
義
は
、
こ
こ
で
は
、
違
法
責
任
を
立
法
政
策
的
に
制
約
す
る
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。
た
だ
、
こ
の
立
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法
政
策
的
制
約
は
、
社
会
通
念
に
よ
っ
て
そ
の
妥
当
性
が
評
価
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
社
会
通
念
が
変
化
す
れ
ば
、
こ
れ
に
対
す

る
改
革
の
声
が
出
て
く
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。
西
ド
イ
ッ
に
お
け
る
国
家
責
任
法
の
制
定
は
、
立
法
的
改
革
の
例
で
あ
る
が
、
立

法
的
改
革
が
困
難
で
あ
る
場
合
は
、
解
釈
論
の
展
開
に
よ
っ
て
実
質
的
な
改
革
が
図
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
い
わ
ゆ
る
「
過
失
の
客
観

化
」
（
O
互
o
ぽ
貯
画
o
讐
昌
σ
q
α
o
㎝
＜
臼
゜
。
o
ゴ
鐸
匡
①
霧
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
は
、
お
お
む
ね
解
釈
論
の
展
開
に
よ
る
も
の
と
い
っ
て
よ

い
。
過
失
の
客
観
化
の
傾
向
は
、
最
近
の
殆
ど
の
文
献
や
裁
判
例
の
中
に
見
出
さ
れ
る
が
、
広
い
意
味
で
は
、
次
の
よ
う
な
類
型
が
考

え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
①
過
失
を
主
観
的
な
心
理
状
態
と
し
て
よ
り
も
、
む
し
ろ
客
観
的
な
注
意
義
務
違
反
と
し
て
捉

え
、
注
意
義
務
の
内
容
を
高
度
化
す
る
こ
と
、
②
加
害
公
務
員
の
特
定
は
必
要
で
な
い
と
す
る
こ
と
、
③
違
法
性
と
過
失
を
統
合
す
る

こ
と
、
④
過
失
の
「
一
応
の
推
定
」
の
理
論
を
採
用
す
る
こ
と
、
⑤
過
失
を
「
公
務
運
営
の
暇
疵
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
、
な
ど
で

あ
る
。

　
過
失
の
客
観
化
は
、
自
己
責
任
説
・
代
位
責
任
説
を
問
わ
ず
主
張
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
代
位
責
任
説
が
こ
れ
を
主
張
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

は
、
そ
の
基
本
的
立
場
と
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
、
疑
問
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
公
務
員
の
個
人
責
任
を
前
提
に
す
る
以

上
、
過
失
の
客
観
化
は
代
位
責
任
的
構
成
の
趣
旨
に
適
合
し
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
仮
に
適
合
し
て
も
、
お
の
ず
か
ら
そ
の
理
論
的

限
界
の
存
す
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
、
危
険
責
任
に
基
づ
く
自
己
責
任
説
は
、
過
失
の
客
観
化
を
進

め
る
上
に
お
い
て
、
有
効
な
理
論
的
根
拠
を
示
し
て
い
る
。
権
力
組
織
に
内
在
す
る
危
険
を
責
任
根
拠
と
す
る
か
ら
、
国
の
責
任
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

公
務
員
の
主
観
的
な
故
意
過
失
と
は
本
来
関
係
し
な
い
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
か
ら
一
足
飛
び

に
、
故
意
過
失
を
「
公
務
運
営
の
暇
疵
」
と
解
す
る
こ
と
に
は
、
実
定
法
の
文
言
に
照
ら
し
て
や
は
り
躊
躇
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
過
失

の
客
観
化
は
当
然
な
さ
れ
る
べ
き
で
は
あ
る
が
、
実
定
法
が
公
務
員
の
故
意
過
失
を
要
件
に
し
て
い
る
以
上
、
こ
こ
か
ら
離
れ
る
こ
と

は
で
き
ず
、
前
記
の
類
型
の
う
ち
で
は
、
①
～
④
の
よ
う
な
方
法
が
採
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
こ
の
点
で
は
、
代
位
責
任



3
0

説
の
主
張
と
大
差
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
代
位
責
任
説
に
立
っ
て
の
過
失
の
客
観
化
が
、
そ
の
基
本
的
立
場

と
一
致
す
る
か
ど
う
か
に
疑
義
が
存
す
る
こ
と
は
、
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
違
法
責
任
説
に
立
っ
て
こ
そ
、
首
尾
一
貫
し
た
主
張

と
な
り
得
る
。

（
1
）
西
埜
「
国
家
賠
償
法
一
条
に
お
け
る
違
法
性
の
判
断
基
準
に
つ
い
て
」
法
政
理
論
一
四
巻
二
号
一
頁
以
下
。

（
2
）
遠
藤
。
前
掲
一
六
六
頁
。

（
3
）
　
こ
の
点
に
関
す
る
西
ド
イ
ッ
の
学
説
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
宇
賀
・
前
掲
法
学
協
会
雑
誌
九
九
巻
七
号
二
頁
以
下
参
照
。

（
4
）
古
崎
．
国
家
賠
償
法
一
八
一
f
一
八
二
頁
、
原
田
・
行
政
法
要
論
〔
改
訂
増
補
版
〕
三
〇
八
頁
、
遠
藤
・
前
掲
一
七
七
頁
等
参
照
。

（
5
）
今
村
。
国
家
補
償
法
九
六
頁
。

（
6
）
高
田
教
授
は
、
「
憲
法
の
定
め
た
不
法
行
為
以
外
の
も
の
を
賠
償
責
任
の
要
件
と
し
て
法
律
に
よ
っ
て
付
加
す
る
こ
と
は
、
憲
法
で
保
障
さ
れ

　
た
国
民
の
賠
償
請
求
権
を
法
律
に
よ
り
制
限
す
る
こ
と
に
な
り
、
違
憲
と
な
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
場
合
、
不
法
行
為
を
違
法
行
為
と
解
す
る
と
す

　
れ
ば
、
本
条
（
憲
法
一
七
条
、
筆
者
注
）
は
無
過
失
責
任
を
定
め
た
も
の
と
な
る
わ
け
で
あ
っ
て
、
国
家
賠
償
法
一
条
一
項
が
過
失
責
任
主
義
を

　
採
用
し
『
故
意
又
は
過
失
』
を
要
件
と
し
て
い
る
の
は
、
本
条
の
精
神
に
反
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
と
い
え
よ
う
」
（
前
掲
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ

　
　
ー
ル
憲
法
七
四
頁
）
と
説
か
れ
て
い
る
が
、
は
た
し
て
そ
こ
ま
で
い
え
る
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
る
。

（
7
）
今
村
「
国
家
賠
償
法
（
総
論
）
」
日
本
弁
護
士
連
合
会
昭
和
五
二
年
度
特
別
研
修
叢
書
七
二
一
頁
参
照
、

（
8
）
今
村
・
国
家
補
償
法
九
六
頁
。

六
　
公
務
員
の
個
人
責
任
論
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一
　
国
・
公
共
団
体
の
ほ
か
に
、
加
害
公
務
員
自
身
も
ま
た
直
接
被
害
者
に
対
し
て
賠
償
責
任
を
負
担
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て

は
、
否
定
説
・
折
衷
説
（
制
限
的
あ
る
い
は
一
部
肯
定
説
）
・
肯
定
説
の
対
立
が
あ
り
、
否
定
説
が
通
説
・
判
例
で
あ
る
。
一
般
に
、
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

位
責
任
説
に
立
つ
者
は
否
定
説
を
採
り
、
自
己
責
任
説
に
立
つ
者
は
折
衷
説
あ
る
い
は
肯
定
説
を
採
る
傾
向
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

こ
れ
は
必
ず
し
も
論
理
必
然
的
帰
結
と
は
い
え
な
い
。
別
個
に
検
討
を
要
す
る
問
題
で
あ
る
。
国
賠
法
一
条
を
も
っ
ぱ
ら
損
害
愼
補
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

見
地
か
ら
理
解
す
る
限
り
、
被
害
者
救
済
の
た
め
に
は
、
支
払
能
力
あ
る
国
・
公
共
団
体
が
賠
償
す
れ
ば
十
分
で
あ
る
か
ら
、
通
説
．

判
例
の
見
解
は
、
こ
の
点
で
は
理
論
的
整
合
性
を
有
し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
損
害
填
補
的
機
能
を
重
視
さ
れ
て
い

る
今
村
教
授
が
、
「
国
家
賠
償
法
一
条
に
基
く
責
任
は
、
国
の
自
己
責
任
で
あ
り
、
も
と
も
と
、
公
務
員
の
責
任
と
は
無
関
係
な
も
の

と
解
す
る
な
ら
ぽ
、
国
が
責
任
を
負
担
す
る
こ
と
と
、
公
務
員
個
人
の
責
任
と
は
、
も
と
よ
り
別
個
の
問
題
で
あ
り
、
従
っ
て
、
原
則

論
と
し
て
は
、
国
が
責
任
を
負
担
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
公
務
員
の
責
任
が
排
除
せ
ら
れ
る
べ
ぎ
根
拠
は
存
し
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ

ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
国
家
賠
償
法
一
条
二
項
が
、
国
の
求
償
権
の
範
囲
を
、
公
務
員
に
故
意
又
は
重
過
失
あ
る
場
合
に
限
っ
た
趣
旨
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

ら
み
て
、
少
く
と
も
軽
過
失
の
場
合
に
公
務
員
が
免
責
さ
れ
る
こ
と
は
、
肯
定
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
」
と
さ
れ
て
折
衷
説
を
支
持
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

れ
、
同
様
に
、
下
山
教
授
が
、
「
報
復
感
情
論
を
除
い
て
全
面
肯
定
説
が
も
っ
と
も
現
行
法
上
合
理
的
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
肯
定
説
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

立
た
れ
て
い
る
の
は
、
や
や
一
貫
性
に
欠
け
る
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
国
賠
法
一
条
に
制
裁
的
機
能
あ
る
い
は
職
務
執
行
の
適
正
担
保
機
能
を
期
待
す
る
立
場
は
、
折
衷
説
．
肯
定
説
の
違

い
は
あ
る
も
の
の
、
公
務
員
の
個
人
責
任
を
承
認
す
る
傾
向
に
あ
る
。
室
井
教
授
が
、
折
衷
説
の
論
拠
と
し
て
、
「
国
家
賠
償
制
度
を

純
粋
経
済
救
済
の
趣
旨
の
み
に
限
定
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
現
行
行
政
法
と
し
て
の
同
法
の
理
解
か
ら
排
さ
れ
る
こ
と
、
お
よ
び
国
ま

た
は
公
共
団
体
が
損
害
賠
償
を
す
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
結
局
の
と
こ
ろ
国
民
ま
た
は
住
民
の
税
金
そ
の
他
に
よ
っ
て
ま
か
な
わ
れ

る
と
い
う
こ
と
、
そ
の
場
合
、
同
法
一
条
二
項
で
国
ま
た
は
公
共
団
体
が
、
故
意
ま
た
は
重
過
失
の
公
務
員
に
対
し
て
求
償
権
を
有
す



3
2

る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
行
政
の
内
部
的
問
題
で
あ
り
、
わ
が
国
の
行
政
の
現
実
に
お
い
て
は
求
償
権
の
行
使
に
つ
い
て
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
　
　
　
　
（
8
）

そ
の
適
正
を
保
障
す
る
制
度
な
い
し
意
識
が
あ
い
ま
い
で
あ
る
こ
と
」
を
挙
げ
ら
れ
、
ま
た
、
乾
教
授
が
、
肯
定
説
の
論
拠
と
し
て
、

「
絶
対
主
義
の
中
に
し
み
つ
い
た
官
僚
的
特
権
意
識
は
一
朝
一
夕
に
拭
い
去
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
こ
れ
に
真
の
公
僕
精
神
を
体
得

し
て
も
ら
う
に
は
不
断
の
国
民
の
監
視
に
よ
る
以
外
に
な
い
。
監
視
の
ひ
と
つ
の
表
現
方
法
と
し
て
公
務
員
に
対
す
る
直
接
賠
償
請
求

が
み
と
め
ら
れ
て
よ
い
。
・
…
：
国
民
が
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
と
ら
え
て
国
政
の
運
用
に
最
大
の
関
心
を
払
っ
て
い
る
形
態
こ
そ
望
ま
し
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

の
で
あ
り
、
こ
と
に
わ
が
国
で
は
緊
要
で
あ
る
」
こ
と
を
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
そ
の
代
表
的
例
で
あ
る
。
遠
藤
教
授
も
、
国
賠
法
の
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

為
規
範
的
性
格
か
ら
、
「
著
し
い
逸
脱
行
為
を
抑
止
す
る
行
為
規
範
的
効
果
を
も
つ
」
と
い
う
こ
と
を
、
公
務
員
の
個
人
責
任
を
認
め

る
メ
リ
ッ
ト
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
て
い
る
。

　
裁
判
例
に
お
い
て
も
、
同
様
の
論
拠
か
ら
折
衷
説
に
立
つ
も
の
が
見
出
さ
れ
る
。
そ
の
う
ち
、
東
京
地
裁
昭
和
四
六
年
一
〇
月
一
一

　
　
（
1
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

日
判
決
と
札
幌
地
裁
昭
和
四
六
年
一
二
月
二
四
日
判
決
を
次
に
紹
介
し
て
お
こ
う
。
前
者
は
、
「
加
害
公
務
員
に
対
す
る
責
任
追
求
は
、

公
務
員
に
対
す
る
国
民
の
監
督
的
作
用
に
と
っ
て
極
め
て
有
効
な
手
段
で
あ
り
、
本
来
国
民
全
体
の
奉
仕
者
で
あ
る
べ
き
公
務
員
が
故

意
或
は
重
大
な
過
失
に
よ
っ
て
国
民
の
権
利
を
侵
害
す
る
場
合
に
す
ら
公
務
員
個
人
に
対
す
る
直
接
責
任
の
追
求
を
認
め
な
い
の
で
あ

れ
ぽ
、
経
済
的
充
足
だ
け
で
は
満
さ
れ
な
い
国
民
の
権
利
感
情
を
著
し
く
阻
害
す
る
結
果
を
招
来
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
し
と
判
示
し
、

後
者
も
、
「
公
務
員
に
よ
る
職
務
執
行
の
適
正
は
、
同
法
（
国
賠
法
、
筆
者
注
）
第
一
条
第
二
項
に
よ
る
求
償
権
の
行
使
、
そ
の
他
国
家

機
関
内
部
に
お
け
る
規
律
に
よ
っ
て
、
一
応
こ
れ
を
担
保
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、
そ
れ
の
み
で
は
必
ず
し
も
十
分
と
は
い
え

ず
、
右
の
よ
う
な
場
合
に
被
害
者
た
る
国
民
か
ら
直
接
そ
の
責
任
の
追
及
を
許
す
こ
と
が
、
右
の
観
点
か
ら
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
」
と
判
示
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
監
督
統
制
的
機
能
を
認
め
な
が
ら
、
公
務
員
の
個
人
責
任
を
否
定
す
る
立
場
も
存
す
る
。
小
高
教
授
は
、
「
国
家
賠
償



剃
埜

晒
念

理の
条

一

法償
賠

家国
3
3

制
度
の
中
に
公
務
員
に
対
す
る
国
民
の
監
督
的
作
用
を
認
め
る
と
い
う
見
解
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
直
接
に
公
務
員
の
職
務
遂
行
に
お

け
る
綱
紀
粛
正
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ぽ
、
は
た
し
て
現
実
に
そ
の
機
能
を
発
揮
し
う
る
か
は
疑
問
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を

え
な
い
。
…
…
公
務
員
に
対
す
る
監
督
は
被
害
者
の
権
利
救
済
を
は
か
る
過
程
、
な
い
し
は
そ
の
回
復
を
契
機
と
し
て
行
な
わ
れ
る
も

の
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
具
体
的
に
は
、
国
ま
た
は
公
共
団
体
を
被
告
と
す
る
訴
訟
の
判
決
理
由
の
中
で
加
害
公
務
員
の
公
権

力
の
行
使
が
違
法
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
国
ま
た
は
公
共
団
体
が
加
害
公
務
員
に
対
す
る
求
償
権
を
行

使
し
、
あ
る
い
は
公
務
員
に
対
す
る
監
督
、
制
裁
の
制
度
に
よ
り
、
別
途
懲
戒
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
な
う
べ
き
も
の
と

　
　
　
　
（
1
3
）

考
え
ら
れ
る
」
と
説
か
れ
て
い
る
。

　
二
　
こ
の
よ
う
に
、
公
務
員
の
個
人
責
任
に
つ
い
て
見
解
の
対
立
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
違
法
責
任
説
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
ど
の

よ
う
に
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
違
法
責
任
説
は
、
監
視
的
機
能
を
も
重
視
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
一
見
す
る
と
、
折
衷
説
あ
る
い

は
肯
定
説
に
親
し
み
や
す
い
よ
う
に
思
わ
れ
な
い
で
も
な
い
。
し
か
し
、
問
題
は
そ
れ
程
単
純
で
は
な
く
、
監
視
的
機
能
を
認
め
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

と
は
、
当
然
に
公
務
員
の
個
人
責
任
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
に
は
つ
な
が
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
っ
て
、
0
・
マ
イ
ヤ
ー
が
公
務
員
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

個
人
責
任
を
公
権
力
の
濫
用
を
予
防
す
る
た
め
に
固
持
し
た
こ
と
は
、
広
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
監
視
的
機
能
は
そ
れ

以
外
に
お
い
て
も
十
分
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
例
え
ぽ
、
公
務
員
に
対
す
る
求
償
や
懲
戒
処
分
等
に
よ
っ
て
も
、
こ
の
機
能
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

十
分
期
待
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
こ
れ
に
対
す
る
解
答
は
、
違
法
責
任
説
の
理
論
的
基
礎
に
ま
で
遡
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
前
述
の
よ
う
に
、
違
法
責
任
説
は
、
違
法
性
そ
れ
自
体
が
責
任
根
拠
で
あ
り
、
公
務
員
の
故
意
過
失
は
立
法
政
策
的
制
約
に
す
ぎ
な

い
も
の
と
理
解
す
る
。
こ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
違
法
行
為
を
行
っ
た
国
に
損
害
賠
償
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
の
中
に
、
す
で
に
監
視
的

機
能
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
公
務
員
の
個
人
責
任
を
肯
定
す
る
こ
と
は
、
こ
の
国
の
賠
償
責
任
の
本
質
に
適
合
し
な
い



3
4

と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
西
ド
イ
ッ
の
国
家
責
任
法
が
、
一
条
一
項
に
お
い
て
違
法
責
任
を
定
め
な
が
ら
も
、
そ
の
三
項
に

お
い
て
「
義
務
違
反
を
な
し
た
者
は
、
被
害
者
に
対
し
て
責
任
を
負
わ
な
い
」
と
定
め
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
排
他
的
国
家
責
任

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

（
9
臣
鴇
『
一
げ
ゆ
一
一
。
ゲ
o
ω
け
鎚
侍
ω
冨
｛
言
ロ
σ
q
）
を
導
入
し
た
こ
と
に
よ
り
、
公
務
担
当
者
の
個
人
責
任
を
否
認
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
際

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
1
8
）

大
い
に
参
考
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
東
京
地
裁
昭
和
五
二
年
三
月
二
八
日
判
決
が
、
「
公
務
執
行
の
適
正
を
担
保
す
る
と
い

う
面
に
お
い
て
も
、
公
務
員
の
違
法
行
為
を
理
由
と
し
て
国
又
は
公
共
団
体
に
賠
償
責
任
を
追
及
し
得
る
こ
と
自
体
、
さ
ら
に
国
又
は

公
共
団
体
が
当
該
公
務
員
に
求
償
し
、
ま
た
懲
戒
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
必
ず
し
も
当
該
公
務
員
に
賠
償
責
任

を
認
め
な
く
と
も
前
記
目
的
は
充
分
に
達
成
さ
れ
る
」
こ
と
を
論
拠
の
一
つ
と
し
て
、
否
定
説
に
立
っ
て
判
示
し
て
い
る
こ
と
に
も
、

注
目
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

　
美
濃
部
博
士
が
、
「
官
吏
で
も
公
吏
で
も
弁
護
士
で
も
凡
て
公
務
に
従
事
す
る
者
は
、
其
の
公
務
の
執
行
に
つ
き
故
意
又
は
重
大
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

過
失
に
因
り
違
法
に
第
三
者
に
財
産
上
の
損
害
を
加
へ
た
場
合
に
の
み
、
個
人
と
し
て
損
害
賠
償
の
義
務
を
負
ふ
の
で
あ
る
」
と
述
べ

ら
れ
た
の
は
、
国
家
無
責
任
の
原
則
の
支
配
し
て
い
た
明
治
憲
法
下
に
お
い
て
は
、
確
か
に
有
意
義
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
国
家
無
責

任
の
原
則
が
放
棄
さ
れ
た
現
行
憲
法
下
に
お
い
て
は
、
公
務
員
の
個
人
責
任
の
肯
定
に
よ
り
民
主
的
統
制
を
図
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
⑳
）

憲
法
の
期
待
す
る
と
こ
ろ
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
民
主
的
統
制
は
、
公
務
員
の
個
人
責
任
を
肯
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な

く
、
む
し
ろ
、
国
の
違
法
責
任
を
承
認
し
、
公
務
員
の
個
人
責
任
を
克
服
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
以
上
に
述
べ
た
と
こ
ろ
は
、
主
と
し
て
国
家
賠
償
の
責
任
根
拠
論
・
機
能
論
か
ら
の
帰
結
で
あ
る
。
実
定
法
上
の
根
拠
と
し
て
は
、

通
説
。
判
例
の
説
く
と
こ
ろ
が
お
お
む
ね
妥
当
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

（
1
）
佐
藤
立
夫
「
国
家
賠
償
と
賠
償
責
任
の
負
担
者
」
憲
法
判
例
百
選
互
二
一
九
頁
参
照
。
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（
2
）
乾
昭
三
「
国
家
賠
償
法
」
注
釈
民
法
⑲
四
一
五
頁
、
山
本
・
前
掲
一
二
〇
レ
一
二
一
頁
、
小
高
・
前
掲
二
九
九
頁
、
下
山
・
国
家
補
償
蚤
四

　
六
－
二
四
七
頁
参
照
。

（
3
）
例
え
ば
、
東
京
地
判
昭
和
五
二
年
三
月
二
八
日
判
例
時
報
八
七
五
号
六
九
頁
は
、
「
賠
償
能
力
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
国
又
は
公
共
団
体
が
賠

　
償
責
任
を
負
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
被
害
者
に
対
す
る
損
害
填
補
と
い
う
本
来
の
目
的
は
完
全
に
達
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
賠
償
能
力
の
よ
り

　
乏
し
い
公
務
員
の
賠
償
責
任
を
重
複
し
て
認
め
る
必
要
は
な
い
」
と
判
示
し
て
い
る
。

（
4
）
今
村
・
国
家
補
償
法
一
二
二
頁
。

（
5
）
下
山
・
国
家
補
償
法
二
五
八
頁
。

（
6
）
遠
藤
・
前
掲
七
六
頁
参
照
。

（
7
）
室
井
・
前
掲
一
四
九
頁
。

（
8
）
同
旨
、
山
本
・
前
掲
一
一
四
頁
以
下
、
原
野
翻
「
警
察
お
よ
び
防
衛
」
室
井
編
・
現
代
行
政
法
入
門
②
一
二
七
頁
。

（
9
）
乾
「
国
家
賠
償
と
賠
償
責
任
の
負
担
者
」
民
商
法
雑
誌
三
三
巻
三
号
九
九
－
一
〇
〇
頁
。

（
1
0
）
遠
藤
・
前
掲
二
一
三
ご
頁
。

（
1
1
）
判
例
時
報
六
四
四
号
二
二
頁
。

（
1
2
）
判
例
時
報
六
五
三
号
二
二
頁
。

（
3
1
）
小
高
・
前
掲
三
8
圭
○
責
。

（
1
4
）
小
高
・
前
掲
三
〇
〇
頁
参
照
。

（
1
5
）
宇
賀
・
前
掲
法
学
協
会
雑
誌
九
九
巻
六
号
六
七
頁
、
稲
葉
・
前
掲
一
〇
二
ー
一
〇
三
、
一
〇
八
頁
、
西
埜
・
公
法
上
の
危
険
責
任
論
六
九
頁
参

　
照
。

（
1
6
）
有
倉
遼
吉
「
逐
条
国
家
賠
償
法
解
説
」
法
律
時
報
二
五
巻
九
号
二
一
頁
、
小
高
・
前
掲
三
〇
〇
⊥
二
〇
一
頁
、
宇
賀
・
前
掲
法
学
協
会
雑
誌
九
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九
巻
七
号
四
七
頁
参
照
。

（
1
7
）
排
他
的
国
家
責
任
の
導
入
に
よ
り
、
公
務
担
当
者
の
個
人
的
外
部
責
任
は
必
要
な
い
も
の
と
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
立
法
理
由
書
（
O
o
器
け
N
・

　
〇
三
謹
鳳
ユ
臼
切
ロ
呂
8
3
胤
o
『
ロ
ロ
o
q
L
零
。
。
”
ρ
ω
◎
。
）
　
に
よ
れ
ば
、
そ
の
ほ
か
、
賠
償
責
任
を
追
及
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
心
配
か
ら
公

　
務
担
当
者
の
決
断
意
欲
が
そ
が
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
、
と
い
う
理
由
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
立
法
理
由
は
、
我
国
に
お
い

　
て
も
否
定
説
の
論
拠
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
が
、
考
慮
に
値
す
る
も
の
と
い
え
る
か
ど
う
か
、
す
こ
ぶ
る
疑
問
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な

　
お
、
宇
賀
・
前
掲
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
六
三
号
一
一
四
頁
参
照
。

（
1
8
）
判
例
時
報
八
七
五
号
六
九
頁
。

（
1
9
）
美
濃
部
・
前
掲
三
四
九
頁
。

（
2
0
）
小
高
教
授
は
、
「
公
務
員
の
個
人
責
任
は
、
公
務
員
の
不
法
行
為
に
つ
い
て
国
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
国
家
無
責
任
の
原
則
を

　
維
持
し
た
時
代
の
損
害
填
補
の
仕
方
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
の
で
、
国
家
賠
償
制
度
の
合
理
的
発
展
の
経
過
か
ら
見
て
難
点
が
あ
る
」
（
前
掲
三

　
〇
〇
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
的
確
な
指
摘
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

寧

七
今
後
の
課
題

む
す
び
に
代
え
て

　
こ
れ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
こ
と
を
要
約
す
れ
ぽ
、
国
賠
法
一
条
の
国
の
責
任
は
違
法
責
任
説
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と

い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
国
の
責
任
の
根
拠
は
国
家
作
用
の
違
法
性
自
体
の
中
に
存
在
し
、
こ
れ
は
「
法
律
に
よ
る
行
政
」
の
原
理
か

ら
の
帰
結
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
、
違
法
性
を
責
任
根
拠
と
解
す
れ
ば
、
国
賠
法
一
条
の
機
能
は
単
に
損
害
填
補
的
機
能
に
止
ま

る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
加
え
て
国
家
作
用
に
対
す
る
国
民
の
監
視
的
機
能
も
ま
た
重
視
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、



動
埜晒

念
理の条一

法償
賠家

国

に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
基
本
的
立
場
か
ら
、
国
賠
法
一
条
を
め
ぐ
る
若
干
の
問
題
点
に
つ
い
て
検
討
し
た
わ
け
で

あ
る
が
、
説
明
不
足
あ
る
い
は
論
理
の
飛
躍
と
思
わ
れ
る
点
が
少
な
く
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
、
筆
者
も
ま
た
認
め
ざ
る
を
得
な

い
。
特
に
、
「
法
律
に
よ
る
行
政
」
の
原
理
か
ら
直
ち
に
違
法
責
任
を
導
き
出
す
と
い
う
の
は
短
絡
的
す
ぎ
る
と
い
う
批
判
は
、
確
か
に

予
想
し
得
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
行
憲
法
の
法
治
国
家
構
造
に
照
ら
し
て
考
え
れ
ば
、
違
法
責
任
説
は
解
釈
論
と
し
て
も
十

分
成
立
余
地
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
確
信
は
捨
て
難
い
。
こ
の
点
を
煮
詰
め
る
こ
と
が
、
筆
者
の
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

　
違
法
責
任
説
は
、
損
害
賠
償
と
損
失
補
償
を
侵
害
行
為
の
違
法
・
適
法
と
い
う
基
準
に
よ
っ
て
区
別
す
る
と
い
う
立
場
と
表
裏
一
体

で
あ
る
か
ら
、
両
制
度
の
相
対
化
に
は
当
然
批
判
的
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
損
害
賠
償
と
損
失
補
償
は
、
そ
の
理
念
を
全
く
異
に
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

る
も
の
と
解
す
る
わ
け
で
あ
る
。
本
稿
で
考
察
し
た
の
は
、
損
害
賠
償
の
う
ち
の
国
償
法
一
条
の
理
念
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
今
後
さ
ら

に
検
討
を
要
す
る
の
は
、
①
損
失
補
償
の
理
念
、
②
結
果
責
任
（
公
法
上
の
危
険
責
任
）
の
理
念
、
③
損
害
賠
償
．
損
失
補
償
．
結
果

責
任
を
包
摂
し
た
「
国
家
補
償
」
の
理
念
で
あ
り
、
そ
し
て
、
こ
れ
ら
以
上
に
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
④
国
賠
法
二
条

の
理
念
で
あ
る
。
一
般
に
、
国
賠
法
一
条
と
二
条
の
各
責
任
は
損
害
賠
償
と
し
て
ま
と
め
て
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
国
賠
法
一
条
を
本

稿
で
説
い
た
よ
う
な
意
味
で
の
違
法
責
任
と
し
て
理
解
す
る
と
す
れ
ば
、
両
条
を
同
一
の
理
念
で
捉
え
る
こ
と
は
困
難
と
な
る
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
で
は
、
国
賠
法
二
条
の
理
念
は
一
条
の
理
念
と
ど
の
よ
う
に
相
違
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
錯
綜
し
て
い
る
国
賠
法

の
解
釈
論
に
と
っ
て
は
、
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
問
題
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

3
7

（
1
）
下
山
教
授
は
、
柳
瀬
教
授
が
損
害
賠
償
と
損
失
補
償
を
明
確
に
区
別
さ
れ
る
（
柳
瀬
。
前
掲
一
三
〇
ー
一
三
二
頁
）
こ
と
に
対
し
て
、
「
柳
瀬

　
教
授
の
説
は
、
こ
れ
ま
で
の
制
度
的
考
察
を
基
準
と
し
て
批
判
し
う
る
ご
と
く
、
わ
が
国
の
特
殊
性
を
も
っ
と
も
よ
く
反
映
し
た
説
と
も
い
う
べ

　
き
も
の
で
、
填
補
責
任
の
見
地
か
ら
で
は
な
く
、
行
為
の
性
質
か
ら
そ
の
区
分
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
損
害
賠
償
に
つ
い
て
こ
の



3
8

説
を
と
る
こ
と
は
こ
の
制
度
の
趣
旨
を
無
視
す
る
も
の
と
い
い
え
よ
う
」
（
下
山
・
前
掲
「
国
家
賠
償
」
二
四
七
頁
）
と
批
判
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
両
制
度
の
相
対
化
は
、
現
行
憲
法
の
理
念
に
照
ら
し
て
疑
義
が
あ
る
こ
と
は
、
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。


