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過
料
に
か
ん
す
る
若
干
の
問
題

金

子

芳

雄

一二三四

過
料
の
問
題
点
概
観

理
論
的
に
み
た
過
料
の
問
題
点

現
行
過
料
制
度
の
問
題
点
（
実
体
規
定
）

現
行
過
料
制
度
の
問
題
点
（
手
続
規
定
）

　
わ
が
国
の
法
制
度
を
み
る
と
、
一
定
の
非
行
に
た
い
す
る
制
裁
と
し
、
刑
法
に
刑
名
の
あ
る
罰
の
く
わ
え
ら
れ
る
刑
罰
、
行
政
刑
罰
（
手
続
的

に
は
刑
事
訴
訟
法
の
適
用
を
み
る
）
、
行
政
秩
序
罰
と
し
て
の
過
料
（
手
続
的
に
は
非
訟
事
件
手
続
法
の
適
用
を
み
る
）
が
そ
ん
す
る
。
さ
ら
に
、
行
政
処
分
の

形
式
を
採
用
す
る
制
裁
、
な
い
し
、
実
質
に
お
い
て
制
裁
た
る
性
質
を
も
つ
も
の
と
し
、
特
別
権
力
関
係
に
お
け
る
懲
戒
罰
、
営
業
等
の
停
止
・

禁
止
、
団
体
等
の
解
散
、
各
種
租
税
法
に
お
け
る
加
算
税
額
・
重
加
算
税
額
等
が
そ
ん
す
る
。
而
し
て
、
こ
れ
ら
は
、
制
裁
な
い
し
制
裁
の
実
質

を
も
つ
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
存
在
意
義
な
い
し
目
的
よ
り
、
異
つ
た
手
続
を
採
用
す
る
。
し
か
し
、
実
質
的
に
同
じ
性
質
を
も
つ
非
行
に
た
い

し
、
一
方
は
、
憲
法
・
刑
事
訴
訟
法
に
詳
細
に
し
て
厳
格
な
る
権
利
保
障
規
定
が
お
か
れ
、
他
方
は
、
僅
か
数
条
の
非
訟
事
件
手
続
法
、
ま
た
は
、

　
　
　
過
料
に
か
ん
す
る
若
干
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
（
二
四
七
）



　
　
　
過
料
に
か
ん
す
る
若
干
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
　
　
（
二
四
八
）

単
な
る
行
政
処
分
（
た
と
え
、
事
後
的
に
訴
訟
に
よ
る
救
済
の
途
が
ひ
ら
か
れ
て
い
る
に
せ
よ
）
に
よ
り
す
べ
て
が
決
せ
ら
れ
る
．
た
と
え
ば
、
届
出
義
務
違

反
に
た
い
し
過
料
の
科
せ
ら
る
べ
き
場
合
に
お
い
て
さ
え
、
行
政
刑
罰
に
く
ら
べ
、
実
体
的
・
手
続
的
に
み
て
、
権
利
保
障
を
か
く
と
の
疑
が
そ

ん
す
る
の
に
、
地
方
自
治
法
に
お
け
る
分
担
金
通
脱
の
過
料
（
法
一
三
…
に
い
た
つ
て
は
、
何
故
、
刑
罰
と
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
は

な
は
だ
理
解
に
く
る
し
む
。
ま
た
、
租
税
法
に
お
け
る
重
加
算
税
額
を
み
る
と
、
こ
れ
は
租
税
適
脱
行
為
で
あ
り
、
か
か
る
非
行
は
通
脱
犯
と
し

行
政
刑
罰
（
し
か
も
、
そ
の
犯
行
は
行
政
犯
よ
り
刑
事
犯
に
近
い
）
の
対
象
と
な
り
な
が
ら
、
一
面
、
税
額
と
称
さ
れ
る
不
思
議
な
税
が
か
せ
ら
れ
る
。
そ

し
て
、
か
か
る
税
額
は
刑
罰
た
る
性
質
を
も
ち
、
し
か
も
、
形
式
は
刑
罰
に
非
ざ
る
ゆ
え
、
刑
法
総
則
・
刑
事
訴
訟
法
に
お
け
る
権
利
保
障
規
定

の
適
用
が
排
斥
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
同
一
通
脱
行
為
に
つ
き
、
通
脱
犯
と
し
て
の
刑
罰
と
重
加
算
税
額
と
い
う
二
重
の
制
裁
が
生
じ
、
実
質

に
お
い
て
、
憲
法
三
九
条
後
段
に
い
う
一
事
不
再
理
の
原
則
に
反
す
る
の
で
な
い
か
と
の
疑
問
さ
え
で
て
く
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
制
裁
規
定
が
各
形
式
に
よ
る
こ
と
は
、
混
乱
を
生
じ
、
お
も
わ
ざ
る
点
に
お
い
て
国
民
の
権
利
保
障
を
か
く
結
果
を
も
た
ら

す
。
こ
の
た
め
、
本
稿
は
、
と
く
に
過
料
制
度
を
と
り
あ
げ
．
他
の
制
裁
と
区
別
す
べ
き
理
由
、
な
い
し
、
国
民
の
権
利
保
障
の
面
よ
り
み
て
疑

間
と
か
ん
ず
る
諸
点
を
検
討
す
る
。

二

現
行
法
上
、
過
料
と
い
う
名
称
の
ふ
さ
れ
た
例
は
、
は
な
は
だ
多
い
。
し
か
し
、
こ
れ
等
は
．

ω
秩
序
罰
と
し
て
の
過
料
　
a
民
事
上
・
訴
訟
上
の
秩
序
罰
と
し
て
の
過
料
　
b
通
常
の
行
政
上
の
秩
序
罰
と
し
て
の
過
料

　
体
の
科
す
る
行
政
上
の
秩
序
罰
と
し
て
の
過
料

⑧
懲
戒
罰
と
し
て
の
過
料

⑥
執
行
罰
と
し
て
の
過
料

c
地
方
公
共
団



　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ヤ

の
三
に
大
別
さ
れ
る
。

　
而
し
て
、
こ
れ
等
の
う
ち
、
懲
戒
罰
と
し
て
の
過
料
は
、
特
別
権
力
関
係
に
ぞ
く
す
る
ゆ
え
、
　
一
般
権
力
関
係
に
お
け
る
秩
序
罰
・
行
政
刑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

罰
・
刑
罰
と
、
一
応
、
形
式
的
に
区
別
さ
れ
る
。
ま
た
、
執
行
罰
は
、
強
制
執
行
の
一
形
式
、
換
言
す
れ
ば
、
罰
を
く
わ
え
る
直
接
の
目
的
は
、

将
来
に
お
け
る
行
政
目
的
達
成
の
た
め
の
も
の
と
し
、
行
政
刑
罰
等
と
区
別
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
過
料
を
行
政
刑
罰
・
刑
罰
と
比
較
せ
ん

と
す
る
と
き
、
秩
序
罰
と
し
て
の
過
料
が
間
題
と
な
る
。

　
さ
て
、
秩
序
罰
と
し
て
の
過
料
（
以
下
、
過
料
と
称
す
）
は
、
行
政
刑
罰
と
と
も
に
行
政
罰
と
い
う
範
疇
に
ぞ
く
す
る
点
、
刑
罰
と
区
別
さ
れ
る
．

し
か
し
、
行
政
刑
罰
と
過
料
は
、
刑
法
に
刑
名
の
あ
る
罰
な
り
や
否
や
の
点
で
こ
と
な
り
、
こ
れ
に
応
じ
、
実
体
的
・
手
続
的
に
適
用
法
規
を
こ

と
に
す
る
。

　
そ
こ
で
、
ま
ず
、
刑
罰
と
、
行
政
刑
罰
・
過
料
を
ふ
く
め
た
行
政
罰
と
の
差
異
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
こ
の
問
題
は
、
古
く
は
、
刑
事
犯
と
警

察
犯
の
問
題
と
し
、
比
較
的
新
し
く
は
、
刑
事
犯
と
行
政
犯
の
問
題
と
し
、
主
と
し
て
、
多
く
の
刑
法
学
者
に
よ
り
論
ぜ
ら
れ
て
き
た
。
そ
し

て
、
そ
の
論
ず
る
と
こ
ろ
は
、
法
哲
学
的
・
刑
法
理
論
的
考
察
を
主
と
し
、
両
者
の
区
別
を
み
と
め
る
に
せ
よ
、
ま
た
、
こ
の
区
別
を
否
定
す
る
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に
せ
よ
、
そ
の
見
解
は
多
岐
に
わ
た
り
、
「
法
律
学
者
を
絶
望
さ
せ
る
区
別
」
と
さ
え
い
わ
れ
て
い
る
．

　
さ
て
、
従
来
、
主
と
し
て
、
刑
法
学
者
に
よ
り
論
ぜ
ら
れ
て
き
た
区
別
は
、
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
（
刑
法
学
よ
り
み
た
区
別
は
、
福
田
平
教
授
著

「
行
政
刑
法
』
三
i
二
八
頁
に
お
う
と
こ
ろ
が
多
い
）
。

　
ま
ず
、
e
法
益
に
対
す
る
関
係
で
両
者
を
区
別
せ
ん
と
し
、
⑥
④
法
益
侵
害
行
為
を
刑
事
犯
、
＠
法
益
を
危
険
な
ら
し
め
る
行
為
を
行
政
犯
と

し
、
あ
る
い
は
、
⑥
右
の
危
険
行
為
を
、
④
具
体
的
危
険
行
為
、
＠
抽
象
的
危
険
行
為
に
わ
け
、
前
者
を
刑
事
犯
に
く
わ
え
、
後
者
の
み
を
行
政
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ヤ

犯
と
呼
ぽ
ん
と
す
る
見
解
等
が
そ
ん
す
る
．
し
か
し
、
か
か
る
見
解
は
、
行
政
犯
と
考
え
る
べ
ぎ
、
ま
た
、
刑
事
犯
と
考
え
る
べ
き
も
の
は
、
か
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ヤ

く
（
右
の
ご
と
く
）
あ
る
べ
し
と
す
る
な
ら
ば
、
異
論
な
き
も
．
現
在
、
行
政
犯
と
よ
ば
れ
、
刑
事
犯
と
称
さ
れ
て
い
る
も
の
を
区
別
す
る
基
準
と

　
　
　
過
料
に
か
ん
す
る
若
干
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
　
　
（
二
四
九
）



　
　
　
過
料
に
か
ん
す
る
若
干
の
間
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
　
　
　
（
二
五
Q
）

し
て
は
妥
当
性
を
か
く
。
す
な
わ
ち
、
行
政
犯
と
よ
ば
れ
て
い
る
非
行
中
に
も
、
法
益
侵
害
犯
・
具
体
的
危
険
犯
が
あ
り
．
ま
た
、
刑
事
犯
と
称

さ
れ
て
い
る
も
の
の
う
ち
に
も
、
抽
象
的
危
険
犯
が
そ
ん
す
る
。
こ
の
た
め
、
口
被
害
対
象
の
性
質
に
よ
つ
て
両
者
を
区
別
せ
ん
と
し
、
刑
事
犯

は
、
形
式
的
要
素
と
し
法
規
の
侵
害
（
遠
法
性
）
を
、
実
質
的
要
素
と
し
法
益
の
侵
害
を
も
つ
に
た
い
し
、
行
政
犯
は
、
形
式
的
要
素
と
し
、
行
政

意
思
に
反
す
る
一
定
の
違
反
行
為
を
、
実
質
的
要
素
と
し
公
共
の
福
祉
の
侵
害
を
ゆ
う
す
と
い
う
．
そ
し
て
、
こ
の
種
見
解
は
、
刑
事
犯
と
行
政

犯
の
区
別
を
相
対
的
な
も
の
と
し
、
行
政
犯
の
刑
事
犯
へ
の
転
換
を
み
と
め
る
。
か
か
る
説
に
た
い
し
て
も
、
公
共
の
福
祉
が
国
家
お
よ
び
国
民

の
利
益
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
、
法
的
に
保
護
さ
れ
た
利
益
（
法
益
）
の
性
質
等
の
諸
点
よ
り
批
判
が
く
わ
え
ら
れ
て
い
る
．
さ
ら
に
、
㊧
被
侵
害

規
範
の
性
質
に
よ
り
両
者
を
区
別
せ
ん
と
す
る
見
解
、
す
な
わ
ち
、
刑
事
犯
は
、
法
規
な
ら
び
に
文
化
規
範
に
違
反
す
る
が
、
行
政
犯
は
法
規
に

の
み
違
反
し
文
化
規
範
に
関
係
な
き
行
為
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
行
政
犯
は
、
法
益
に
た
い
す
る
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
あ
る
行
為
を
防
止
し
、

共
同
体
の
善
良
な
秩
序
を
維
持
し
、
一
定
の
法
律
規
定
の
実
効
性
を
確
保
す
る
こ
と
に
つ
き
．
国
家
の
も
つ
利
益
に
た
い
す
る
非
行
と
い
う
。
而

し
て
、
か
か
る
文
化
規
範
を
、
倫
理
・
道
徳
と
ほ
ぽ
同
一
内
容
の
も
の
と
解
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
見
解
は
、
現
在
、
わ
が
国
に
お
い
て
多
く
の
人

々
に
よ
り
唱
え
ら
れ
て
い
る
、
㊨
両
者
の
区
別
の
標
準
を
倫
理
に
も
と
め
る
説
と
同
種
の
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
さ
て
．
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
刑
事
犯
と
行
政
犯
の
区
別
を
否
定
せ
ん
と
す
る
見
解
は
、
皆
無
と
は
い
●
え
な
い
。
し
か
し
、
刑
法
学
者
の
多
く
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と
、
行
政
法
学
者
は
、
た
と
え
、
区
別
が
絶
対
的
に
せ
よ
、
ま
た
、
相
対
的
に
せ
よ
こ
れ
を
み
と
め
る
立
場
を
と
る
．
そ
し
て
、
そ
の
と
く
と
こ

ろ
は
、
「
刑
事
犯
は
、
法
の
命
令
禁
止
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
、
社
会
の
一
員
と
し
て
社
会
生
活
上
当
然
に
犯
す
べ
か
ら
ざ
る
道
徳
的
本
分
に
違
反

す
る
も
の
で
、
そ
の
行
為
自
身
が
、
反
道
徳
的
・
反
社
会
的
・
罪
悪
性
を
有
し
、
－
－
－
、
行
政
犯
は
、
行
為
そ
の
も
の
と
し
て
は
、
必
ず
し
も
反

道
徳
性
・
反
社
会
性
・
罪
悪
性
を
有
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
行
政
上
の
目
的
の
た
め
に
す
る
命
令
禁
止
に
違
反
し
て
こ
れ
を
な
す
が
故
に
、
処
罰

さ
れ
る
べ
き
行
為
で
あ
り
、
法
規
の
定
め
に
基
く
命
令
禁
止
を
前
提
と
し
、
こ
の
命
令
禁
止
に
違
反
す
る
が
故
に
、
反
道
徳
性
・
反
社
会
性
・
罪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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）

悪
性
を
も
つ
行
為
で
あ
る
点
」
に
両
者
の
区
別
を
み
と
め
ん
と
す
る
。
そ
し
て
、
か
か
る
区
別
を
前
提
と
し
、
行
政
犯
に
た
い
す
る
刑
法
総
則
適



用
の
是
非
へ
と
、
論
議
は
す
す
む
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
性
質
上
、
別
の
機
会
へ
ゆ
ず
り
、
こ
こ
で
は
、
現
行
制
度
が
．

行
政
犯
を
さ
ら
に
二
分
し
、
刑
罰
を
科
せ
ら
る
べ
き
行
為
と
過
料
を
科
せ
ら
る
べ
き
行
為
に
分
け
て
い
る
点
を
問
題
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
行
政

法
規
に
違
反
す
る
こ
と
を
、
直
接
に
行
政
目
的
を
侵
害
し
、
行
政
法
規
に
よ
り
維
持
さ
れ
る
社
会
法
益
を
侵
害
す
る
場
合
（
反
社
会
性
）
と
、
間
接

的
に
行
政
目
的
の
達
成
に
障
害
を
お
よ
ぼ
す
危
険
の
あ
る
に
す
ぎ
な
い
場
合
（
義
務
の
解
怠
）
の
二
に
わ
け
て
か
ん
が
え
る
。
そ
し
て
、
行
政
法
規

に
違
反
し
た
場
合
、
右
の
ご
と
き
区
別
を
み
と
め
ず
、
一
律
に
刑
罰
を
科
す
る
こ
と
は
、
刑
事
政
策
的
立
場
よ
り
み
て
も
、
刑
罰
を
科
せ
ら
る
べ

き
犯
罪
が
社
会
的
道
義
的
に
強
い
非
難
の
対
象
た
る
こ
と
の
意
識
を
失
わ
し
め
、
刑
罰
自
体
の
尊
厳
性
を
失
わ
し
め
る
結
果
と
な
つ
て
妥
当
と
は

　
　
　
　
　
　
（
6
）

い
え
な
い
と
い
う
。

　
行
政
法
規
に
違
反
す
る
行
為
を
二
種
に
わ
け
る
こ
と
は
、
た
と
え
そ
の
区
別
が
相
対
的
に
も
せ
よ
、
概
念
的
に
可
能
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の

両
者
に
た
い
し
．
一
は
刑
罰
を
も
つ
て
の
ぞ
み
、
他
は
刑
罰
以
外
の
制
裁
を
加
え
る
こ
と
も
、
刑
事
政
策
的
に
み
て
必
要
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
、
か
か
る
区
別
な
り
方
法
は
、
過
料
を
科
し
、
あ
る
い
は
、
過
料
を
科
す
場
合
が
、
か
く
あ
る
べ
き
こ
と
を
し
め
し
、
現
行
制
度
と
し
て
の
過

料
は
、
か
く
あ
る
と
い
う
こ
と
を
の
べ
た
も
の
で
な
い
。
こ
の
た
め
、
本
来
、
行
政
刑
罰
に
処
す
べ
き
行
為
に
た
い
し
、
過
料
を
科
す
れ
ば
、
憲

法
な
ら
び
に
刑
事
法
に
規
定
さ
れ
た
行
為
者
の
保
護
規
定
が
適
用
さ
れ
ず
、
し
か
も
、
罰
金
・
科
料
と
実
質
を
同
じ
く
す
る
金
銭
罰
た
る
過
料
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

科
せ
ら
れ
、
憲
法
の
精
神
に
反
す
る
結
果
の
生
ず
る
場
合
も
あ
り
う
る
．
し
た
が
つ
て
、
以
下
、
制
度
と
L
て
の
過
料
に
つ
き
検
討
を
く
わ
え
る
。

　
（
1
）
　
田
中
二
郎
・
行
政
法
総
論
・
四
二
三
頁
以
下
。
佐
藤
功
・
過
料
制
度
と
憲
法
と
の
関
係
（
「
憲
法
解
釈
の
諸
問
題
」
所
収
）
・
一
二
三
頁
以
下
。
磯
崎
辰
五
郎
・
行
政

　
　
法
（
総
論
）
・
一
三
八
頁
以
下
。

　
（
2
）
　
一
応
、
形
式
的
に
区
別
さ
れ
る
と
し
て
も
、
な
お
検
討
す
べ
き
問
題
が
の
こ
る
が
、
こ
の
点
、
し
ば
ら
く
お
く
。

　
（
3
）
　
福
田
平
・
行
政
刑
法
・
三
頁
、
に
引
用
さ
れ
た
閑
富
岳
P
乞
Φ
萄
響
く
試
8
畠
零
O
毒
傷
冨
o
q
ユ
角
Φ
山
畠
O
践
旨
壼
マ
8
馨
。
一
一
〇。
翫
一
ψ
器
・

　
（
4
）
　
区
別
の
絶
対
性
・
相
対
性
は
、
と
く
に
、
行
政
犯
の
刑
事
犯
へ
の
転
換
を
め
ぐ
り
問
題
と
な
る
。
そ
し
て
、
公
法
学
者
に
か
ん
し
、
そ
の
相
対
性
を
明
言
さ
れ
る
の

　
　
は
、
田
上
教
授
で
は
あ
る
ま
い
か
。
た
と
え
ば
、
「
行
政
法
規
が
実
施
さ
れ
た
後
、
そ
の
規
定
す
る
公
法
上
の
義
務
が
常
識
上
当
然
の
も
の
と
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

　
　
し
か
も
法
律
が
義
務
違
反
に
対
す
る
制
裁
を
強
化
す
る
場
合
に
は
、
行
政
犯
が
刑
事
犯
に
転
化
す
る
こ
と
が
あ
る
．
例
え
ば
、
脱
税
犯
は
性
質
上
、
行
政
犯
で
あ
る
が
、
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五
p
　
　
（
二
五
一
）
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六
　
　
　
（
二
五
二
）

法
定
刑
を
重
く
し
、
特
に
懲
役
刑
に
処
す
る
場
合
に
は
、
単
に
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
金
銭
上
の
損
失
の
防
止
を
目
的
と
す
る
に
止
ま
ら
ず
、
脱
税
の
反
社
会
性
．
反

道
徳
性
を
非
難
す
る
意
味
を
も
ち
、
刑
事
犯
と
な
る
。
」
（
田
上
穣
治
・
全
訂
行
政
法
総
論
・
一
一
七
1
八
頁
）
。
こ
れ
に
た
い
し
、
美
濃
部
博
士
は
、
絶
対
的
区
別
を
主

張
せ
ら
れ
る
ご
と
く
解
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
行
政
犯
・
刑
事
犯
の
対
立
は
、
時
・
場
所
を
超
越
し
た
永
久
不
変
の
も
の
で
な
い
が
．
同
一
の
憲
法
・
同
一
の
国
家
根
本
法

　
の
下
に
お
い
て
、
相
対
的
区
別
を
唱
え
る
者
の
い
う
程
、
容
易
に
両
者
間
の
転
換
が
お
こ
な
わ
れ
る
わ
け
で
な
く
、
両
者
間
に
移
動
あ
り
と
せ
ば
、
政
治
的
・
社
会
的
条

件
の
差
異
を
必
要
と
す
る
、
と
い
わ
れ
る
ご
と
く
で
あ
る
（
美
濃
部
達
吉
・
経
済
刑
法
の
基
礎
理
論
・
コ
ニ
ー
四
頁
）
。

（
5
）
　
田
中
・
前
掲
書
・
四
〇
七
ー
八
頁
。

（
6
）
　
田
中
・
前
掲
書
・
四
二
二
頁
。

（
7
）
　
こ
の
点
、
過
料
制
度
の
存
在
意
義
を
み
と
め
つ
つ
も
、
現
行
過
料
制
度
を
再
検
討
し
、
整
理
・
統
合
す
べ
し
、
と
の
主
張
と
な
つ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、

　
田
中
二
郎
・
過
料
小
論
（
国
家
学
会
雑
誌
・
六
二
巻
一
一
号
）
、
佐
藤
・
前
掲
論
文
・
参
照
。

三

　
現
行
法
制
度
と
し
て
み
と
め
ら
れ
て
い
る
秩
序
罰
た
る
過
料
は
、
そ
の
例
が
は
な
は
だ
多
い
。
し
か
し
、
こ
れ
等
は
、
一
応
、
左
の
ご
と
く
分

類
し
う
る
。

　
e
　
私
法
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
、
命
令
・
禁
止
に
違
反
し
た
場
合
科
せ
ら
れ
る
過
料
。
例
　
民
法
八
四
条
、
戸
籍
法
一
二
〇
条
・
一
二
一

　
　
条
、
住
民
登
録
法
一
三
条
、
外
国
人
登
録
法
一
九
条
、
不
動
産
登
記
法
一
五
九
条
の
二
、
商
法
一
八
条
・
二
二
条
・
四
九
八
条
・
四
九
八
条

　
　
の
二
・
四
九
八
条
の
三
、
有
限
会
社
法
八
五
条
、
小
切
手
法
七
一
条
、
等
。

　
⇔
　
訴
訟
手
続
に
か
ん
し
、
手
続
を
維
持
す
る
た
め
、
命
令
・
禁
止
に
違
反
し
た
場
合
科
せ
ら
れ
る
過
料
。
例
　
民
事
訴
訟
法
二
六
九
条
・
二

　
　
七
七
条
・
二
八
四
条
・
二
九
三
条
二
三
八
条
・
三
二
八
条
二
三
三
条
二
二
三
五
条
・
三
三
九
条
、
家
事
審
判
法
二
七
条
・
二
八
条
、
民

　
　
事
調
停
法
三
四
条
・
三
五
条
、
刑
事
訴
訟
法
一
三
三
条
・
二
二
七
条
・
一
六
〇
条
・
二
二
二
条
、
等
。

　
日
　
行
政
上
の
目
的
の
た
め
、
命
令
・
禁
止
に
違
反
し
た
場
合
科
せ
ら
れ
る
過
料
。
例
　
医
療
法
七
六
条
・
七
七
条
、
優
生
保
護
法
三
一
条
、



　
　
出
入
国
管
理
令
七
七
条
、
土
地
収
用
法
一
四
六
条
、
土
地
改
良
法
一
四
三
条
・
一
四
四
条
・
一
四
五
条
、
土
地
区
画
整
理
法
一
四
三
条
・
一

　
　
四
四
条
・
一
四
五
条
・
一
四
六
条
・
一
四
七
条
・
一
四
八
条
、
私
立
学
校
法
六
六
条
・
六
七
条
、
文
化
財
保
護
法
一
〇
八
条
・
一
〇
九
条
．

　
　
一
一
〇
条
・
一
一
一
条
、
労
働
組
合
法
三
二
条
、
消
費
生
活
協
同
組
合
法
一
〇
〇
条
・
一
〇
一
条
、
住
宅
金
融
公
庫
法
四
九
条
・
五
〇
条
、

　
　
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
九
七
条
・
九
八
条
、
商
工
会
議
所
法
九
一
条
、
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
一
一
四

　
　
条
の
三
二
一
五
条
・
二
五
条
の
二
・
一
一
五
条
の
三
、
銀
行
法
三
五
条
・
三
六
条
、
貯
蓄
銀
行
法
二
〇
条
・
二
一
条
、
農
業
協
同
組
合

　
　
法
一
〇
一
条
・
一
〇
一
条
の
二
・
一
〇
一
条
の
三
・
一
〇
二
条
、
森
林
法
二
一
四
条
・
二
一
五
条
、
ガ
ス
事
業
法
六
一
条
、
地
方
鉄
道
法
三

　
　
九
条
、
軌
道
法
二
九
条
、
道
路
運
送
法
一
三
八
条
、
倉
庫
業
法
三
二
条
、
特
許
法
二
〇
二
条
・
二
〇
三
条
・
二
〇
四
条
、
実
用
新
案
法
六
二

　
　
条
・
六
三
条
・
六
四
条
、
意
匠
法
七
五
条
・
七
六
条
・
七
七
条
、
商
標
法
八
三
条
・
八
四
条
・
八
五
条
、
等
。

　
四
　
地
方
公
共
団
体
の
条
例
・
規
則
に
定
め
た
命
令
・
禁
止
に
違
反
し
た
場
合
科
せ
ら
れ
る
過
料
．
こ
の
種
例
は
、
地
方
自
治
法
一
五
条
．
二

　
　
一
四
条
、
地
方
税
法
三
一
条
・
八
三
条
等
に
も
と
づ
き
．
各
条
例
・
規
則
に
さ
だ
め
ら
れ
る
が
、
過
料
を
科
す
る
手
続
に
お
い
て
、
O
l
㊧

　
　
と
こ
と
な
る
。

　
さ
て
、
現
行
法
上
、
い
か
な
る
場
合
に
過
料
が
科
さ
れ
て
い
る
か
。
換
言
す
れ
ば
、
い
か
な
る
種
類
の
命
令
・
禁
止
が
、
　
（
違
反
し
た
場
合
）
過

料
と
な
る
か
。
こ
の
点
に
つ
き
、
右
の
過
料
を
規
定
し
た
条
項
よ
り
推
論
し
て
み
よ
う
（
た
だ
し
、
右
の
例
は
．
も
ち
論
、
過
料
の
す
べ
て
を
あ
げ
て
い
る

わ
け
で
も
な
い
し
、
条
項
蒐
集
に
あ
た
り
一
定
の
基
準
に
よ
つ
て
い
る
も
の
で
も
な
い
。
し
か
し
、
右
の
例
よ
り
、
過
料
を
か
す
場
合
の
類
型
が
1
不
完
全
な
も
の
に
せ
よ

i
帰
納
し
う
る
と
お
も
う
）
。

　
一
、
ま
ず
、
多
く
の
例
を
み
い
だ
す
の
は
、
い
わ
ゆ
る
「
名
称
冒
用
」
の
場
合
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
私
法
秩
序
関
係
（
前
掲
e
）
に
つ
き
商
法

一
五
条
が
、
ま
た
同
種
の
例
と
し
、
有
限
会
社
法
八
六
条
が
、
お
の
お
の
、
会
社
・
有
限
会
社
に
あ
ら
ざ
る
者
の
商
号
中
、
か
か
る
名
称
使
用
の

禁
止
と
、
禁
止
違
反
に
た
い
す
る
制
裁
と
し
て
過
料
を
規
定
す
る
。
さ
ら
に
、
行
政
上
の
目
的
関
係
（
前
掲
㊧
）
に
も
、
か
か
る
例
は
非
常
に
多
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七
　
　
　
（
二
五
三
）
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八
　
　
　
（
二
五
四
）

い
。
消
費
協
同
組
合
の
名
称
冒
用
に
つ
き
、
同
法
一
〇
一
条
（
そ
の
他
の
協
同
組
合
法
に
も
、
名
称
冒
用
に
た
い
す
る
過
料
規
定
を
発
見
し
う
る
）
、
公
庫
の
名

称
冒
用
に
つ
き
住
宅
金
融
公
庫
法
五
〇
条
、
森
林
組
合
・
土
地
改
良
組
合
等
の
組
合
の
名
称
冒
用
に
つ
き
森
林
法
二
一
五
条
が
、
特
殊
事
業
団
体

と
し
て
．
私
立
学
校
・
銀
行
・
医
療
機
関
（
医
療
法
人
）
の
名
称
冒
用
に
つ
き
私
立
学
校
法
六
七
条
・
医
療
法
七
七
条
．
等
が
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
法
が
名
称
の
独
占
使
用
を
み
と
め
る
団
体
は
．
多
く
の
場
合
、
い
わ
ゆ
る
公
法
人
・
中
間
法
人
に
ぞ
く
し
、
他
の
団
体
と
区
別

さ
る
べ
き
特
権
を
ゆ
う
す
る
。
そ
し
て
、
も
し
、
相
手
方
が
そ
の
名
称
よ
り
し
て
、
あ
る
団
体
を
特
定
団
体
と
誤
認
し
行
動
す
る
と
き
、
相
手
方

の
権
利
・
利
益
の
侵
害
な
い
し
行
政
目
的
達
成
の
障
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
あ
り
と
し
、
名
称
の
独
占
使
用
と
名
称
冒
用
に
た
い
す
る
制
裁
を
規
定

す
る
。

－
な
お
．
右
の
ほ
か
、
名
称
冒
用
に
つ
き
刑
罰
を
も
つ
て
の
ぞ
む
例
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
医
師
法
に
よ
る
と
、
非
医
師
の
、
医
師
な
い
し
類
似

名
称
の
使
用
を
禁
止
し
、
こ
れ
に
違
反
し
た
と
き
罰
金
刑
を
科
し
（
法
一
八
条
二
…
秦
）
、
あ
る
い
は
．
医
療
法
に
よ
る
と
、
医
療
法
人
の
名
称
冒

用
に
た
い
し
て
は
既
述
過
料
を
も
つ
て
の
ぞ
む
に
た
い
し
、
病
院
・
診
療
所
の
名
称
冒
用
に
つ
い
て
は
罰
金
刑
を
か
す
る
が
ご
と
き
で
あ
る
（
法
三

条
・
七
四
条
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。

　
そ
し
て
、
名
称
冒
用
に
た
い
す
る
制
裁
と
し
、
刑
罰
を
科
す
る
か
、
過
料
を
も
つ
て
の
ぞ
む
か
は
、
結
局
、
立
法
者
が
、
冒
用
の
結
果
、
行
政

目
的
に
障
害
を
あ
た
え
た
と
判
断
す
る
か
．
行
為
自
体
は
何
等
直
接
的
障
害
を
生
ぜ
ず
、
た
だ
将
来
障
害
発
生
の
お
そ
れ
あ
り
と
判
断
す
る
か
、

こ
の
何
れ
を
採
用
す
る
か
の
結
果
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
現
実
の
問
題
と
し
、
医
師
の
名
称
冒
用
に
た
い
し
行
政
刑
罰
を
妥
当
と
す
る
な
ら
、
た
と
え
ば
、
住
宅
金
融
公
庫
・
銀
行
等
の
名
称

冒
用
を
、
と
く
に
医
師
法
の
場
合
と
区
別
し
て
秩
序
罰
と
す
べ
き
根
拠
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
た
と
え
ば
、
非
医
師
が
医
師
の

名
称
を
使
用
し
て
も
、
名
称
冒
用
行
為
自
体
よ
り
直
接
何
等
か
の
障
害
が
生
ず
る
で
あ
ろ
う
か
。
否
、
非
医
師
が
医
師
と
称
す
る
ゆ
え
、
当
該
非

医
師
の
下
で
医
療
行
為
を
う
け
る
に
い
た
る
と
き
、
現
実
に
障
害
発
生
を
み
る
。
そ
し
て
、
非
医
師
の
医
療
行
為
が
、
別
個
独
立
の
行
政
刑
罰
の



対
象
と
な
つ
て
い
る
現
行
法
制
の
下
で
は
、
医
師
の
名
称
冒
用
は
、
他
の
多
数
例
同
様
秩
序
罰
を
妥
当
と
す
る
、
と
も
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。　

二
、
つ
ぎ
に
、
名
称
独
占
が
み
と
め
ら
れ
て
い
る
ご
と
ぎ
団
体
に
つ
き
、
国
家
は
法
に
よ
り
な
ん
ら
か
の
特
権
を
賦
与
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

か
か
る
特
権
の
あ
る
こ
と
を
一
般
に
し
ら
し
め
る
と
と
も
に
、
か
か
る
特
権
が
適
正
に
行
使
さ
れ
る
ご
と
く
、
国
家
は
、
団
体
に
た
い
し
、
一
定

の
義
務
を
科
し
、
あ
る
い
は
、
一
定
の
行
為
を
な
す
こ
と
を
禁
止
す
る
。
そ
し
て
、
か
か
る
義
務
・
禁
止
の
実
効
性
を
確
保
す
る
た
め
、
団
体

が
、
義
務
の
解
怠
・
禁
止
違
反
を
な
し
た
場
合
、
「
理
事
・
監
事
・
清
算
人
そ
の
他
役
員
に
過
料
を
科
す
」
と
い
う
例
が
多
い
。
し
か
し
、
団
体

自
体
に
制
裁
を
く
わ
え
ず
、
団
体
の
役
員
個
人
に
制
裁
を
く
わ
え
る
こ
と
は
、
あ
た
か
も
、
特
別
権
力
関
係
に
お
い
て
、
監
督
権
の
発
動
と
そ
の

実
効
性
確
保
の
た
め
懲
戒
権
の
発
動
と
し
、
金
銭
的
制
裁
を
く
わ
え
る
懲
戒
罰
と
類
似
す
る
．

　
さ
て
、
過
料
の
対
象
と
な
る
義
務
・
禁
止
の
性
質
は
多
種
多
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
な
か
で
、
数
多
く
の
例
を
み
い
だ
し
う
る
も
の

と
し
、
左
の
ご
と
き
が
あ
る
。

　
a
　
登
記
・
登
録
義
務
の
癬
怠
、
不
正
登
記
・
登
録
。
例
　
医
療
法
七
六
条
一
号
、
私
立
学
校
法
六
六
条
一
号
、
消
費
協
同
組
合
法
一
〇
〇
条

一
七
号
等
。

　
b
　
公
告
義
務
の
塀
怠
、
不
正
公
告
。
例
　
医
療
法
七
六
条
八
号
、
私
立
学
校
法
六
六
条
六
号
、
土
地
改
良
法
一
四
三
条
六
号
等
。

　
c
　
一
定
帳
簿
の
備
付
義
務
塀
怠
、
記
入
義
務
僻
怠
、
不
正
記
入
、
閲
覧
拒
否
．
例
　
土
地
改
良
法
一
四
三
条
三
号
、
森
林
法
二
一
三
条
七

号
、
商
工
会
議
所
法
九
一
条
七
号
。
た
だ
し
、
法
の
規
定
す
る
一
定
帳
簿
と
は
、
当
該
団
体
の
定
款
・
財
産
目
録
そ
の
他
財
産
関
係
書
類
、
議
事

録
等
お
お
む
ね
当
該
団
体
の
組
織
に
か
ん
す
る
書
類
た
る
こ
と
が
多
く
、
一
定
帳
簿
へ
の
記
入
義
務
塀
怠
で
あ
つ
て
も
、
そ
の
他
の
書
類
に
つ
い

て
は
、
行
政
刑
罰
の
科
せ
ら
れ
る
例
が
多
い
。
例
　
医
師
法
三
三
条
、
銀
行
法
三
四
条
．

　
d
　
指
定
事
業
以
外
の
事
業
禁
止
違
反
。
例
　
私
立
学
校
に
お
け
る
収
益
事
業
禁
止
違
反
に
つ
き
法
六
六
条
七
号
、
土
地
改
良
区
連
合
の
指
定
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事
業
以
外
の
事
業
禁
止
に
つ
ぎ
法
一
四
三
条
一
号
、
定
款
規
定
業
務
以
外
の
業
務
執
行
に
か
ん
す
る
停
止
・
禁
止
命
令
違
反
に
つ
き
、
医
療
法
七

六
条
五
号
、
銀
行
法
三
五
条
五
号
。
後
者
の
例
は
、
単
純
な
法
規
定
業
務
以
外
の
業
務
を
お
こ
な
つ
た
場
合
と
こ
と
な
り
、
法
に
違
反
し
た
こ
と

に
た
い
す
る
禁
止
・
停
止
命
令
違
反
の
場
合
ゆ
え
、
そ
の
性
質
は
、
行
政
刑
罰
の
く
わ
え
ら
る
べ
き
非
行
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
e
　
官
庁
・
裁
判
所
の
監
督
作
用
と
し
て
の
検
査
・
調
査
の
妨
害
・
拒
否
等
。
例
　
民
法
八
四
条
三
号
、
商
法
四
九
八
条
四
号
。
た
だ
し
、
検

査
・
調
査
の
妨
害
・
拒
否
等
に
つ
ぎ
行
政
刑
罰
を
く
わ
え
る
例
も
多
く
（
例
消
費
生
活
協
同
組
合
法
九
九
条
二
項
）
、
と
き
に
は
、
公
務
執
行
妨
害
罪

の
ご
と
き
刑
事
犯
と
し
て
の
非
行
と
も
な
り
う
る
。

　
三
、
届
出
義
務
の
解
怠
・
虚
偽
届
出
。
届
出
義
務
の
僻
怠
・
虚
偽
届
出
と
も
過
料
で
の
ぞ
む
例
（
地
方
鉄
道
法
三
九
条
四
項
）
、
届
出
義
務
塀
怠
の

み
を
過
料
、
虚
偽
届
出
は
懲
役
・
罰
金
（
戸
籍
法
一
二
〇
条
・
二
二
条
）
、
さ
ら
に
、
届
出
を
も
と
む
べ
き
行
為
の
性
質
よ
り
し
て
、
義
務
塀
怠
・
虚

偽
届
出
と
も
に
、
行
政
刑
罰
を
く
わ
え
、
あ
る
い
は
、
過
料
を
く
わ
え
る
（
倉
庫
業
法
三
〇
条
去
三
条
）
等
種
々
の
場
合
が
あ
る
。

　
四
、
裁
判
・
裁
決
手
続
に
お
け
る
鑑
定
人
・
証
人
・
利
害
関
係
人
等
の
不
出
頭
・
不
陳
述
・
虚
偽
陳
述
・
資
料
不
提
出
・
虚
偽
資
料
提
出
。
こ

の
点
に
つ
き
す
べ
て
過
料
を
科
し
（
土
地
収
用
法
一
四
六
条
）
、
懲
役
と
過
料
を
使
い
わ
け
（
特
許
法
一
九
九
条
・
二
〇
二
条
二
一
〇
三
条
）
、
あ
る
い
は
、
不

出
頭
に
た
い
し
過
料
と
罰
金
の
両
者
を
規
定
す
る
（
民
事
訴
訟
法
二
七
七
条
・
二
七
七
条
の
二
）
等
種
々
の
規
定
方
法
を
と
る
。

　
要
す
る
に
、
刑
事
罰
の
科
せ
ら
る
べ
き
非
行
、
行
政
刑
罰
の
科
せ
ら
る
べ
き
非
行
、
そ
し
て
、
秩
序
罰
の
科
せ
ら
る
べ
き
非
行
は
、
概
念
的
に
、

一
応
、
区
別
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
つ
て
、
か
り
に
届
出
義
務
の
塀
怠
・
虚
偽
届
出
を
例
に
と
り
て
も
、
か
か
る
非
行
が
右
み
い
ず
れ

に
あ
た
る
か
に
よ
り
、
一
律
的
で
な
く
、
細
分
化
さ
れ
た
規
定
の
お
か
る
べ
き
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
実
に
は
、
こ
れ
等
各
々
非
行
の
区
別

が
相
対
的
基
準
に
よ
る
た
め
、
右
の
い
ず
れ
に
ぞ
く
す
る
か
判
断
に
困
難
な
場
合
、
あ
る
い
は
、
統
一
を
か
く
場
合
等
が
生
じ
て
く
る
。
こ
の
た

め
、
法
は
、
同
一
性
質
と
み
ら
る
べ
き
非
行
に
つ
き
一
方
は
行
政
刑
罰
を
、
他
方
は
過
料
を
科
す
る
ご
と
く
規
定
す
る
。
ま
た
．
あ
る
行
為
に
つ

き
．
法
文
は
刑
罰
と
過
料
の
両
者
を
規
定
し
、
「
左
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
取
締
役
、
　
…
－
ヲ
一
万
円
以
下
ノ
過
料
二
処
ス
但
シ
其
ノ
行
為
二
付
刑
ヲ



科
ス
ベ
キ
ト
キ
ハ
此
ノ
限
二
在
ラ
ス
」
（
銀
行
法
三
五
条
）
と
し
、
両
者
の
使
い
わ
け
を
制
裁
権
者
に
ゆ
だ
ね
る
ご
と
き
方
法
を
と
る
。

　
し
か
し
、
過
料
と
刑
罰
が
概
念
的
に
区
別
さ
れ
、
し
た
が
つ
て
、
こ
れ
等
制
裁
を
く
わ
え
る
手
続
が
こ
と
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
両
者
正
し
く

区
別
せ
ら
れ
た
場
合
の
み
、
各
々
に
適
す
る
ご
と
ぎ
手
続
に
よ
る
こ
と
が
妥
当
な
の
で
あ
つ
て
、
両
者
の
区
別
が
、
現
実
的
に
正
し
く
お
こ
な
わ

れ
な
い
と
き
、
手
続
を
別
個
の
も
の
と
す
れ
ば
、
憲
法
そ
の
他
と
関
聯
し
、
種
々
問
題
の
生
ず
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
以
下
、
項
を
改
め
、
こ
れ

等
間
題
点
を
概
観
す
る
。

四

　
手
続
的
な
面
よ
り
、
行
政
刑
罰
と
過
料
（
秩
序
罰
と
し
て
の
）
を
対
比
す
る
と
、
行
政
刑
罰
に
あ
つ
て
は
、
特
殊
の
例
外
の
み
と
め
ら
れ
る
ほ
か
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

刑
事
罰
同
様
、
刑
事
訴
訟
法
の
手
続
に
よ
り
刑
が
科
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
秩
序
罰
た
る
過
料
は
、
他
の
法
令
に
別
段
の
定
め
あ
る
場
合
の
ほ

か
、
非
訟
事
件
手
続
法
二
〇
六
条
に
よ
り
、
過
料
に
処
せ
ら
る
べ
き
者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
に
お
い
て
、
同
法
二
〇
七
条
、
ま
た

は
、
同
法
二
〇
八
条
の
二
の
手
続
に
よ
り
科
せ
ら
れ
る
こ
と
、
周
知
の
ご
と
く
で
あ
る
．

　
こ
れ
等
規
定
は
、
き
わ
め
て
簡
単
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
手
続
の
開
始
は
、
裁
判
所
の
職
権
に
よ
る
。
し
か
し
、
過
料
事
件
の
す
べ
て
に
つ

き
、
裁
判
所
が
独
自
に
職
権
を
発
動
す
る
こ
と
は
、
事
実
上
、
不
可
能
で
あ
る
．
し
た
が
つ
て
、
一
般
に
は
、
関
係
官
庁
よ
り
過
料
に
あ
た
る
行

為
の
あ
つ
た
旨
、
通
知
を
う
け
、
管
轄
裁
判
所
が
手
続
を
開
始
す
る
。
し
か
し
、
官
庁
の
通
知
に
つ
き
、
と
く
に
法
令
の
規
定
で
通
知
義
務
を
さ

だ
め
る
と
き
は
と
も
か
く
（
例
労
働
組
合
法
二
七
条
九
項
、
戸
籍
法
施
行
規
則
六
五
条
）
、
通
常
の
場
合
に
は
通
知
義
務
な
ぎ
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
（
過

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

料
事
件
に
つ
き
、
刑
事
訴
訟
法
の
適
用
な
き
ゆ
え
、
同
法
壬
二
九
条
二
項
に
お
け
る
公
務
員
の
告
発
義
務
の
規
定
は
適
用
さ
れ
な
い
）
。
つ
ぎ
に
、
過
料
の
裁
判
は
、
当

事
者
の
陳
述
を
き
き
、
検
察
官
の
意
見
を
も
と
め
た
う
え
、
理
由
を
ふ
し
た
決
定
で
な
さ
れ
、
と
き
に
は
、
当
事
者
の
陳
述
を
き
か
ず
決
定
を
下

す
場
合
も
あ
る
（
法
二
〇
七
条
二
項
・
二
〇
八
条
の
二
）
。
要
す
る
に
、
過
料
の
裁
判
に
お
い
て
は
．
刑
事
事
件
に
お
け
る
が
ご
と
き
、
口
頭
弁
論
主
義
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は
採
用
さ
れ
て
い
な
い
。

　
つ
ぎ
に
、
過
料
事
件
に
つ
き
、
別
段
の
規
定
で
非
訟
事
件
手
続
法
既
述
条
項
の
全
部
、
ま
た
は
、
一
部
の
適
用
排
除
の
場
合
と
し
、
明
文
規
定

で
管
轄
裁
判
所
の
特
例
を
規
定
す
る
住
民
登
録
法
三
一
条
二
項
、
あ
る
い
は
、
直
接
明
文
で
規
定
さ
れ
な
い
が
、
右
条
項
の
適
用
排
除
と
考
え
る

べ
き
民
事
・
刑
事
両
訴
訟
法
に
規
定
さ
れ
た
過
料
事
件
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
等
は
と
も
か
ぐ
、
条
例
・
規
則
に
も
と
づ
く
過
料
事
件
の
手
続

は
注
目
を
よ
う
す
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
等
の
過
料
に
つ
き
明
文
規
定
の
あ
る
の
は
、
過
料
を
科
す
べ
き
場
合
の
限
定
（
地
方
自
治
法
一
五
条
・
ゴ
」
．

四
条
二
三
三
条
等
）
と
、
過
料
を
完
納
せ
ざ
る
場
合
の
執
行
手
続
（
同
法
一
三
五
条
）
、
お
よ
び
．
過
料
処
分
に
た
い
す
る
訴
願
・
訴
訟
手
続
（
同
法
二

二
三
条
）
で
あ
り
、
過
料
の
審
理
手
続
に
つ
き
何
等
規
定
を
設
け
な
い
。
換
言
す
れ
ぽ
、
地
方
自
治
法
関
係
の
過
料
は
、
非
訟
事
件
手
続
法
に
い

う
が
ご
と
き
、
一
種
の
裁
判
で
な
く
、
地
方
公
共
団
体
の
長
の
処
分
の
一
と
し
て
科
せ
ら
れ
る
。
し
た
が
つ
て
、
過
料
を
科
す
る
手
続
は
、
非
訟

事
件
手
続
法
に
く
ら
べ
、
さ
ら
に
簡
略
化
さ
れ
た
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え
ず
、
ま
た
、
過
料
に
処
せ
ら
れ
る
者
の
権
利
保
護
の
点
は
、
た
と
え
爾

後
訴
願
・
訴
訟
が
み
と
め
ら
れ
る
に
し
て
も
、
不
備
・
不
完
な
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
右
い
ず
れ
の
場
合
に
せ
よ
、
過
料
は
、
刑
罰
に
く
ら
べ
そ
の
手
続
が
簡
略
で
あ
り
、
刑
事
訴
訟
法
に
お
け
る
具
体
的
な
権
利
保
障
規
定
を
欠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

き
、
さ
ら
に
は
、
憲
法
三
七
条
・
三
九
条
・
八
二
条
の
保
障
さ
え
あ
た
え
ら
れ
な
い
。

　
も
ち
論
、
こ
の
点
を
形
式
的
に
解
せ
ば
、
憲
法
の
右
規
定
や
、
刑
事
訴
訟
法
の
諸
条
項
は
、
刑
事
被
告
人
に
適
用
さ
る
べ
ぎ
規
定
で
あ
り
、
過

料
は
刑
罰
と
こ
と
な
る
ゆ
え
、
こ
れ
等
規
定
の
適
用
を
み
ぬ
は
当
然
、
と
の
見
解
も
成
立
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
刑
事
犯
と
行
政
犯
、
さ
ら

に
、
行
政
犯
中
に
お
け
る
刑
罰
を
科
せ
ら
れ
る
非
行
と
過
料
を
科
せ
ら
れ
る
非
行
と
の
区
別
が
、
か
り
に
明
瞭
に
な
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
結

果
、
科
せ
ら
れ
る
制
裁
と
し
て
の
罰
金
と
過
料
は
実
質
的
に
如
何
ほ
ど
の
差
異
が
あ
る
の
か
。
た
と
え
ば
、
と
も
に
行
政
法
規
に
違
反
し
な
が
ら
、

一
方
は
五
千
円
の
制
裁
金
が
罰
金
名
儀
ゆ
え
そ
こ
に
十
分
な
る
権
利
保
障
規
定
が
あ
り
、
他
方
は
十
万
円
の
制
裁
金
で
あ
り
な
が
ら
過
料
名
儀
ゆ

え
、
こ
れ
を
科
す
る
に
あ
た
り
不
十
分
な
権
利
保
障
規
定
し
か
な
い
．
ま
た
、
一
方
は
、
社
会
法
益
を
侵
害
す
る
ご
と
き
重
大
な
非
行
に
し
て
十



分
な
権
利
保
障
あ
り
、
他
方
は
、
社
会
の
法
益
を
直
接
侵
害
せ
ず
、
行
政
法
上
の
秩
序
を
み
だ
す
程
度
の
非
行
に
し
て
、
不
備
な
る
権
利
保
障
に

と
ど
ま
る
．
果
し
て
、
か
か
る
不
思
議
な
事
情
を
是
認
せ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
論
、
罰
金
と
過
料
の
両
者
の
お
よ
ぽ
す
心
理

的
・
精
神
的
影
響
の
差
異
を
全
面
的
に
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
過
料
制
度
の
も
つ
、
独
自
の
存
在
意
義
を
も
否
定
し
．
過
料
制
度
の

全
廃
を
主
張
す
る
わ
け
で
も
な
い
。
し
か
し
、
過
料
が
制
裁
で
あ
り
、
人
権
侵
害
で
あ
る
以
上
、
刑
罰
の
場
合
に
準
ず
る
だ
け
の
人
権
保
障
が
、

立
法
上
用
意
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
以
上
、
真
に
行
政
上
の
秩
序
を
み
だ
す
お
そ
れ
あ
る
非
行
を
過
料
に
処
す
る
に
あ
た
り
て
も
、
疑
問
が
そ
ん
す
る
。
し
か
も
、
現
在
の
制
度
の

な
か
に
は
、
既
述
の
ご
と
く
、
同
一
性
質
と
お
も
わ
れ
る
行
為
に
つ
き
、
あ
る
法
は
刑
罰
を
科
し
、
他
の
法
は
過
料
を
科
す
る
例
を
発
見
す
る
。

そ
し
て
、
か
か
る
実
体
的
誤
謬
が
、
手
続
を
と
お
し
さ
ら
に
拡
大
さ
れ
、
人
権
保
障
と
い
う
面
よ
り
は
な
は
だ
妥
当
を
か
く
結
果
を
う
む
．

　
要
す
る
に
、
過
料
は
、
は
た
し
て
、
実
体
的
・
手
続
的
に
み
て
区
別
す
べ
き
か
．
ま
た
、
区
別
す
る
と
し
て
も
、
そ
こ
に
、
如
何
な
る
程
度
の

区
別
を
み
と
む
べ
き
か
、
等
考
察
を
せ
ね
ば
な
ら
な
い
根
本
問
題
を
も
つ
。
さ
ら
に
、
か
り
に
、
通
説
的
基
準
に
た
つ
て
、
過
料
を
科
す
べ
き
非

行
と
、
行
政
刑
罰
を
科
す
べ
き
非
行
を
二
分
し
た
と
し
て
も
、
右
の
ご
と
き
現
行
制
度
上
の
混
乱
は
、
立
法
上
是
非
と
も
解
決
せ
ね
ば
な
ら
な
い

問
題
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
例
外
的
場
面
と
し
、
間
接
国
税
・
関
税
の
犯
則
事
件
と
し
て
通
告
処
分
、
お
よ
び
、
交
通
事
件
に
お
け
る
即
決
裁
判
手
続
の
そ
ん
す
る
こ
と
、
周
知
の
ご
と
く
で
あ

　
る
。
し
か
し
、
こ
れ
等
は
、
犯
則
者
・
被
告
人
の
意
思
に
よ
り
正
式
の
裁
判
を
請
求
し
う
る
点
で
、
こ
れ
等
の
者
の
刑
事
被
告
人
と
し
て
の
権
利
保
障
を
侵
害
す
る
も
の

　
　
で
な
い
。

　
（
2
）
　
林
修
三
・
例
解
立
法
技
術
・
四
四
六
頁
。

　
（
3
）
　
過
料
と
憲
法
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
・
前
掲
論
文
・
一
三
〇
頁
以
下
．

過
料
に
か
ん
す
る
若
干
の
問
題

一
三

（
二
五
九
）


