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判
　
例
　
研
　
究

六
〇
　
　
（
一
一
二
八
）

〔
民
法
　
二
八
〕

強
迫
に
よ
る
雇
傭
契
約
の
解
消
と
取
消

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
還
聾
籠
噸
雛
鞭
無
件
）

　
【
判
示
事
項
】
　
ω
雇
傭
契
約
の
合
意
解
除
が
強
迫
に
よ
る
も
の
と
し
て
取
消

し
得
る
と
認
め
ら
れ
た
例

　
ω
取
消
し
得
べ
き
雇
傭
契
約
の
合
意
解
除
が
一
部
の
履
行
に
よ
り
追
認
さ
れ

た
と
認
め
ら
れ
た
例

　
【
参
照
条
文
】
民
法
九
六
条
一
項
、
二
一
五
条
一
号

　
【
事
実
】
　
原
告
（
被
控
訴
人
）
X
は
、
昭
和
三
二
年
四
月
以
降
、
被
告
（
控

訴
人
）
Y
紡
績
会
社
に
、
精
紡
工
と
し
て
期
間
の
定
め
な
く
雇
傭
さ
れ
て
い
た

も
の
で
あ
る
が
、
昭
和
三
五
年
二
月
ご
ろ
か
ら
、
容
共
民
主
々
義
団
体
で
あ
る

民
青
に
加
盟
し
、
ま
た
週
刊
誌
「
わ
か
も
の
」
の
読
者
と
な
り
、
こ
の
民
青
お

よ
び
「
わ
か
も
の
」
の
各
サ
ー
ク
ル
活
動
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
つ
た
。

　
Y
会
社
は
、
X
の
こ
の
よ
う
な
活
動
を
好
ま
ず
、
工
場
の
工
務
係
長
・
現
場

の
班
長
・
寄
宿
舎
の
舎
監
な
ど
が
、
い
ろ
い
ろ
な
手
段
と
機
会
を
通
じ
て
、
民

青
や
「
わ
か
も
の
」
と
の
関
係
を
断
つ
よ
う
X
に
た
い
し
説
諭
や
忠
告
を
加
え

て
い
た
上
、
同
僚
に
も
X
と
の
交
際
を
禁
止
し
た
り
、
X
を
精
紡
工
と
し
て
は

類
例
の
少
な
い
炊
事
係
に
配
置
転
換
し
た
り
し
て
い
た
。
ま
た
．
X
の
出
身
地

で
あ
る
徳
島
に
Y
会
社
が
工
員
募
集
の
た
め
設
置
L
て
い
る
徳
島
出
張
所
の
所

長
ま
で
が
、
工
場
に
来
て
、
X
に
た
い
し
「
あ
な
た
が
民
青
を
や
め
な
い
な

ら
、
お
か
あ
さ
ん
に
知
ら
せ
て
必
ず
郷
里
に
連
れ
戻
さ
せ
る
。
そ
う
な
る
と
、

会
社
は
、
今
後
徳
島
県
下
か
ら
は
絶
対
に
工
員
を
採
用
し
な
い
よ
う
に
な
る
」

と
の
趣
旨
を
申
し
向
け
た
こ
と
も
あ
つ
た
。

　
X
は
幼
く
し
て
父
を
失
い
、
昭
和
三
五
年
一
〇
月
ご
ろ
、
母
は
郷
里
徳
島
県

の
片
田
舎
に
独
り
で
極
め
て
貧
し
い
生
活
を
し
、
長
兄
は
早
く
か
ら
和
歌
山
市



に
出
て
鉄
工
所
に
工
員
と
し
て
勤
務
し
て
い
た
が
、
X
は
こ
の
長
兄
と
は
昭
和

三
三
年
の
正
月
和
歌
山
で
生
ま
れ
て
か
ら
始
め
て
一
回
会
つ
た
だ
け
で
、
そ
の

後
会
つ
た
こ
と
は
な
か
つ
た
。
そ
の
兄
は
、
会
社
の
意
を
受
け
た
ら
し
く
、
三

五
年
一
〇
月
末
ご
ろ
、
突
然
姫
路
の
工
場
に
現
わ
れ
、
X
に
た
い
し
「
民
青
を

や
め
る
か
、
会
社
を
や
め
る
か
、
ど
ち
ら
か
に
し
て
く
れ
、
な
る
べ
く
な
ら
会

社
を
や
め
て
、
和
歌
山
で
兄
と
共
に
暮
そ
う
」
と
か
、
「
徳
島
出
張
所
長
が
郷

里
の
母
に
た
い
し
お
前
を
民
青
や
「
わ
か
も
の
」
と
関
係
を
断
つ
よ
う
説
得
し

て
く
れ
と
懇
請
し
た
が
、
母
が
手
紙
が
書
け
な
い
で
、
ら
ち
が
あ
か
ぬ
の
で
、

所
長
は
母
を
連
れ
て
和
歌
山
の
自
分
方
に
来
り
、
二
人
が
自
分
に
右
説
得
方
を

懇
請
し
、
今
和
歌
山
で
待
つ
て
い
る
」
と
か
述
べ
、
し
か
も
兄
は
同
日
よ
り
翌

々
日
ま
で
工
場
に
宿
泊
し
て
、
執
よ
う
に
X
に
迫
り
、
そ
こ
で
X
は
「
民
青
を

や
め
る
」
旨
の
誓
約
書
を
書
き
舎
監
に
交
付
す
る
よ
う
な
こ
と
に
な
つ
た
。
舎

監
は
、
今
会
社
を
や
め
る
な
ら
、
ボ
！
ナ
ス
も
十
二
月
分
ま
で
給
与
す
る
、
と

い
う
よ
う
な
こ
と
も
、
い
つ
て
い
た
ら
し
い
。

　
X
は
、
右
の
よ
う
な
誓
約
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
後
も
、
民
青
や
「
わ
か

も
の
」
の
サ
ー
ク
ル
活
動
を
継
続
し
て
い
た
。
同
年
一
一
月
二
九
日
．
兄
が
再

び
工
場
に
来
て
、
X
に
た
い
し
「
徳
島
出
張
所
長
が
自
分
方
に
来
て
．
妹
さ
ん

を
連
れ
戻
し
て
く
れ
、
ど
う
せ
会
社
と
し
て
も
ク
ビ
に
す
る
つ
も
り
ら
し
い
、

と
い
い
、
母
も
所
長
と
共
に
来
て
．
泣
い
て
い
る
。
お
前
は
、
誓
約
書
を
書
い

て
民
青
の
サ
ー
ク
ル
活
動
を
や
め
る
と
約
束
し
た
の
に
、
な
お
活
動
し
て
い

　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

る
。
こ
れ
以
上
活
動
を
続
け
る
と
、
兄
と
し
て
は
自
分
の
会
社
に
も
具
合
が
悪

い
か
ら
、
退
職
願
を
書
い
て
、
会
社
を
や
め
て
く
れ
」
と
要
求
し
、
「
兄
を
路

頭
に
迷
わ
し
て
も
よ
い
の
か
」
な
ど
と
も
申
し
向
け
た
。

　
つ
い
に
X
は
、
母
が
心
痛
す
る
こ
と
・
兄
に
悪
い
影
響
を
及
ぽ
す
こ
と
・
徳

島
県
下
か
ら
工
員
が
採
用
さ
れ
な
く
な
る
こ
と
、
等
々
を
思
い
わ
ず
ら
い
、
や

む
な
く
退
職
を
決
意
し
、
同
年
一
二
月
一
三
日
限
り
退
職
す
る
旨
の
退
職
願
を

作
成
し
、
舎
監
に
提
出
す
る
に
い
た
つ
た
。
こ
う
し
て
、
X
Y
間
に
は
、
雇
傭

契
約
を
解
約
す
る
旨
の
合
意
が
成
立
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　
兄
は
即
日
和
歌
山
に
帰
り
、
X
は
な
お
半
月
ほ
ど
寄
宿
舎
に
滞
在
し
、
そ
の

間
に
、
給
料
残
金
や
退
職
金
を
受
領
す
る
な
ど
、
退
職
に
伴
う
諸
手
続
を
し
た
．

　
そ
の
後
、
X
は
、
Y
を
相
手
方
と
し
、
右
退
職
は
兄
の
強
迫
に
よ
る
も
の
で

あ
り
、
し
た
が
つ
て
民
法
九
六
条
一
項
に
よ
り
取
消
す
旨
の
主
張
を
し
、
地
位

保
全
の
仮
処
分
を
申
請
し
た
。
第
一
審
の
裁
判
所
は
、
X
の
主
張
を
容
れ
、
X

勝
訴
．
こ
れ
に
た
い
し
、
Y
の
控
訴
し
た
第
二
審
が
、
本
件
で
あ
る
。

　
【
判
旨
】
　
ω
右
認
定
の
事
実
関
係
の
も
と
に
お
い
て
は
、
被
控
訴
人
主
張
の

よ
う
に
会
社
が
被
控
訴
人
を
解
雇
し
た
も
の
で
あ
る
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
ぎ

な
い
。

　
㈹
会
社
は
、
被
控
訴
人
の
容
共
民
主
々
義
の
思
想
、
信
条
及
び
こ
れ
に
基
く

民
青
及
び
「
わ
か
も
の
」
の
各
サ
ー
ク
ル
活
動
を
嫌
い
、
同
人
の
退
職
を
希
望

し
て
い
た
こ
と
は
窺
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
被
控
訴
人
の
前
記
退
職
の
意
思
表
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
輔
　
　
（
岨
一
二
九
）



　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

が
、
被
控
訴
人
主
張
の
よ
う
に
、
普
通
人
を
し
て
そ
の
地
位
に
立
た
し
め
て
も

他
の
途
を
選
ぶ
こ
と
を
期
待
し
得
な
い
程
度
の
抗
拒
し
難
い
威
迫
、
そ
の
他
意

思
の
自
由
を
喪
失
す
る
程
度
の
圧
迫
を
受
け
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
断
定

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
⑥
控
訴
人
の
兄
昇
の
被
控
訴
人
に
対
す
る
退
職
の
説
得
行
為
は
、
昇
が
前
記

誓
約
書
を
作
成
せ
し
め
た
場
合
と
退
職
願
を
提
出
せ
し
め
た
場
合
と
を
前
後
相

通
じ
て
考
究
す
る
と
、
兄
と
し
て
気
の
毒
な
立
場
に
あ
つ
た
と
は
い
え
、
通
常

の
説
得
の
程
度
を
著
し
く
逸
脱
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
被
控
訴
人
の
容
共
民

主
々
義
の
思
想
、
信
条
及
び
こ
れ
に
基
く
活
動
を
嫌
つ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
か
ら
、
違
法
性
を
帯
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
べ
く
、
な
お
、
右
説
得
行

為
は
、
被
控
訴
人
が
退
職
を
拒
否
す
る
に
お
い
て
は
、
前
記
の
よ
う
に
兄
昇
及

び
妹
ら
に
対
し
失
職
そ
の
他
の
悪
影
響
を
及
ぼ
し
、
被
控
訴
人
自
身
に
つ
き
解

雇
の
結
果
及
び
再
就
職
の
困
難
を
招
来
し
、
母
を
何
時
ま
で
も
心
痛
せ
し
め
る

結
果
に
な
る
べ
き
趣
旨
の
害
悪
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
．

な
お
ま
た
、
被
控
訴
人
は
、
昇
の
退
職
の
説
得
を
拒
否
す
る
に
お
い
て
は
、
右

の
よ
う
な
害
悪
の
生
ず
べ
き
こ
と
に
つ
き
畏
怖
を
生
じ
、
そ
の
結
果
や
む
を
得

ず
昇
の
要
求
を
容
れ
、
因
つ
て
会
社
に
対
し
退
職
の
意
思
表
示
を
し
た
も
の
で

あ
る
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
従
つ
て
、
昇
の
説
得
行
為
は
、
民
法
第
九
六
条
第

一
項
の
強
迫
に
該
当
し
、
被
控
訴
人
の
退
職
の
意
思
表
示
は
、
強
迫
に
因
る
も

の
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
ひ
一
　
　
（
一
一
一
二
〇
）

　
控
訴
人
主
張
の
よ
う
に
．
被
控
訴
人
は
、
退
職
の
際
、
右
各
金
員
の
受
領
そ

の
他
退
職
に
伴
う
諸
手
続
を
終
了
し
た
こ
と
が
疎
明
し
得
ら
れ
る
が
、
前
段
認

定
の
退
職
に
至
る
ま
で
の
事
実
関
係
に
、
弁
論
の
全
趣
旨
を
総
合
す
る
と
被
控

訴
人
の
右
各
金
員
の
受
領
そ
の
他
退
職
に
伴
う
諸
手
続
の
行
為
は
、
退
職
願
を

提
出
し
て
、
退
職
し
た
関
係
上
、
被
控
訴
人
に
お
い
て
、
退
職
に
伴
う
当
然
ま

た
は
通
常
の
行
為
な
い
し
手
続
と
し
て
こ
れ
を
な
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
認

め
ら
れ
る
の
で
あ
つ
て
、
か
よ
う
な
行
為
な
い
し
手
続
が
な
さ
れ
た
と
い
う
事

実
を
も
つ
て
、
本
件
退
職
の
意
思
表
示
が
強
迫
に
因
る
も
の
で
あ
る
旨
の
前
記

認
定
を
左
右
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
㈲
会
社
は
、
被
控
訴
人
が
退
職
願
を
提
出
し
た
日
の
翌
日
で
あ
る
昭
和
三
五

年
二
月
三
〇
日
被
控
訴
人
に
対
し
被
控
訴
人
が
退
職
し
た
に
よ
り
支
払
う
べ

き
同
月
二
一
日
以
降
の
給
料
残
金
二
、
三
八
O
円
及
び
退
職
金
八
、
四
七
二
円
を

支
払
い
、
被
控
訴
人
は
、
こ
れ
を
受
領
し
た
こ
と
が
疎
明
せ
ら
れ
る
。
右
給

料
残
金
及
び
退
職
金
の
支
払
は
、
い
ず
れ
も
前
記
雇
傭
契
約
の
合
意
解
約
の
結

果
会
社
が
被
控
訴
人
に
対
し
履
行
す
べ
き
債
務
で
あ
つ
て
、
被
控
訴
人
は
、
そ

の
債
権
者
と
し
て
右
履
行
を
受
領
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
と

こ
ろ
で
、
前
示
認
定
の
被
控
訴
人
が
退
職
す
る
に
至
る
ま
で
の
事
実
関
係
に
よ

る
と
、
同
年
一
一
月
二
九
日
退
職
願
を
提
出
し
た
後
に
お
い
て
は
、
被
控
訴
人

は
、
自
己
が
退
職
し
な
い
こ
と
に
因
り
生
ず
べ
か
り
し
前
記
各
害
悪
は
右
退
職

に
よ
り
生
じ
な
い
こ
と
に
な
つ
た
と
考
え
る
に
至
つ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
推



認
せ
ら
れ
、
原
審
に
お
げ
る
被
控
訴
人
本
人
尋
問
の
結
果
に
よ
る
と
、
昇
は
．

右
一
一
月
二
九
日
被
控
訴
人
が
退
職
願
を
提
出
し
た
後
、
午
後
五
時
頃
姫
路
市

に
お
い
て
被
控
訴
人
と
別
れ
、
即
日
和
歌
山
市
の
自
宅
に
帰
り
、
被
控
訴
人

は
、
そ
の
後
な
お
会
社
の
寄
宿
舎
に
残
留
し
、
一
二
月
一
五
日
に
退
出
し
た
こ

と
が
認
め
ら
れ
る
。
右
認
定
の
各
事
実
に
、
前
示
認
定
の
被
控
訴
人
が
退
職
す

る
ま
で
の
事
実
関
係
を
彼
此
参
酌
し
て
考
え
る
と
、
昇
の
被
控
訴
人
に
対
す
る

前
記
強
迫
の
情
況
は
、
両
名
が
右
一
一
月
二
九
日
姫
路
市
に
お
い
て
別
れ
た
と

き
に
や
ん
だ
も
の
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
従
つ
て
、
そ
の
翌
日
た
る
同

月
三
〇
日
に
お
け
る
被
控
訴
人
の
前
記
履
行
の
受
領
は
、
民
法
第
一
二
五
条
第

一
号
の
少
く
と
も
「
一
部
の
履
行
」
に
該
当
し
（
同
条
第
一
号
は
、
取
消
権
者

が
債
務
者
と
し
て
自
己
の
債
務
を
履
行
す
る
場
合
だ
け
で
な
く
、
債
権
者
と
し

て
相
手
方
の
履
行
を
受
領
す
る
場
合
を
も
含
む
も
の
と
解
す
る
を
相
当
と
す

る
．
）
、
被
控
訴
人
は
、
取
消
し
得
べ
き
行
為
た
る
前
記
雇
傭
契
約
の
合
意
解
約

に
つ
き
追
認
を
な
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
（
被
控
訴
人
が
同
条
但
書
に
よ
る
異

議
を
と
ど
め
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
被
控
訴
人
に
お
い
て
主
張
、
疎
明
を
し
な

い
。
）
、
被
控
訴
人
の
意
思
如
何
を
間
わ
ず
、
追
認
と
同
様
の
効
果
を
生
じ
、
右

合
意
解
約
の
効
果
は
確
定
す
る
に
至
つ
た
も
の
で
あ
る
。
従
つ
て
、
右
合
意
解

約
は
、
そ
の
後
被
控
訴
人
に
お
い
て
前
記
強
迫
を
理
由
と
し
て
こ
れ
を
取
消
す

こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
余
の
争
点
に
つ
ぎ
判
断
す
る
ま
で

も
な
く
、
被
控
訴
人
の
前
記
主
張
は
不
当
と
し
て
採
用
で
き
な
い
。
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【
評
釈
】
　
一
　
い
ろ
い
ろ
重
要
な
間
題
を
ふ
く
み
、
考
え
さ
せ
ら
れ
る
と
こ

ろ
の
多
い
判
決
で
あ
る
。
判
旨
に
は
必
ず
し
も
賛
成
で
き
な
い
点
が
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

　
ま
ず
、
右
判
旨
の
第
一
点
お
よ
び
第
二
点
に
お
け
を
事
実
認
定
は
、
お
そ
ら

く
正
当
で
あ
ろ
5
。
会
社
側
が
各
種
の
微
妙
な
手
段
を
用
い
て
被
控
訴
人
を
し

て
退
職
す
る
に
い
た
ら
し
め
た
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
と
も
か
く
被
控
訴

人
自
身
の
退
職
し
よ
う
と
の
意
思
決
定
を
通
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る

の
で
、
会
社
側
か
ら
の
一
方
的
な
解
雇
と
も
考
え
ら
れ
な
い
し
、
ま
た
「
意
思

の
自
由
を
喪
失
す
る
程
度
の
圧
迫
を
受
け
て
な
さ
れ
た
」
退
職
の
意
思
表
示
と

も
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
二
つ
の
点
に
つ
い
て
は
、
あ
え
て
問
題
と
す
る
必
要

も
あ
る
ま
い
。

　
し
か
し
、
右
判
旨
の
第
三
点
お
よ
び
第
四
点
に
つ
い
て
は
、
多
少
の
疑
問
が

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
判
旨
第
三
点
で
は
、
会
社
の
意
向
を
受
け
た
兄
が
被

控
訴
人
を
つ
よ
く
説
得
し
て
退
職
願
を
提
出
さ
せ
た
こ
と
が
強
迫
に
よ
る
も
の

と
み
と
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
肉
親
の
あ
い
だ
の
勧
告
や
説
得
は
、
わ
れ
わ

れ
の
社
会
に
は
ザ
ラ
に
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
も
と
よ
り
一
般
的
に
は
合
法

的
な
こ
と
で
あ
つ
て
、
特
別
な
事
情
の
な
い
か
ぎ
り
、
そ
れ
を
「
強
迫
に
因
る

も
の
」
と
し
て
取
消
を
許
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
。
本
件
に
お
け
る
特
別
事
情

の
評
価
は
、
果
し
て
合
理
的
で
あ
ろ
う
か
。
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さ
ら
に
、
判
旨
第
四
点
の
ポ
う
に
、
い
ち
お
う
強
迫
に
よ
る
退
職
願
と
し
て

取
消
の
可
能
性
を
み
と
め
つ
つ
、
し
か
も
、
被
控
訴
人
の
退
職
金
受
領
な
ど
の

事
実
を
も
つ
て
民
法
一
二
五
条
に
い
う
法
定
追
認
に
当
る
と
し
た
こ
と
に
い
た

つ
て
は
、
相
当
に
疑
間
を
感
ぜ
ざ
る
を
え
な
い
。
強
迫
の
情
況
が
止
ん
だ
と
い

え
る
か
ど
う
か
、
疑
わ
し
い
か
ら
で
あ
る
。

　
さ
い
ご
に
．
法
社
会
学
的
に
み
た
場
合
、
本
件
は
、
戦
後
の
民
法
改
正
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
旧
来
の
家
族
制
度
的
機
構
が
い
か
に
根
づ
よ
く
残
つ
て
い
る
か

と
い
う
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
社
会
機
構

を
依
然
と
し
て
好
ん
で
利
用
し
て
い
る
紡
績
会
社
の
労
務
管
理
の
実
態
が
、
見

事
に
浮
き
ぽ
り
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

　
以
下
、
右
に
指
摘
し
た
重
要
な
問
題
点
に
つ
い
て
、
若
干
の
検
討
を
試
み
よ

う
。
な
お
、
不
当
労
働
行
為
の
問
題
に
は
、
ふ
れ
な
い
こ
と
と
す
る
。

　
二
第
一
に
、
被
控
訴
人
に
た
い
す
る
兄
の
説
得
が
民
法
九
六
条
一
項
の
取

消
原
因
た
る
強
迫
と
み
ら
れ
る
か
ど
う
か
、
を
問
題
に
し
よ
う
。

　
先
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
親
子
・
兄
弟
姉
妹
の
ご
と
き
身
近
な
肉
親
の
あ

い
だ
で
勧
告
や
説
得
の
行
わ
れ
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
社
会
で
ご
く
普
通
に

み
ら
れ
る
事
象
で
あ
る
。
そ
の
内
容
も
、
職
業
・
学
校
・
結
婚
な
ど
、
ひ
ろ
く

日
常
生
活
の
各
種
の
事
項
に
わ
た
る
の
を
常
と
す
る
．
本
件
の
被
控
訴
人
は
、

判
旨
に
よ
る
と
、
昭
和
一
七
年
生
ま
れ
の
由
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
退
職
事
件
の

お
き
た
当
時
（
昭
和
三
五
年
）
に
は
、
ま
だ
年
齢
一
八
歳
ば
か
り
で
あ
り
、
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
四
　
　
（
二
三
二
）

ち
ろ
ん
未
成
年
者
と
し
て
親
権
に
よ
る
保
護
・
監
督
の
も
と
に
立
つ
べ
ぎ
身
で

あ
る
。
父
が
す
で
に
死
亡
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
母
か
ら
依
頼
を
受
け
た

兄
が
、
い
わ
ば
親
権
者
の
身
代
り
と
し
て
、
相
談
や
勧
告
に
あ
ず
か
つ
た
と
し

て
も
．
あ
え
て
異
と
す
る
に
足
り
な
い
。
暴
力
な
ど
に
よ
ら
な
い
平
和
的
説
得

で
あ
る
か
ぎ
り
、
一
種
の
家
族
的
自
治
と
し
て
、
何
ら
違
法
性
を
有
す
る
も
の

で
は
な
い
。
多
少
の
威
圧
的
な
態
度
や
つ
よ
い
語
調
を
用
い
た
ぐ
ら
い
で
は
、

や
は
り
法
律
上
の
強
迫
に
当
る
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
れ
を
強
迫
に
当

る
も
の
と
し
、
こ
れ
に
よ
る
意
思
表
示
に
つ
い
て
取
消
と
い
う
法
的
な
救
済
手

段
を
あ
た
え
る
た
め
に
は
、
相
当
な
特
別
事
情
が
み
と
め
ら
れ
な
く
て
は
な
る

ま
い
。

　
判
旨
に
よ
る
と
、
ω
被
控
訴
人
と
兄
と
は
平
常
ほ
と
ん
ど
直
接
の
交
際
が
な

か
つ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
突
然
、
兄
が
母
か
ら
依
頼
さ
れ
た
と
称
し
て
被
控

訴
人
を
訪
れ
て
き
た
こ
と
、
ω
会
社
は
、
被
控
訴
人
の
サ
ー
ク
ル
活
動
の
中
止

よ
り
は
、
む
し
ろ
そ
の
退
職
を
望
ん
で
い
て
、
兄
は
そ
う
い
う
会
社
側
の
意
向

を
受
け
て
勧
告
を
し
た
ら
し
い
こ
と
．
⑥
か
な
り
執
よ
う
な
威
迫
に
み
ち
た
態

度
を
も
つ
て
被
控
訴
人
に
迫
つ
た
こ
と
．
な
ど
の
諸
事
実
を
綜
合
し
て
、
強
迫

に
当
る
も
の
と
み
と
め
た
わ
け
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
判
旨
の
あ
げ
た
事
実
を

み
る
と
、
被
控
訴
人
に
た
い
す
る
兄
の
説
得
に
は
、
家
族
間
の
自
治
な
い
し
自

主
的
協
力
の
婚
外
に
は
み
だ
し
た
要
素
が
多
い
よ
う
で
あ
り
、
判
旨
は
い
ち
お

う
妥
当
な
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。



　
た
だ
、
こ
れ
は
或
る
程
度
ま
で
私
の
推
測
で
も
あ
る
の
だ
が
．
被
控
訴
人
が

退
職
願
を
書
い
て
出
し
た
の
は
、
心
理
的
に
み
て
、
兄
の
説
得
か
ら
畏
怖
に
か

ら
れ
て
そ
う
せ
ざ
る
を
え
な
か
つ
た
と
い
う
よ
う
な
単
純
な
も
の
で
は
な
く
、

各
種
の
心
理
的
要
素
が
か
ら
み
あ
つ
て
生
じ
た
一
種
の
諦
観
に
よ
る
意
思
決
定

で
は
な
か
つ
た
か
、
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
兄
の
説
得
か
ら
の
畏
怖
も
さ

る
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
ほ
か
に
も
、
母
に
心
配
を
か
け
ま
い
と
す
る
家
族
感

情
、
職
場
の
上
役
や
同
僚
な
ど
か
ら
の
い
や
が
ら
せ
に
た
い
す
る
嫌
悪
感
、
現

在
の
わ
ず
ら
わ
し
さ
か
ら
逃
れ
た
い
と
い
う
解
放
欲
求
．
い
ま
退
職
し
て
ボ
ー

ナ
ス
は
十
二
月
分
ま
で
貰
え
る
と
い
う
打
算
的
欲
望
、
多
く
の
日
本
婦
人
に
共

通
す
る
犠
牲
心
や
諦
念
癖
、
等
々
が
複
雑
か
つ
微
妙
に
か
ら
み
あ
つ
て
い
た
で

あ
ろ
う
。
い
ず
れ
か
と
い
え
ば
、
肉
親
で
あ
り
、
し
か
も
目
上
の
も
の
で
あ
る

母
や
兄
の
迷
惑
に
な
る
と
い
う
伝
統
的
な
家
族
制
度
的
意
識
が
、
最
も
基
礎
的

な
も
の
と
し
て
沈
澱
し
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
の
よ
う
に
複
合
的
な

も
の
を
「
強
迫
に
よ
る
意
思
表
示
」
と
い
う
法
的
概
念
に
あ
て
は
め
て
、
取
消

に
よ
る
法
的
救
済
を
あ
た
え
る
べ
き
も
の
と
判
断
す
べ
き
な
の
か
ど
う
か
、
い

い
か
え
れ
ば
、
兄
の
説
得
行
為
に
よ
り
被
控
訴
人
の
意
思
決
定
の
自
由
が
ど
の

程
度
に
拘
束
さ
れ
た
の
か
ー
す
な
わ
ち
、
兄
の
強
迫
と
退
職
の
意
思
表
示
と

の
因
果
関
係
が
ど
の
程
度
な
の
か
1
私
に
は
、
な
お
多
少
の
迷
い
が
あ
る
、

と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
と
も
あ
れ
、
法
廷
で
の
事
実
審
理
に
直
接
立
会
つ
た
わ
け
で
も
な
く
、
記
録
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や
証
拠
を
詳
細
に
調
べ
た
わ
け
で
も
な
い
私
と
し
て
は
、
こ
れ
以
上
、
こ
の
点

に
つ
い
て
論
議
を
重
ね
て
も
、
無
益
で
あ
ろ
う
。
強
迫
に
よ
る
意
思
表
示
と
い

う
概
念
構
成
を
肯
定
し
た
判
旨
に
反
対
す
る
つ
も
り
は
、
も
と
よ
り
、
な
い
。

た
だ
、
さ
ら
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
べ
き
事
実
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
ω
も
し

兄
の
説
得
が
な
か
つ
た
な
ら
、
被
控
訴
人
は
確
実
に
退
職
し
な
い
と
い
う
意
思

を
持
続
し
え
た
の
か
ど
う
か
ー
も
し
退
職
の
意
思
を
生
ず
べ
き
他
の
原
因
が

あ
つ
た
な
ら
、
兄
の
説
得
と
退
職
の
意
思
決
定
と
の
あ
い
だ
の
因
果
関
係
が
不

十
分
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
ー
、
㈲
被
控
訴
人
と
兄
と
の
あ
い
だ
に
平
常
の

直
接
的
交
際
が
ほ
と
ん
ど
な
か
つ
た
と
い
う
こ
と
の
ほ
か
に
、
手
紙
の
や
り
と

り
の
ご
と
き
も
の
も
な
か
つ
た
の
か
ど
う
か
ー
も
し
、
な
か
つ
た
と
し
た
ら
、

兄
の
出
現
は
ま
つ
た
く
唐
突
な
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
ー
、
⑥
兄
は
会
社
か

ら
何
か
謝
礼
や
交
通
費
の
ご
と
き
も
の
を
受
け
て
い
な
か
つ
た
か
ど
う
か
、

1
も
し
受
け
て
い
た
ら
、
兄
の
説
得
は
、
ま
さ
に
家
族
的
自
治
か
ら
逸
脱
し

た
も
の
と
な
ろ
う
1
等
々
も
考
え
る
余
地
が
あ
つ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
三
　
つ
ぎ
に
、
被
控
訴
人
の
退
職
金
受
領
そ
の
他
の
行
為
が
民
法
一
二
五
条

に
い
わ
ゆ
る
法
定
追
認
と
み
ら
れ
る
か
ど
う
か
、
の
間
題
に
移
ろ
う
。

　
退
職
金
を
受
領
し
た
り
す
る
行
為
は
、
債
権
者
と
し
て
相
手
方
の
履
行
を
受

領
す
る
行
為
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
民
法
一
二
五
条
一
号
の
「
全
部
又
ハ
一
部
ノ

履
行
」
に
ふ
く
ま
れ
る
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
問
題
あ
る
ま
い
（
鰍
嘆
罫
欝
噛
輪

腺
籔
超
新
鑛
総
華
超
稽
躯
験
拶
鴫
羅
論
騨
轟
脚
）
．
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と
こ
ろ
で
、
法
定
追
認
の
事
実
が
み
と
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
「
追

認
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ル
時
ヨ
リ
後
」
（
眠
磁
条
）
す
な
わ
ち
「
取
消
ノ
原
因
タ
ル
情

況
ノ
止
ミ
タ
ル
後
」
（
眠
雑
売
）
に
な
さ
れ
る
こ
と
を
要
す
る
。
取
消
の
原
因
た

る
情
況
が
止
ん
だ
後
と
い
う
の
は
、
本
件
に
つ
い
て
い
え
ば
、
被
控
訴
人
に
た

い
す
る
兄
の
強
迫
の
情
況
の
止
ん
だ
後
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
判
旨
に
よ

れ
ば
、
被
控
訴
人
は
姫
路
市
に
あ
る
会
社
の
寄
宿
舎
に
住
み
、
そ
こ
へ
和
歌
山

市
に
住
む
兄
が
現
わ
れ
て
被
控
訴
人
を
説
得
し
、
退
職
願
の
提
出
さ
れ
た
昭
和

三
五
年
一
一
月
二
九
日
に
．
兄
は
被
控
訴
人
と
別
れ
て
和
歌
山
市
の
自
宅
に
帰

り
、
被
控
訴
人
は
な
お
半
月
ほ
ど
寄
宿
舎
に
残
留
し
て
い
た
も
の
で
、
し
た
が

つ
て
、
兄
の
被
控
訴
人
に
た
い
す
る
強
迫
の
情
況
は
、
両
名
が
一
一
月
二
九
日

に
姫
路
市
で
別
れ
た
と
き
に
止
ん
だ
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
右
両
名
が
姫
路
市
で
別
れ
、
兄
が
和
歌
山
へ
帰
り
被
控
訴
人
が
寄

宿
舎
に
残
留
し
た
だ
け
で
、
兄
に
よ
る
強
迫
の
情
況
は
止
ん
だ
も
の
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
私
に
は
、
少
な
か
ら
ず
疑
問
に
感
じ
ら
れ
る
。
と

い
う
わ
け
は
、
右
両
名
が
別
れ
た
だ
け
の
こ
と
で
は
、
被
控
訴
人
を
し
て
退
職

願
を
書
く
に
い
た
ら
し
め
た
意
思
決
定
に
お
け
る
不
自
由
性
－
強
制
的
要
因

ー
が
取
除
か
れ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
い
ち
お
う

兄
は
立
去
つ
た
。
だ
が
、
和
歌
山
と
姫
路
と
は
、
汽
車
で
わ
ず
か
数
時
間
の
距

離
で
し
か
な
い
。
お
そ
ら
く
会
社
側
か
ら
の
通
知
を
受
け
れ
ぽ
、
一
両
日
中
に

も
、
兄
は
再
三
・
再
四
現
わ
れ
て
説
得
を
続
け
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
ば
か
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や
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ

り
で
は
な
い
。
被
控
訴
人
を
主
と
し
て
動
か
し
た
の
は
、
そ
れ
が
肉
親
の
兄
に

よ
る
説
得
だ
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
害
悪
の
予
告
と
し
て
示
さ
れ
た
の
が
、
肉
親

で
あ
り
、
か
つ
目
上
の
も
の
で
あ
る
母
や
兄
の
迷
惑
に
な
る
と
い
う
家
族
制
度

的
義
理
に
も
と
づ
く
も
の
だ
つ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
先
に
も
述
べ
た
と

お
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
家
族
制
度
的
制
約
の
中
で
の
心
理
的
強
制
と
し

て
．
本
件
に
お
け
る
強
迫
が
作
用
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
ぽ
、
そ
れ
は
、
た
ま

た
ま
兄
が
被
控
訴
人
の
と
こ
ろ
か
ら
汽
車
で
数
時
間
の
距
離
に
立
去
つ
た
ぐ
ら

い
の
こ
と
で
消
失
す
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
兄
が
和
歌
山
へ
帰
つ
た
後
に
も
、

な
お
依
然
と
し
て
、
被
控
訴
人
を
と
ら
え
て
い
た
、
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。　

拳
を
ふ
り
あ
げ
て
、
な
ぐ
る
ぞ
と
脅
し
た
よ
う
な
場
合
で
あ
れ
ば
、
強
迫
者

が
立
去
る
と
同
時
に
強
迫
の
情
況
は
止
ん
だ
と
み
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
本
件
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
と
く
に
被
控
訴
人
の
意
思
決
定
に
お
け

る
不
自
由
性
の
原
因
が
除
去
さ
れ
、
か
つ
同
一
ま
た
は
同
種
の
強
迫
が
少
な
く

と
も
当
分
の
あ
い
だ
再
開
さ
れ
な
い
こ
と
が
十
分
期
待
で
き
る
よ
う
な
特
別
な

事
情
の
な
い
限
り
ー
た
と
え
ば
、
兄
が
強
迫
的
態
度
を
あ
ら
た
め
た
と
か
、

あ
る
い
は
地
理
的
に
遠
い
と
こ
ろ
に
帰
つ
て
当
分
の
あ
い
だ
現
わ
れ
て
く
る
見

込
み
が
な
い
と
か
、
い
う
よ
う
な
場
合
で
な
い
限
り
、
軽
々
し
く
強
迫
の
情
況

が
止
ん
だ
と
は
い
い
え
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
四
　
さ
い
ご
に
、
こ
の
判
決
の
社
会
的
背
景
を
も
少
し
考
え
て
み
よ
う
。



　
終
戦
後
の
民
法
改
正
に
よ
つ
て
．
い
わ
ゆ
る
家
族
制
度
が
廃
止
さ
れ
て
以

来
、
早
く
も
十
数
年
が
経
過
し
た
が
、
こ
の
判
決
の
中
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
事

実
は
、
法
律
的
に
は
廃
止
さ
れ
た
は
ず
の
家
族
制
度
が
社
会
的
に
は
依
然
と
し

て
つ
よ
い
機
能
を
も
つ
て
作
用
し
て
い
る
こ
と
を
暗
示
す
る
よ
5
で
あ
る
。

　
会
社
が
、
労
務
管
理
上
、
好
ま
し
く
な
い
女
子
工
員
を
退
職
さ
せ
る
た
め
に

微
妙
な
圧
力
を
か
け
、
母
や
兄
に
働
き
か
け
る
。
会
社
の
意
向
を
受
け
た
兄

が
、
ほ
と
ん
ど
平
常
の
交
際
も
な
い
妹
の
と
こ
ろ
へ
忽
然
と
し
て
現
わ
れ
、
母

や
兄
が
迷
惑
す
る
な
ど
と
述
べ
て
説
得
を
試
み
る
。
ー
物
を
い
つ
て
い
る
の

は
、
母
や
兄
と
し
て
の
家
族
制
度
的
権
威
で
あ
り
、
女
子
工
員
を
動
か
す
の

は
、
娘
で
あ
り
妹
で
あ
り
女
で
あ
る
こ
と
か
ら
く
る
家
族
制
度
的
従
属
意
識
で

あ
る
。
こ
う
い
う
仕
方
で
の
、
家
族
制
度
的
支
配
従
属
関
係
を
極
度
に
充
用
す

る
労
務
管
理
は
、
実
は
、
わ
が
国
の
紡
績
業
な
ど
で
は
古
く
か
ら
一
般
的
に
み

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
労
働
争
議
な
ど
に
さ
い
し
て
も
、
会
社
が
争
議
破
り
の

一
手
段
と
し
て
親
に
よ
る
権
威
的
説
得
を
利
用
す
る
こ
と
は
、
け
つ
し
て
珍
ら

し
い
現
象
で
は
な
か
つ
た
し
、
民
法
改
正
後
の
今
日
で
も
、
依
然
と
し
て
そ
う

な
の
で
あ
る
（
灘
惜
一
．
覗
隊
識
恥
錦
聯
￥
　
た
と
え
ば
、
数
年
前
埼
玉
県
熊
谷
市
に

お
こ
つ
た
某
製
糸
会
社
の
争
議
に
さ
い
し
て
は
、
会
社
側
か
ら
の
通
知
を
受
け

て
か
け
つ
け
た
女
子
工
員
の
親
た
ち
は
、
争
議
団
の
た
て
こ
も
つ
た
旅
館
に
お

し
か
け
、
半
ぽ
暴
力
的
に
娘
た
ち
に
面
会
を
求
め
、
し
か
も
ま
ず
「
親
に
心
配

を
か
け
た
」
と
し
て
娘
た
ち
を
な
ぐ
り
と
ば
し
た
上
、
お
と
な
し
く
会
社
に
帰

　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

る
よ
う
説
得
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
社
会
的
機
構
と
し
て
の
家
族
制
度
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
わ
が
国
に
お
け

る
政
治
的
支
配
形
態
の
所
産
で
あ
り
、
社
会
関
係
そ
の
も
の
の
反
映
で
あ
る
。

戦
後
の
民
法
改
正
は
、
法
律
的
な
形
式
と
し
て
の
戸
主
制
度
を
廃
止
す
る
こ
と

に
は
成
功
し
た
け
れ
ど
も
．
社
会
的
機
構
と
し
て
の
家
族
制
度
を
清
算
し
き
る

こ
と
は
で
き
な
か
つ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
最
近
の
政
治
体
制
の
も
と
に
お
い

て
は
、
家
族
制
度
的
機
構
を
強
化
す
る
た
め
に
民
法
を
再
改
正
し
よ
う
と
す
る

動
き
す
ら
出
て
い
る
こ
と
は
、
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
こ
の
と
き
に
あ
た
つ
て
．
右
の
よ
う
な
兄
の
説
得
行
為
が
違
法
性
を
帯
有
す

る
も
の
と
さ
れ
、
法
律
上
強
迫
た
る
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
た
こ
と
は
、
ま
こ

と
に
重
要
な
意
義
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
た
だ
、
被
控
訴
人
に

よ
る
退
職
金
な
ど
の
受
領
が
法
定
追
認
に
当
る
も
の
と
さ
れ
、
結
果
的
に
は
、

会
社
側
の
勝
訴
と
な
つ
た
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
判
旨
が
相
当
に
疑
わ
し
い
こ

と
は
、
右
に
検
討
し
た
と
お
り
で
あ
る
し
、
ま
た
、
仮
り
に
判
旨
を
そ
の
ま
窟

肯
定
す
る
と
し
て
も
、
退
職
金
な
ど
を
受
領
す
る
前
で
あ
れ
ば
、
十
分
に
退
職

願
に
つ
い
て
民
法
所
定
の
取
消
が
み
と
め
ら
れ
る
わ
け
で
あ
り
、
さ
ら
に
退
職

金
な
ど
を
受
領
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
受
領
に
さ
い
し
て
何
ら
か
の
手
段
で
異

議
を
留
め
る
こ
と
が
考
案
さ
れ
る
な
ら
ば
、
会
社
側
は
、
容
易
に
勝
訴
を
期
し

え
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
ー
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
従
来
の
よ
う
な
家
族
制

度
的
関
係
を
利
用
し
た
労
務
管
理
の
仕
方
が
、
す
で
に
限
界
に
ぶ
つ
か
り
、
新
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し
い
転
機
に
き
て
い
る
こ
と
を
、
よ
く
よ
く
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

は
あ
る
ま
い
か
。
私
は
、
こ
の
判
決
を
機
縁
と
し
て
、
会
社
側
の
労
務
管
理
が
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大
き
く
合
理
化
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
、
つ
よ
く
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。
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