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も
と
も
と
「
ピ
ケ
ッ
テ
ィ
ン
グ
が
向
け
ら
れ
る
対
象
の
相
違
に
関
連
し
て
、
そ

の
合
法
性
の
限
界
に
区
分
が
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
る
が
他
の

条
件
が
加
わ
ら
な
い
か
ぎ
り
、
論
理
的
に
は
一
応
対
象
に
よ
つ
て
区
別
が
あ
る

と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
」
そ
こ
で
「
使
用
者
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
使
用
者
は

本
来
ス
ト
ラ
イ
キ
の
相
手
方
な
の
で
あ
る
か
ら
．
使
用
者
が
自
ら
の
手
で
操
業

す
る
こ
と
で
あ
り
、
組
合
は
こ
れ
を
実
力
を
も
つ
て
阻
止
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
」
（
講
翻
雛
那
焔
囎
飽
購
磯
法
）
。
右
は
、
実
は
就
労
阻
止
の
ば
あ
い
に
つ
い
て
の
見

方
で
あ
る
が
、
就
労
の
ば
あ
い
に
お
い
て
す
ら
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
か
ら
、
会
社
役
員
が
争
議
解
決
の
た
め
に
組
合
側
と
会
う
た
め
に
工
場
へ

入
ろ
う
と
し
た
こ
と
に
対
し
て
ピ
ケ
を
は
り
入
門
を
阻
止
す
る
こ
と
は
、
よ
り

重
い
理
由
に
よ
つ
て
許
さ
れ
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
は
い
え
、

こ
の
よ
う
な
阻
止
行
為
が
行
な
わ
れ
た
ば
あ
い
に
、
ど
の
よ
う
な
法
的
反
応
を

み
と
め
る
か
は
具
体
的
事
件
ご
と
に
諸
般
の
事
情
を
考
慮
し
て
定
め
る
こ
と
が

必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
み
て
本
件
に
眼
を
転
ず
る
と
、
妨
害
行
為
は
短
時
間
（
一
〇
分

ぐ
ら
い
）
で
あ
り
．
か
つ
暴
力
行
為
を
伴
つ
た
も
の
で
も
な
い
。
ま
た
、
ピ
ケ

参
加
者
は
ほ
ど
な
く
到
着
し
た
委
員
長
の
指
示
に
よ
つ
て
直
ち
に
会
社
専
務
の

入
門
に
応
じ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
判
旨
が
、
本
件
ピ
ケ
を
一
応
許
さ
れ
な

い
入
門
阻
止
で
あ
る
と
し
な
が
ら
、
ピ
ケ
を
指
揮
し
た
老
の
行
為
を
も
つ
て
解

雇
に
値
す
る
ほ
ど
の
非
行
で
あ
る
と
み
な
か
つ
た
の
は
正
当
で
あ
る
と
お
も
わ

れ
る
。

　
四
、
な
お
、
最
後
に
以
上
三
つ
の
解
雇
事
由
を
綜
合
し
て
考
え
て
も
懲
戒
解

雇
に
価
す
る
ほ
ど
の
も
の
と
は
到
底
み
と
め
ら
れ
な
い
、
と
し
た
判
旨
も
ぎ
わ

め
て
正
当
で
あ
り
、
要
す
る
に
判
旨
に
賛
成
で
あ
る
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
宮
本
　
安
美
）

〔
最
高
裁
民
訴
事
例
研
究
一
九
〕

昭
三
八
1
6
（
撮
號
姻
鹸
ル
恥
巻
）

　
第
三
債
務
者
の
債
務
額
供
託
後
の
配
当
要
求

　
　
配
当
異
議
事
件
（
昭
三
八
・
六
・
四
第
三
小
法
廷
判
決
）

　
　
A
（
債
務
者
）
は
B
町
（
第
三
置
務
者
）
に
対
し
百
万
円
余
り
の
建
築
請
負
代

　
　
金
債
権
を
持
つ
て
い
た
が
、
A
の
債
権
者
等
七
名
が
各
自
自
己
の
債
権
の
た
め

　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

相
次
い
で
右
請
負
代
金
債
権
に
つ
い
て
仮
差
押
命
令
・
差
押
お
よ
び
転
付
命
令

の
発
布
を
え
て
、
こ
れ
ら
の
命
令
は
昭
和
三
二
年
八
月
一
〇
日
ま
で
に
順
次
B

町
に
送
達
さ
れ
た
の
で
、
B
町
は
債
務
額
を
供
託
、
同
月
三
〇
日
裁
判
所
に
供

託
事
情
届
を
提
出
し
た
（
民
訴
六
二
一
条
）
。
L
・
L
・
脇
は
右
事
情
届
後
一

〇
月
か
ら
一
二
月
に
か
け
て
A
に
対
す
る
債
権
を
主
張
し
執
行
力
あ
る
正
本
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
七
　
　
　
（
三
四
五
）



判
　
例
　
研
　
究

よ
ら
な
い
で
そ
れ
ぞ
れ
配
当
要
求
を
し
た
者
で
あ
る
が
、
配
当
裁
判
所
が
こ
れ

ら
磧
・
L
・
偽
を
も
配
当
に
預
か
ら
し
め
ま
う
と
し
た
た
め
、
差
押
債
権
者
中

瓦
・
濁
・
瓦
・
瓦
（
原
告
）
か
ら
L
．
L
．
聡
（
被
告
）
を
相
手
に
配
当
表
に

関
す
る
異
議
の
訴
を
お
こ
し
た
の
が
本
件
で
あ
つ
て
．
第
一
審
裁
判
所
は
瓦
等

の
主
張
を
認
め
て
配
当
表
中
名
等
の
部
分
を
取
消
し
配
当
表
を
更
正
、
控
訴
審

裁
判
所
も
第
一
審
判
決
を
支
持
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
L
の
み
が
上
告
、
原
判

決
は
民
訴
六
二
〇
条
一
項
に
違
背
し
、
大
決
昭
二
〇
・
一
・
一
八
と
い
う
先
例

に
も
反
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
供
託
事
情
届
出
後
の
配
当
要
求
も
な
お
許
さ
る

べ
き
も
の
で
あ
る
、
と
主
張
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
最
高
裁
、
曰
く
、
　
「
各
種

財
産
に
対
す
る
執
行
手
続
に
お
い
て
、
配
当
要
求
を
す
る
こ
と
の
で
き
る
時
期

は
、
そ
れ
ぞ
れ
法
定
さ
れ
て
い
る
が
（
民
訴
法
五
九
二
条
、
六
二
〇
条
一
項
、

六
四
六
条
二
項
）
、
要
す
る
に
差
押
財
産
の
換
価
手
続
が
終
了
し
、
配
当
す
べ

ぎ
金
銭
が
判
明
す
る
時
ま
で
と
い
う
べ
き
で
あ
つ
て
、
金
銭
債
権
の
差
押
に
つ

い
て
は
、
民
訴
法
六
二
〇
条
一
項
に
よ
り
．
差
押
債
権
者
の
取
立
届
出
の
時
ま

で
配
当
要
求
が
許
さ
れ
る
。
し
か
し
、
右
法
条
は
通
常
の
場
合
を
前
提
と
し
た

規
定
で
あ
つ
て
、
金
銭
債
権
に
対
す
る
重
複
差
押
や
配
当
要
求
が
な
さ
れ
た
場

合
に
、
第
三
債
務
者
が
配
当
に
あ
ず
か
る
す
べ
て
の
債
権
者
の
た
め
に
債
務
額

を
供
託
し
て
執
行
裁
判
所
に
そ
の
旨
の
事
情
届
を
し
た
後
は
、
配
当
要
求
は
許

さ
れ
な
い
も
の
と
解
す
る
の
を
相
当
と
す
る
．
け
だ
し
、
重
複
差
押
又
は
配
当

要
求
が
あ
る
と
、
差
押
債
権
者
は
取
立
命
令
に
よ
つ
て
も
第
三
債
務
者
に
対
し

て
自
己
へ
の
支
払
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
た
だ
供
託
を
請
求
で
ぎ
る
に

と
ど
ま
る
も
の
で
あ
り
、
第
三
債
務
者
が
右
供
託
を
す
れ
ば
、
供
託
金
の
上
に

差
押
の
効
力
は
残
る
け
れ
ど
も
、
債
権
差
押
の
手
続
は
終
了
し
．
配
当
手
続
に

移
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
第
三
債
務
者
の
供
託
事
情
届
後
に
配
当

要
求
が
許
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
配
当
手
続
が
完
了
す
る
ま
で
は
無
制
限
に

配
当
加
入
を
許
す
と
い
う
法
の
予
想
し
な
い
取
扱
を
承
認
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ

と
に
な
り
、
配
当
手
続
の
遅
延
を
避
け
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
論
旨
引
用
の

大
審
院
決
定
（
昭
和
一
七
年
（
ク
）
第
二
七
号
同
二
〇
年
一
月
一
八
日
、
民
集

七
八

（
三
四
六
）

　
　
二
四
巻
一
号
一
頁
）
は
、
上
述
す
る
と
こ
ろ
と
見
解
を
異
に
す
る
け
れ
ど
も
、

　
　
当
裁
判
所
の
採
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
」
、
と
．
ー
棄
却
．

　
判
旨
は
原
審
福
岡
高
裁
の
判
示
と
同
趣
旨
で
あ
つ
て
、
高
裁
が
長
文
を
も
つ

て
説
示
し
た
と
こ
ろ
を
巧
み
に
要
約
し
た
よ
う
な
関
係
に
な
る
が
、
そ
の
判
旨

と
原
判
決
と
の
ど
ち
ら
も
、
兼
子
博
士
の
判
批
（
調
㎝
報
麟
倣
鯛
㈱
）
に
依
拠
す
る
こ

と
、
文
言
上
明
か
で
あ
る
．
そ
し
て
、
兼
子
博
士
の
右
判
批
は
、
本
件
判
旨
が

排
斥
し
た
昭
和
二
〇
年
一
月
一
八
日
の
大
審
院
決
定
を
取
上
げ
て
、
こ
れ
に
反

対
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
つ
た
。

　
憧
か
に
、
形
式
論
を
も
つ
て
す
れ
ば
、
第
三
債
務
者
が
債
務
額
を
供
託
し

（
嘱
魎
妃
）
供
託
事
情
を
裁
判
所
に
届
出
た
後
に
も
（
魍
二
Y
な
お
差
押
債
権
者

か
ら
取
立
の
届
出
が
あ
る
ま
で
は
、
配
当
要
求
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
よ
う
に
見
え
る
。
民
訴
六
二
〇
条
一
項
は
「
債
権
者
ハ
差
押
債
権
者
力
取
立

ヲ
為
シ
其
旨
ヲ
執
行
裁
判
所
二
届
出
ッ
ル
マ
テ
　
・
配
当
ヲ
要
求
ス
ル
コ
ト
ヲ

得
」
と
定
め
、
同
六
一
二
条
は
第
三
債
務
者
の
債
務
額
供
託
の
権
利
義
務
を
定

め
る
ば
か
り
で
配
当
要
求
の
時
期
に
つ
い
て
は
触
れ
る
と
こ
ろ
な
く
、
従
つ
て

六
二
一
条
が
六
二
〇
条
に
変
更
を
加
え
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
の
よ
う

に
見
え
る
か
ら
で
あ
つ
て
、
旧
大
審
院
決
定
は
か
か
る
形
式
論
に
支
え
ら
れ
て

い
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。
だ
が
、
こ
の
形
式
論
は
、
形
式
論
と
し
て
も
貫
き

え
な
い
も
の
で
あ
つ
て
、
寧
ろ
現
行
執
行
法
の
構
造
に
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
ろ

う
。
と
い
う
の
は
、
供
託
事
情
届
出
の
後
に
差
押
債
権
者
の
取
立
・
届
出
と
い

う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
つ
て
、
第
三
債
務
者
消
滅
後
に
「
取
立
」
を

考
え
る
こ
と
は
概
念
矛
盾
と
い
う
ほ
か
な
く
、
も
し
、
ま
た
、
供
託
所
を
強
い

て
第
三
債
務
者
と
み
て
（
濃
諏
α
勲
敵
劔
囁
盈
沸
圧
瞳
脇
賭
縦
頻
灯
畷
厩
減
畑
赫
航
㍑
⑳
傭
疎
幅



る
）
こ
れ
に
対
す
る
取
立
を
考
え
る
と
す
れ
ば
、
配
当
手
続
の
た
め
に
は
ま
た

重
ね
て
供
託
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
然
紅
》
配
当
要
求
と
供
託
と
の
問

に
六
一
二
条
が
設
定
し
た
結
ひ
つ
き
は
却
つ
て
破
壊
（
無
意
味
化
）
さ
れ
る

（
鯉
難
霧
鄭
盟
灘
蚕
馳
綿
諺
黎
謹
霧
誘
雇
V
と
い
う
こ
と

は
、
実
は
、
現
行
法
が
、
一
方
に
は
、
債
権
者
へ
の
帰
属
関
係
の
決
定
や
債
務

者
の
免
責
や
で
は
な
し
に
、
金
銭
の
登
場
そ
の
も
の
を
も
つ
て
換
価
手
続
の
終

了
と
考
え
、
他
方
に
は
換
価
と
配
当
と
の
両
段
階
を
明
確
に
区
別
す
る
こ
と

を
、
そ
の
基
本
の
構
造
と
し
て
い
る
こ
と
を
．
端
な
く
も
顕
証
す
る
も
の
と
い

え
る
の
で
あ
つ
て
、
か
か
る
執
行
法
の
基
本
構
造
と
矛
盾
す
る
こ
と
な
し
に
上

記
の
形
式
論
は
貫
く
こ
と
が
で
き
な
い
．

　
こ
の
点
で
重
要
な
意
味
を
も
つ
の
は
、
上
告
理
由
が
「
然
し
な
が
ら
元
来
民

事
訴
訟
法
が
配
当
要
求
を
な
し
得
る
時
期
に
関
し
て
　
　
夫
々
定
め
て
い
る
の

は
要
す
る
に
原
判
決
：
－
の
如
く
之
を
”
配
当
す
べ
き
金
銭
が
判
明
し
た
時
”

迄
と
解
す
べ
き
で
は
な
く
、
い
ず
れ
も
”
差
押
債
務
者
側
に
つ
い
て
の
弁
済
の

効
力
発
生
時
期
“
を
境
と
し
て
之
を
限
る
法
意
と
解
す
べ
き
」
で
あ
る
と
説
い

て
い
る
こ
と
で
、
こ
れ
は
基
本
構
造
の
認
識
そ
の
も
の
に
対
す
る
疑
問
の
提
出

と
い
え
る
。
し
か
し
、
か
よ
う
に
解
し
た
の
で
は
．
ひ
と
り
た
だ
上
記
の
よ
う

な
迷
路
に
陥
ら
ざ
る
を
え
な
い
ば
か
り
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
五
七
九
条
が

「
執
行
吏
売
得
金
ヲ
領
収
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
債
務
者
ヨ
リ
支
払
ヲ
為
シ
タ
ル
モ
ノ

ト
看
倣
ス
」
と
い
う
単
純
な
規
定
ひ
と
つ
を
取
つ
て
み
て
も
、
こ
れ
に
は
但
書

が
あ
つ
て
支
払
が
あ
つ
た
と
看
倣
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
る
わ
け
で
あ
り
、
本
文

自
体
も
債
務
者
を
し
て
差
押
物
が
金
銭
に
変
わ
つ
た
こ
と
か
ら
生
じ
る
危
険
を

免
れ
さ
せ
る
だ
け
で
債
権
者
の
債
権
そ
の
も
の
が
消
滅
す
る
も
の
で
は
な
い
こ

判
　
例
　
研
　
究

と
通
常
の
解
釈
で
あ
る
か
ら
、
前
記
六
二
〇
条
一
項
が
ま
た
併
せ
て
「
又
ハ
執

行
吏
力
売
得
金
ヲ
領
収
ス
ル
マ
テ
配
当
ヲ
要
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
と
も
定
め
て

六
一
五
条
を
通
じ
本
条
と
関
連
を
も
つ
に
至
る
場
合
に
も
、
そ
れ
は
「
支
払
ヲ

為
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
看
倣
ス
」
こ
と
を
配
当
の
許
否
と
結
び
つ
け
た
も
の
と
解
す

る
必
要
な
く
、
寧
ろ
本
来
こ
の
二
つ
の
こ
と
は
関
係
が
な
い
。
逆
に
配
当
し
う

べ
き
金
銭
の
登
場
を
も
つ
て
換
価
手
続
の
終
了
と
考
え
れ
ぽ
、
六
二
一
条
が

”
配
当
要
求
”
と
”
供
託
”
と
を
結
び
つ
け
て
い
る
趣
旨
を
理
解
す
る
こ
と
が

で
き
る
し
（
鯛
誘
難
榔
驚
虹
楚
萄
磐
躯
舞
榊
灘
舗
瀬
蜜
灘
編
禦
穀

灘
偲
価
臨
狽
鰍
蝋
断
靴
ゆ
y
換
価
、
配
当
の
両
段
階
が
明
確
に
区
分
せ
ら
る
べ
き
こ

と
は
、
配
当
手
続
に
関
す
る
法
典
の
取
扱
方
か
ら
も
、
五
九
二
条
・
六
四
六
条

等
の
規
定
の
精
神
か
ら
も
明
か
で
あ
る
。

　
兼
子
理
論
を
採
用
し
て
、
旧
例
を
改
め
、
第
三
債
務
者
の
債
務
額
供
託
後
に

は
も
は
や
配
当
要
求
は
許
さ
れ
な
い
と
説
く
本
件
判
旨
は
正
当
で
あ
る
（
躰
碓
驚

雛
繍
馨
膜
欝
鶴
聾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
伊
東
　
乾
）

昭
三
八
釜
鞭
監
巻
）

　
弁
護
士
法
第
七
二
条
本
文
前
段
に
抵
触
す
る
委
任
契
約
の
効
力

　
損
害
賠
償
請
求
事
件
（
昭
三
八
・
六
・
二
二
第
一
小
法
廷
判
決
）

　
被
告
Y
（
被
控
訴
人
・
被
上
告
人
）
は
原
告
X
（
控
訴
人
・
上
告
人
）
に
対
し
、

　
被
告
の
訴
外
H
に
対
す
る
確
定
判
決
に
基
く
金
銭
給
付
請
求
権
の
取
立
方
を
委
託

　
し
た
．
と
こ
ろ
が
当
時
H
は
訴
外
N
よ
り
買
つ
て
い
た
土
地
を
仮
登
記
の
ま
ま
に

　
し
て
い
た
の
で
、
こ
れ
を
N
に
返
え
す
形
式
を
と
り
、
そ
の
代
償
と
し
て
N
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九
　
　
　
（
三
四
七
）
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八
O

（
三
四
八
）

相
当
の
金
員
の
支
払
を
受
け
る
こ
と
と
し
て
債
権
の
執
行
を
免
か
れ
よ
う
と
し
て

い
た
の
で
、
被
告
は
同
時
に
原
告
に
、
ω
右
詐
害
行
為
の
取
消
そ
の
他
の
訴
訟
提

起
の
た
め
の
弁
護
士
選
任
の
件
、
㈲
右
土
地
に
対
す
る
仮
差
押
な
ら
び
に
仮
処
分

申
請
の
手
続
を
被
告
名
義
で
す
る
こ
と
、
の
和
解
等
に
よ
る
解
決
に
つ
い
て
の
一

切
を
も
委
託
し
、
そ
の
際
原
被
告
間
に
原
告
が
被
告
の
H
に
対
す
る
前
記
債
権
の

取
立
に
成
功
し
た
場
合
被
告
は
原
告
に
対
す
る
報
酬
と
し
て
右
取
立
金
額
中
よ
り

訴
訟
費
用
を
差
し
引
き
残
額
の
半
額
を
支
払
う
旨
の
契
約
が
締
結
さ
れ
た
。
原
告

は
前
記
委
託
に
基
づ
き
被
告
に
疎
明
方
法
を
提
供
し
た
結
果
被
告
は
H
の
N
に
対

す
る
土
地
所
有
権
移
転
が
H
の
債
権
者
た
る
被
告
に
対
す
る
詐
害
行
為
で
あ
る
と

し
N
所
有
名
義
の
右
土
地
に
対
し
仮
処
分
お
よ
び
仮
差
押
が
で
き
た
。
後
日
被
告

は
原
告
の
右
協
力
に
よ
り
右
債
権
の
回
収
に
成
功
し
、
被
告
は
右
の
保
全
処
分
の

執
行
を
解
放
し
た
。
と
こ
ろ
が
被
告
は
保
全
処
分
を
な
し
終
る
と
即
日
右
契
約
を

破
棄
し
た
。
以
上
の
事
実
よ
り
被
告
は
当
初
よ
り
右
契
約
履
行
の
意
思
な
き
に
も

か
か
わ
ら
ず
意
思
あ
る
か
の
ご
と
く
装
い
原
告
と
前
記
報
酬
契
約
を
締
結
し
原
告

を
そ
の
旨
誤
信
さ
せ
、
原
告
を
し
て
そ
の
約
定
に
従
つ
た
行
為
を
さ
せ
原
告
の
労

力
を
詐
取
し
た
．
そ
こ
で
不
法
行
為
の
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
。
仮
り
に
不
法
行

為
の
損
害
賠
償
請
求
が
認
め
ら
れ
な
い
に
し
て
も
、
被
告
の
右
報
酬
契
約
の
破
棄

は
全
く
理
由
が
な
い
か
ら
い
ま
だ
右
報
酬
契
約
の
効
力
は
存
続
し
、
被
告
が
右
債

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

権
の
取
立
に
成
功
し
た
以
上
は
、
契
約
上
の
債
務
を
履
行
す
べ
き
で
あ
る
、
と
原

告
は
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
被
告
は
原
告
主
張
の
事
実
の
一
部
を
争
い
、
仮
り

に
事
実
が
原
告
主
張
の
通
り
で
あ
つ
て
も
、
本
件
契
約
は
弁
護
士
法
七
二
条
に
違

反
す
る
事
項
を
目
的
と
し
た
も
の
で
、
同
条
は
同
法
七
七
条
に
よ
り
刑
罰
の
制
裁

を
伴
う
強
行
規
定
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
本
件
契
約
は
民
法
第
九
〇
条
に
よ
り
公

の
秩
序
に
反
す
る
事
項
を
目
的
と
す
る
も
の
と
し
て
無
効
で
あ
る
、
と
答
弁
し

た
。
第
一
審
原
告
敗
訴
。
後
日
Y
死
亡
磧
砺
が
相
続
し
訴
訟
の
目
的
た
る
権
利
関

係
を
承
継
．

X
控
訴
提
起
．
控
訴
理
由
は
以
下
の
ご
と
し
。
控
訴
人
主
張
の
契
約
は
控
訴
人
が

弁
護
士
で
な
け
れ
ば
で
き
な
い
法
律
事
務
を
取
扱
う
こ
と
を
内
容
と
し
た
も
の
で

は
な
い
。
X
は
Y
が
保
全
処
分
を
す
る
に
つ
ぎ
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
つ
て

疎
明
方
法
の
提
供
を
約
し
、
訴
訟
提
起
に
つ
い
て
も
Y
が
詐
害
行
為
の
実
情
を
知

ら
な
い
の
で
、
X
か
ら
弁
護
士
に
こ
れ
を
説
明
す
る
よ
う
依
頼
さ
れ
弁
護
士
の
選

任
を
約
し
、
ま
た
和
解
に
つ
い
て
も
輔
任
せ
ら
れ
た
が
決
し
て
弁
護
士
の
な
す
べ

き
行
為
ま
で
引
受
け
た
の
で
は
な
い
。
弁
護
士
法
は
非
弁
護
士
が
業
と
し
て
弁
護

士
業
務
す
な
わ
ち
法
律
事
務
の
取
扱
を
な
す
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
の
で
あ
る
か

ら
、
た
と
い
報
酬
を
得
て
法
律
実
務
を
取
扱
つ
て
も
、
そ
れ
が
一
回
に
止
ま
る
限

り
業
と
は
い
え
な
い
。
し
た
が
つ
て
右
契
約
に
基
い
て
控
訴
人
の
な
し
た
行
為
が

仮
に
法
律
事
務
の
取
扱
に
あ
た
る
と
し
て
も
、
控
訴
人
は
何
等
の
報
酬
を
得
て
い

な
い
し
、
業
と
し
て
な
し
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
こ
の
点
か
ら
み
て
も
弁
護
士
法

に
ふ
れ
な
い
、
と
。
控
訴
棄
却
。
そ
の
理
由
と
し
て
控
訴
審
判
決
は
ま
ず
主
位
的

請
求
を
排
斥
し
た
後
、
予
備
的
請
求
に
つ
き
以
下
の
判
断
を
し
て
い
る
。
右
契
約

は
は
た
し
て
被
控
訴
人
等
の
抗
弁
す
る
ご
と
く
弁
護
士
法
第
七
二
条
に
違
反
す
る

事
項
を
目
的
と
し
、
民
法
第
九
〇
条
に
よ
り
そ
の
効
力
を
否
定
す
べ
き
も
の
か
否

か
問
題
で
あ
る
。
弁
護
士
法
七
二
条
は
弁
護
士
で
な
い
者
は
一
般
に
法
律
家
と
し

て
の
識
見
、
能
力
に
欠
く
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
、
か
よ
う
な
者
が
報
酬
を
う
る

目
的
で
法
律
事
務
の
取
扱
を
し
た
り
、
あ
る
い
は
そ
の
周
旋
を
業
と
す
る
こ
と
を

放
任
す
れ
ぽ
、
法
律
生
活
に
お
け
る
国
民
の
正
当
な
利
益
を
害
す
る
虞
が
あ
り
、

ま
た
司
法
の
健
全
な
運
用
、
訴
訟
の
能
率
の
向
上
及
び
人
権
の
擁
護
等
の
要
請
上

弁
護
士
を
公
認
し
た
同
法
の
趣
旨
に
反
す
る
と
の
見
地
か
ら
右
の
ご
と
き
非
弁
護

士
の
行
為
を
禁
止
し
た
公
益
的
規
定
と
解
せ
ら
れ
、
そ
の
違
反
行
為
に
対
し
て
は

同
法
七
七
条
に
よ
り
刑
罰
の
制
裁
を
以
て
臨
ん
で
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に

違
反
す
る
事
項
を
目
的
と
す
る
契
約
は
、
民
法
九
〇
条
に
照
ら
し
て
そ
の
効
力
を

生
じ
な
い
．
控
訴
人
は
弁
護
士
で
は
な
い
が
、
控
訴
人
・
Y
間
の
前
記
契
約
に
よ

り
控
訴
人
の
な
す
べ
ぎ
行
為
は
、
Y
の
た
め
、
あ
る
い
は
こ
れ
に
代
つ
て
同
人
の

訴
訟
事
件
、
保
全
処
分
事
件
等
に
つ
き
そ
の
主
張
す
る
各
種
の
法
律
事
務
（
保
全

処
分
申
請
手
続
ー
疎
明
方
法
提
供
を
含
む
ー
、
弁
護
士
選
任
行
為
、
和
解
に

関
す
る
事
務
）
を
取
扱
う
こ
と
を
い
う
も
の
と
認
む
べ
き
で
あ
り
、
控
訴
人
が
報



酬
を
う
る
目
的
を
以
て
こ
れ
を
為
す
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
右
契
約
は
弁
護
士

法
第
七
二
条
本
文
前
段
に
該
当
す
る
事
項
を
目
的
と
す
る
も
の
と
解
す
べ
く
、
仮

り
に
右
契
約
の
趣
旨
が
控
訴
人
に
お
い
て
単
に
か
か
る
行
為
の
周
旋
を
な
す
に
止

ま
る
意
味
な
り
と
し
て
も
、
前
記
認
定
の
契
約
内
容
及
び
契
約
締
結
の
経
過
よ
り

み
て
、
行
為
の
継
続
を
当
然
予
想
し
か
つ
こ
れ
を
目
的
と
し
た
も
の
と
認
む
べ
ぎ

て
あ
る
か
ら
業
と
し
て
こ
れ
を
な
す
も
の
と
認
め
る
の
を
相
当
と
し
、
同
条
本
文

後
段
に
触
れ
る
事
項
を
目
的
と
す
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
い
ず
れ
に

し
て
も
前
段
説
示
の
理
由
に
よ
り
右
契
約
は
効
力
を
生
じ
え
な
い
。
控
訴
人
は
、

右
契
約
に
よ
り
控
訴
人
の
な
す
べ
ぎ
行
為
は
い
ず
れ
も
弁
護
士
で
な
け
れ
ば
で
き

な
い
法
律
事
務
の
取
扱
い
に
非
ず
と
主
張
し
、
そ
の
趣
旨
は
必
ず
し
も
明
瞭
で
は

な
い
が
、
同
条
で
禁
止
さ
れ
る
非
弁
護
士
の
行
為
は
、
既
述
の
如
く
、
報
酬
を
得

る
目
的
を
以
て
す
る
同
条
所
定
の
法
律
事
務
の
取
扱
及
び
業
と
し
て
な
す
そ
の
周

旋
行
為
を
指
称
し
、
必
ず
し
も
弁
護
士
て
な
け
れ
ば
で
き
な
い
法
律
事
務
の
取
扱

い
で
あ
る
こ
と
を
要
し
な
い
か
ら
、
右
主
張
は
理
由
が
な
い
。
次
に
控
訴
人
は
、

同
条
の
禁
止
す
る
非
弁
護
士
の
行
為
は
業
と
し
て
な
さ
れ
．
か
つ
報
酬
を
得
る
目

的
が
あ
れ
ぽ
足
り
、
現
実
に
報
酬
を
得
た
こ
と
は
必
要
で
は
な
い
し
、
ま
た
、
業

と
し
て
な
さ
れ
る
こ
と
を
要
件
と
し
て
い
な
い
の
に
反
し
後
段
の
場
合
は
単
に
業

と
す
れ
ば
足
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
右
主
張
に
は
賛
同
し
難
い
。
し

た
が
つ
て
予
備
的
請
求
原
因
も
理
由
が
な
い
．
よ
つ
て
控
訴
棄
却
．

X
上
告
。
上
告
理
由
は
以
下
の
如
し
。
　
「
原
判
決
は
次
の
通
り
違
法
違
憲
で
あ

る
。
弁
護
士
法
第
七
二
条
弁
護
士
で
な
い
も
の
は
報
酬
を
得
る
目
的
で
1
中
略

－
法
律
事
務
を
取
り
扱
い
、
又
は
こ
れ
ら
の
周
旋
を
す
る
こ
と
を
業
と
す
る
こ

と
が
で
ぎ
な
い
、
と
あ
る
の
は
云
う
ま
で
も
な
く
業
と
し
な
け
れ
ば
よ
い
わ
け

で
、
そ
の
業
と
は
継
続
し
て
報
酬
を
得
る
こ
と
で
あ
る
が
、
上
告
人
は
一
回
の
報

酬
も
得
て
い
な
い
の
で
業
と
し
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
殊
に
契
約
に

も
弁
護
士
は
別
に
選
任
す
る
こ
と
を
表
示
し
て
い
る
の
は
上
告
人
が
法
律
事
務
を

取
り
扱
わ
な
い
証
左
で
あ
る
。
又
被
上
告
人
が
詐
害
行
為
取
り
消
し
の
訴
訟
を
す

る
に
は
そ
の
弁
護
士
に
対
し
て
事
実
の
説
明
を
要
す
る
が
、
そ
の
事
実
は
上
告
人

判
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の
外
知
る
者
が
な
い
の
で
上
告
人
が
弁
護
士
を
選
ん
で
説
明
し
て
協
力
す
る
契
約

　
を
し
た
も
の
で
、
こ
れ
に
よ
つ
て
債
権
の
確
保
が
で
ぎ
た
処
被
k
告
人
は
契
約
の

　
報
酬
を
踏
み
倒
お
そ
5
と
は
か
り
、
上
告
人
は
法
律
事
務
を
取
扱
ろ
二
と
が
イ
、
ぎ

　
な
い
の
で
更
に
弁
護
士
を
要
し
二
重
に
報
酬
が
い
る
か
ら
契
約
を
破
棄
し
た
旨
一

　
審
で
証
言
し
て
い
る
、
こ
の
詐
欺
行
為
を
助
け
る
た
め
原
審
は
弁
護
士
法
違
反
を

　
で
つ
ち
あ
げ
た
も
の
で
あ
る
。
」
上
告
棄
却
．
理
由
は
以
下
の
ご
と
し
。
弁
護
士

　
の
資
格
の
な
い
上
告
人
が
右
の
如
ぎ
趣
旨
の
契
約
を
な
す
こ
と
は
弁
護
士
法
七
二

　
条
本
文
前
段
同
七
七
条
に
抵
触
す
る
が
故
に
民
法
九
〇
条
に
照
ら
、
し
そ
の
効
力
を

　
生
ず
る
に
由
な
ぎ
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
こ
の
よ
う
な
場
合
右

　
契
約
を
な
す
こ
と
自
体
が
前
示
弁
護
士
法
の
各
法
条
に
抵
触
す
る
も
の
で
あ
つ

　
て
、
右
は
上
告
人
が
右
の
よ
う
な
契
約
を
な
す
こ
と
を
業
と
す
る
場
合
に
拘
ら
な

　
い
も
の
で
あ
る
と
し
た
原
判
決
の
判
断
は
正
当
と
し
て
是
認
し
5
る
、
と
。

　
判
旨
に
反
対

　
弁
護
士
法
七
二
条
違
反
の
契
約
が
民
法
九
〇
条
に
照
ら
し
て
無
効
で
あ
る
と

す
る
点
で
は
お
そ
ら
く
異
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
（
汕
ヨ
眠
璃
配
○
．
ど
問
題
は
本

契
約
が
弁
護
士
法
七
二
条
に
違
反
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
て
あ
る
。

　
弁
護
士
法
七
二
条
は
、
「
弁
護
士
で
な
い
者
は
、
報
酬
を
得
る
目
的
で
訴
訟
事

件
、
非
訟
事
件
及
び
審
査
請
求
、
異
議
申
立
て
、
再
審
請
求
等
行
政
庁
に
対
す

る
不
服
申
立
事
件
そ
の
他
一
般
の
法
律
事
件
に
関
し
て
鑑
定
、
代
理
、
仲
裁
若

し
く
は
和
解
そ
の
他
の
法
律
事
務
を
取
り
扱
い
、
又
は
こ
れ
ら
の
周
旋
を
す
る

こ
と
を
業
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
規
定
す
る
（
輌
搬
馳
郷
細
鰍
歓
協
陥
乱
砿
榊

律
」
（
昭
八
・
四
二
一
八
法
律
第
五
四
号
）
第
一
条
「
弁
護
士
二
非
サ
ル
者
ハ
報
酬
ヲ
得
ル
目
的
ヲ
以
テ
他

人
間
ノ
訴
訟
事
件
二
関
シ
又
ハ
他
人
間
ノ
非
訟
事
件
ノ
紛
議
二
関
シ
鑑
定
．
代
理
、
仲
裁
若
ハ
和
解
ヲ
為

シ
又
ハ
此
等
ノ
周
旋
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
業
ト
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
但
シ
正
当
ノ
業
務
二
附
随
シ
テ
為
ス
場
合
ハ

此
限
二
在
ラ
三
と
す
る
規
定
を
改
め
た
も
の
で
あ
る
。
前
段
に
「
そ
の
他
の
法
律
事
務
」
が
は
い
り
．

欝緊献％

煽
謹
で
嚢
鱗
褻
擁
聾
瀧
鞭
獄
隙
￥
　
本
条
後
段
の
周
旋
に
つ
ぎ

「
報
酬
を
得
る
目
的
」
と
「
業
と
す
る
こ
と
」
と
が
必
要
と
さ
れ
る
（
馴
加
ル
繭
）
。
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判
　
例
　
研
　
究

間
題
は
前
段
の
法
律
事
務
の
取
扱
に
つ
き
報
酬
を
得
る
目
的
が
必
要
と
さ
れ
る

こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
　
「
業
と
す
る
こ
と
」
が
必
要
と
さ
れ
る
か
否
か
と
い

う
点
で
あ
る
．
同
条
前
段
違
反
の
要
件
と
し
て
「
報
酬
を
得
る
」
目
的
の
ほ
か

「
業
と
し
て
す
る
こ
と
」
を
必
要
と
す
る
と
い
う
見
解
と
（
滴
蹴
珊
欝
隈
繍
廉
献
粉

決
は
前
記
旧
法
に
関
す
る
も
の
L
同
二
六
・
九
頁
、
凋
三
六
．
八
八
頁
、
下
級
刑
集
四
．
八
．
七
〇

〇
頁
、
学
説
と
し
て
は
、
兼
子
・
裁
判
法
二
五
六
頁
な
ど
　
こ
の
う
ち
前
記
下
級
刑
集
の
大
阪
地
裁
昭
三

七
・
七
・
二
八
の
判
決
は
か
吸
り
詳
細
に
泌
要
説
の
根
拠
を
説
明
し
て
い
る
の
で
、
参
考
ま
で
に
こ
こ
に

そ
の
主
要
部
分
を
引
用
す
る
　
「
お
も
う
に
同
条
ー
弁
護
士
法
七
二
条
1
は
事
件
関
係
者
の
個
人
的

法
益
と
併
せ
社
会
共
同
生
活
の
秩
序
を
保
持
す
る
と
い
う
公
洪
的
法
益
を
擁
護
す
る
た
め
、
い
わ
ゆ
る
三

百
的
業
務
を
禁
止
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
つ
て
　
如
何
な
る
楊
合
で
も
、
非
弁
護
士
が
法
律

事
務
を
取
扱
う
こ
と
を
一
律
に
処
罰
の
対
象
と
し
て
い
る
も
の
で
な
V
こ
と
は
多
言
を
要
し
な
い
。
す
な

わ
ち
社
会
生
活
の
基
礎
を
な
す
相
互
の
協
力
扶
助
と
い
う
立
場
か
ら
　
事
件
本
人
の
親
族
．
縁
故
者
、
被

雇
者
等
親
交
の
あ
る
第
三
者
（
非
弁
護
士
》
が
、
本
人
の
依
頼
に
基
き
、
そ
の
利
益
と
立
場
を
尊
重
し
な

が
ら
諸
種
の
紛
議
に
関
与
し
、
そ
の
結
果
　
公
正
妥
当
な
解
決
方
法
を
見
出
し
て
い
る
事
例
も
ま
た
少
く

な
い
。
こ
の
場
合
に
、
た
ま
た
ま
本
人
が
右
第
三
者
の
尽
力
に
感
謝
し
そ
の
利
益
を
独
占
し
な
い
で
、
こ

れ
に
対
し
て
報
酬
を
与
え
、
第
三
者
が
受
任
当
初
よ
り
こ
れ
を
期
待
し
て
い
た
と
し
て
も
、
他
の
法
条
に

抵
触
す
る
場
合
は
絡
別
、
未
だ
個
人
的
及
び
公
共
的
法
益
を
慢
害
す
る
も
の
と
は
い
え
な
い
．
し
か
し
な

が
ら
、
ひ
と
た
び
　
右
の
よ
う
な
法
律
事
務
の
取
扱
行
為
が
　
職
業
化
さ
れ
営
利
性
を
帯
び
て
く
る
と
き

は
、
右
に
述
べ
た
事
件
関
係
者
及
び
社
会
公
共
の
利
益
は
忘
却
さ
れ
、
も
つ
ば
ら
営
業
上
の
利
潤
を
継
続

追
求
す
る
こ
と
が
主
眼
と
な
つ
て
諸
々
の
弊
害
を
生
じ
、
ひ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
者
の
事
件
介
入
が
障
碍

と
な
つ
て
、
弁
護
士
の
使
命
で
あ
る
社
会
正
義
の
実
現
は
著
」
く
凋
難
と
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
の
で
、

こ
れ
を
規
制
対
象
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
　
こ
の
よ
う
に
前
示
法
条
に
お
け
る
法
益
保
護
の
目
的
等
に

着
目
す
れ
ば
、
弁
護
士
法
第
七
二
条
第
一
項
本
文
に
列
記
さ
れ
た
行
為
は
、
報
酬
を
得
る
目
的
及
び
業
と

い
う
二
つ
の
特
別
構
成
要
件
を
充
足
し
た
場
合
に
は
じ
め
て
違
法
性
を
帯
ひ
る
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。

従
つ
て
、
同
法
第
七
二
条
の
違
反
行
為
は
、
非
弁
護
士
が
報
酬
を
得
る
目
的
を
も
つ
て
、
業
と
し
て
洞
条

列
記
の
行
為
を
な
す
こ
と
に
よ
つ
て
成
立
す
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
弁

護
士
法
第
七
二
条
第
一
項
本
文
前
段
の
罪
が
成
立
す
る
に
は
、
報
酬
を
得
る
目
的
が
あ
れ
ば
足
り
、
業
と

す
る
こ
と
は
要
し
な
い
と
の
見
解
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
右
の
解
決
は
法
規
の
形
式
的
な
文
理
に
と

ら
わ
れ
た
解
釈
と
い
う
べ
ぎ
で
協
り
、
前
掲
法
意
に
照
し
、
到
底
こ
れ
憶
左
担
で
ぎ
な
い
の
み
な
ら
ず
、

右
の
見
解
を
一
貫
す
る
と
き
は
　
い
ず
れ
も
報
酬
を
得
る
目
的
が
な
く
　
法
律
事
務
の
取
扱
を
業
と
し
た

も
の
は
罪
と
な
ら
な
い
の
に
反
し
．
こ
れ
ら
の
周
駿
を
業
と
し
た
も
の
は
処
罰
の
対
象
と
さ
れ
る
と
い
う

よ
う
な
不
合
理
な
解
釈
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
　
な
る
ほ
ど
弁
護
士
法
第
七
二
条
第
一
項
本
文
の
前
段

及
び
後
段
の
文
脈
か
ら
は
、
右
両
者
が
「
又
は
」
を
さ
か
い
と
し
て
区
別
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
読
み
取

れ
、
前
段
の
文
章
が
後
段
の
「
こ
れ
ら
の
周
旋
を
す
る
こ
と
」
以
下
に
つ
な
が
る
の
か
、
　
「
こ
れ
ら
の
周

旋
を
す
る
こ
と
を
業
と
す
る
こ
と
」
以
下
に
つ
な
が
る
の
か
、
ま
ぎ
ら
わ
し
い
文
体
に
な
つ
て
い
る
け
れ

ど
も
、
現
行
弁
護
士
法
の
立
法
経
過
（
本
法
審
議
に
際
し
て
の
衆
議
院
議
員
鍛
治
良
作
の
発
言
内
容
、
官

報
号
外
二
四
・
五
・
一
〇
参
議
院
法
務
委
員
会
議
事
録
｝
四
号
参
照
）
に
鑑
み
、
同
法
第
七
二
条
が
旧
法

で
あ
る
法
律
事
務
取
扱
の
取
締
に
関
す
る
法
律
第
｝
条
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
も
の
で
（
た
だ
新
法
は
旧

法
の
規
定
を
文
語
体
よ
り
口
語
体
に
改
め
、
　
「
そ
の
他
の
法
律
事
務
唯
取
扱
い
」
な
濁
文
言
を
加
入
し
、

そ
の
取
扱
行
為
の
範
囲
に
つ
き
多
少
弾
力
性
を
も
た
せ
た
に
す
ぎ
な
㌧
）
、
右
旧
法
は
　
そ
の
特
別
構
成

要
件
と
し
て
報
酬
を
う
る
目
的
及
び
業
の
二
っ
を
明
規
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
．
そ
の
文
理
に
徴

し
て
明
白
で
あ
り
、
新
法
は
口
語
体
と
し
て
句
読
点
の
配
列
が
拙
劣
な
た
め
不
分
明
な
規
定
に
な
つ
て
い

八
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る
が
、
こ
の
種
、
刑
罰
法
規
中
．
特
に
構
成
要
件
的
規
定
の
解
釈
は
罪
刑
法
定
主
義
の
見
地
か
ら
も
厳
格

に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
等
を
併
考
す
れ
ば
、
当
裁
判
所
の
前
示
解
釈
を
妥
当
な
も
の
と
考
え

騒
げ
靴
し
Y
こ
れ
を
不
要
と
す
る
見
解
（
縮
職
㎝
縢
乾
デ
告
℃
か
侍
鰯
諏
化
瀬
削
融
即
一
硝

蹴
か
降
）
と
が
あ
る
。
「
業
と
し
て
す
る
」
と
は
後
段
の
周
旋
行
為
に
の
み
か
か
る

と
す
る
の
が
立
法
者
の
意
思
で
あ
つ
た
よ
う
で
あ
る
（
擁
蘇
獅
榊
穫
｛
雅
甥
弾
（
調
酷
鵬

町
参
）
。
本
判
決
は
最
高
裁
と
し
て
始
め
て
こ
の
点
に
つ
き
判
断
し
不
要
説
を
採

用
し
た
と
い
う
点
で
大
き
な
意
味
を
も
つ
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
私
は
し
か
し
判
旨
に
賛
成
で
き
な
い
。
私
は
法
律
事
務
の
取
扱
に
つ
い
て
も

「
業
と
し
て
す
る
」
こ
と
が
同
条
違
反
の
要
件
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
第
一
に
、
一
般
人
は
業
と
し
て
法
律
事
務
の
取
扱
を
な
す
者
に
対
し
て
一
応

の
信
頼
を
お
く
の
が
普
通
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
業
と
し
な
い
者
に
つ
い

て
は
依
頼
者
は
そ
の
責
任
に
お
い
て
法
律
事
務
の
取
扱
に
つ
ぎ
格
別
に
そ
の
信

頼
度
を
検
討
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
つ
て
、
業
と
し
な
い
者
に
法
律
事
務
の

取
扱
を
認
め
て
も
特
に
法
律
生
活
に
お
け
る
国
民
の
正
当
な
利
益
を
害
す
る
と

は
思
わ
れ
な
い
。

　
第
二
に
、
法
律
事
務
取
扱
を
業
と
し
な
い
非
弁
護
士
に
法
律
事
務
の
取
扱
を

認
め
る
必
要
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
（
描
筋
妨
貼
断
樋
転
琳
鳳
櫛
肺
ば
Y
例
え
ば
、
非

弁
護
士
た
る
法
律
学
者
の
鑑
定
と
か
、
縁
故
者
の
法
律
事
務
の
取
扱
の
必
要
が

こ
れ
で
あ
る
．
も
つ
と
も
前
者
は
そ
も
そ
も
報
酬
を
得
る
目
的
あ
る
場
合
に
あ

た
ら
な
い
か
ら
七
二
条
前
段
違
反
に
な
ら
な
い
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
私
は
こ

の
見
解
に
賛
成
す
る
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
業
と
す
る
こ
と
不
要
説
を
と
つ
て
も

こ
れ
を
適
法
と
み
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
業
と
す
る
こ
と
必
要
説
を
と
る
必
要

な
し
と
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
．
弁
護
士
で
な
い
者
は
一
般
に
法
律
家
と
し
て
の

識
見
・
能
力
に
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
、
そ
の
本
条
禁
止
行
為
を
放
任
す



る
こ
と
に
よ
つ
て
法
律
生
活
に
お
け
る
国
民
の
正
当
な
利
益
を
害
す
る
虞
が
あ

り
、
司
法
の
健
全
な
運
用
、
訴
訟
の
能
率
向
上
及
び
人
権
擁
護
等
の
要
請
上
弁

護
士
を
公
認
し
た
同
法
の
趣
旨
に
反
す
る
と
す
る
見
地
か
ら
、
本
条
は
右
の
ご

と
き
非
弁
護
士
の
行
為
を
禁
止
し
た
公
益
規
定
で
あ
る
、
と
原
判
決
が
説
く
の

は
正
当
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
報
酬
を
得
る
目
的
が
こ
の
規
定
の
目
的
に
抵

触
し
な
い
限
り
許
さ
れ
る
．
法
律
事
務
の
取
扱
に
際
し
社
会
公
共
の
利
益
・
依

頼
者
の
正
当
な
利
益
の
維
持
が
期
待
さ
れ
る
場
合
取
扱
老
に
報
酬
を
得
る
目
的

が
あ
つ
て
も
、
こ
の
目
的
は
七
二
条
に
い
わ
ゆ
る
報
酬
を
得
る
目
的
の
あ
る
場

合
に
あ
た
ら
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
法
律
学
者
の
鑑
定
の
ご
と
き
は
か
か

る
場
合
に
あ
た
る
（
朕
解
か
揃
粥
概
鉦
献
順
鬼
ポ
巌
剛
灘
鰯
勃
都
鋤
鑑
蹴
臓
測
醜
婿
儲
駐
肚
舗
駐

樋
暢
冶
蔀
撤
硝
）
。
か
く
し
て
法
律
学
者
の
鑑
定
の
ご
と
ぎ
も
の
に
七
二
条
の
適
用

を
排
除
す
る
た
め
に
、
　
「
業
と
し
て
す
る
」
こ
と
を
前
段
禁
止
の
要
件
と
す
る

必
要
は
必
ず
し
も
存
し
な
い
。
し
か
し
仮
り
に
法
律
学
者
の
鑑
定
も
報
酬
を
得

る
目
的
で
な
さ
れ
れ
ば
七
二
条
に
い
わ
ゆ
る
報
酬
を
得
る
目
的
の
存
す
る
場
合

に
該
当
す
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
　
「
業
と
し
て
す
る
」
こ
と
を
同
条
前
段
違
反

の
要
件
と
解
さ
ぬ
限
り
違
法
に
な
る
．
法
律
学
者
の
鑑
定
の
ご
と
き
は
、
法
秩

序
の
維
持
従
つ
て
国
民
の
正
当
な
法
的
利
益
の
維
持
実
現
の
た
め
に
、
許
さ
れ

る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ぽ
「
業
と
し

て
す
る
」
こ
と
を
前
段
禁
止
の
要
件
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
．
法
律
学
者
の
鑑
定

の
ご
と
き
は
以
上
の
ご
と
き
問
題
が
あ
る
の
で
一
応
置
く
と
し
て
も
、
　
「
業
と

し
て
な
す
－
㌧
こ
と
を
前
段
違
反
の
要
件
と
し
な
い
と
、
社
会
生
活
の
基
礎
を
な

す
相
互
の
協
力
扶
助
と
い
う
立
場
か
ら
、
事
件
本
人
の
親
族
・
縁
故
者
・
被
雇

者
等
親
交
の
あ
る
非
弁
護
士
た
る
第
三
者
が
本
人
の
依
頼
を
う
け
報
酬
を
得
て

　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

本
人
の
利
益
と
立
場
を
尊
重
し
つ
つ
業
と
す
る
こ
と
な
く
法
律
事
務
を
取
扱
う

こ
と
ま
で
禁
止
す
る
こ
と
に
な
る
。
は
た
し
て
こ
れ
は
妥
当
で
あ
ろ
う
か
．
か

か
る
場
合
非
弁
護
士
た
る
第
三
者
は
業
と
し
て
な
さ
な
い
以
上
報
酬
を
得
る
目

的
が
あ
つ
て
も
法
律
事
務
の
取
扱
を
認
む
べ
き
で
あ
ろ
う
（
揃
蜴
肝
鰍
㎝
鹸
姻
予
∀

し
た
が
つ
て
業
と
し
て
す
る
こ
と
を
前
段
違
反
の
要
件
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ

う
。　

か
く
し
て
私
は
．
弁
護
士
法
七
二
条
前
・
後
段
と
も
に
、
報
酬
を
う
る
目
的

と
業
と
す
る
こ
と
が
同
条
違
反
の
要
件
に
な
る
も
の
と
解
す
る
．

　
本
件
契
約
中
㊦
は
七
二
条
後
段
の
周
旋
に
あ
た
り
、
＠
の
は
前
段
の
法
律
事

務
の
取
扱
に
あ
た
る
。
し
た
が
つ
て
、
本
件
契
約
は
原
告
が
七
二
条
前
・
後
段

の
事
項
を
業
と
し
な
い
以
上
は
ω
＠
の
と
も
に
違
法
で
は
な
い
．
「
業
と
し
て
」

と
は
、
反
覆
継
続
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
（
脈
吃
逸
瓢
ピ
幅
磁
制
擦
網
鰍
嚇
爆
麻
鮒
蹴
傾

わ
燦
り
な
す
意
図
の
下
に
同
条
所
定
の
行
為
を
な
せ
ば
た
り
・
実
際
行
っ
聡
行
為
の
回
数
の
如
き
を
問
わ

な
㌧
。
又
被
告
人
が
裁
判
所
所
在
地
に
住
居
も
事
務
所
も
有
し
な
い
こ
と
　
行
為
の
行
わ
れ
た
地
域
的
範

囲
、
人
的
範
囲
が
一
定
範
囲
に
限
ら
れ
て
い
た
こ
と
等
は
何
等
業
と
し
て
な
し
た
も
の
と
の
認
定
を
妨
げ

る
も
の
て
は
な
い
、
と
し
て
い
る
。
こ
こ
に
い
わ
ゆ
る
多
数
回
に
わ
た
り
な
す
意
思
を
主
観
的
に
て
は
な

く
客
観
的
に
認
定
す
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
賛
成
で
あ
る
．
さ
ら
に
同
六
号
一
四
六
頁
は
、
旧
法
に
つ
い

て
て
あ
る
が
、
業
と
は
反
覆
継
続
の
意
思
を
以
て
同
条
所
定
の
行
為
を
な
す
こ
と
を
云
う
の
で
あ
る
か

扮
置
眈
狂
砿
晒
醐
駒
賄
鴻
踏
鵬
の
質
蝿
繰
￥
原
判
決
が
こ
の
点
に
つ
い
て
の
審
理
を
な

す
こ
と
な
く
控
訴
を
棄
却
し
た
の
は
審
理
不
尽
で
あ
る
か
ら
、
原
判
決
を
破
棄

す
べ
き
で
あ
つ
た
と
考
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
石
川
　
明
）

八
三

（
三
五
一
）


