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〔
最
高
裁
民
訴
事
例
研
究
九
一
〕

昭
四
五
掩
（
撮
驕
嘱
縢
配
期
巻
）

　
有
限
会
社
社
員
の
提
起
し
た
会
社
解
散
の
訴
、
社
員
総
会
決
議
取
消
の
訴
お

　
よ
ぴ
同
無
効
確
認
の
訴
と
右
社
員
の
死
亡
に
よ
る
訴
訟
承
継
の
成
否

　
　
会
社
解
散
、
社
員
総
会
決
議
取
消
等
請
求
事
件
（
昭
四
四
・
七
・
一
五
・
大
法
廷
判

　
　
決
）

　
　
亡
A
は
Y
有
限
会
社
（
被
告
・
被
控
訴
人
・
被
上
告
人
）
の
資
本
の
十
分
の
一
以
上

　
　
に
当
る
出
資
口
数
を
有
す
る
社
員
で
あ
つ
た
．
A
は
死
亡
前
、
有
限
会
社
法
七
一
条

　
　
の
二
に
も
と
づ
い
て
、
Y
会
社
の
解
散
を
裁
判
所
に
請
求
し
た
。
又
・
A
は
、
別
訴

判
　
例
　
研
　
究

に
お
い
て
、
同
会
社
の
昭
和
三
三
年
八
月
四
日
開
催
の
臨
時
社
員
総
会
に
お
い
て
な

さ
れ
た
決
議
の
取
消
を
請
求
し
、
予
備
的
に
同
決
議
の
無
効
確
認
を
請
求
し
た
．

こ
れ
ら
の
訴
が
第
一
審
に
係
属
中
に
A
は
死
亡
し
、
同
人
の
相
続
人
間
で
遺
産
分
割

の
協
議
が
行
わ
れ
た
結
果
、
X
（
原
告
・
控
訴
人
・
上
告
人
）
が
A
の
出
資
持
分
の

全
部
を
相
続
し
た
。

　
そ
こ
で
、
X
は
、
A
が
Y
会
社
の
社
員
と
し
て
有
し
た
同
会
社
に
対
す
る
会
社
解

散
請
求
権
・
社
員
総
会
決
議
取
消
請
求
権
・
同
無
効
確
認
請
求
権
を
相
続
に
よ
り
承

継
取
得
し
た
旨
主
張
し
て
、
A
の
原
告
た
る
地
位
を
承
継
し
た
と
し
て
本
訴
を
追
行

し
た
。

七
七
　
　
（
二
一
七
一



判
例
　
研
究

第
一
審
は
、
有
限
会
社
に
お
け
る
社
員
の
解
散
請
求
権
等
は
、
会
社
の
利
益
を
擁
護

す
る
た
め
に
与
え
ら
れ
た
い
わ
ゆ
る
共
益
権
で
あ
り
、
財
産
的
内
容
を
も
つ
権
利
で

は
な
く
、
社
員
の
一
身
に
専
属
す
る
権
利
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
こ
の
よ
う
な
権

利
に
も
と
づ
く
訴
訟
に
お
い
て
、
そ
の
係
属
中
に
原
告
が
死
亡
し
た
時
に
は
、
相
続

人
は
訴
訟
承
継
を
な
し
え
ず
、
訴
訟
は
当
然
終
了
す
る
と
し
て
、
本
件
訴
訟
は
A
の

死
亡
に
よ
り
終
了
し
た
旨
宣
告
し
た
。
（
第
一
審
の
判
決
理
由
は
、
宇
野
調
査
官
に
よ

る
後
掲
本
件
解
説
に
よ
つ
た
。
）

第
一
審
判
決
を
不
服
と
し
て
X
控
訴
．
控
訴
審
は
、
原
判
決
は
A
を
当
事
者
と
し
て

表
示
し
て
は
い
る
が
、
こ
れ
は
本
件
訴
訟
が
原
告
の
死
亡
に
よ
り
終
了
し
た
と
す
る

原
審
判
断
の
帰
結
か
ら
す
れ
ば
、
訴
訟
承
継
を
生
ず
る
余
地
が
な
い
た
め
に
．
そ
の

よ
う
な
表
示
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
つ
て
、
原
判
決
の
認
識
す
る
塞
質
上
の
頂
告
は
X

に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
、
本
件
控
訴
は
適
法
で
あ
る
、
と
し
た
う
え
で
、
本
案
に
つ

い
て
ば
第
一
審
と
ほ
ぽ
同
様
な
見
解
に
も
と
づ
い
て
控
訴
を
棄
却
し
た
。

X
上
告
．
最
高
裁
（
大
法
廷
）
の
多
数
意
見
は
以
下
の
ご
と
く
論
じ
て
．
原
判
決
を

破
棄
し
、
事
件
を
第
一
審
に
差
戻
し
た
．

「
有
限
会
社
に
お
け
る
社
員
の
持
分
は
株
式
会
社
に
お
け
る
株
式
と
同
様
、
社
員
が

社
員
た
る
資
格
に
お
い
て
会
社
に
対
し
て
有
す
る
法
律
上
の
地
位
（
い
わ
ゆ
る
社
員

権
）
を
意
味
し
、
社
員
は
か
か
る
社
員
た
る
地
位
に
基
づ
い
て
、
会
社
に
対
し
利
益

配
当
請
求
権
（
有
限
会
社
法
四
四
条
）
、
残
余
財
産
分
配
請
求
権
（
同
法
七
三
条
）
な

ど
の
い
わ
ゆ
る
自
益
権
と
本
件
に
お
け
る
よ
5
な
会
社
解
散
請
求
権
（
同
法
七
一
条

の
二
）
社
員
総
会
決
議
取
消
請
求
権
（
同
法
四
一
条
、
商
法
二
四
七
条
）
、
同
無
効

確
認
請
求
権
（
有
限
会
社
法
四
一
条
、
商
法
二
五
二
条
）
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
共
益
権

と
を
有
す
る
の
で
あ
る
が
、
会
社
の
営
利
法
人
た
る
性
質
に
か
ん
が
み
れ
ば
、
こ
れ

ら
の
権
利
は
、
自
益
権
た
る
と
共
益
権
た
る
と
を
問
わ
ず
、
い
ず
れ
も
直
接
間
接
社

員
自
身
の
経
済
的
利
益
の
た
め
に
与
え
ら
れ
、
そ
の
利
益
の
た
め
に
行
使
し
う
べ
ぎ

も
の
と
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
こ
の
こ
と
は
、
社
員
が
直
接
会
社
か
ら
財
産
的

利
益
を
受
け
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
自
益
権
に
つ
い
て
は
疑
い
が
な
い
が
、
社
員
が

七
八
　
　
（
一
二
七
二
）

会
社
の
経
営
に
関
与
し
、
不
当
な
経
営
を
防
止
し
ま
た
は
こ
れ
に
つ
き
救
済
を
求
め

る
こ
と
を
内
容
と
す
る
共
益
権
に
つ
い
て
も
、
異
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
け
だ
し
、
共

益
権
も
帰
す
る
と
こ
ろ
、
自
益
権
の
価
値
の
実
現
を
保
障
す
る
た
め
に
認
め
ら
れ
た

も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
権
利
の
性
質
上
権
利
行
使
の
結
果
が
直

接
会
社
お
よ
び
社
員
の
利
益
に
影
響
を
及
ぽ
す
た
め
そ
の
行
使
に
つ
き
一
定
の
制
約

が
存
す
る
こ
と
は
看
過
し
が
た
い
に
し
て
も
、
本
来
そ
れ
が
社
員
自
身
の
利
益
の
た

め
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
共
益
権
の
性
質
に
照
ら
せ
ば
、
そ
れ
は
自
益
権
と
密
接
不
可

分
の
関
係
に
お
い
て
全
体
と
し
て
社
員
の
法
律
上
の
地
位
と
し
て
の
持
分
に
包
含
さ

れ
、
し
た
が
つ
て
、
持
分
の
移
転
が
認
め
ら
れ
る
以
上
（
有
限
会
社
法
一
九
条
）
、
共

益
権
も
ま
た
こ
れ
に
よ
つ
て
移
転
す
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
り
、
共
益
権

を
も
つ
て
社
員
の
一
身
専
属
的
な
権
利
で
あ
る
と
し
、
譲
渡
ま
た
は
相
続
の
対
象
と

な
り
え
な
い
と
解
す
る
い
わ
れ
は
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
説
示
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
本
件
に
お
け
る
会
社
解
散
請
求
権
社
員
総
会

決
議
取
消
請
求
権
、
同
無
効
確
認
請
求
権
の
ご
と
き
も
、
持
分
の
譲
渡
ま
た
は
相
続

に
よ
り
譲
受
人
ま
た
は
相
続
人
に
移
転
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
．
そ
の
理
は
、
本

件
に
お
け
る
よ
う
に
、
社
員
が
社
員
た
る
資
格
に
基
づ
い
て
会
社
解
散
の
訴
、
社
員

総
会
決
議
の
取
消
ま
た
は
無
効
確
認
の
訴
を
提
起
し
た
の
ち
持
分
の
譲
渡
ま
た
は
相

続
が
行
な
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
も
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
社
員
が
右
の
よ
う
な
訴
を
提
起
し
た
の
ち
そ
の
持
分
を
譲
渡
し
た
場

合
に
は
、
譲
受
人
は
会
社
解
散
請
求
権
、
社
員
総
会
決
議
取
消
請
求
権
お
よ
び
同
無

効
確
認
請
求
権
の
ご
と
ぎ
は
取
得
す
る
け
れ
ど
も
、
譲
渡
人
の
訴
訟
上
に
お
け
る
原

告
た
る
地
位
ま
で
も
承
継
す
る
も
の
と
は
い
え
な
い
。
こ
れ
に
反
し
て
、
相
続
の
場

合
に
お
い
て
は
、
相
続
人
は
被
相
続
人
の
法
律
上
の
地
位
を
包
括
的
に
承
継
す
る
の

で
あ
る
か
ら
、
持
分
の
取
得
に
よ
り
社
員
た
る
地
位
に
と
も
な
う
前
記
の
ご
と
ぎ
諸

権
利
は
も
と
よ
り
、
被
相
続
人
の
提
起
し
た
訴
訟
の
原
告
た
る
地
位
を
も
承
継
し
、

そ
の
訴
訟
手
続
を
受
け
継
ぐ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
も
し
、
原
告
た
る
被
相
続
人



の
死
亡
に
よ
り
同
人
の
提
起
し
た
訴
訟
が
当
然
に
終
了
す
る
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、

本
件
の
社
員
総
会
決
議
取
消
の
訴
に
お
け
る
よ
う
に
提
訴
期
限
の
定
め
（
有
限
会
社

法
四
一
条
、
商
法
四
二
八
条
一
項
）
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
被
相
続
人
の
死
亡
当
時

す
で
に
そ
の
提
訴
期
間
を
経
過
し
て
い
る
と
き
は
、
相
続
人
は
新
た
に
訴
を
提
起
す

る
こ
と
が
で
ぎ
ず
、
原
告
た
る
被
相
続
人
の
死
亡
な
る
偶
然
の
事
情
に
よ
り
、
社
員

が
す
で
に
着
手
し
て
い
た
社
員
総
会
決
議
の
か
し
の
是
正
の
途
が
閉
ざ
さ
れ
る
と
い

う
不
合
理
な
結
果
と
な
る
の
を
免
れ
な
い
の
で
あ
る
．

し
て
み
れ
ば
、
本
件
訴
訟
に
つ
い
て
は
、
原
告
た
る
A
の
死
亡
に
よ
り
、
同
人
の
有

し
た
被
上
告
会
社
の
持
分
の
全
部
を
相
続
に
よ
り
取
得
し
た
上
告
人
に
お
い
て
原
告

た
る
地
位
を
も
当
然
に
承
継
し
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
右
A
の
死
亡
に
よ
り

本
件
訴
訟
が
終
了
し
た
も
の
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
．
」

こ
の
多
数
意
見
に
対
し
て
、
松
田
・
岩
田
両
裁
判
官
の
反
対
意
見
が
あ
る
。
そ
れ
を

要
約
す
る
と
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。

多
数
意
見
は
、
株
主
は
共
益
権
を
自
己
の
利
益
の
た
め
に
行
使
し
う
る
と
い
う
こ
と

か
ら
、
そ
の
譲
渡
性
を
肯
定
す
る
。
し
か
し
、
共
益
権
の
行
使
は
有
限
会
社
な
る
団

体
自
体
の
利
益
に
よ
り
制
約
を
受
け
る
。
又
判
例
も
株
式
会
社
の
株
主
の
有
す
る
会

社
設
立
無
効
請
求
に
つ
き
．
訴
提
起
後
原
告
が
株
主
の
地
位
を
失
つ
た
場
合
、
無
効

を
主
張
す
る
権
利
も
ま
た
失
う
と
し
て
い
る
（
大
判
昭
和
八
年
一
〇
月
二
六
日
・
民

集
一
二
巻
二
三
号
二
六
二
六
頁
）
。
し
た
が
つ
て
共
益
権
の
譲
渡
性
は
否
定
す
べ
き

で
あ
る
．
も
し
こ
れ
を
肯
定
す
る
と
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
不
都
合
が
生
じ
る
。
す

な
わ
ち
、
①
有
限
会
社
社
員
の
債
権
者
に
よ
る
、
共
益
権
の
代
位
行
使
を
認
め
ざ
る

を
得
な
く
な
る
。
②
有
限
会
社
の
社
員
の
持
分
の
上
に
質
権
を
有
す
る
者
に
よ
る
共

益
権
の
行
使
を
認
め
ざ
る
を
得
な
く
な
る
．
③
有
限
会
社
に
お
い
て
は
、
定
款
を
も

つ
て
、
出
資
口
数
に
関
係
な
く
、
例
え
ば
、
社
員
】
人
が
一
個
の
議
決
権
を
有
す
る

旨
定
め
る
こ
と
が
で
ぎ
る
（
有
限
会
社
法
三
九
条
但
書
）
が
、
か
よ
う
な
場
合
、
社

員
の
一
人
が
、
自
己
の
持
分
の
一
部
を
社
員
で
な
い
者
に
譲
渡
す
る
と
、
譲
渡
人
も

譲
受
人
も
共
に
一
個
の
議
決
権
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
．
こ
の
よ
う
な
事
態
は
、
共

判
　
例
　
研
　
究

く

益
権
の
譲
渡
性
に
よ
つ
て
は
説
明
さ
れ
得
な
い
。

以
上
の
よ
5
に
、
共
益
権
の
譲
渡
性
は
否
定
さ
れ
る
が
、
譲
渡
性
の
な
い
権
利
は
、

別
段
の
事
情
な
ぎ
限
り
相
続
性
も
有
し
な
い
の
を
原
則
と
す
る
．
そ
れ
ゆ
え
、
有
限

会
社
社
員
の
有
す
る
共
益
権
の
相
続
性
も
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
．

か
よ
う
な
見
解
に
も
と
づ
き
、
反
対
意
見
は
、
本
件
訴
訟
は
A
の
死
亡
に
よ
り
終
了

し
た
と
解
し
、
上
告
は
棄
却
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

判
旨

（
多
数
意
見
）
の
結
論
に
賛
成
。
そ
の
傍
論
に
は
若
干
疑
問
を
い
だ

　
楠
　
本
件
に
お
け
る
中
心
問
題
は
、
有
限
会
社
社
員
の
会
社
解
散
請
求
権
・

社
員
総
会
決
議
取
消
請
求
権
、
お
よ
び
同
無
効
確
認
請
求
権
、
す
な
わ
ち
、
い

わ
ゆ
る
共
益
権
の
相
続
性
の
有
無
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
株
式
会
社
の
株
主
の
共
益
権
の
相
続
性
・
譲
渡
性
の
有
無
に
つ

い
て
は
．
周
知
の
ご
と
く
、
こ
れ
を
肯
定
す
る
学
説
と
否
定
す
る
学
説
が
対
立

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
田
中
耕
太
郎
博
士
お
よ
び
本
件
で
反
対
意
見
を
唱
え

ら
れ
た
松
田
判
事
の
諸
論
稿
に
代
表
さ
れ
る
．
社
員
権
否
認
論
は
．
共
益
権
を

会
社
の
機
関
た
る
地
位
（
田
中
博
士
）
も
し
く
は
、
一
身
専
属
的
権
利
（
松
田
判
事
）

と
見
て
、
そ
の
相
続
性
・
譲
渡
性
を
否
認
す
る
。
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
株
式

の
譲
渡
と
は
自
益
権
の
譲
渡
の
み
を
意
味
し
、
株
式
を
譲
り
受
け
た
者
は
、
共

益
権
を
原
始
的
に
取
得
す
る
と
説
明
さ
れ
る
（
斌
臓
拗
齢
臨
概
乱
諏
翻
田
野
塾
濃

一
五
五
頁
以
下
。
松
田
．
株
式
会
社
の
基
礎
理
論
。
同
．
蛛
主
の
自
益
権
と
共
益
権
．
蛛
式
会
社
法
研

究
・
三
頁
以
下
。
同
・
社
員
権
否
認
論
に
対
す
る
新
説
に
つ
㌧
て
・
同
書
・
九
三
頁
以
下
　
判
例
と
し
て

黙
難
繭
租
謂
範
蘇
撚
朗
毒
鯉
穣
轟
瓠
蟷
護
B
貝
．
）
．

　
こ
れ
に
対
し
て
、
社
員
権
論
に
立
つ
学
説
は
共
益
権
の
一
身
専
属
性
を
認
め

ず
、
そ
の
相
続
性
・
譲
渡
性
を
肯
定
す
る
（
鉄
撫
脚
卿
諭
騨
駐
麟
搬
馳
洪
磁
嚥
那
恥
恥
警
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一
七
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）



　
　
　
判
　
例
　
研
究

鈴
木
・
共
益
権
の
本
質
・
法
協
・
六
二
巻
三
号
一
頁
以
下
。
同
．
新
版
会
赴
法
．
七
二
頁
。
松
下
．
判
批
．

民
商
・
六
一
巻
四
号
一
八
七
頁
以
下
。
石
井
・
会
社
法
一
一
七
頁
以
下
等
。
判
例
と
し
て
は
名
古
屋
高

翻
飾
鯛
癩
調
餌
蕃
蹴
朝
鷹
読
加
穐
同
）
。
そ
し
て
、
こ
の
社
員
権
論
の
中
に
あ
つ
て
、
指

導
的
地
位
に
あ
る
の
が
、
本
件
に
お
い
て
多
数
意
見
を
構
成
さ
れ
た
裁
判
官
の

一
人
で
あ
る
、
大
隅
判
事
で
あ
る
。

　
本
件
は
、
有
限
会
社
を
め
ぐ
る
事
例
で
あ
る
が
、
従
来
の
株
式
会
社
を
め
ぐ

る
見
解
の
対
立
が
そ
の
ま
ま
多
数
意
見
と
反
対
意
見
の
対
立
と
い
う
形
に
な
っ

て
現
わ
れ
て
い
る
（
錨
蝕
蘇
翻
鰭
創
庭
肇
津
菱
鵜
ど
譲
惨
．

　
私
自
身
は
、
基
本
的
に
は
、
共
益
権
の
譲
渡
性
・
相
続
性
を
肯
定
す
る
社
員

権
論
、
す
な
わ
ち
多
数
意
見
に
賛
成
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
多
数
意
見
が
判
決

理
由
に
お
い
て
述
べ
て
お
り
、
こ
れ
を
す
で
に
引
用
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
繰

り
返
さ
な
い
。
本
稿
で
は
、
た
だ
、
私
の
社
員
権
否
認
論
に
対
す
る
疑
問
を
提

示
し
、
又
、
反
対
意
見
の
反
論
に
対
し
て
多
数
意
見
は
充
分
な
回
答
を
示
し
て

い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
点
が
あ
る
の
で
、
社
員
権
否
認
論
（
反
対
意
見
）
か
ら
社

員
権
論
（
多
数
意
見
）
に
対
し
て
提
起
さ
れ
た
反
論
に
答
え
た
い
と
思
う
．
（
た

だ
、
問
題
点
を
網
羅
的
に
拾
い
あ
げ
得
な
か
つ
た
で
あ
ろ
う
し
、
文
献
の
引
用
も
不
充
分

で
あ
る
と
思
う
．
な
お
、
松
田
判
事
の
見
解
と
し
て
は
、
「
株
式
会
社
法
研
究
」
に
所
収
さ

れ
た
論
文
か
ら
、
松
田
・
前
掲
書
　
と
し
て
引
用
す
る
。
）

　
二
　
社
員
権
否
認
論
は
、
企
業
の
所
有
と
経
営
の
分
離
と
い
う
社
会
的
現
象

に
注
目
し
、
株
式
の
性
質
を
、
か
よ
う
な
現
象
に
も
と
づ
い
て
規
定
し
て
い
こ

う
と
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
見
解
は
．
大
企
業
に
お
い
て
は
、
会

社
構
成
員
間
の
団
結
は
弛
緩
し
、
一
般
株
主
は
配
当
率
と
株
式
の
市
場
価
格
に

の
み
関
心
を
も
ち
、
経
営
に
は
関
心
を
払
わ
な
く
な
り
、
株
主
は
債
権
者
的
地

位
を
有
す
る
に
過
ぎ
な
く
な
る
に
至
つ
た
と
し
、
か
よ
う
な
現
象
を
そ
の
思
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
○
　
　
（
二
一
七
四
）

の
出
発
点
と
す
る
の
で
あ
る
（
剛
押
浦
謁
旛
恥
四
顕
翫
顛
九
）
。

　
私
は
、
社
員
権
否
認
論
の
基
礎
と
な
つ
て
い
る
こ
の
思
考
方
法
に
ま
ず
疑
間

を
い
だ
く
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
会
社
法
研
究
に
お
い
て
、
企
業
の
経
済
的
事

実
を
凝
視
す
る
こ
と
の
必
要
性
は
誰
し
も
認
め
る
で
あ
ろ
う
（
恥
佃
鮨
触
鶴
”
靴

献
融
騨
倣
灘
繍
鮒
腕
臨
徽
調
創
彊
論
一
聡
麗
鞍
の
）
。
そ
し
て
企
業
嘱
な
か
ん
ず
く
大
企
業

の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
に
お
い
て
、
そ
の
所
有
と
経
営
の
分
離
が
生
じ
て
い
る
と

い
う
こ
と
も
否
定
し
差
い
（
鰭
鏡
纏
羅
獄
議
聾
離
繍
麗
鶴
酷

鵬
撒
齢
虻
吃
コ
．
斐
配
踊
納
．
）
。
し
た
が
つ
て
、
「
企
業
の
所
有
と
経
営
の
分
離
」
あ

る
い
は
、
松
田
判
事
が
し
ぽ
し
ば
引
用
さ
れ
る
ラ
テ
ナ
ウ
の
「
企
業
に
お
け
る

『
基
礎
の
交
替
』
」
と
い
う
言
葉
は
、
企
業
を
め
ぐ
る
一
般
的
傾
向
を
指
摘
す

る
限
り
に
お
い
て
は
、
正
し
い
も
の
と
い
い
う
る
。
し
か
し
、
か
よ
う
な
一
般

的
傾
向
が
存
在
す
る
か
ら
と
い
つ
て
、
そ
れ
が
総
て
の
企
業
に
お
い
て
見
ら
れ

る
現
象
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
特
に
小
規

模
な
株
式
会
社
や
本
件
で
問
題
と
な
つ
た
有
限
会
社
に
お
い
て
は
、
依
然
と
し

て
企
業
に
お
け
る
所
有
と
経
営
の
分
離
は
起
つ
て
お
ら
ず
、
し
た
が
つ
て
そ
の

「
基
礎
の
交
替
」
も
生
じ
て
は
い
な
い
、
と
い
う
の
が
実
際
で
は
な
か
ろ
う
か

（
塒
陛
麟
綴
醗
雌
算
即
噌
躍
瓢
騰
働
徽
謝
耀
職
最
㌦
リ
）
。
社
員
権
否
認
論
の
旗
頭
で
あ
る

松
田
判
事
自
身
、
そ
の
研
究
対
象
に
は
、
い
わ
ゆ
る
家
族
的
会
社
は
入
ら
な
い

旨
明
言
し
て
蒼
れ
る
（
鑛
繋
礪
聚
離
鞍
鐙
謙
義
卿
髪
㌧
筍
漿
蓉

を
採
る
論
稿
で
．
考
察
の
対
象
を
大
企
業
に
限
定
す
る
も
の
が
あ
る
。
中
村
（
一
彦
）
・
社
員
権
か
ら
の
支

配
的
権
利
の
分
離
お
よ
び
社
員
機
閨
と
機
閨
資
格
の
分
離
・
現
代
商
法
学
の
諸
問
題
・
田
中
（
誠
）
先
生
古

鰍
傭
恥
一
一
一
）
。
も
と
よ
り
、
研
究
対
象
を
ど
の
範
囲
に
限
定
す
る
か
は
各
研
究
者

の
自
由
で
あ
る
が
、
そ
の
研
究
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
帰
結
を
、
何
の
理
由
付
け

も
な
し
に
、
範
囲
外
の
分
野
に
あ
て
は
め
よ
う
と
す
る
こ
と
に
は
、
私
は
首
肯



し
え
な
い
。

　
の
み
な
ら
ず
、
大
企
業
に
お
い
て
も
、
常
に
必
ず
構
成
員
は
経
営
に
無
関
心

で
あ
る
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
大
企
業
に
お
い
て
も
、
一
般

株
主
が
会
社
の
経
営
に
興
味
を
も
ち
、
あ
る
い
は
取
締
役
の
責
任
を
追
求
す
る

と
い
う
が
ご
と
き
事
例
が
皆
無
で
あ
る
と
は
言
い
切
れ
な
い
し
、
し
か
も
法
は

そ
の
こ
と
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
思
う
に
、
法
が
会
社
構
成
員
の
企
業
経
営
へ
の
参
加
を
認
め
て
い
る
以
上
、

実
際
の
構
成
員
が
経
営
へ
の
参
加
を
行
つ
て
い
な
い
と
し
て
も
、
か
よ
う
な
現

実
か
ら
社
員
権
の
性
質
を
規
定
し
て
い
く
こ
と
は
で
ぎ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う

か
（
傑
講
聡
欝
糊
灘
へ
螺
鱗
鵬
翻
鰍
謎
嘱
畿
譜
獣
口
藷
鐸
陛

か
牝
、
株
生
が
遂
に
経
営
に
参
加
せ
ず
．
最
後
ま
で
待
期
の
状
憾
が
続
く
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
し
て

も
　
法
が
　
株
主
の
経
膏
参
加
の
可
能
性
を
認
め
て
い
る
以
上
　
「
待
期
」
と
い
う
表
現
を
用
い
る
こ
と
は

胴
擁
あ
）
．

　
三
　
次
に
、
社
員
権
否
認
論
は
、
一
般
株
主
は
配
当
率
と
株
式
の
市
場
価
格

の
み
に
関
心
を
払
い
、
会
社
の
経
営
に
は
無
関
心
で
あ
る
、
と
い
う
前
述
の
現

象
か
ら
、
株
式
を
債
権
と
見
る
の
で
あ
る
（
禰
即
．
揃
禍
囎
．
｛
り
d
斯
噸
削
献
刻
能

驕
嘉
墾
譲
繁
）
．

　
こ
れ
に
対
し
て
、
社
員
権
論
に
立
つ
論
者
は
、
株
主
は
会
社
の
経
済
上
の
所

有
者
で
あ
り
、
自
益
権
は
所
有
権
の
収
益
権
能
の
変
形
で
あ
り
、
共
益
権
は
そ

の
支
配
権
能
の
変
彰
蓼
と
説
く
（
縮
輪
礁
激
敷
髪
ガ
惣
叡
蟹

矯
藷
襲
弩
距
．
、
謙
3
．
）
．

　
か
よ
う
な
見
解
は
、
株
式
を
物
権
視
し
、
こ
れ
を
持
分
と
見
る
訳
で
あ
る

が
、
松
田
判
事
は
以
下
の
ご
と
き
理
由
か
ら
か
よ
う
な
見
方
が
現
状
に
あ
わ
な

い
と
論
じ
ら
れ
る
（
舩
調
』
館
掲
藷
勤
免
一
一
）
。
す
な
わ
ち
①
新
株
引
受
権
は
次
第
に

　
　
　
判
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排
斥
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
が
、
株
主
が
こ
れ
を
有
し
な
い
と
、
新
株
発
行
の
前

後
で
、
株
主
の
持
分
の
割
合
が
変
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
か
よ
う
な
事
態
は

「
持
分
」
と
い
う
観
念
と
相
容
れ
な
い
（
蹴
岬
稲
賜
署
一
）
．
②
残
与
財
産
分
配
請

求
権
は
株
主
か
ら
奪
い
う
る
と
す
る
の
が
通
説
で
あ
る
．
そ
う
で
あ
る
と
す
る

と
、
そ
の
こ
と
は
「
持
分
」
と
い
う
観
念
と
相
容
れ
な
い
（
訟
畑
レ
揃
蝸
賭
玄
③

議
決
権
な
き
株
式
の
存
在
は
、
「
持
分
」
の
観
念
と
は
相
容
れ
な
い
（
翻
鋼
．
一
晶
鴫

艦
彫
瀬
プ
伍
証
頒
ド
一
一
一
一
竜
鎮
鮮
塒
木
．
）
。
④
法
が
無
額
面
株
式
の
制
度
に
よ
り
、
平
等

出
資
の
原
則
を
く
ず
し
た
以
上
、
持
分
的
な
考
え
方
を
採
る
こ
と
は
で
き
な
い

（
講
卜
魂
耶
）
．

　
私
は
、
株
式
に
は
債
権
的
な
性
質
と
物
権
的
な
性
質
の
双
方
が
内
在
し
て
い

る
と
み
て
も
、
何
ら
不
都
合
は
な
い
と
考
え
る
。
そ
し
て
ど
ち
ら
の
要
素
が
大

き
い
か
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
会
社
の
事
情
に
よ
つ
て
異
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考

え
る
。
す
な
わ
ち
、
株
主
が
会
社
の
経
営
に
関
心
を
持
ち
、
新
株
引
受
権
や
残

与
財
産
分
配
請
求
権
が
排
斥
さ
れ
て
お
ら
ず
、
議
決
権
な
き
株
式
や
無
額
面
株

式
の
制
度
が
採
用
さ
れ
て
い
な
い
会
社
に
お
い
て
は
、
株
式
は
ほ
と
ん
ど
純
粋

な
物
権
で
あ
る
と
言
い
得
よ
う
し
、
そ
の
反
対
の
会
社
に
お
い
て
は
、
ほ
と
ん

ど
純
粋
な
債
権
と
言
い
得
よ
う
が
、
実
際
の
会
社
に
お
い
て
は
、
か
よ
う
な
極

端
な
例
は
あ
ま
り
な
く
、
株
式
は
、
い
わ
ば
ベ
ク
ト
ル
の
よ
う
に
、
物
権
性
と

債
権
性
（
そ
し
て
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
外
の
要
素
も
）
の
双
方
を
か
ね
そ
な
え
て
い

る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
松
田
判
事
の
立
場
は
、
株
式
を
も
つ
て
、

物
権
か
債
権
か
の
二
者
択
一
を
、
他
説
と
自
ら
に
迫
る
も
の
で
あ
つ
て
、
私
に

は
採
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
四
　
又
、
社
員
権
否
認
論
の
基
礎
に
は
、
企
業
構
成
員
が
共
益
権
を
自
ら
の
利

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
一
　
　
（
一
二
七
五
V
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益
の
た
め
に
行
使
す
る
こ
と
を
許
す
こ
と
に
よ
り
、
会
社
の
利
益
が
害
さ
れ
る

こ
と
に
対
す
る
危
機
感
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
（
融
繭
端
鵬
璃
更
細
傾
グ
鉦
靴
胤
一
一
）
．

社
員
権
否
認
論
が
共
益
権
の
倫
理
性
を
強
調
し
、
参
政
権
と
共
益
権
の
類
似
性

を
主
張
す
る
由
縁
も
こ
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
（
融
岬
論
鵬
降
）
。

　
し
か
し
、
法
が
個
人
の
利
益
追
求
を
是
認
し
て
い
る
以
上
、
企
業
の
構
成
員

各
自
が
そ
の
利
益
を
追
及
す
る
こ
と
は
当
然
許
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
．
そ
し

て
、
会
社
は
、
構
成
員
の
利
益
追
求
の
た
め
に
設
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、

共
益
権
に
関
し
て
も
、
構
成
員
個
人
の
利
益
を
、
法
規
則
の
出
発
点
と
す
る
こ

と
が
妥
当
で
あ
る
（
駄
騨
晶
曝
泌
術
粧
鵬
贋
釧
獅
耐
麟
淋
腸
蜴
醗
一
一
量
一
而
頂
）
。

　
も
と
よ
り
、
個
人
の
利
益
追
求
は
、
他
者
の
利
益
と
衝
突
し
た
場
合
に
、
一

定
の
調
整
を
受
け
る
。
又
共
益
権
の
行
使
が
、
自
益
権
の
行
使
に
比
し
て
、
権

利
濫
用
に
陥
り
や
す
い
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
共
益
権
の
方
が
、

他
の
構
成
員
の
利
益
と
の
関
係
で
制
限
を
受
け
る
場
合
が
多
い
こ
と
は
事
実
で

あ
ろ
久
藤
一
羅
上
翫
罫
鐸
瑠
離
羅
薙
靱
離
舗
繍
駆
二
）
．

　
松
田
判
事
は
．
か
よ
う
な
事
実
を
承
認
す
る
な
ら
ば
、
素
直
に
社
員
権
否
認

論
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
、
と
論
じ
ら
れ
る
（
瑠
輸
講
％
）
．
し
か
し
、
こ
こ

に
い
う
権
利
（
共
益
権
）
行
使
の
制
限
は
、
個
人
の
利
益
同
志
の
衝
突
を
調
整
す

る
た
あ
の
も
の
で
あ
り
、
松
田
判
事
の
論
述
に
お
け
る
が
ご
と
く
、
団
体
（
企

業
）
の
利
益
の
た
め
の
制
限
で
は
な
い
。
し
た
が
つ
て
．
二
つ
の
見
解
は
妥
協

し
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
五
　
以
上
の
論
述
に
も
と
づ
い
て
、
私
は
共
益
権
の
譲
渡
性
を
肯
定
す
べ
き

で
あ
る
と
考
え
る
が
、
松
田
判
事
は
、
こ
れ
を
肯
定
し
た
場
合
．
以
下
の
ご
と

き
不
都
合
が
生
じ
る
と
し
て
、
譲
渡
性
を
肯
定
す
る
見
解
を
攻
撃
さ
れ
る
。

八
二
　
　
（
一
二
七
六
）

　
①
株
主
総
会
決
議
取
消
請
求
権
は
共
益
権
で
あ
る
が
、
従
来
の
学
説
は
株
主

総
会
決
議
取
消
の
訴
を
提
起
し
た
者
は
、
訴
訟
終
了
ま
で
同
一
株
式
を
少
く
と

も
一
株
有
す
る
こ
と
を
必
要
と
し
て
い
る
（
剛
概
献
賄
醐
か
翻
述
聡
絵
欺
犠
撫
鋤
切
罫
勧

蜘
礁
紐
轍
縞
隷
礪
舗
脂
吻
濫
鍬
飽
鮪
酎
覚
漂
墨
一
耽
）
。
こ
の
訴
を
提
起
し
た
者
が
最

後
の
一
株
を
譲
渡
す
る
と
訴
訟
は
終
了
す
る
。
こ
の
こ
と
は
共
益
権
の
譲
渡
性

を
否
定
し
な
け
れ
ば
説
明
が
つ
か
な
い
（
醐
珊
靴
朋
謁
馨
『
醜
魍
1
）
。

　
②
少
数
株
主
権
は
共
益
権
に
属
す
る
が
、
少
数
株
主
権
に
も
と
づ
い
て
検
査

役
選
任
を
請
求
（
踊
継
究
）
す
る
者
は
、
選
任
に
関
す
る
確
定
判
決
が
あ
る
ま
で

終
始
発
行
済
株
式
の
十
分
の
一
以
上
の
株
式
を
有
し
て
い
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
共
益
権
の
譲
渡
性
を
否
定
し
な
け
れ
ば
説
明

さ
れ
え
な
い
（
融
畑
靴
肘
掲
書
．
）
。

　
③
判
例
は
会
社
設
立
無
効
の
訴
を
提
起
し
た
株
主
が
、
訴
提
起
後
株
主
た
る

資
格
を
失
つ
た
と
き
は
、
無
効
を
主
張
す
る
権
利
も
失
う
と
し
て
い
る
（
描
揮

胴
湘
瓢
脛
○
）
．
こ
の
こ
と
は
共
益
権
の
譲
渡
性
を
否
定
す
る
証
左
で
あ
る
（
鰍
鯉

蟹
鯉
題
本
）
．

　
④
昭
和
二
五
年
の
改
正
前
の
商
法
は
、
定
款
を
も
つ
て
十
一
株
以
上
の
株
式

を
有
す
る
者
に
つ
ぎ
、
そ
の
議
決
権
を
制
限
で
き
る
と
し
て
い
た
（
敏
唾
別
一
の
嫡
遜

額
旭
）
。
か
よ
う
な
制
限
が
な
さ
れ
て
い
る
会
社
の
株
主
で
十
三
株
の
株
式
を
右

し
て
い
た
者
が
、
従
来
株
主
で
な
か
つ
た
者
二
名
に
一
株
ず
つ
株
式
を
譲
渡
す

る
と
、
二
人
の
譲
受
人
は
そ
れ
ぞ
れ
一
個
の
議
決
権
を
行
使
し
う
る
こ
と
に
な

る
。
か
よ
う
な
事
態
は
共
益
権
の
原
始
的
取
得
に
よ
ら
な
け
れ
は
説
明
さ
れ
得

な
い
。
同
様
に
、
商
法
七
三
条
は
合
名
会
社
社
員
の
持
分
の
一
部
譲
渡
を
認
め

て
い
る
が
、
合
名
会
社
社
員
が
そ
の
持
分
の
一
部
を
、
社
員
に
非
ざ
る
者
に
譲
渡



し
た
場
合
、
譲
渡
人
の
表
決
権
と
並
ん
で
譲
受
人
の
表
決
権
も
発
生
す
る
こ
と

に
な
る
が
、
こ
れ
も
共
益
権
の
原
始
的
取
得
に
よ
ら
な
い
限
り
説
明
さ
れ
得
な

い
（
鰍
畑
輸
掲
書
．
）
。
又
、
有
限
会
社
に
お
い
て
も
、
定
款
を
も
つ
て
、
出
資
口

数
と
無
関
係
に
、
各
社
員
に
一
個
の
議
決
権
を
付
与
す
る
旨
定
め
る
こ
と
が
で

き
る
が
（
蒲
撚
鯖
醗
融
）
、
か
か
る
場
合
に
、
社
員
が
そ
の
持
分
の
一
部
を
社
員
に

非
ざ
る
者
に
譲
渡
す
る
と
、
前
述
の
合
名
会
社
社
員
の
持
分
の
一
部
譲
渡
の
場

合
と
同
じ
く
、
共
益
権
の
原
始
的
取
得
に
よ
ら
な
い
限
り
説
明
で
き
な
い
事
態

が
生
じ
る
（
淋
鼎
阪
対
）
。

　
⑤
共
益
権
を
財
産
視
し
て
、
そ
の
譲
渡
性
を
肯
定
す
る
と
、
株
主
や
社
員
の

債
権
者
が
置
権
者
代
位
櫨
に
も
と
づ
い
て
共
益
権
を
行
使
す
る
こ
と
を
認
め
ざ

る
を
得
な
く
な
る
。
同
様
に
、
株
主
が
株
式
の
（
あ
る
い
は
社
員
が
持
分
の
）
上
に

質
権
を
設
定
す
る
と
．
質
権
者
が
共
益
権
を
行
使
す
る
こ
と
を
も
認
め
ざ
る
を

得
な
く
な
る
．
か
か
る
こ
と
は
我
々
の
法
感
覚
に
い
ち
じ
ぢ
る
し
く
反
す
る
（
舷

麟
）
．

　
⑥
会
社
設
立
無
効
・
決
議
取
消
・
同
無
効
確
認
の
訴
は
、
実
務
に
お
い
て
、

．
財
産
上
ノ
請
求
二
非
ル
訴
訟
（
誠
縣
欄
鰍
法
）
」
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
．
こ
の

こ
と
は
共
益
権
の
非
財
産
性
ひ
い
て
は
非
譲
渡
性
を
証
明
す
る
（
琳
鮒
仮
対
）
。

　
以
下
に
私
は
松
田
判
事
の
批
判
に
回
答
を
な
し
て
い
く
。

　
①
ま
ず
、
株
主
総
会
決
議
取
消
の
訴
の
原
告
は
、
訴
訟
終
結
ま
で
同
一
株
式

を
少
く
と
も
一
株
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
私
は

後
に
述
べ
る
よ
5
に
．
か
よ
う
な
訴
の
係
属
中
に
原
告
か
ら
株
式
の
譲
渡
を
受

け
た
者
は
、
民
訴
訟
七
三
条
に
よ
り
訴
訟
の
承
継
を
な
し
う
る
と
考
え
る
。
そ

の
こ
と
は
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
共
益
権
の
譲
渡
性
を
認
め
た
こ
と
の
当
然
の
帰

　
　
　
判
　
例
　
研
究

結
で
あ
る
（
た
だ
し
、
後
述
の
ご
と
く
、
共
益
権
の
譲
渡
性
を
認
め
る
学
説
の
中
に
も
反

対
の
帰
結
に
至
る
も
の
が
あ
る
）
。
一
方
、
松
田
判
事
の
ご
と
く
、
共
益
権
の
譲
渡

性
を
否
定
す
れ
ば
、
確
か
に
、
か
よ
う
な
場
合
、
原
告
が
株
式
の
総
て
を
譲
渡

す
れ
ば
、
訴
訟
を
終
結
せ
し
め
る
こ
と
に
な
る
が
、
か
よ
う
な
結
論
に
至
る
の

は
、
判
事
が
共
益
権
の
譲
渡
性
を
否
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、

か
よ
う
な
場
合
の
訴
訟
終
了
か
ら
共
益
権
の
譲
渡
性
を
否
定
す
る
の
は
考
え
方

が
逆
で
あ
る
。

　
②
少
数
株
主
権
に
つ
い
て
も
、
①
の
場
合
と
同
様
に
．
原
告
の
株
式
の
一
部

な
い
L
全
部
を
譲
り
受
け
た
者
が
、
訴
訟
に
参
加
し
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
従

前
の
訴
訟
を
維
持
し
て
い
く
こ
と
は
可
能
な
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の

点
に
つ
い
て
も
、
松
田
判
事
の
反
論
に
は
納
得
で
き
な
い
。

　
③
の
大
審
院
判
例
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
株
主
た
る
地
位
が
消
滅
し
て
し
ま
つ

た
事
例
で
あ
り
、
こ
の
地
位
が
他
者
に
移
転
し
た
事
例
で
は
な
い
。
し
た
が
つ

て
、
こ
の
判
例
を
共
益
権
の
譲
渡
性
の
問
題
に
引
用
し
て
く
る
こ
と
は
不
適
切

で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
（
解
嘱
一
隔
鵬
躰
牲
判
）
。

　
④
次
に
、
十
一
株
以
上
の
株
式
を
有
す
る
株
主
の
議
決
権
行
使
の
制
限
・
合

名
会
社
社
員
の
持
分
の
一
部
譲
渡
・
有
限
会
社
社
員
の
議
決
権
の
定
款
に
よ
る

変
更
で
あ
る
が
、
こ
れ
等
は
い
ず
れ
も
、
き
わ
め
て
変
則
的
な
規
定
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
十
一
株
以
上
の
株
式
を
有
す
る
株
主
に
対
す
る
議
決
権
行
使
の
制

限
は
、
従
来
に
お
い
て
も
、
お
そ
ら
く
あ
ま
り
な
さ
れ
な
か
つ
た
で
あ
ろ
う

し
、
現
に
法
は
こ
れ
を
廃
止
し
て
し
ま
つ
て
い
る
。
又
、
合
名
会
社
社
員
の
持

分
の
譲
渡
に
つ
い
て
も
、
法
は
他
の
社
員
の
同
意
が
あ
る
場
合
に
限
つ
て
認
め

て
い
る
（
鏑
継
七
）
し
、
合
名
会
社
の
ご
と
き
家
族
的
会
社
に
お
い
て
は
、
持
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
三
　
　
　
（
二
一
七
七
）



判
　
例
　
研
究

の
譲
渡
は
比
較
的
稀
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
又
、
有
限
会
社
に
お
い
て
も
、
社
員

の
議
決
権
行
使
に
．
松
田
判
事
の
い
わ
れ
る
よ
う
な
変
更
が
加
え
ら
れ
る
こ
と

は
、
お
そ
ら
く
稀
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
な
変
則
的
現
象
か
ら
共
益
権
の
ご
と
ぎ

会
社
法
上
の
基
本
的
な
権
利
の
性
質
を
決
定
し
て
い
く
こ
と
の
妥
当
性
を
私
は

疑
わ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
．
又
、
鈴
木
教
授
は
、
十
一
株
以
上
の
株
式
を

有
す
る
株
主
に
対
す
る
議
決
権
行
使
の
制
限
は
、
株
式
に
加
え
ら
れ
た
制
限
で

は
な
く
、
株
主
に
加
え
ら
れ
た
制
限
で
あ
り
、
株
式
の
譲
渡
が
な
さ
れ
れ
ば
、
株

式
は
か
か
る
人
的
制
限
を
脱
す
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
（
贈
依
熱
賜
論
）
が
、
こ

の
趣
旨
は
有
限
会
社
社
員
の
議
決
権
行
使
に
対
す
る
制
限
に
つ
い
て
も
、
あ
て

は
ま
る
で
あ
ろ
う
（
二
口
以
上
の
出
資
口
数
を
有
す
る
社
員
の
議
決
権
の
行
使
に
制
限

が
聖
ら
れ
た
と
み
る
わ
け
で
あ
る
．
）
（
喬
池
剰
．
諸
騰
塑
覇
霧
菱
触
濯
鄭

装
融
漏
嚇
繕
鰍
礪
館
偽
）
．

　
⑤
次
に
共
益
権
の
譲
渡
性
を
認
め
る
と
、
株
主
お
よ
び
有
限
会
社
社
員
の
債

権
者
や
質
権
者
に
よ
る
共
益
権
の
行
使
を
許
さ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
、
と
い
う

点
で
あ
る
が
、
共
益
権
の
譲
渡
性
の
肯
定
か
ら
、
即
座
に
株
主
で
な
い
者
（
債

権
者
や
質
権
者
）
の
共
益
権
の
行
使
の
是
認
を
導
き
出
す
こ
と
に
は
、
論
理
の

飛
躍
が
あ
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
思
う
に
、
一
身
専
属
的
な
権
利
と
、
譲
渡

可
能
で
あ
り
債
権
者
の
代
位
行
使
や
質
権
者
の
行
使
に
親
し
む
権
利
の
中
間
に

あ
つ
て
．
譲
渡
は
可
能
で
あ
る
が
、
こ
れ
等
の
者
の
行
使
に
は
親
し
ま
な
い
権

利
が
あ
つ
て
も
不
思
議
で
は
な
く
、
共
益
権
は
ま
さ
に
か
よ
う
な
権
利
な
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

　
⑥
次
に
、
実
務
に
お
い
て
は
会
社
設
立
無
効
等
の
訴
が
財
産
上
の
訴
訟
と
し

て
取
扱
わ
れ
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
確
か
に
か
よ
う
な
訴
訟
に
お
け
る
判
決

八
四
　
　
（
二
一
七
八
）

の
効
力
は
、
直
接
に
は
会
社
に
対
し
て
生
じ
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
つ
て
、
直

接
に
は
原
告
た
る
会
社
構
成
員
の
経
済
的
利
害
に
は
影
響
を
及
さ
な
い
。
そ
れ

ゆ
え
、
か
よ
う
な
実
務
の
取
扱
い
は
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
我
々

の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
か
よ
う
な
訴
も
間
接
的
か
つ
最
終
的
に
は
、
会
社
構
成

員
個
人
の
経
済
的
利
益
の
擁
護
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
。
L
た
が
つ
て
、
前

述
せ
る
実
務
の
取
扱
い
か
ら
、
直
ち
に
共
益
権
の
非
譲
渡
性
を
帰
結
す
る
こ
と

は
妥
当
で
は
な
い
（
綿
醐
靴
削
鵬
鉢
桝
繍
淵
酔
卜
勅
旺
順
鯵
照
ガ
融
璃
ポ
評
鐸
紬
調
躰
錐
欄
徽
か

嬬
錨
醗
就
璽
難
罐
跳
繍
鰹
鍛
穰
）
．

　
な
お
そ
の
ほ
か
に
、
本
件
反
対
意
見
は
以
下
の
ご
と
く
論
じ
て
い
る
。
会
社

解
散
請
求
の
ご
と
く
、
訴
提
起
の
期
間
の
定
め
の
な
い
も
の
は
、
譲
受
人
・
相

続
人
に
お
い
て
新
た
に
訴
を
提
起
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
社
員
総
会
決
議

取
消
の
訴
な
ど
、
訴
提
起
の
期
間
の
定
め
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
法
は
数

個
の
訴
が
同
時
に
係
属
し
う
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
の
で
、
複
数
の
者
が
訴

を
提
起
す
れ
ば
、
た
ま
た
ま
そ
の
中
の
一
人
が
死
亡
し
て
も
、
他
の
者
が
提
起

し
た
訴
は
終
了
し
な
い
．
そ
れ
ゆ
え
共
益
権
の
譲
渡
性
・
相
続
性
を
否
定
し
て

も
不
都
合
は
あ
ま
り
生
じ
な
い
、
と
。

　
こ
れ
に
対
し
て
は
、
新
た
に
訴
を
提
起
せ
し
め
る
こ
と
は
訴
訟
経
済
に
反
す

る
し
、
訴
提
起
の
期
間
の
定
め
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
死
者
な
い
し
譲
渡

人
の
み
が
原
告
で
あ
つ
た
場
合
に
は
、
や
は
り
相
続
人
な
い
し
譲
受
人
が
訴
訟

承
継
を
な
し
う
る
と
し
な
け
れ
ば
不
都
合
で
あ
る
、
と
い
う
反
論
が
あ
る
（
舩
証

醐
繋
飯
蟄
ハ
窺
跡
鶏
琳
縮
評
讃
顎
親
期
）
．

　
し
か
し
、
こ
の
点
は
双
方
と
も
便
宜
論
で
あ
り
、
決
定
的
論
拠
た
り
え
な
い
。

　
六
　
と
こ
ろ
で
、
多
数
意
見
は
、
す
で
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
社
員
が
、
会



社
解
散
の
訴
・
社
員
総
会
決
議
取
消
の
訴
、
お
よ
び
同
無
効
確
認
の
訴
を
提
起

し
た
後
死
亡
し
た
場
合
は
、
相
続
人
が
被
相
続
人
（
訴
を
提
起
し
た
社
員
）
の
法
律

上
の
地
位
を
包
括
的
に
承
継
す
る
か
ら
、
相
続
人
は
、
会
社
解
散
請
求
権
等
を

取
得
す
る
と
同
時
に
、
被
相
続
人
の
訴
訟
上
の
原
告
た
る
地
位
を
も
取
得
す
る

と
論
じ
て
い
る
が
、
一
方
、
傍
論
に
お
い
て
、
社
員
が
訴
提
起
後
そ
の
持
分
を

譲
渡
し
た
場
合
に
は
、
譲
受
人
は
会
社
解
散
請
求
権
等
の
権
利
は
取
得
す
る

が
、
　
「
譲
渡
人
の
訴
訟
上
に
お
け
る
原
告
た
る
地
位
ま
で
も
承
継
す
る
も
の
と

は
い
え
な
い
」
と
L
て
い
る
．

　
こ
の
点
に
つ
き
、
本
件
を
評
釈
さ
れ
た
上
田
教
授
は
、
多
数
意
見
は
、
譲
渡

の
場
合
に
は
訴
訟
承
継
を
否
定
す
る
趣
旨
で
あ
る
と
解
し
て
お
ら
れ
る
（
祉
釦
か

雄
棉
騨
）
。
一
方
、
宇
野
調
査
官
は
、
本
件
解
説
に
お
い
て
、
「
多
数
意
見
は
、

持
分
が
譲
渡
さ
れ
た
場
合
の
、
譲
渡
人
の
訟
訴
上
に
お
け
る
原
告
た
る
地
位
の

承
継
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
譲
受
人
は
譲
渡
人
の
訴
訟
上
に
お
け
る
原
告
た
る

地
位
ま
で
も
当
然
に
承
継
す
る
も
の
と
は
い
え
な
い
と
す
る
の
み
で
、
そ
の
承

継
の
許
否
方
法
な
ど
に
つ
い
て
は
論
じ
て
い
な
い
」
（
欝
謝
鑑
蝿
誹
簾
）
と
説
明
し

て
お
ら
れ
る
。

　
多
数
意
見
の
真
意
は
し
ば
ら
く
お
く
と
し
て
、
譲
渡
の
場
合
の
訴
訟
承
継
の

許
否
に
つ
い
て
は
、
い
か
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　
社
員
権
否
認
論
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
譲
受
人
の
訴
訟
承
継
が
認
め
ら
れ
な

い
の
は
当
然
で
あ
る
．
一
方
、
社
員
権
論
の
陣
営
に
あ
つ
て
も
、
譲
受
人
は
訴

訟
の
承
継
は
し
え
ず
、
あ
ら
た
に
訴
を
提
起
す
る
ほ
か
な
い
と
す
る
見
解
が
あ

る
（
麟
郵
薯
仁
お
期
桀
．
）
．

　
し
か
し
、
私
は
、
持
分
の
譲
渡
の
場
合
に
は
、
譲
受
人
は
、
民
訴
法
七
三
条

判
　
例
　
研
究

に
よ
り
従
前
の
訴
訟
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
け
だ
し
、
同
条

で
い
う
「
訴
訟
ノ
目
的
タ
ル
権
利
ノ
…
…
譲
受
」
に
は
、
訴
訟
物
自
体
の
移
転

の
み
な
ら
ず
、
訴
訟
を
追
行
す
る
権
能
、
す
な
わ
ち
、
当
事
者
適
格
の
移
転
も

包
含
さ
れ
て
い
る
、
と
解
す
る
の
が
、
当
事
者
恒
定
主
義
を
排
し
て
紛
争
の
実

質
的
解
決
を
志
向
し
た
、
現
行
法
の
解
釈
と
し
て
妥
当
で
あ
り
（
鎌
好
壕
一
藩
「

再
訟
㎝
酷
掲
醐
雛
．
無
軌
っ
頴
脚
耕
趾
説
滲
助
輯
鰍
融
矧
畷
醤
憾
州
眠
傭
難
横
習
）
、
有
限
会
社

の
持
分
の
譲
渡
は
、
会
社
解
散
の
訴
等
に
お
け
る
当
事
者
適
格
の
移
転
を
惹
起

す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
淋
鮒
勧
耀
調
礎
馳
継
ポ
生
軸
励
麟
馨

鰍
欝
錨
飼
奨
）
．

　
し
た
が
つ
て
、
多
数
意
見
の
真
意
が
、
持
分
譲
渡
の
場
合
に
は
、
譲
受
人
の

民
訴
法
七
三
条
に
よ
る
訴
訟
参
加
を
拒
絶
す
る
趣
旨
で
あ
る
な
ら
ば
、
私
は
こ

の
点
に
つ
き
、
多
数
意
見
に
反
対
す
る
。
も
つ
と
も
、
多
数
意
見
の
中
に
あ
っ

て
、
意
見
形
成
に
関
し
て
指
導
的
役
割
を
果
し
た
と
憶
測
さ
れ
る
大
隅
判
事

は
．
か
つ
て
、
譲
受
人
の
承
継
を
肯
定
す
る
旨
述
べ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
（
四
寿

掛
恥
哺
鵬
晦
巌
難
虻
）
か
ら
．
多
数
意
見
も
、
こ
れ
と
同
趣
旨
で
あ
る
と
も
考
え

ら
れ
な
く
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
点
、
多
数
意
見
の
表
現
が
あ
い
ま
い
な
の

で
、
私
も
多
数
意
見
に
対
し
て
は
つ
き
り
し
た
態
度
を
と
る
こ
と
が
で
き
な

准
）

し　
七
　
本
判
決
は
、
民
訴
法
三
八
八
条
に
よ
り
、
事
件
を
第
一
審
に
差
し
戻
し

て
い
る
。
最
高
裁
が
、
本
来
は
原
審
の
訴
訟
判
決
を
取
消
す
場
合
の
規
定
で
あ

る
三
八
八
条
を
、
第
一
審
の
終
了
判
決
を
取
消
し
た
本
件
に
類
推
適
用
し
た
理

由
は
、
ど
ち
ら
の
場
合
に
お
い
て
も
、
原
審
で
充
分
な
本
案
の
審
理
が
な
さ
れ

な
か
つ
た
可
能
性
が
あ
る
（
こ
れ
ら
の
判
決
が
下
さ
れ
た
場
合
で
も
、
常
に
必
ら
ず
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
五
　
　
（
一
二
七
九
）



判
例
　
研
　
究

案
の
審
理
が
な
さ
れ
な
か
つ
た
、
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
）
と
い
う
点
で
双
方
に
共

通
点
が
あ
る
と
考
え
た
た
め
、
と
思
わ
れ
る
。

　
か
よ
う
な
考
え
方
に
対
し
て
、
原
審
で
な
さ
れ
た
終
了
判
決
が
取
り
消
さ
れ

れ
ば
、
原
審
で
の
本
案
訴
訟
は
当
然
復
活
し
て
進
行
す
る
か
ら
、
わ
ざ
わ
ざ
事

件
を
差
戻
す
必
要
は
な
い
、
と
い
う
見
解
も
あ
る
（
嫡
併
酬
鮒
轡
ぴ
か
即
ッ
）
。

　
し
か
し
、
原
審
で
終
了
判
決
が
な
さ
れ
れ
ば
、
当
該
事
件
は
原
審
を
離
れ
る

以
上
、
上
級
審
が
こ
れ
を
取
消
し
て
お
き
な
が
ら
、
自
判
も
差
戻
し
も
な
い
と

す
れ
ば
　
（
自
判
す
る
こ
と
は
、
原
審
で
充
分
な
本
案
審
理
が
な
さ
れ
な
か
つ
た
可
能
性

が
あ
る
か
ら
許
さ
れ
な
い
。
）
事
件
は
結
局
、
係
属
の
場
を
失
う
に
至
ら
ざ
る
を
得

な
く
な
る
。

　
し
た
が
つ
て
、
原
審
の
終
了
判
決
を
、
上
級
審
に
お
い
て
取
消
す
こ
と
は
、

当
然
に
原
審
で
の
本
案
訴
訟
の
進
行
を
復
活
せ
し
め
る
、
と
い
う
考
え
方
は
妥

当
で
な
い
。
か
か
る
見
解
は
、
「
終
了
判
決
」
と
い
う
名
称
に
こ
だ
わ
つ
た
た

め
採
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
訴
訟
判
決
に
し
て
も
、
さ
ら
に
は
本
案
判

決
に
し
て
も
、
訴
訟
の
終
結
を
宣
言
す
る
（
も
と
よ
り
明
示
的
に
で
は
な
い
が
）
、

と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
終
了
判
決
と
異
る
と
こ
ろ
は
な
い
は
ず
で
あ
り
、
終

了
判
決
だ
け
を
特
別
扱
い
す
る
理
由
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
要
す
る
に
、
事
件
を
第
一
審
に
差
し
戻
し
た
最
高
裁
の
処
置
は
正
し
か
つ

た
。　

八
　
本
件
第
一
審
は
．
判
決
言
い
渡
し
当
時
す
で
に
死
亡
し
て
い
た
A
を
一

方
の
名
宛
人
と
し
て
、
終
了
判
決
を
下
し
た
の
で
あ
る
が
．
こ
れ
を
不
服
と
し

て
控
訴
を
し
た
の
は
X
で
あ
つ
た
。
第
二
審
は
、
す
で
に
引
用
し
た
ご
と
く
．

第
一
審
判
決
の
認
識
す
る
実
質
上
の
原
告
は
X
で
あ
る
か
ら
、
X
の
な
し
た
控

八
六
　
　
（
二
一
八
○
）

訴
は
適
法
で
あ
る
と
し
た
。

　
上
訴
権
者
と
は
、
「
上
訴
を
も
つ
て
不
服
を
申
立
て
ら
れ
た
裁
判
に
お
い
て

当
事
者
と
し
て
表
示
さ
れ
て
い
る
者
」
　
（
覇
群
話
郵
欝
幌
簿
縣
鞠
秘
構
座
）
と
す

る
論
稿
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
．
本
件
の
ご
と
ぎ
場
合
を
念
頭
に
お
か
ず
に
書
か

れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
控
訴
権
は
、
判
決
の
言
渡
に
よ
つ
て
「
不
服
の
利
益

を
有
す
る
当
事
者
に
相
手
方
と
の
関
係
で
」
生
じ
る
も
の
で
あ
り
（
鯉
瀬
峡
棟
赫

頁
．
）
、
訴
訟
に
お
け
る
当
事
者
と
は
、
「
当
該
訴
訟
で
解
決
せ
ら
れ
る
べ
ぎ
実
体

法
上
の
紛
争
の
主
体
と
し
て
訴
訟
に
登
場
す
る
者
」
　
（
瀞
糠
麟
鰍
鞘
講
曙
駒
翻
塘
堵

舳
個
跣
姓
購
暦
記
）
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
本
件
に
お
い
て
は
、
X
は
控
訴
権
者
で

あ
つ
た
。
よ
つ
て
第
二
審
の
こ
の
点
に
関
す
る
処
置
は
正
し
か
つ
た
。

　
（
注
）
本
文
で
述
べ
た
よ
う
に
、
相
続
の
ご
と
き
包
括
承
継
の
場
合
に
お
い
て
も
、
持
分

　
　
譲
渡
の
ご
と
き
特
定
承
継
の
場
合
に
お
い
て
も
、
承
継
人
は
訴
訟
を
承
継
し
う
る
こ

　
　
と
に
差
異
は
な
い
．
こ
の
点
に
つ
い
て
上
田
教
授
が
、
本
件
評
釈
に
お
い
て
、
「
た
し

　
　
か
に
包
括
承
継
の
場
合
、
訴
訟
上
の
地
位
を
も
承
継
す
る
こ
と
は
よ
り
自
明
と
考
え

　
　
ら
れ
る
に
し
ろ
（
難
講
漿
難
灘
爵
』
驚
穐
漏
）
、
そ
の
理
論
的
根
拠
は
、

　
　
当
然
承
継
と
特
定
承
継
と
で
は
異
な
ら
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
つ
て
（
噸
柵

　
　
鵬
財
朧
惜
覧
）
、
訴
訟
承
継
主
義
を
と
る
わ
が
訴
訟
法
の
も
と
で
は
、
本
件
の
よ
う
な

　
　
場
合
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
両
者
異
つ
た
取
扱
い
を
す
る
根
拠
は
な
い
と
思
わ
れ
る
」

　
　
（
猫
撞
嫌
溌
．
）
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
の
は
モ
い
．

　
　
　
た
だ
し
、
特
定
承
継
の
場
合
に
は
、
当
事
者
が
訴
訟
参
加
の
申
立
（
恨
赫
雑
）
．
あ

　
　
る
い
は
訴
訟
引
受
の
申
立
（
撮
蜥
雑
）
を
な
す
こ
と
に
よ
り
訴
訟
承
継
が
生
じ
る
の
に

　
　
対
し
て
、
包
括
承
継
の
場
合
は
、
当
事
者
の
死
亡
等
の
承
継
事
由
の
発
生
に
よ
り
、

　
　
当
然
に
承
継
人
が
訴
訟
を
承
継
す
る
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
当
事
者
の
死
亡
の
場
合

　
　
訴
訟
手
続
は
中
断
す
る
（
課
転
八
鰍
）
が
、
か
か
る
中
断
は
、
相
続
人
が
訴
訟
を
承
継
し

　
　
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
生
じ
る
も
の
で
あ
り
．
相
続
人
の
受
継
申
立
・
相
手
方
の
受



継
申
立
（
業
琶
あ
る
減
、
裁
判
所
に
よ
る
続
行
露
（
ヌ
感
て
訴
訟

の
承
継
に
対
し
て
量
羅
認
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
（
謙
」
鵠
鷺
謙
）
、
と

い
う
の
が
、
通
説
と
い
う
よ
り
は
、
我
々
の
常
識
と
な
つ
て
い
る
。

　
し
た
が
つ
て
、
も
し
訴
訟
係
属
中
に
死
亡
し
た
当
事
者
の
相
続
人
が
「
自
分
は
相

続
に
よ
り
、
訴
訟
の
目
的
と
な
つ
て
い
る
権
利
（
あ
る
い
は
当
事
者
適
格
）
を
承
継

し
た
」
と
し
て
民
訴
法
七
三
条
に
よ
る
訴
訟
参
加
を
申
立
て
た
と
し
た
な
ら
、
か
よ

う
な
申
立
は
退
け
ら
れ
る
べ
ぎ
で
あ
る
（
裁
判
官
が
か
よ
う
な
申
立
を
民
訴
法
二
〇

八
条
の
申
立
で
あ
る
と
評
価
変
え
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
別
論
で
あ
る

が
、
そ
の
場
合
で
も
、
七
三
条
の
申
立
と
し
て
は
認
め
ら
れ
な
い
）
。
そ
の
理
由
は
、

単
に
、
相
続
人
は
訴
訟
手
続
の
受
継
と
い
う
別
個
の
手
段
に
よ
り
訴
訟
に
加
わ
り
う

る
か
ら
（
僻
鵠
訟
㌫
職
．
）
と
い
う
こ
と
荏
奮
（
法
が
5
の
目
的
の
た

め
に
、
二
つ
の
道
を
並
列
的
に
用
意
し
て
い
る
な
ら
ば
、
国
民
は
そ
の
ど
ち
ら
を
も

選
び
う
る
は
ず
で
あ
る
。
）
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
相
続
人

は
す
で
に
被
相
続
人
の
訴
訟
上
の
地
位
を
も
取
得
し
て
い
る
以
上
、
七
三
条
に
よ
る

参
加
を
す
る
余
地
が
な
い
か
ら
で
あ
る
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
伊
東
乾
・
石
渡
哲
）

昭
四
五
π
（
巌
塙
嘱
聴
西
巻
七
号
）

　
父
母
の
両
者
ま
た
は
子
の
い
ず
れ
か
一
方
の
死
亡
後
に
お
け
る
親
子
関
係
存

　
否
確
認
の
訴
の
許
否

　
　
　
母
子
関
係
存
在
確
認
請
求
事
件
（
昭
四
五
・
七
・
一
五
　
大
法
廷
判
決
）

　
　
〔
事
実
〕
　
Z
は
戸
籍
上
A
・
忍
の
嫡
出
子
と
な
つ
て
い
る
が
（
元
々
A
の
庶
子
と
し

　
　
て
届
出
ら
れ
、
そ
の
後
A
・
遅
が
婚
姻
し
た
こ
と
に
よ
り
準
正
し
て
嫡
出
子
と
な

　
　
る
）
・
Z
は
実
際
に
は
X
（
原
告
、
控
訴
人
・
上
告
人
）
と
Y
と
の
間
の
子
で
あ
る

判
例
研
究

と
し
、
X
は
戦
死
し
た
Z
と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
し
、
同
人
の
冥
福
を
祈
る
た

め
に
人
事
訴
訟
手
続
法
二
条
三
項
に
よ
り
検
察
官
を
被
告
と
し
、
Z
が
X
の
子
で
あ

る
こ
と
の
確
認
を
求
め
る
訴
を
提
起
し
た
の
が
本
件
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
第
一

審
は
は
Z
す
で
に
死
亡
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
母
子
関
係
は
過
去
の
法
律
関
係
に

属
す
る
も
の
と
い
う
べ
く
、
い
わ
ゆ
る
確
認
の
利
益
の
な
い
不
適
法
な
も
の
と
し
て

却
下
し
た
。
又
控
訴
審
も
同
様
に
訴
の
利
益
な
し
と
し
て
控
訴
を
棄
却
し
て
い
る
。

X
上
告
。
上
告
理
由
は
、
X
が
恩
給
法
に
基
き
扶
助
料
を
請
求
し
た
処
・
Z
が
X
の

子
で
あ
る
こ
と
の
戸
籍
簿
を
提
出
せ
よ
と
い
う
こ
と
で
人
事
訴
訟
手
続
法
に
よ
り
母

子
関
係
を
確
認
し
て
戸
籍
を
提
出
す
る
外
恩
給
受
領
の
方
法
が
無
い
こ
と
に
な
る
か

ら
訴
の
利
益
は
あ
る
と
し
て
上
告
。

〔
判
旨
〕
最
高
裁
は
大
法
廷
で
左
の
理
由
に
よ
り
従
来
の
判
例
を
変
更
し
、
原
判
決

を
破
棄
し
、
第
一
審
判
決
を
取
消
し
、
本
件
を
第
一
審
裁
判
所
に
差
し
戻
し
た
。

　
「
と
こ
ろ
で
、
親
子
関
係
は
、
父
母
の
両
者
ま
た
は
子
の
い
ず
れ
か
一
方
が
死
亡

し
た
後
で
も
、
生
存
す
る
一
方
に
と
つ
て
身
分
関
係
の
基
本
と
な
る
法
律
関
係
で
あ

り
、
そ
れ
に
よ
つ
て
生
じ
た
法
律
効
果
に
つ
き
現
在
法
律
上
の
紛
争
が
存
在
し
、
そ

の
解
決
の
た
め
に
右
の
法
律
関
係
に
つ
き
確
認
を
求
め
る
必
要
が
あ
る
場
合
か
あ
る

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
戸
籍
の
記
載
が
真
実
と
異
な
る
場
合
に
は
戸
籍
法
二

六
条
に
よ
り
確
定
判
決
に
基
づ
ぎ
右
記
載
を
訂
正
し
て
真
実
の
身
分
関
係
を
明
ら
か

に
す
る
利
益
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
人
事
訴
訟
手
続
法
で
婚
姻
も
し
く
は
養
子

縁
組
の
無
効
ま
た
は
子
の
認
知
の
訴
に
つ
き
、
当
事
老
の
一
方
が
死
亡
し
た
後
で
も

生
存
す
る
一
方
に
対
し
、
死
亡
し
た
当
事
者
と
の
問
の
右
各
身
分
関
係
に
関
す
る
訴

を
提
起
し
、
こ
れ
を
追
行
す
る
こ
と
を
認
め
、
こ
の
場
合
に
お
け
る
訴
の
相
手
方
は

検
察
官
と
す
べ
き
こ
と
を
定
め
て
い
る
（
人
訴
法
条
文
略
）
の
は
、
右
の
趣
旨
を
前

提
と
し
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
．
し
た
が
つ
て
父
母
の
両
者
ま
た
は
子
の
い
ず

れ
か
一
方
が
死
亡
し
た
後
で
も
、
右
人
事
訴
訟
手
続
法
の
各
規
定
を
類
推
し
．
生
存

す
る
一
方
に
お
い
て
死
亡
し
た
一
方
と
の
間
の
親
子
関
係
の
存
否
確
認
の
訴
を
提
起

し
、
こ
れ
を
追
行
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
場
合
に
お
け
る
相
手
方
は
検
察
官
と
す

八
七
　
　
（
二
一
八
一
）
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べ
き
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
当
裁
判
所
が
さ
ぎ
に

示
し
た
見
解
（
最
判
昭
和
三
四
年
五
月
一
二
日
第
三
小
法
廷
判
決
、
民
集
コ
ニ
巻
五

号
五
七
六
頁
）
は
変
更
さ
れ
る
べ
ぎ
も
の
で
あ
る
。

　尚

本
判
決
に
は
大
隅
裁
判
官
の
補
足
意
見
の
他
、
入
江
、
松
田
、
岩
田
、
松
本
、

村
上
各
裁
判
官
の
反
対
意
見
が
付
さ
れ
て
い
る
が
以
上
は
研
究
と
関
係
あ
る
範
囲
内

で
引
用
す
る
（
聾
報
聡
譜
膿
認
羅
船
酬
鞘
創
離
轄
鵠
鵡
翻

睨
孫
罫
奪
甕
と
）

　
判
旨
は
結
論
に
お
い
て
賛
成
で
あ
る
．

　
一
　
親
子
関
係
確
認
の
訴
は
判
例
に
よ
つ
て
認
め
ら
れ
た
類
型
の
訴
で
あ

る
。
そ
し
て
こ
れ
に
つ
き
今
回
の
判
決
は
人
事
訴
訟
手
続
法
に
よ
り
、
そ
の
一

方
が
死
亡
し
た
時
に
は
検
察
官
を
相
手
と
し
て
起
し
う
る
こ
と
を
宣
言
し
た
。

こ
こ
に
お
い
て
従
来
の
学
説
、
判
例
の
積
み
重
ね
が
更
に
一
歩
進
め
ら
れ
た
こ

と
髪
る
（
灘
恥
翻
耀
甥
畑
簸
諜
響
雛
簗
藁
講
饗
鱗
錘
毎
）
．

こ
こ
で
は
右
訴
の
性
質
等
を
考
察
し
て
本
件
判
例
の
評
釈
と
す
る
。

　
二
　
親
子
関
係
は
身
分
関
係
の
内
、
夫
婦
と
と
も
に
身
分
関
係
の
根
本
を
な

す
も
の
で
あ
る
が
、
前
者
及
び
養
親
子
が
当
事
者
の
意
思
に
よ
り
創
設
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
の
に
比
し
、
実
親
子
関
係
は
現
実
の
生
物
学
的
、
自
然
的
結
合
を

前
提
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
通
常
、
子
は
親
を
、
親
は
子
を
選
べ
ず
に
自
然
的

に
そ
の
地
位
を
取
得
す
る
点
に
極
め
て
大
き
な
特
徴
が
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
実

親
子
関
係
の
確
認
を
求
め
る
必
要
を
生
じ
た
以
上
は
右
の
自
然
的
、
生
物
学
的

な
関
係
即
ち
実
質
的
真
実
を
追
求
す
る
必
要
が
存
す
る
為
、
手
続
に
お
い
て
は

当
事
者
の
自
由
な
意
思
、
行
為
に
委
ね
る
よ
り
も
、
裁
判
所
を
中
心
と
し
て
職

権
探
知
主
義
に
よ
つ
た
方
が
真
実
を
追
求
す
る
為
に
は
妥
当
す
る
と
こ
ろ
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
八
　
　
（
二
一
八
二
）

る
（
訊
噺
鰭
参
照
）
．
そ
し
て
、
右
の
訴
の
判
決
の
効
力
も
、
右
が
親
子
及
び
こ
れ

と
関
係
を
有
す
る
叔
父
母
、
祖
父
母
、
兄
弟
等
そ
の
者
を
中
心
と
す
る
全
て
の

身
分
関
係
並
び
に
右
身
分
関
係
よ
り
生
じ
る
親
権
、
扶
養
、
相
続
等
多
く
の
権

利
義
務
関
係
の
前
提
で
あ
る
と
こ
ろ
よ
り
、
右
身
分
関
係
は
相
対
的
に
規
定
さ

れ
る
も
の
で
は
な
く
、
画
一
的
、
対
世
的
に
確
定
さ
れ
る
必
要
が
生
じ
る
の

で
あ
る
。
こ
の
事
は
嫡
出
否
認
の
訴
、
強
制
認
知
の
訴
等
他
の
親
子
関
係
を
含

め
て
身
分
関
係
を
画
す
る
訴
訟
全
て
を
通
じ
て
い
え
る
こ
と
で
あ
り
（
弘
旛
雑
参

照
）
、
決
し
て
本
件
の
如
き
親
子
関
係
確
認
の
訴
の
み
除
外
す
べ
き
理
由
は
全
く

な
い
。

　
三
　
そ
し
て
こ
れ
ら
身
分
関
係
の
確
定
を
求
め
る
当
事
者
も
親
族
法
、
人
事

訴
訟
手
続
法
の
規
定
に
よ
れ
ぽ
、
そ
の
範
囲
を
極
め
て
制
限
し
て
い
る
の
で
あ

り
、
本
件
訴
も
こ
れ
ら
の
規
定
を
参
照
に
し
う
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
何
故
な
ら

右
は
そ
の
判
決
の
効
力
が
第
三
者
に
対
し
て
も
効
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
よ
り
、
慎
重
に
そ
の
法
律
関
係
に
最
も
親
密
に
係
り
合
い
を
有
す
る
も
の
に

制
限
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
且
つ
右
が
家
族
内
の
間
題
で
あ
る
こ
と
よ
り
考
え

れ
ば
そ
の
性
質
上
単
に
経
済
的
利
益
を
有
す
る
も
の
に
ま
で
認
め
る
べ
き
で
な

く
、
正
に
そ
の
身
分
関
係
の
直
接
の
当
事
者
間
の
み
に
限
定
す
べ
ぎ
と
い
う
意

図
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
事
が
単
に
法
律
的
な
事
の
み
で
な
く
、
人
情
、
慈

愛
、
孝
心
等
複
雑
な
全
人
格
的
、
心
理
的
絡
み
合
い
た
る
事
を
考
え
る
と
き
、

他
人
が
軽
々
し
く
口
出
す
筋
合
い
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
．
（
”
勘
鯨
縦
縣
物
群
慌
眺

に
あ
る
，
斎
藤
「
身
分
関
係
不
存
在
確
認
の
訴
」
家
族
法
大
系
－
一
八
六
頁
．
兼
子
「
親
子
関
係
の
確
認
」

民
事
法
研
究
－
三
五
六
頁
。
山
木
戸
人
訴
法
（
全
集
）
八
三
頁
等
、
し
か
し
こ
れ
ら
の
学
説
に
よ
つ
て
も

「
親
族
及
び
そ
の
子
を
自
己
の
子
と
主
張
す
る
第
三
者
」
（
斎
藤
前
掲
）
と
か
「
そ
の
親
ま
た
は
子
と
外
見

上
ま
た
は
真
実
に
親
族
関
係
に
あ
る
も
の
」
　
（
山
木
戸
前
掲
）
等
広
く
親
族
に
認
め
て
い
る
が
問
題
で
あ

既
慰
罵
鷲
繊
廉
曜
雌
㏄
抽
舶
紅
篤
枇
肋
陣
踊
教
燗
肌
鷺
）
。
そ
れ
故
当
事
者
は
、
親
子
関
係
確



認
の
訴
に
つ
い
て
は
、
他
と
異
な
り
法
律
で
当
事
者
を
明
示
し
て
い
な
い
以
上

「
家
庭
に
法
は
入
ら
ず
」
の
法
諺
に
忠
実
に
従
つ
て
実
子
だ
と
す
る
子
と
、
そ

の
直
接
の
親
と
さ
れ
る
者
の
み
に
限
ら
れ
、
他
の
者
は
全
て
こ
れ
よ
り
排
除
さ

れ
る
と
考
え
る
。
仮
に
兄
弟
で
あ
つ
て
も
こ
の
関
係
に
つ
き
口
を
出
す
筋
合
い

で
は
な
く
、
又
こ
れ
と
の
関
係
よ
り
、
兄
弟
関
係
の
確
認
の
訴
、
祖
母
－
孫
間

の
確
認
の
訴
も
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
（
餓
脂
州
杣
鉢
騨
賄
掲
敵
罷
頗
ゼ
略
醸
硝
鞭
二
如
姻

賭
匠
敬
添
灘
謙
碇
栂
袖
醐
駄
献
繍
魏
潔
鋤
彫
航
紬
祉
け
協
が
、
）
何
故
な
ら
右
は
問
題
と
な
る

親
子
関
係
の
言
い
直
し
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
子
又
は
親
が
外
形

上
親
子
と
な
つ
て
い
る
場
合
、
そ
の
子
又
は
親
が
そ
の
外
形
的
事
実
を
不
満
と

し
、
そ
の
相
手
方
と
の
身
分
関
係
を
打
破
せ
ん
と
決
意
し
た
と
き
に
初
め
て
、

こ
の
訴
を
認
め
ら
れ
る
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ま
で
は
両
者
が
そ
の
外
形
的
事

実
に
満
足
し
て
い
る
以
上
、
他
よ
り
こ
れ
に
鵬
を
挿
し
挾
む
べ
き
で
は
な
い
。

（
但
し
、
こ
の
様
に
考
え
た
か
ら
と
い
つ
て
、
こ
れ
を
形
成
の
訴
と
考
え
る
べ
ぎ
で
は
な

い
。
何
故
な
ら
A
l
B
の
子
が
C
－
D
の
嫡
出
子
と
戸
籍
上
記
載
さ
れ
た
か
ら
と
い
つ
て

実
体
法
上
q
D
の
嫡
出
子
と
な
る
の
で
は
な
く
、
q
D
の
嫡
出
子
ら
し
い
外
形
を
有

し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
A
、
B
の
婚
姻
中
に
懐
胎
し
た
子
で
あ
る
な
ら
A
、

B
の
実
体
法
上
嫡
出
子
で
あ
る
こ
と
に
は
何
ら
変
化
な
い
の
で
あ
り
、
A
、
B
の
子
と
し

て
の
確
認
を
求
め
る
と
し
て
も
、
右
は
既
存
の
身
分
関
係
の
単
な
る
確
認
に
す
ぎ
な
い
か

　
（
注
1
）

ら
で
あ
る
）
．
し
か
し
、
q
D
の
子
と
外
形
上
な
つ
て
い
る
場
合
、
q
D
及

び
そ
の
子
が
そ
れ
で
満
足
し
て
い
れ
ば
そ
の
兄
弟
が
自
分
の
相
続
分
が
少
な
い

か
ら
と
い
つ
て
、
又
は
A
、
B
の
子
が
自
己
の
扶
養
義
務
を
免
れ
る
為
に
と
し

て
こ
の
訴
を
提
起
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

四

そ
し
て
本
件
の
請
求
原
因
で
、

判
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「
Z
が
X
の
子
で
あ
る
と
し
て
冥
福
を

祈
る
た
め
」
と
し
て
も
、
こ
れ
に
確
認
の
利
益
が
な
い
と
す
る
こ
と
ば
出
来
な

い
。　

何
故
な
ら
こ
の
訴
は
全
て
の
権
利
関
係
の
基
礎
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
他
の

権
利
関
係
の
仮
に
前
提
た
る
地
位
に
あ
る
と
し
て
も
（
例
え
ば
身
分
関
係
を
前
提

と
す
る
相
続
権
の
主
張
）
右
と
は
別
に
そ
れ
自
体
に
確
認
の
利
益
を
有
す
る
と
考

え
る
（
こ
れ
は
丁
度
株
主
総
会
の
決
議
の
訴
が
、
そ
の
有
効
、
無
効
は
本
来
的
に
は
他
の

権
利
関
係
の
前
提
と
し
な
が
ら
、
そ
れ
自
体
基
本
的
権
利
関
係
の
為
に
訴
の
利
益
を
認
め

て
い
る
の
と
同
様
）
そ
し
て
特
に
こ
の
身
分
関
係
を
確
定
し
た
と
し
て
も
、
こ
れ

に
よ
り
権
利
関
係
が
全
く
意
味
を
持
た
な
い
と
い
う
特
別
事
情
が
存
し
な
い
限

り
、
そ
の
一
方
が
死
亡
し
た
と
し
て
も
、
確
認
の
利
益
が
あ
る
と
考
え
る
。
但

し
両
者
と
も
死
亡
し
た
後
は
何
人
と
い
え
ど
も
こ
の
訴
を
提
起
し
え
な
い
。
こ

の
様
に
親
子
関
係
の
確
認
の
訴
は
一
応
訴
の
利
益
が
存
在
す
る
こ
と
を
前
提
と

し
て
い
る
も
の
と
考
え
る
。

　
そ
れ
故
本
件
の
如
く
原
告
が
冥
福
を
祈
り
た
い
と
し
て
も
前
述
の
如
ぎ
特
別

の
事
情
が
な
い
限
り
、
本
件
訴
は
当
然
に
訴
の
利
益
が
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の

点
大
隅
判
事
の
補
足
意
見
と
内
容
に
お
い
て
同
一
で
あ
る
（
蛸
似
醐
彿
繭
傭
舵
辣
魏
溺

縮
鍵
砒
熱
呪
臨
驚
驚
夢
駕
鱒
、
．
）
．

　
即
ち
こ
の
訴
が
一
般
民
事
訴
訟
に
い
う
「
確
認
の
利
益
」
の
有
無
を
考
え
る

の
で
は
な
く
、
親
が
子
を
、
又
は
子
が
親
に
対
し
、
こ
の
訴
を
提
起
し
た
時
は
、

一
応
（
特
別
の
事
情
の
な
い
限
り
）
訴
の
利
益
が
あ
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る

　
　
　
　
（
注
2
）
（
注
3
）

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
五
　
そ
し
て
こ
の
判
決
は
対
世
的
効
力
を
有
す
る
以
上
（
b
筋
臨
雛
幽
蝋
嚇
加
故
姻

糊
埆
疑
騰
嫡
配
づ
紅
磁
躰
揃
浦
紛
欄
縣
な
の
嚇
淀
を
）
そ
の
後
第
三
者
は
こ
の
判
断
を
前
提
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
九
　
　
（
二
一
八
三
）



判
　
例
　
研
究

し
て
、
初
め
て
各
々
の
権
利
を
主
張
す
べ
き
で
あ
り
、
又
こ
の
判
決
前
に
あ
つ

て
は
、
右
は
具
体
的
な
権
利
、
義
務
の
前
提
事
実
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
理
由
あ
ら

し
め
る
事
実
と
し
て
な
ら
ば
通
常
の
民
事
訴
訟
に
お
い
て
請
求
す
れ
ば
足
り
る

（
撮
凶
甥
匡
蹴
勧
享
．
断
就
歯
謁
鎌
降
）
。
た
だ
第
三
者
は
こ
の
親
子
関
係
の
確
認
の
訴

を
提
起
し
え
な
い
と
考
え
る
。

　
六
　
尚
本
件
及
び
親
子
関
係
確
認
の
訴
が
多
く
の
場
合
戸
籍
訂
正
の
為
に
な

さ
れ
る
が
、
戸
籍
訂
正
が
ご
の
訴
の
場
合
の
み
許
さ
れ
る
か
は
戸
籍
法
の
問
題

（
關
逆
山
黛
鎌
町
）
で
あ
る
が
、
戸
籍
は
単
に
身
分
関
係
を
公
証
す
る
制
度
に
す

ぎ
ず
、
こ
れ
に
記
載
さ
れ
た
か
ら
と
い
つ
て
、
身
分
関
係
を
創
設
す
る
も
の
で

は
な
い
（
実
親
子
関
係
に
つ
い
て
い
え
ば
）
。
た
だ
そ
の
様
な
外
形
を
有
し
て
い
る

に
す
ぎ
な
い
。

　
こ
の
「
外
形
」
を
判
決
に
よ
つ
て
覆
す
こ
と
は
出
来
る
が
、
右
は
判
決
が
よ

り
真
実
を
担
保
す
る
公
権
的
効
力
を
有
す
る
こ
と
に
よ
り
、
右
の
判
決
内
容
に

よ
り
、
真
実
に
近
づ
け
る
こ
と
を
使
命
と
す
る
戸
籍
を
一
致
さ
せ
る
為
の
も
の

で
あ
り
、
右
は
結
果
で
あ
つ
て
こ
れ
を
目
的
と
す
る
の
は
逆
立
ち
の
議
論
で
あ

（
注
4
）

る
。

　
（
注
1
）
民
法
七
七
二
条
の
推
定
を
受
け
な
い
婚
姻
中
の
出
生
子
は
嫡
出
否
認
の
訴
に

　
　
よ
る
の
で
は
な
く
、
親
子
関
係
不
存
在
の
訴
を
提
起
す
る
こ
と
通
説
、
判
例
の
認
め

　
　
る
と
こ
ろ
で
あ
る
．
そ
し
て
前
者
に
つ
い
て
は
嫡
出
子
た
る
推
定
を
受
け
、
こ
れ
を

　
　
覆
す
否
認
の
訴
（
民
法
七
七
七
条
）
は
形
成
の
訴
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
有
力
で

　
　
奮
（
辮
か
躍
麟
難
羅
玉
壁
魂
濃
、
臨
離
徳
．
勢
蘇
簗
在
）
し
か

　
　
し
推
定
を
く
つ
が
え
す
に
す
ぎ
な
い
の
に
形
成
の
訴
だ
と
す
る
の
は
乱
暴
な
議
論
で

　
　
あ
る
。
論
者
は
判
決
か
確
定
す
る
ま
で
嫡
出
子
た
る
取
扱
を
受
け
る
こ
と
を
看
過
し

　
　
た
議
論
と
ヤ
う
が
、
取
扱
い
を
う
け
る
か
否
か
と
、
実
弊
法
上
嫡
出
子
で
あ
る
か
否

九
〇
　
　
（
一
二
八
四
）

か
は
別
問
題
で
あ
り
．
嫡
出
否
認
の
訴
は
後
者
を
決
し
て
変
更
す
る
も
の
で
は
な
い
。

同
旨
松
岡
特
別
民
訴
　
三
一
三
頁
。

（
注
2
）
従
釆
こ
の
訴
を
提
起
す
る
に
つ
い
て
は
．
通
常
民
事
訴
訟
で
い
う
確
認
の
利

益
が
あ
れ
ば
足
り
る
と
し
、
兄
弟
、
祖
父
と
な
つ
て
い
る
者
よ
り
訴
を
提
起
で
ぎ
る
か

　
の
様
な
論
述
が
通
説
で
あ
る
。
し
か
し
再
三
に
亘
つ
て
言
わ
せ
て
貰
え
ば
、
事
が
家

庭
内
の
事
で
あ
り
、
そ
れ
が
仮
に
真
実
と
異
つ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
で
両
者
が

満
足
し
て
生
活
し
て
い
る
以
上
、
他
人
が
こ
の
間
に
波
風
を
立
た
せ
る
事
は
許
さ
れ

な
い
と
考
え
る
。
但
し
そ
の
者
が
こ
の
訴
が
許
さ
れ
な
い
か
ら
と
い
つ
て
、
全
く
自

己
の
権
利
が
制
限
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
と
は
別
に
各
々
の
権
利
関
係
の
前
提

妻
と
し
て
争
え
楚
り
る
の
で
あ
る
（
辱
聰
髭
鍛
殖
遜
郵
嘔
）
．
間
題

は
こ
の
様
な
真
実
を
対
世
的
に
明
ら
か
に
す
る
権
利
は
極
め
て
限
ら
れ
た
範
囲
即
ち

そ
の
直
接
の
当
事
者
が
あ
え
て
追
求
し
、
そ
れ
に
よ
り
従
来
の
家
庭
生
活
を
破
壊
す

る
こ
と
も
辞
さ
な
く
な
つ
た
時
に
初
め
て
認
め
ら
れ
る
べ
き
と
考
え
る
。

　
こ
の
点
兼
子
前
掲
は
嫡
出
否
認
よ
り
類
推
し
て
、
「
親
の
三
親
等
内
の
血
族
」
を
含
む

と
さ
れ
る
が
、
右
は
夫
が
死
亡
し
た
時
の
間
題
で
あ
り
、
本
件
訴
に
親
の
生
否
を
考

え
ず
に
論
ず
る
の
は
疑
間
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
場
合
に
親
子
と
さ
れ
て
い
る
者
が

共
同
被
告
と
な
る
と
す
る
が
（
前
掲
三
六
〇
頁
）
、
何
故
第
三
者
が
親
子
を
法
廷
に

立
た
せ
う
る
の
か
（
特
に
両
者
が
満
足
し
て
い
る
と
き
）
、
私
に
は
疑
間
で
な
ら
な

　
い
。

（
注
3
）
　
「
特
別
の
場
合
」
と
は
何
を
指
す
か
極
め
て
困
難
な
間
題
で
あ
る
が
、
親
子
関

係
を
前
提
と
す
る
権
利
関
係
が
全
く
考
え
ら
れ
な
い
場
合
例
え
ば
実
親
に
全
く
財
産

が
な
く
、
他
に
親
族
が
全
く
存
在
せ
ず
し
て
死
亡
し
た
後
に
は
考
え
ら
れ
る
か
も
し

れ
な
い
。
尚
松
田
判
事
の
反
対
意
見
の
中
に
数
代
前
の
身
分
関
係
の
確
認
さ
え
利
益

　あり

と
い
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
と
い
う
主
張
が
あ
る
が
、
私
は
両
者
死
亡
し
た

後
は
何
人
と
い
え
ど
も
こ
の
事
柄
に
つ
ぎ
口
を
挾
む
べ
ぎ
で
は
な
い
と
考
え
る
の

　
で
、
そ
の
危
惧
は
全
く
な
い
。

（
注
4
）
　
戸
籍
訂
正
に
伺
法
コ
六
条
に
よ
り
判
決
を
必
要
と
す
る
か
に
つ
い
て
億
学



　
　
説
、
判
例
に
争
い
が
あ
る
が
、
法
一
一
六
条
に
っ
ぎ
、
従
前
の
判
例
の
如
く
「
重
大

　
　
な
る
影
響
を
与
え
る
場
合
」
に
つ
い
て
は
確
定
判
決
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

　
　
す
る
考
え
方
（
鞍
鹸
駈
瀧
都
軌
鱗
ヒ
、
［
）
に
簑
間
が
あ
屍
戸
籍
法
一

　
　
一
六
条
は
判
決
に
よ
つ
て
戸
籍
を
訂
正
す
る
時
の
規
定
で
あ
り
、
戸
籍
訂
正
に
つ
き

　
　
判
決
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
否
か
は
全
く
触
れ
て
い
な
い
。
こ
の
点
村
上
裁
判
官

　
　
の
反
対
意
見
も
同
旨
て
あ
る
。
た
だ
そ
れ
故
に
本
件
訴
は
利
益
が
な
い
と
す
る
の
は

　
　
前
述
の
理
由
よ
り
反
対
で
あ
る
。
罧
屋
「
身
分
関
係
存
否
確
認
の
訴
」
（
実
務
民
訴

　
　
法
講
座
六
巻
二
〇
三
頁
以
下
）
に
は
戸
籍
訂
正
の
為
の
親
子
関
係
確
認
の
訴
を
考
え

　
　
る
べ
き
で
は
な
く
一
般
理
論
で
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
点
は
私
と
同
旨
で
あ
る

　
　
が
、
氏
が
訴
の
利
益
に
つ
き
、
一
般
民
事
訴
訟
に
よ
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
は
（
前

　
　
掲
注
釈
民
法
⑳
の
1
五
九
頁
〔
林
屋
担
当
〕
）
こ
の
訴
の
特
殊
性
を
無
視
し
た
議
論
で

　
　
あ
り
、
筆
者
は
賛
成
で
き
な
い
。

　
以
上
論
述
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
訴
は
人
訴
法
の
適
用
を
受
け
る
と

考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
又
一
方
の
当
事
者
が
死
亡
し
た
場
合
も
訴
の
利
益
が
あ

り
、
こ
の
場
合
の
相
手
方
は
人
訴
法
二
条
三
項
に
よ
り
検
察
官
と
し
た
本
件
判

旨
に
賛
成
す
る
。

　
全
て
の
法
的
結
合
が
婚
姻
を
含
め
、
両
当
事
者
間
の
利
害
対
立
よ
り
生
じ
て

い
る
内
で
た
だ
一
つ
の
自
然
の
み
を
源
と
し
、
最
も
人
間
が
美
し
く
あ
る
親
子

関
係
に
法
が
土
足
で
踏
み
込
む
こ
と
に
対
す
る
些
や
か
な
反
論
で
あ
る
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
四
六
年
八
月
一
〇
日
稿
）
　
　
（
豊
泉
　
貫
太
郎
）

昭
四
五
1
8
　
（
撮
稿
硯
牒
痕
朗
巻
）

　
破
産
宣
告
後
破
産
財
団
に
属
す
る
財
産
に
対
し
て
す
る
国
税
徴
収
法
に
基
づ

判
例
　
研
究

く
新
た
な
滞
納
処
分
（
差
押
）
の
可
否

　
債
権
差
押
処
分
取
消
請
求
事
件
（
昭
和
四
五
・
七
・
一
六
第
一
小
法
廷
判
決
）

　
昭
和
二
八
年
一
月
一
六
日
午
前
一
〇
時
福
島
地
裁
に
於
て
訴
外
A
は
破
産
宣
告
を
受

　
け
、
X
（
原
告
、
被
控
訴
人
、
被
上
告
人
）
が
破
産
管
財
人
に
選
任
さ
れ
た
。
A
は

　
破
産
宣
告
前
に
国
税
（
法
人
税
・
源
泉
所
得
税
・
延
滞
加
算
税
な
ど
を
含
む
）
金
四

　
〇
万
余
円
を
滞
納
し
て
お
り
、
所
管
の
福
島
税
務
署
長
Y
（
被
告
・
控
訴
人
・
上
告

　
人
）
は
破
産
宣
告
後
に
右
国
税
金
に
つ
ぎ
交
付
要
求
を
し
た
が
、
X
は
昭
和
三
四
年

　
九
月
一
一
日
に
金
三
万
二
〇
〇
〇
円
を
支
払
つ
た
の
み
で
、
そ
の
余
の
額
の
納
付
を

　
せ
ず
、
Y
が
昭
和
三
六
年
一
月
一
三
日
付
で
X
に
対
し
配
当
を
催
告
す
る
も
、
こ
れ

　
に
対
し
X
か
ら
応
じ
ら
れ
な
い
旨
の
回
答
が
あ
り
、
同
年
一
二
月
二
二
日
付
官
報
で

　
破
産
債
権
者
に
対
し
金
三
〇
〇
万
円
を
配
当
す
る
旨
の
公
告
が
な
さ
れ
た
の
で
、
Y

　
は
、
破
産
裁
判
所
に
対
し
X
に
対
す
る
監
督
権
の
発
動
を
促
し
た
が
、
そ
の
実
効
が

　
得
ら
れ
ず
、
昭
和
三
七
年
一
月
一
三
日
、
訴
外
A
の
滞
納
す
る
国
税
債
権
五
九
万
八

　
九
四
〇
円
の
徴
収
を
目
的
と
し
て
、
X
が
破
産
管
財
事
務
と
し
て
訴
外
B
労
働
金
庫

　
に
寄
託
し
て
い
た
満
期
日
を
昭
和
三
七
年
六
月
二
一
日
と
す
る
定
期
預
金
六
〇
万
円

　
の
返
還
請
求
権
の
差
押
処
分
を
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
X
よ
り
右
差
押
処
分
の
取
消
を

　
求
め
る
訴
を
提
起
し
た
。
こ
れ
が
本
件
で
あ
る
。
X
は
、
一
般
に
財
団
債
権
者
は
破

　
産
財
団
所
属
財
産
に
つ
ぎ
個
別
的
強
制
執
行
を
な
す
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
破
産
出
是
口

　
後
に
お
い
て
は
財
団
債
権
た
る
国
税
債
権
の
滞
納
処
分
も
な
し
え
な
い
．
と
主
張
し

　
た
が
、
Y
は
、
こ
れ
を
争
い
、
む
し
ろ
、
国
税
徴
収
法
四
七
条
、
国
税
通
則
法
三
七

　
条
一
項
一
号
・
三
八
条
一
項
噌
号
は
国
税
滞
納
者
に
つ
き
破
産
手
続
が
開
始
さ
れ
た

　
と
ぎ
は
差
押
を
な
す
べ
き
旨
を
明
文
を
も
つ
て
定
め
た
も
の
で
木
件
差
押
処
分
は
適

　
法
で
あ
る
、
と
主
張
し
た
。
第
一
、
二
審
と
も
に
、
X
勝
訴
．
Y
か
ら
上
告
．
Y
の

　
上
告
理
由
、
原
判
決
に
は
、
破
産
法
四
七
条
・
七
一
条
・
国
税
徴
収
法
四
七
条
の
解

　
釈
を
誤
つ
た
違
法
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
e
財
団
債
権
に
よ
り
破
産
財
団
所
属
財
産

　
に
対
し
強
制
執
行
を
な
し
う
る
の
は
．
破
産
法
四
九
条
・
五
〇
条
に
定
め
る
財
団
債

九
一

（
二
一
八
五
）



判
例
研
究

権
の
随
時
か
つ
優
先
的
弁
済
の
原
則
の
当
然
の
帰
結
で
あ
つ
て
、
破
産
法
七
輔
条
叫

項
の
反
面
解
釈
の
成
立
の
余
地
は
な
い
こ
と
。
ま
た
、
国
税
徴
収
法
四
七
条
は
単
に

差
押
義
務
発
生
時
期
を
規
定
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
国
税
に
つ
き
そ
の
差
押
適
状
の

要
件
を
定
め
る
と
と
も
に
そ
の
要
件
を
満
た
す
に
い
た
つ
た
と
ぎ
は
差
押
が
な
さ
れ

る
べ
ぎ
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
従
つ
て
、
口
国
税
徴
収
法
四
七
条
一

項
の
規
定
は
、
滞
納
処
分
が
破
産
手
続
を
含
む
他
の
強
制
換
価
手
続
と
競
合
す
る
場

合
を
別
個
の
規
定
に
委
ね
る
趣
旨
で
は
な
く
、
こ
の
場
合
を
も
含
め
て
、
国
税
債
権
の

行
使
に
つ
き
差
押
を
な
す
べ
き
旨
を
定
め
た
特
別
規
定
と
解
す
べ
き
で
あ
る
．
さ
ら

に
、
目
原
判
決
は
、
破
産
管
財
人
の
違
法
配
当
に
対
し
て
は
破
産
裁
判
所
に
監
督
権

の
行
使
を
求
め
、
あ
る
い
は
．
破
産
管
財
人
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
に
よ
る
べ
き

だ
と
す
る
が
、
し
か
し
、
明
ら
か
に
違
法
配
当
が
予
見
さ
れ
る
の
に
、
そ
の
実
施
を

ま
つ
て
裁
判
所
の
監
督
権
が
発
動
さ
れ
た
と
し
て
も
効
果
が
な
い
し
、
ま
た
損
害
の

発
生
を
ま
つ
て
管
財
人
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
を
す
る
と
い
う
不
確
実
な
迂
路
に

よ
ら
な
け
れ
ぽ
な
ら
ぬ
と
い
う
の
は
、
国
税
債
権
を
と
く
に
財
団
債
権
と
し
て
優
先

さ
せ
よ
う
と
す
る
法
の
趣
旨
を
全
く
理
解
し
な
い
も
の
で
あ
る
。

上
告
審
判
決
理
由
。
破
産
法
四
七
条
二
号
の
規
定
に
よ
れ
ぽ
．
国
税
徴
収
法
ま
た
は

国
税
徴
収
の
例
に
よ
り
徴
収
す
る
こ
と
を
得
べ
ぎ
請
求
権
（
た
だ
し
、
破
産
宣
告
後

の
原
因
に
基
づ
く
請
求
権
は
破
産
財
団
に
関
し
て
生
じ
た
も
の
に
限
る
。
）
は
財
団

債
権
と
さ
れ
て
お
り
、
し
た
が
つ
て
破
産
宣
告
前
の
原
因
に
基
づ
く
右
の
ご
と
き
請

求
権
も
、
破
産
宣
告
後
は
す
べ
て
財
団
債
権
と
な
る
と
こ
ろ
、
破
産
法
七
一
条
一
項

は
、
破
産
財
団
に
属
す
る
財
産
に
対
し
、
国
税
徴
収
法
ま
た
は
国
税
徴
収
の
例
に
よ

る
滞
納
処
分
を
し
た
場
合
に
お
い
て
は
破
産
の
宣
告
は
そ
の
処
分
の
続
行
を
妨
げ
な

い
旨
定
め
て
お
り
、
右
規
定
は
、
破
産
宣
告
前
の
滞
納
処
分
は
破
産
宣
告
後
も
続
行

す
る
こ
と
が
で
ぎ
る
旨
を
と
く
に
定
め
る
趣
旨
に
出
た
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
つ
て

破
産
宣
告
後
に
新
ら
た
に
滞
納
処
分
を
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
を
も
意
味
す

る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
ま
た
、
破
産
法
、
国
税
徴
収
法
等
の
関
係
法

令
に
お
い
て
、
財
団
債
権
た
る
国
税
債
権
を
も
つ
て
、
破
産
財
団
に
属
す
る
財
産
に

九
二
　
　
（
二
一
八
六
）

対
し
、
滞
納
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
定
め
た
明
文
の
規
定
も
存
し
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
前
記
四
七
条
二
号
に
定
め
る
請
求
権
に
あ
た
る
国
税
債
権
を
も
つ
て
破

産
宣
告
後
新
ら
た
に
滞
納
処
分
を
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

所
論
は
、
破
産
法
四
九
条
、
国
税
徴
収
法
四
七
条
は
右
の
よ
う
な
滞
納
処
分
を
許
す

根
拠
規
定
と
い
う
こ
と
が
で
ぎ
る
と
主
張
す
る
。
元
来
．
破
産
法
に
よ
る
破
産
手
続

は
、
債
務
者
の
総
財
産
を
資
料
と
し
、
積
極
財
産
の
不
足
を
前
提
に
消
極
財
産
の
充

足
を
主
眼
と
し
、
か
つ
総
債
権
者
の
公
平
な
満
足
を
実
現
す
る
清
算
の
た
め
の
包
括

的
強
制
執
行
手
続
で
あ
り
．
そ
の
た
め
、
破
産
者
が
破
産
宣
告
時
に
お
い
て
有
す
る

一
切
の
財
産
は
破
産
財
団
と
な
り
、
破
産
宣
告
前
の
原
因
に
基
づ
く
財
産
上
の
請
求

権
た
る
破
産
債
権
は
、
破
産
手
続
に
よ
ら
な
け
れ
ば
行
な
う
こ
と
が
で
き
ず
、
破
産

宣
告
後
は
こ
れ
ら
の
債
権
に
よ
る
個
別
的
強
制
執
行
を
許
さ
な
い
こ
と
を
建
前
と
し

て
い
る
。
そ
し
て
、
破
産
法
の
関
係
規
定
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
破
産
手
続
の
た

め
に
、
裁
判
所
は
破
産
管
財
人
を
選
任
し
、
破
産
管
財
人
は
、
破
産
財
団
の
管
理
、

処
分
の
権
利
を
専
有
し
、
裁
判
所
の
監
督
を
受
け
、
債
権
者
集
会
等
の
意
見
を
尊
重

し
つ
つ
も
、
独
自
の
判
断
と
責
任
の
も
と
に
、
破
産
財
団
の
構
成
、
財
産
の
換
価
、

破
産
債
権
の
調
査
、
配
当
計
画
の
立
案
、
実
施
、
そ
の
他
、
財
団
に
関
す
る
訴
訟
、

否
認
権
行
使
に
よ
る
財
団
の
増
加
等
の
諸
事
務
を
遂
行
す
る
の
で
あ
つ
て
、
こ
の
こ

と
に
徴
す
れ
ぽ
、
破
産
法
は
破
産
管
財
人
を
も
つ
て
破
産
手
続
遂
行
の
た
め
の
中
心

的
な
機
関
と
し
、
そ
の
広
い
裁
量
と
責
任
の
下
に
手
段
の
円
滑
な
進
行
を
期
し
、
も

つ
て
、
そ
の
目
的
の
達
成
を
は
か
つ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
．
と
こ
ろ
で
、

所
論
の
指
摘
す
る
破
産
法
四
九
条
は
、
財
団
債
権
は
破
産
手
続
に
よ
ら
ず
し
て
随
時

弁
済
す
る
旨
を
定
め
、
ま
た
、
同
法
五
〇
条
は
、
財
団
債
権
は
破
産
財
団
に
よ
り
ま

ず
こ
れ
を
弁
済
す
る
旨
を
定
め
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
財
団
債
権
は
、
一
般
的

に
は
、
破
産
手
続
の
遂
行
上
破
産
財
団
の
負
担
に
帰
す
べ
き
共
同
の
利
益
の
た
め
に

生
じ
た
債
務
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
破
産
債
権
の
行
使
に
つ
き
要
求
さ
れ
る
諸
手
続

を
経
る
こ
と
を
要
せ
ず
、
直
接
、
破
産
管
財
人
に
対
し
そ
の
弁
済
を
要
求
す
る
こ
と

が
で
き
、
破
産
管
財
人
は
、
破
産
手
続
と
は
別
に
、
こ
れ
を
破
産
財
団
に
属
す
る
財



産
か
ら
支
払
う
こ
と
と
し
て
、
財
団
債
権
を
保
護
し
て
い
る
も
の
と
解
せ
ら
れ
る

が
、
前
述
し
た
破
産
財
団
の
性
質
お
よ
び
破
産
管
財
人
の
地
位
、
権
限
に
か
ん
が
み

れ
ば
、
破
産
法
は
、
破
産
管
財
人
に
対
し
、
財
団
債
権
に
つ
い
て
、
破
産
手
続
の
進

行
に
応
じ
、
そ
の
合
理
的
判
断
に
基
つ
き
適
正
迅
速
な
弁
済
を
す
る
こ
と
を
期
待
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
．
し
た
が
つ
て
、
同
法
四
七
条
二
号
に
定
め
る
請
求

権
は
、
そ
の
公
益
的
性
質
か
ら
し
て
と
く
に
財
団
債
権
と
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
る

が
、
こ
れ
ら
の
請
求
権
に
対
す
る
弁
済
は
破
産
管
財
人
の
判
断
に
基
づ
い
て
行
な
わ

る
べ
ぎ
も
の
で
あ
り
、
同
法
四
九
条
、
五
〇
条
の
規
定
が
こ
れ
ら
請
求
権
に
つ
い
て

滞
納
処
分
を
許
し
た
も
の
と
解
す
る
の
は
相
当
で
は
な
い
．
さ
ら
に
、
所
論
の
指
摘

す
る
国
税
徴
収
法
四
七
条
は
、
所
定
の
場
合
に
は
徴
収
職
員
は
滞
納
者
の
国
税
に
つ

ぎ
そ
の
財
産
を
差
押
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
規
定
し
て
い
る
が
、
こ
れ
と
関
連
す

る
同
法
お
よ
び
国
税
通
則
法
の
諸
規
定
を
も
併
せ
考
え
れ
ば
、
右
四
七
条
は
、
徴
収

職
員
が
差
押
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
を
一
般
的
に
定
め
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、

と
く
に
、
破
産
手
続
に
お
い
て
財
団
債
権
た
る
国
税
債
権
を
も
つ
て
破
産
宣
告
後
に

新
ら
た
に
滞
納
処
分
を
許
し
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
は
で
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
債

権
に
つ
い
て
は
、
国
税
徴
収
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
交
付
要
求
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
に
と
ど
ま
り
、
仮
り
に
、
破
産
管
財
人
の
措
置
を
不
服
と
す
る
と
き
は
裁

判
所
の
監
督
権
の
発
動
を
促
す
べ
く
、
ま
た
、
場
合
に
よ
り
破
産
管
財
人
に
対
し
損

害
賠
償
責
任
を
問
う
方
法
を
講
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
次
第
で
、
原
判
決
が
本
件
差
押
処
分
を
取
消
す
べ
き
も
の
と
し
た
判
断
は
正

当
と
し
て
首
肯
す
る
こ
と
が
で
き
、
所
論
は
、
ひ
つ
ぎ
よ
う
前
記
説
示
と
異
な
る
見

解
に
立
脚
す
る
も
の
と
い
う
べ
く
、
原
判
決
に
は
所
論
の
違
法
は
存
し
な
い
。
」
と

し
て
上
告
棄
却
。

判
旨
に
反
対
す
る
．

一
　
破
産
宣
告
後
に
新
た
に
国
税
徴
収
法
ま
た
は
国
税
徴
収
の
例
に
よ
る
滞
納

判
　
例
　
研
　
究

処
分
と
し
て
差
押
が
許
さ
れ
る
か
。
こ
の
問
題
に
対
し
て
解
答
を
与
え
た
の
が

本
件
判
決
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
租
税
そ
の
他
の
公
課
は
、
破
産
法
四
七
条
第

二
号
に
よ
つ
て
財
団
債
権
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
破
産
管
財
人
に
対
し
て
交
付

要
求
（
姻
誰
鰍
淑
難
）
を
L
て
破
産
財
団
か
ら
破
産
手
続
に
よ
ら
ず
に
弁
済
を
受
け

ら
れ
る
（
澱
肥
勧
条
）
。
破
産
宣
告
前
か
ら
破
産
財
団
に
対
し
て
こ
れ
ら
滞
納
処

分
が
着
手
さ
れ
て
い
れ
ば
、
こ
れ
を
解
放
せ
ず
に
手
続
を
続
行
さ
せ
る
こ
と
が

で
ぎ
る
（
級
卑
条
）
。
し
か
し
、
破
産
宣
告
後
新
た
に
滞
納
処
分
が
許
さ
れ
る
か

否
か
に
つ
い
て
は
、
破
産
法
は
明
文
の
規
定
を
欠
く
た
め
、
こ
こ
に
困
難
な
問

題
が
生
じ
る
。
判
例
は
、
戦
前
に
下
級
審
の
も
の
が
一
件
存
し
（
疎
進
渕
岬
訥
細

｝
翫
堆
臨
法
）
戦
後
に
は
四
件
存
し
（
醜
弛
酬
鯛
㈱
曜
墾
壼
H
一
一
』
劃
遡
肺
籍
京
靴
孝
動

三
三
六
七
頁
、
福
島
地
判
昭
和
三
七
．
一
二
．
二
四
行
凍
一
三
巻
二
一
号
二
二
五
二
頁
、
仙
台
高
判
昭
和

三
九
二
丁
二
六
行
集
一
五
巻
二
号
二
四
六
頁
、
な
お
　
福
島
地
判
昭
和
三
七
年
、
お
よ
び
仙
台
高
判
昭

㈱
旺
紘
薪
渤
渦
び
の
訟
ぎ
費
錬
耀
協
本
）
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
下
級
審
の
も
の
で
あ
る
が
、

ひ
と
し
く
破
産
宣
告
後
新
た
に
す
る
滞
納
処
分
は
許
さ
れ
な
い
と
し
て
い
た

（
味
伽
酌
鞭
鱒
噺
鰍
鱗
μ
託
ダ
藤
踊
ト
釦
辮
間
）
。
最
高
裁
の
判
断
は
な
さ
れ
て
い
な

か
つ
た
と
こ
ろ
、
本
件
に
お
い
て
最
高
裁
は
．
破
産
宣
告
後
新
た
に
滞
納
処
分

を
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
し
て
こ
れ
を
消
極
に
解
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に

し
た
。
本
件
判
決
は
こ
の
点
に
関
す
る
初
の
最
高
裁
判
決
と
し
て
意
義
が
あ

る
。二

　
財
団
債
権
に
基
づ
き
破
産
宣
告
後
破
産
財
団
に
対
し
新
た
に
強
制
執
行
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
従
来
学
説
に
お
い
て
対
立
が
存

し
、
な
か
で
も
財
団
債
権
た
る
租
税
債
権
（
醸
胴
七
条
）
に
基
づ
い
て
宣
告
後
新

た
に
滞
納
処
分
を
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
に
つ
き
、
積
極
説
（
麟
糾
か
観
鮒
欄

法
学
新
報
五
九
巻
＝
一
号
二
三
頁
以
下
、
同
．
破
産
法
綱
要
一
〇
七
頁
、
兼
子
．
強
制
執
行
法
職
産
法
一

九
八
頁
、
小
野
木
・
破
産
法
概
論
八
八
頁
、
中
田
・
破
産
法
和
議
法
（
法
律
学
全
集
）
一
四
三
頁
　
宗
田
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
三
　
　
（
二
一
ハ
七
》



　
　
　
暫
例
研
究

越簿

襲
鉾
娚
醸
鵡
魂
矯
、
）
と
消
極
説
（
勘
礪
兜
臓
畿
誰
腰
醸
駈
ト
流
噸
ρ
闘
幽
蝦
確

嶢
雛
一
一
濫
鋸
響
調
転
磁
蟹
謹
、
艶
鮎
簿
“
璽
雪
靴
皆
胤
降
債
○
幽
騒

く
強
制
施
行
を
一
般
に
許
さ
れ
な
い
と
し
、
滞
納
処
分
も
同
断
と
す
る
が
、
宮
脇
・
時
岡
・
改
正
会
社
更

生
法
の
解
説
三
五
六
頁
以
下
は
、
財
団
債
権
に
基
つ
く
強
制
執
行
は
一
般
に
許
さ
れ
る
が
、
滞
納
処
分
は

鰭
購
糖
職
価
棄
酎
勉
欄
關
醜
楠
購
秘
謡
骨
筋
叫
ゆ
疵
汎
赦
ポ
葡
隔
）
が
存
す
る
。

三
　
本
件
判
決
は
、
こ
れ
を
消
極
に
解
す
る
に
あ
た
つ
て
そ
の
根
拠
を
以
下
の

点
に
求
め
る
。
が
し
か
し
そ
れ
ら
は
疑
問
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
件
判
決

は
、
ω
破
産
法
七
一
条
一
項
の
規
定
は
、
破
産
宣
告
前
の
滞
納
処
分
は
宣
告
後

も
続
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
と
く
に
定
め
る
趣
旨
に
出
た
も
の
で
あ
り
、

し
た
が
つ
て
、
宣
告
後
に
新
た
に
滞
納
処
分
を
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
こ
と

も
意
味
す
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
す
る
。
本
件
判
決
の
背
後
に

は
、
宣
告
後
滞
納
処
分
が
許
さ
れ
る
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
七
一
条
一
項
の
規
定

は
当
然
の
事
理
を
規
定
し
た
に
と
ど
ま
り
、
規
定
の
存
在
意
義
は
認
め
ら
れ
な

い
と
い
う
考
慮
が
存
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
た
し
か
に
そ
う
い
え
な
く
も
な
い
が
、

し
か
し
、
七
一
条
一
項
は
、
破
産
宣
告
前
に
開
始
さ
れ
た
個
別
執
行
の
失
効
の

規
定
（
詫
如
条
）
の
例
外
規
定
と
し
て
存
在
意
義
が
あ
り
、
滞
納
処
分
も
性
質
上

は
強
制
執
行
で
あ
り
、
本
来
、
宣
告
に
よ
つ
て
失
効
す
る
べ
き
執
行
を
続
行
す
る

こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
な
ぜ
七
一
条

一
項
が
財
団
債
権
に
基
く
強
制
執
行
一
般
に
つ
い
て
言
及
せ
ず
、
滞
納
処
分
の

み
に
つ
い
て
規
定
し
た
の
か
と
い
え
ば
、
他
の
財
団
債
権
は
．
破
産
宣
告
後
に

生
ず
る
債
権
が
一
般
で
あ
り
、
宣
告
前
に
生
じ
た
も
の
（
凝
批
勲
認
難
）
で
も
宣
告

前
に
お
い
て
は
執
行
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
の
を
通
常
と
す
る
た
め
で
あ
る
。
要

す
る
に
、
七
一
条
一
項
は
積
極
説
に
立
つ
て
も
な
お
説
明
が
可
能
で
あ
つ
て
、

七
一
条
一
項
の
規
定
か
ら
直
ち
に
消
極
説
を
採
る
べ
き
で
あ
る
と
の
結
論
は
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
四
　
　
（
二
一
八
八
）

せ
な
い
．
つ
ぎ
に
本
件
判
決
は
、
＠
財
団
債
権
た
る
国
税
債
権
を
も
つ
て
、
破

産
財
団
に
属
す
る
財
産
に
対
し
滞
納
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
定
め
た

明
文
の
規
定
も
存
し
な
い
と
す
る
．
上
告
理
由
は
、
国
税
徴
収
法
四
七
条
の
み

を
引
用
す
る
が
、
同
法
は
本
判
決
も
説
く
よ
う
に
、
税
務
署
長
に
滞
納
者
の
財

産
に
つ
き
差
押
を
な
す
べ
き
旨
を
定
め
た
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
。
滞
納
処
分

と
破
産
手
続
が
競
合
す
る
場
合
に
つ
い
て
、
適
用
が
考
え
ら
れ
る
の
は
、
「
滞
納

処
分
と
他
の
強
制
執
行
等
と
の
手
続
の
調
整
に
関
す
る
法
律
、
同
政
令
、
同
規

則
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
肯
定
す
る
た
め
に
は
、
破
産
手
続

を
包
括
執
行
と
し
て
把
握
す
る
か
、
そ
う
で
な
く
て
も
破
産
手
続
を
清
算
手
続

と
包
括
執
行
の
両
性
質
を
具
備
す
る
も
の
と
解
す
れ
ば
、
前
掲
法
律
等
の
適
用

の
可
能
性
が
生
じ
る
が
、
破
産
手
続
は
破
産
管
財
人
を
中
心
と
す
る
多
数
の
破

産
利
害
関
係
人
間
の
財
産
関
係
の
調
整
で
あ
り
、
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
清

算
手
続
で
あ
る
と
解
す
る
筆
者
の
立
場
か
ら
は
前
掲
法
律
等
の
適
用
を
肯
定
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
立
場
か
ら
は
本
件
判
決
は
正
当
で
あ
る
よ
う
に
み

え
る
。
だ
が
し
か
し
、
破
産
法
四
九
条
を
も
つ
て
こ
れ
を
積
極
に
解
す
る
根
拠

条
文
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
．
す
な
わ
ち
、
四
九
条
の
規
定
は
財
団

債
権
は
、
別
除
権
に
関
す
る
九
五
条
、
相
殺
権
に
関
す
る
九
八
条
と
同
様
に
、

破
産
手
続
t
配
当
手
続
に
依
ら
ず
に
権
利
の
実
現
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
と

解
さ
れ
る
の
で
あ
つ
て
、
こ
れ
は
、
財
団
債
権
に
関
し
て
我
が
破
産
法
四
九
条

に
該
当
す
る
規
定
の
な
い
ド
イ
ッ
破
産
法
に
お
け
る
財
団
債
権
の
扱
い
に
つ
い

て
理
解
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
と
同
様
で
あ
る
（
㌻
畠
雫
常
鼻
囚
ρ
・
。
＞
段
ピ
伽
塔

ぎ
唐
」
。
）
。
つ
ぎ
に
本
件
判
決
は
、
の
破
産
手
続
は
清
算
の
た
め
の
包
括
的
強

制
執
行
手
続
で
あ
り
、
破
産
管
財
人
を
も
つ
て
、
破
産
手
続
遂
行
の
た
め
の
中



心
的
な
機
関
と
し
、
そ
の
広
い
裁
量
と
責
任
の
下
に
手
続
の
円
滑
な
遂
行
を
期

し
、
も
つ
て
、
そ
の
目
的
の
達
成
を
は
か
つ
て
い
る
と
し
、
こ
こ
か
ら
、
破
産
法

は
、
破
産
管
財
人
に
対
し
、
財
団
債
権
に
つ
い
て
、
破
産
手
続
の
進
行
に
応
じ
、

そ
の
合
理
的
判
断
に
基
づ
き
適
正
迅
速
な
弁
済
を
期
待
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
と
し
、
結
論
と
し
て
滞
納
処
分
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
。
し
か
し
こ

の
立
論
は
疑
問
で
あ
る
。
筆
者
は
、
破
産
手
続
は
清
算
手
続
で
あ
つ
て
、
執
行

手
続
の
側
面
は
存
し
な
い
と
考
え
る
が
、
こ
の
点
に
つ
き
最
高
裁
は
、
清
算
の

た
め
の
包
括
執
行
と
解
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
見
解
の
相
違
は
ま
ず
こ
こ
で

は
結
論
に
差
異
を
来
た
さ
な
い
。
つ
ぎ
に
、
清
算
の
た
め
の
包
括
執
行
と
解
し

て
も
、
ま
た
単
な
る
清
算
手
続
で
あ
る
と
解
す
れ
ぽ
よ
り
一
層
強
力
に
破
産
管

財
人
の
地
位
、
権
限
を
重
視
し
、
管
財
人
に
よ
る
破
産
手
続
の
遂
行
が
考
え
ら

れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
ま
た
、
四
九
条
の
規
定
は
、
「
随
時
之
ヲ
弁
済
ス
」

と
し
て
あ
り
、
直
接
的
に
は
破
産
管
財
人
に
向
け
た
規
範
で
あ
る
よ
う
に
も
み

え
る
し
、
破
産
管
財
人
に
対
し
て
財
団
債
権
の
弁
済
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
も
疑
い
な
く
、
請
求
に
対
し
て
管
財
人
が
随
時
弁
済
す
べ
き
で
あ
る
こ

と
も
当
然
で
あ
る
。
し
か
L
、
こ
の
こ
と
か
ら
財
団
債
権
者
は
破
産
管
財
人
か

ら
弁
済
を
受
け
る
こ
と
が
で
ぎ
る
だ
け
で
、
強
制
執
行
を
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
と
ま
で
は
結
論
づ
け
ら
れ
ま
い
。
本
件
判
決
が
立
論
す
る
破
産
管
財
人
の
地

位
、
権
限
に
つ
い
て
は
、
そ
の
と
お
り
だ
と
し
て
も
、
問
わ
れ
る
べ
き
は
そ
の
先

に
あ
る
の
で
あ
る
．
つ
ま
り
、
破
産
管
財
人
が
財
団
債
権
の
弁
済
を
し
な
い
場

合
に
果
し
て
財
団
債
権
者
は
強
制
執
行
が
許
さ
れ
る
か
が
問
題
な
の
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
本
件
判
決
の
よ
う
に
、
破
産
管
財
人
の
地
位
、
権
限
を
論

ず
る
こ
と
か
ら
直
ち
に
財
団
債
権
者
に
よ
る
強
制
執
行
を
否
定
す
る
こ
と
は
飛

　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

躍
が
あ
る
。
財
団
債
権
に
基
き
請
求
し
、
弁
済
恭
得
ら
れ
な
い
場
含
に
ば
破
産

債
権
者
と
異
り
、
財
団
債
権
者
は
一
般
の
強
制
執
行
に
よ
り
自
己
の
債
権
の
満

足
を
は
か
れ
る
と
解
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
．
な
お
、
破
産
手
続
を
清
算
手

続
と
解
す
る
立
場
か
ら
は
管
財
人
の
地
位
、
権
限
を
強
力
に
し
、
財
団
債
権
の
弁

済
は
管
財
人
の
裁
量
に
の
み
よ
る
の
で
あ
り
、
強
制
執
行
は
許
さ
れ
な
い
と
す

る
こ
と
も
採
り
や
す
い
理
論
で
あ
る
が
、
強
制
執
行
を
否
定
す
る
こ
と
は
別
除

権
者
、
相
殺
権
者
等
と
の
均
衡
を
失
し
、
無
理
で
あ
ろ
う
。
ま
た
租
税
債
権
の

み
は
強
制
執
行
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
結
論
は
妥
当
な
も
の
と
な
る
が
、
四
七
条

二
号
、
四
九
条
の
存
在
か
ら
し
て
現
行
法
の
解
釈
論
と
し
て
は
無
理
で
あ
ろ

う
。
ま
た
、
本
件
判
決
の
結
論
を
採
る
場
合
に
お
け
る
財
団
債
権
者
の
救
済

は
、
裁
判
所
の
監
督
権
の
発
動
に
よ
る
こ
と
に
な
り
、
ま
た
管
財
人
に
対
す
る

損
害
賠
償
請
求
（
噸
慕
六
四
条
）
に
よ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
迂
遠
か
つ
不
確

実
な
方
法
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
会
社
更
生
法
上
は
．
租
税
債
権
は
一
般
に
共
益
債
権
で
あ
る
が

（
壌
識
硬
雑
雛
黙
七
条
一
一
項
）
、
源
泉
徴
収
に
よ
る
国
税
等
の
債
権
は
一
定
の
範
囲
で

共
益
債
権
と
さ
れ
（
胴
畦
一
九
条
）
、
共
益
債
権
に
基
づ
く
強
制
執
行
に
つ
い
て

会
社
更
生
法
の
改
正
（
溜
鞠
畑
に
脾
）
に
よ
り
会
社
更
生
法
二
一
〇
条
の
二
が
新
設

さ
れ
、
共
益
債
権
に
基
づ
き
強
制
執
行
が
許
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
そ

れ
の
中
止
・
取
消
の
規
定
が
存
す
る
に
至
つ
た
の
で
、
会
社
更
生
法
上
は
共
益

債
権
に
基
づ
く
強
制
執
行
が
許
さ
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
。
こ
の
こ
と
と
の
均
衡

上
も
破
産
法
上
の
財
団
債
権
に
よ
り
強
制
執
行
が
許
さ
れ
る
と
解
す
る
の
が
妥

当
で
あ
る
。

四
　
か
く
し
て
、
宣
告
後
に
す
る
財
団
債
権
に
基
づ
く
強
制
執
行
の
可
否
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五
　
　
（
二
一
八
九
）



判
　
例
　
研
　
究

い
て
は
こ
れ
を
積
極
的
に
解
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
判
例
が
一
貫
し
て
消
極
説

に
立
ち
、
本
件
で
も
論
理
の
飛
躍
は
存
す
る
に
せ
よ
、
こ
れ
を
消
極
に
解
す
る

の
は
、
破
産
申
立
人
お
よ
び
破
産
債
権
者
は
、
自
己
へ
の
配
当
を
目
し
て
そ
れ

ぞ
れ
申
立
し
、
あ
る
い
は
手
続
参
加
を
し
、
ま
た
管
財
人
も
破
産
財
団
を
折
角

確
保
し
て
も
、
膨
大
な
租
税
債
権
が
滞
納
さ
れ
て
い
る
と
き
に
は
、
財
団
は
租

税
の
た
め
に
支
払
わ
れ
、
破
産
債
権
者
へ
の
配
当
は
皆
無
に
な
る
た
め
、
こ
れ

を
防
止
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
財
団
債
権
は
、
一
般
的
に
は
破
産
宣
告
後
に
お
い
て
破
産
債
権
者
に

共
益
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
四
七
条
二
号
の
租
税
債
権
は
、
破
産
宣
告
前
の
も

九
六
　
　
（
二
↓
九
〇
）

の
で
、
か
つ
国
家
の
徴
収
権
の
満
足
を
は
か
る
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ

り
、
こ
れ
が
財
団
債
権
と
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
破
産
関
係
人
間
の
財
産

関
係
の
調
整
を
目
的
と
す
る
清
算
手
続
で
あ
る
破
産
手
続
の
本
来
の
姿
か
ら
み

れ
ば
疑
問
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
を
消
極
に
解
す
る
判
例
の
立
場
も
充
分
に

理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
行
法
の
解
釈
論
と
し
て
は
、
右
に
み
た

と
お
り
こ
れ
を
積
極
に
解
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
し
て
、
今
日
租
税
債
権
の

財
団
債
権
性
お
よ
び
滞
納
処
分
の
可
否
に
つ
い
て
問
題
は
も
は
や
立
法
論
的
に

解
決
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
宗
田
親
彦
）


