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〔
民
集
未
登
載
最
高
裁
民
訴
事
例
研
究

二
八
〕

痴
漢
の
虚
偽
申
告
を
理
由
と
す
る
Ｘ
の
Ｙ
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
に
お
い
て
、
目
撃
者
が
見
付
か
ら
な
い
場
合
に
、
こ
れ
に

準
ず
る
立
場
に
あ
る
者
の
証
人
尋
問
を
実
施
せ
ず
、
Ｙ
の
供
述
の
信
用
性
を
肯
定
し
て
、
Ｘ
が
痴
漢
行
為
を
し
た
と
認
め
た
原
審
の

判
断
に
違
法
が
あ
る
と
さ
れ
た
事
例

損
害
賠
償
請
求
事
件

最
高
裁
平
一
九
年

第
一
八
七
八
号
、
平
二
〇
年
一
一
月
七
日
第
二
小
法
廷
判
決
（
裁
判
集
民
事
二
二
九
号

(受)

一
五
一
頁
、
判
例
時
報
二
〇
三
一
号
一
四
頁
＝
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
二
八
八
号
五
三
頁
）

〔
事

実
〕

本
件
は
、
電
車
内
で
Ｘ
（
原
告
・
控
訴
人
・
上
告
人
）
か
ら
痴
漢
の

被
害
を
受
け
た
旨
の
申
告
を
し
た
Ｙ
（
被
告
・
被
控
訴
人
・
被
上
告

人
）
に
対
し
、
Ｙ
の
申
告
に
基
づ
い
て
東
京
都
公
衆
に
著
し
く
迷
惑
を

か
け
る
暴
力
的
不
良
行
為
等
の
防
止
に
関
す
る
条
例
違
反
容
疑
で
現
行

犯
逮
捕
さ
れ
、
勾
留
さ
れ
た
Ｘ
が
、
右
申
告
は
虚
偽
で
あ
る
と
主
張
し

て
、
Ｙ
に
対
し
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
慰
謝
料
等
一
一
〇
〇
万
円
の
支

払
を
求
め
た
事
件
で
あ
る
。
な
お
、
本
件
で
は
、
Ｘ
は
、
東
京
都
及
び

国
を
被
告
と
し
て
、
不
当
逮
捕
、
勾
留
請
求
の
違
法
、
勾
留
延
長
請
求

の
違
法
を
理
由
と
し
て
国
家
賠
償
を
も
求
め
て
い
た
が
、
そ
れ
に
つ
い

て
は
一
、
二
審
と
も
に
Ｘ
の
請
求
を
棄
却
し
、
最
高
裁
判
所
に
お
い
て

上
告
受
理
が
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
Ｘ
の
敗
訴
が
確
定
し
た
。

Ｙ
（
当
時
大
学
二
年
生
）
は
、
平
成
一
一
年
九
月
二
日
、
ア
ル
バ
イ

ト
先
か
ら
帰
宅
す
る
た
め
、
午
後
一
一
時
二
一
分
に
Ｊ
Ｒ
甲
駅
を
発
車

す
る
下
り
快
速
電
車
（
以
下
「
本
件
電
車
」
と
い
う
）
の
中
央
付
近
の

車
両
（
以
下
「
本
件
車
両
」
と
い
う
）
に
乗
車
し
た
。
Ｘ
（
当
時
五
七

歳
）
は
、
同
日
、
勤
務
先
か
ら
午
後
六
時
こ
ろ
退
社
し
、
帰
宅
途
中
に

私
鉄
甲
駅
で
下
車
し
焼
鳥
屋
及
び
ス
ナ
ッ
ク
で
飲
食
し
た
後
、
本
件
電

車
に
乗
車
し
た
。
Ｙ
は
、
本
件
車
両
内
で
、
乗
降
口
脇
の
座
席
の
柱
に

も
た
れ
か
か
っ
て
立
ち
、
当
時
通
っ
て
い
た
カ
ラ
オ
ケ
教
室
の
講
師
で
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あ
る
Ａ
と
携
帯
電
話
で
通
話
し
て
い
た
。
Ｘ
は
、
Ｙ
か
ら
二
〇
㎝
な
い

し
三
〇
㎝
ほ
ど
離
れ
た
位
置
に
立
っ
て
お
り
、
右
手
で
つ
り
革
に
つ
か

ま
り
、
左
手
で
鞄
を
持
っ
て
い
た
。
本
件
車
両
内
は
、
座
席
は
埋
ま
っ

て
い
て
、
つ
り
革
も
ほ
と
ん
ど
使
用
さ
れ
て
い
た
が
、
と
く
に
混
み
合

っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
Ｙ
の
付
近
に
は
十
分
な
空
間
が
あ
っ
た
。

Ｘ
は
、
本
件
電
車
が
乙
駅
と
丙
駅
の
間
を
走
行
し
て
い
た
同
日
午
後
一

一
時
二
六
分
こ
ろ
か
ら
午
後
一
一
時
二
九
分
こ
ろ
ま
で
の
間
に
、
Ｙ
に

対
し
、「
電
車
の
中
で
電
話
し
ち
ゃ
い
け
な
い
。」
と
、
携
帯
電
話
の
使

用
を
注
意
す
る
発
言
を
し
た
。

同
日
午
後
一
一
時
四
〇
分
こ
ろ
、
Ｘ
も
Ｙ
も
丁
駅
で
本
件
電
車
か
ら

降
り
た
。
そ
し
て
、
Ｘ
は
自
宅
に
帰
る
た
め
に
歩
い
て
バ
ス
停
に
向

か
っ
た
が
、
Ｙ
は
駅
前
の
交
番
で
立
番
勤
務
を
し
て
い
た
警
察
官
に
電

車
の
中
で
痴
漢
の
被
害
に
遭
っ
た
こ
と
及
び
犯
人
が
す
ぐ
そ
こ
に
い
る

こ
と
を
告
げ
て
同
警
察
官
と
共
に
Ｘ
を
追
い
か
け
、
バ
ス
停
付
近
で
Ｘ

に
追
い
つ
き
、
Ｘ
が
痴
漢
の
犯
人
で
あ
る
旨
を
同
警
察
官
に
告
げ
た
。

Ｘ
は
痴
漢
行
為
を
否
認
し
た
が
、
同
日
午
後
一
一
時
四
六
分
、
警
察
官

に
よ
り
そ
の
場
で
現
行
犯
逮
捕
（
以
下
、
こ
の
逮
捕
を
「
本
件
現
行
犯

逮
捕
」
と
い
う
）
さ
れ
、
引
き
続
き
勾
留
さ
れ
た
。

Ｙ
は
、
警
察
官
や
検
察
官
の
取
調
べ
に
対
し
、
①
本
件
電
車
内
で
携

帯
電
話
で
Ａ
と
通
話
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
Ｘ
が
も
た
れ
か
か
る
よ
う
に

身
体
を
近
づ
け
て
き
て
、
手
す
り
か
つ
り
革
を
つ
か
み
な
が
ら
身
体
を

前
後
に
揺
ら
し
、
Ｙ
の
身
体
に
股
間
を
す
り
つ
け
る
よ
う
に
押
し
当
て

て
き
た
、
②
Ｘ
が
Ｙ
の
腰
の
あ
た
り
に
身
体
を
近
づ
け
て
き
た
の
で
痴

漢
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
て
警
戒
し
な
が
ら
三
〇
秒
く
ら
い
我
慢
し
て

い
た
が
、
Ｘ
が
な
お
も
股
間
を
Ｙ
の
身
体
に
押
し
当
て
て
き
た
こ
と
か

ら
、
Ｘ
が
故
意
に
痴
漢
を
し
て
い
る
も
の
と
認
識
し
た
、
③
Ｘ
に
「
離

れ
て
よ
。」
と
言
い
な
が
ら
、
左
肘
で
Ｘ
の
胸
に
向
か
っ
て
二
回
肘
打

ち
を
し
た
と
こ
ろ
、
Ｘ
か
ら
逆
に
携
帯
電
話
の
使
用
を
繰
り
返
し
非
難

さ
れ
た
の
で
、「
変
な
こ
と
を
し
て
お
い
て
、
何
言
っ
て
い
る
の
。」、

「
分
か
っ
た
、
切
る
よ
。」
と
言
っ
て
電
話
を
切
っ
た
、
④
Ｘ
が
Ｙ
に
対

し
て
痴
漢
行
為
を
し
た
時
間
は
、
全
体
と
し
て
約
一
分
間
で
あ
る
と
供

述
し
た
（
以
下
、「
本
件
痴
漢
行
為
」
と
い
う
）。

他
方
、
Ｘ
は
、
本
件
現
行
犯
逮
捕
の
時
点
か
ら
一
貫
し
て
本
件
痴
漢

行
為
に
及
ん
だ
こ
と
を
否
認
し
、
携
帯
電
話
で
の
通
話
を
止
め
る
気
配

が
な
か
っ
た
Ｙ
に
対
し
、
少
し
身
体
を
乗
り
出
す
よ
う
に
し
て
、「
電

車
の
中
で
電
話
を
し
て
は
い
け
な
い
。」
と
一
回
注
意
し
た
と
こ
ろ
、

Ｙ
か
ら
「
分
か
っ
た
わ
よ
。」
と
大
き
な
声
で
言
わ
れ
た
だ
け
で
あ
る

と
供
述
し
て
い
る
。

本
件
車
両
内
で
の
Ｙ
と
Ｘ
の
や
り
取
り
を
目
撃
し
た
第
三
者
は
見
付

か
ら
な
か
っ
た
が
、
Ｘ
に
よ
る
本
件
痴
漢
行
為
が
あ
っ
た
と
Ｙ
が
主
張

す
る
時
点
の
前
後
を
通
じ
て
Ｙ
の
携
帯
電
話
と
Ａ
の
電
話
と
が
つ
な

が
っ
て
お
り
、
Ａ
は
、
電
話
を
通
じ
て
本
件
車
両
内
で
の
Ｙ
と
Ｘ
の
発

言
を
聞
い
て
い
た
。

Ａ
は
、
Ｘ
が
勾
留
さ
れ
て
い
た
期
間
中
、
捜
査
担
当
の
Ｂ
検
事
に
よ

る
事
情
聴
取
に
応
じ
て
、
Ｙ
と
の
通
話
中
に
聞
こ
え
た
内
容
に
つ
き
、

①
Ｙ
が
「
変
な
人
が
近
づ
い
て
き
た
。」
と
言
い
、
そ
の
後
間
も
な
く
、
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「
電
車
の
中
で
電
話
し
ち
ゃ
い
け
な
い
。」
と
い
う
男
性
の
声
が
聞
こ
え

た
、
②
痴
漢
行
為
の
存
否
に
関
連
し
て
聞
い
た
声
は
こ
れ
だ
け
で
あ
る

と
述
べ
た
。

そ
の
後
、
Ｙ
は
、
取
調
べ
を
受
け
る
こ
と
を
約
束
し
た
日
に
出
頭
せ

ず
、
連
絡
も
つ
か
な
く
な
っ
た
。
Ｂ
検
事
は
、
Ｘ
か
ら
本
件
痴
漢
行
為

を
受
け
た
旨
の
Ｙ
の
供
述
が
、
Ｘ
の
供
述
と
食
い
違
う
だ
け
で
な
く
、

Ｙ
が
本
件
痴
漢
行
為
を
受
け
た
と
主
張
す
る
時
点
に
Ｙ
と
電
話
で
通
話

を
し
て
い
た
Ａ
の
供
述
と
整
合
し
な
い
上
、
Ｙ
自
身
が
捜
査
に
非
協
力

的
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
嫌
疑
不
十
分
に
よ
り
Ｘ
を
不
起
訴
処
分
と
し

た
。Ａ

が
Ｂ
検
事
の
事
情
聴
取
に
応
じ
た
際
に
作
成
さ
れ
た
供
述
調
書
を

含
む
Ｘ
に
係
る
捜
査
記
録
の
大
部
分
は
、
本
件
訴
訟
提
起
に
先
立
ち
、

検
察
庁
に
お
い
て
誤
っ
て
廃
棄
さ
れ
た
。
Ｂ
検
事
は
、
第
一
審
に
お
い

て
、
証
人
と
し
て
尋
問
を
受
け
、
Ａ
か
ら
聴
取
し
た
内
容
等
に
つ
い
て

証
言
し
、
同
証
言
と
同
趣
旨
の
同
検
事
作
成
の
陳
述
書
が
証
拠
と
し
て

提
出
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
第
一
審
で
は
、
当
事
者
双
方
と
も
Ａ
の
証

人
尋
問
の
申
出
は
し
な
か
っ
た
。

第
一
審
で
あ
る
東
京
地
方
裁
判
所
八
王
子
支
部
は
、
Ｙ
の
陳
述
を
ほ

ぼ
認
め
て
、
痴
漢
行
為
は
あ
っ
た
と
認
定
し
、
Ｘ
の
請
求
を
棄
却
し
た
。

そ
こ
で
Ｘ
は
控
訴
し
た
。
Ｘ
は
原
審
に
お
い
て
Ａ
の
証
人
尋
問
の
申
出

を
し
た
が
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
。
原
審
は
以
下
の
よ
う
な
判
断
を
し
て

Ｘ
の
控
訴
を
棄
却
し
た
。
す
な
わ
ち
、
①
Ｙ
の
供
述
は
、
本
件
訴
訟
の

審
理
を
通
じ
て
ほ
ぼ
一
貫
し
て
お
り
、
不
合
理
な
変
遷
等
は
認
め
ら
れ

な
い
。
②
Ａ
が
電
話
を
通
じ
て
聞
い
た
本
件
車
両
内
で
の
Ｙ
と
Ｘ
の
発

言
の
う
ち
、「
変
な
人
が
近
づ
い
て
き
た
。」
と
い
う
Ｙ
の
言
葉
は
、
Ｘ

が
近
づ
い
て
き
た
状
況
を
述
べ
て
い
る
も
の
と
認
め
ら
れ
、
そ
の
後
、

Ａ
が
「
離
れ
て
よ
。」、「
変
な
こ
と
を
し
て
お
い
て
、
何
言
っ
て
い
る

の
。」、「
分
か
っ
た
、
切
る
よ
。」
と
い
っ
た
Ｙ
の
発
言
を
聞
い
て
い
な

い
と
い
う
の
は
、
Ｙ
の
供
述
内
容
に
照
ら
し
て
不
自
然
不
可
解
で
あ
る

と
い
え
な
く
も
な
い
。
し
か
し
、
Ｙ
は
左
手
に
携
帯
電
話
を
持
っ
て
通

話
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、「
離
れ
て
よ
。」
と
言
い
な
が
ら
左
肘

で
Ｘ
に
向
か
っ
て
肘
打
ち
し
た
際
、
携
帯
電
話
の
送
話
口
が
Ｙ
の
口
元

か
ら
離
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
騒
音
に
影
響
さ
れ
て
そ
の
余
の

Ｙ
及
び
Ｘ
の
発
言
が
Ａ
に
聞
こ
え
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
り
、
上
記
Ａ

の
供
述
内
容
と
整
合
し
な
い
部
分
が
あ
る
こ
と
を
勘
案
し
て
も
、
Ｙ
の

供
述
の
信
用
性
が
否
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
③
Ａ
が
電
話
を
通
じ

て
聞
い
た
内
容
は
、
Ｙ
が
携
帯
電
話
の
使
用
を
止
め
な
い
の
で
電
車
の

中
で
電
話
を
し
て
は
い
け
な
い
と
一
回
だ
け
注
意
し
た
と
い
う
Ｘ
の
供

述
に
一
応
符
合
す
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
Ｘ
は
、
Ｙ
が
大
き
な
声
で

「
分
か
っ
た
わ
よ
。」
と
答
え
、
そ
の
と
き
携
帯
電
話
の
受
話
器
は
Ｙ
の

耳
元
に
あ
っ
た
と
も
供
述
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
す
る
と
、
Ａ

が
Ｙ
の
「
分
か
っ
た
わ
よ
。」
と
い
う
大
き
な
声
を
聞
い
て
い
な
い
の

は
不
可
解
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
し
、
ま
た
、
Ｙ
の
発
し
た
そ
の

他
の
言
葉
が
携
帯
電
話
の
送
話
口
の
位
置
及
び
向
き
、
本
件
電
車
の
走

行
に
伴
う
騒
音
な
ど
に
よ
っ
て
Ａ
に
聞
こ
え
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る

こ
と
を
考
え
る
と
、
Ｘ
の
供
述
が
Ａ
の
供
述
と
整
合
し
て
い
る
部
分
が
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あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
Ｘ
の
供
述
に
信
用
性
が
あ
る
と
直
ち
に
い
う
こ

と
は
で
き
な
い
。
④
し
た
が
っ
て
、
Ｘ
か
ら
本
件
痴
漢
行
為
を
受
け
た

旨
の
Ｙ
の
供
述
に
つ
い
て
は
信
用
性
を
肯
定
で
き
る
の
に
対
し
、
こ
れ

を
否
定
す
る
Ｘ
の
供
述
は
信
用
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
Ｘ
が
Ｙ
に
対
し

て
本
件
痴
漢
行
為
を
し
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
、
と
。

こ
れ
に
対
し
、
Ｘ
の
上
告
受
理
申
立
て
を
受
け
て
、
最
高
裁
判
所
は

上
告
を
受
理
し
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
原
判
決
中
Ｙ
に
関
す
る
部
分

を
破
棄
し
、
事
件
を
原
審
に
差
し
戻
し
た
。

〔
判

旨
〕

「
⑴

前
記
事
実
関
係
等
に
よ
れ
ば
、
本
件
に
お
い
て
は
次
の
よ
う

な
事
情
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

ア

Ｙ
の
本
件
痴
漢
行
為
に
つ
い
て
の
供
述
に
は
一
応
の
一
貫
性
が

み
ら
れ
る
が
、「
Ｘ
が
Ｙ
に
身
体
を
触
れ
て
き
た
の
で
痴
漢
か
も
し
れ

な
い
と
思
っ
て
警
戒
し
な
が
ら
し
ば
ら
く
我
慢
し
て
い
た
が
、
Ｘ
が
な

お
も
股
間
を
Ｙ
の
身
体
に
押
し
当
て
て
き
た
こ
と
か
ら
、
Ｘ
に
『
離
れ

て
よ
。』
と
い
い
、
そ
の
後
に
Ｘ
か
ら
携
帯
電
話
の
使
用
を
注
意
さ
れ

た
」
旨
の
Ｙ
の
供
述
内
容
は
、
Ａ
が
Ｙ
と
の
電
話
に
よ
る
通
話
内
容
と

し
て
Ｂ
検
事
に
供
述
し
た
「
Ｙ
が
『
変
な
人
が
近
づ
い
て
き
た
。』
と

言
い
、
そ
の
後
間
も
な
く
、『
電
車
の
中
で
電
話
し
ち
ゃ
い
け
な
い
。』

と
い
う
男
性
の
声
が
聞
こ
え
た
、
痴
漢
行
為
の
存
否
に
関
連
し
て
聞
い

た
声
は
こ
れ
だ
け
で
あ
る
」
と
い
う
も
の
と
は
看
過
し
得
な
い
食
い
違

い
が
あ
る
。

イ

他
方
、
本
件
痴
漢
行
為
を
一
貫
し
て
否
認
し
、
Ｙ
が
電
車
内
で

の
携
帯
電
話
の
使
用
を
止
め
る
気
配
が
な
い
の
で
、
一
回
注
意
し
た
だ

け
で
あ
る
と
い
う
Ｘ
の
供
述
は
、
Ａ
の
Ｂ
検
事
に
対
す
る
上
記
供
述
内

容
に
も
沿
う
も
の
で
あ
る
。

ウ

Ａ
の
電
話
は
、
本
件
痴
漢
行
為
が
あ
っ
た
と
Ｙ
が
主
張
す
る
時

点
の
前
後
を
通
じ
て
Ｙ
の
携
帯
電
話
と
つ
な
が
っ
て
お
り
、
そ
の
間
Ａ

は
Ｙ
と
Ｘ
の
本
件
車
両
内
で
の
発
言
を
電
話
を
通
し
て
聞
い
て
い
た
と

い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
車
両
内
で
の
Ｙ
と
Ｘ
と
の
や
り
取
り
に
つ

い
て
目
撃
者
が
見
付
か
ら
な
い
本
件
に
お
い
て
は
、
Ａ
は
目
撃
証
人
に

準
ず
る
立
場
に
あ
る
唯
一
の
人
物
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
そ
の
証
言
は

重
要
で
あ
る
と
こ
ろ
、
本
件
に
お
い
て
、
Ａ
が
電
話
を
通
し
て
聞
い
た

Ｙ
と
Ｘ
の
発
言
内
容
に
つ
い
て
の
認
定
資
料
は
、
Ｂ
検
事
の
第
一
審
に

お
け
る
証
言
及
び
同
検
事
作
成
の
陳
述
書
し
か
存
し
な
い
。
Ａ
は
、
Ｙ

が
当
時
通
っ
て
い
た
カ
ラ
オ
ケ
教
室
の
講
師
で
あ
る
と
い
う
の
に
と
ど

ま
り
、
Ｘ
は
も
と
よ
り
、
Ｙ
と
も
特
段
の
利
害
関
係
が
あ
る
こ
と
は
う

か
が
わ
れ
な
い
か
ら
、
客
観
的
中
立
的
な
証
言
が
期
待
で
き
な
い
と
は

い
え
な
い
。

⑵

上
記
事
情
の
下
に
お
い
て
は
、
原
審
が
、
Ｙ
の
「
変
な
人
が
近

づ
い
て
き
た
。」
と
い
う
声
と
Ｘ
の
「
電
車
の
中
で
電
話
し
ち
ゃ
い
け

な
い
。」
と
い
う
声
と
の
具
体
的
な
間
隔
、
そ
の
間
の
Ｙ
と
Ａ
の
会
話

の
有
無
、
本
件
電
車
の
走
行
に
伴
う
騒
音
が
Ａ
の
電
話
に
ど
の
程
度
聞

こ
え
て
い
た
か
等
に
つ
き
、
Ａ
の
証
人
尋
問
を
実
施
し
て
こ
れ
を
確
か

め
る
こ
と
な
く
、
同
人
が
電
話
を
通
し
て
聞
い
た
Ｙ
と
Ｘ
の
発
言
の
内
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容
を
Ｂ
検
事
の
証
言
及
び
陳
述
書
の
み
に
よ
っ
て
認
定
し
た
上
、
具
体

的
根
拠
が
乏
し
い
ま
ま
、
Ａ
の
電
話
に
聞
こ
え
た
本
件
車
両
内
で
の
騒

音
等
を
Ｙ
に
有
利
に
推
測
し
て
、
Ｂ
検
事
に
対
す
る
Ａ
の
供
述
内
容
と

整
合
し
な
い
Ｙ
の
供
述
の
信
用
性
を
肯
定
し
、
Ａ
の
供
述
と
合
致
す
る

Ｘ
の
供
述
の
信
用
性
を
否
定
し
て
、
Ｘ
が
本
件
痴
漢
行
為
を
し
た
も
の

と
認
定
し
た
こ
と
に
は
、
審
理
不
尽
の
結
果
、
結
論
に
影
響
を
及
ぼ
す

こ
と
が
明
ら
か
な
法
令
の
違
反
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
ず
、
論
旨
は

理
由
が
あ
る
。」

〔
評

釈
〕

本
判
旨
に
賛
成
す
る
。

一

本
判
決
の
位
置
付
け

本
件
は
、
い
わ
ゆ
る
「
沖
田
事
件
」
と
し
て
一
般
新
聞
紙
上
で
も

大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
本
件
は
、
基
本
的
に
は
個

別
事
案
に
お
け
る
事
実
認
定
が
問
題
と
な
っ
た
事
件
で
あ
る
が
、
客

観
的
証
拠
が
非
常
に
乏
し
く
、
当
事
者
の
主
張
が
真
っ
向
か
ら
対
立

し
て
お
り
、
し
か
も
、
必
ず
し
も
唯
一
の
証
拠
方
法
と
は
い
え
な
い

が
、
目
撃
者
に
準
ず
る
立
場
に
あ
る
Ａ
が
Ｂ
検
事
に
述
べ
た
内
容
が
、

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
Ｙ
の
供
述
よ
り
も
Ｘ
の
供
述
に
合
致
し
て
い
る

と
い
っ
た
、
当
事
者
双
方
の
主
張
供
述
の
信
用
性
・
合
理
性
に
つ
き

困
難
な
判
断
が
要
求
さ
れ
た
と
い
う
点
に
特
殊
性
が
み
ら
れ
た
。
本

判
決
は
、
こ
の
よ
う
な
特
殊
事
情
を
背
景
と
し
て
、
事
実
審
の
事
実

認
定
の
過
程
に
踏
み
込
ん
で
審
査
を
し
た
う
え
で
、
Ａ
の
証
人
尋
問

を
行
う
こ
と
な
く
、
Ｙ
の
供
述
の
信
用
性
を
肯
定
し
痴
漢
行
為
を
認

定
し
た
こ
と
に
は
、
審
理
不
尽
の
結
果
、
結
論
に
影
響
を
及
ぼ
す
違

法
が
あ
る
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
本
来
、
証
拠
の
採
否
は
事
実
審
の

裁
判
所
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
（
民
訴
一
八
一

条
一
項
）、
上
記
の
よ
う
な
特
殊
事
情
を
考
慮
し
、
唯
一
の
証
拠
方

法
で
は
な
い
に
し
て
も
、
重
要
な
証
拠
を
取
り
調
べ
な
い
で
事
実
認

定
を
す
る
こ
と
は
審
理
不
尽
に
な
る
と
い
う
、
証
拠
調
べ
の
範
囲

（
採
証
法
則
）
に
関
す
る
一
つ
の
ル
ー
ル
を
明
示
し
た
点
に
本
判
決

の
第
一
の
意
義
が
あ
る
。
ま
た
、
第
二
に
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
法

律
審
た
る
上
告
審
で
あ
っ
て
も
、
事
実
審
の
事
実
認
定
の
過
程
に
あ

る
程
度
踏
み
込
ん
で
審
査
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
も
本
判
旨
は
示
し

て
い
る
。
さ
ら
に
、
第
三
に
、
近
時
、
控
訴
審
の
訴
訟
審
理
に
お
い

て
は
、「
事
後
審
的
審
理
」
ま
た
は
「
事
後
審
的
運
営
」
な
る
も
の

が
採
用
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
審
理
方
式

で
は
、
同
一
事
項
に
関
し
て
同
一
証
人
を
再
度
取
り
調
べ
る
こ
と
は

直
接
主
義
の
観
点
か
ら
は
行
わ
な
い
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
（

）。
そ

1

の
立
場
を
強
調
す
れ
ば
、
Ａ
の
供
述
内
容
は
、
本
件
刑
事
事
件
の
担

当
検
事
の
証
言
と
、
そ
の
者
が
作
成
し
た
供
述
調
書
（

）か
ら
一
応
う
か

2

が
え
る
の
で
あ
り
、
Ａ
の
証
人
尋
問
は
不
要
と
い
う
結
論
に
も
な
り
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か
ね
な
い
（

）。
原
審
が
こ
れ
を
意
識
し
た
か
否
か
は
別
と
し
て
、
そ
の

3

判
断
は
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し

た
が
っ
て
、
本
判
旨
は
、
そ
の
よ
う
な
扱
い
に
対
し
て
釘
を
刺
し
て

い
る
も
の
と
も
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
件
は
、
た
し
か
に
、
基

本
的
に
は
個
別
事
案
に
お
け
る
事
実
認
定
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
で

あ
る
が
、
右
に
述
べ
た
数
々
の
点
で
、
実
務
上
重
要
な
意
味
を
有
す

る
も
の
と
い
え
よ
う
。

な
お
、
本
判
決
の
背
景
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
価
値
判
断
は
、
痴
漢

行
為
に
関
す
る
刑
事
事
件
に
お
い
て
近
時
下
さ
れ
た
、
痴
漢
犯
罪
の

認
定
に
つ
き
、
よ
り
慎
重
な
判
断
を
求
め
た
最
高
裁
判
所
の
判
決
（

）と
4

も
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
原
審
の
安
易
な
事
実
認
定
に
対
し

て
警
鐘
を
鳴
ら
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
（

）。
5

二

唯
一
の
証
拠
方
法
の
理
論

１
「
唯
一
の
証
拠
方
法
」
と
い
う
用
語
は
す
で
に
明
治
二
八
年

か
ら
判
例
上
使
用
さ
れ
て
い
た
が
、
大
体
明
治
三
五
年
頃
ま
で
に
唯

一
の
証
拠
方
法
に
関
す
る
判
例
理
論
が
抽
象
的
に
は
形
成
さ
れ
て
い

た
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
そ
の
骨
子
は
、
①
「
唯
一
の
証
拠
方
法
の
却

下
は
違
法
で
あ
る
（

）。」
と
い
う
命
題
と
、
②
「
唯
一
で
な
い
証
拠
申

6

出
の
採
否
は
裁
判
所
の
裁
量
に
属
す
る
（

）」
と
い
う
二
つ
の
命
題
か
ら

7

な
り
、
後
者
が
原
則
で
前
者
が
例
外
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
（

）。
最

8

高
裁
判
所
も
、
大
筋
に
お
い
て
大
審
院
の
判
例
理
論
を
承
継
し
て
い

る
が
、
第
二
の
命
題
を
判
示
す
る
も
の
が
多
い
（

）。
し
か
も
、
そ
の
ほ

9

と
ん
ど
が
、
唯
一
の
証
拠
方
法
で
は
な
い
と
し
て
、
証
拠
調
べ
を
し

な
か
っ
た
こ
と
を
適
法
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

２
「
唯
一
の
証
拠
方
法
の
却
下
は
違
法
で
あ
る
。」
と
い
う
第
一

の
命
題
に
つ
い
て
は
、判
例
は
、
唯
一
の
証
拠
方
法
で
あ
っ
て
も
却

下
で
き
る
と
す
る
例
外
的
な
場
合
を
多
く
認
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

①
証
拠
の
申
出
が
所
定
の
方
式
を
践
ん
で
い
な
い
場
合
（
最
判
昭
三

〇
・
三
・
四
裁
判
集
民
一
七
号
五
〇
七
頁
）、
②
印
紙
の
不
貼
用

（
大
判
明
三
九
・
七
・
九
民
録
一
二
輯
一
一
〇
九
頁
）、③
証
拠
申
請

書
不
提
出
（
最
判
昭
三
五
・
四
・
二
六
民
集
一
四
巻
六
号
一
一
一
一

頁
、
最
判
昭
三
六
・
一
一
・
一
〇
民
集
一
五
巻
一
〇
号
二
四
七
四

頁
）、
④
証
拠
調
べ
の
費
用
の
予
納
命
令
に
応
じ
な
か
っ
た
も
の

（
最
判
昭
二
八
・
四
・
三
〇
民
集
七
巻
四
号
四
五
七
頁
）、
⑤
証
拠
調

べ
に
不
定
期
間
の
障
害
が
あ
る
も
の
（
民
訴
旧
二
六
〇
条
〔
現
一
八

一
条
二
項
〕）、
⑥
争
点
の
判
断
に
不
必
要
ま
た
は
不
適
式
の
も
の

（
大
判
大
三
・
一
一
・
一
八
民
録
二
〇
輯
九
五
二
頁
。
な
お
、
最
判

昭
三
八
・
一
一
・
七
民
集
一
七
巻
一
一
号
一
三
三
〇
頁
も
こ
れ
に
入

る
か
）、
⑦
当
事
者
の
自
白
し
た
事
実
ま
た
は
顕
著
な
事
実
に
つ
い

て
の
証
拠
申
出
（
最
判
昭
二
五
・
七
・
一
四
民
集
四
巻
八
号
三
五
三

頁
）、
⑧
時
機
に
後
れ
た
も
の
（
最
判
昭
三
〇
・
四
・
二
七
民
集
九
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巻
五
号
五
八
二
頁
）、
⑨
本
人
尋
問
期
日
に
出
頭
し
な
い
と
き
（
最

判
昭
二
九
・
一
一
・
五
民
集
八
巻
一
一
号
二
〇
〇
七
頁
）、
⑩
自
己

の
申
請
し
た
証
人
尋
問
期
日
に
出
頭
し
な
い
等
当
事
者
に
過
怠
が
あ

る
と
き
（
最
判
昭
三
五
・
四
・
二
六
民
集
一
四
巻
六
号
一
〇
六
四
頁
、

最
判
昭
三
九
・
四
・
三
民
集
一
八
巻
四
号
五
一
三
頁
）、
⑪
立
証
事

項
に
つ
き
す
で
に
同
一
方
向
の
十
分
な
心
証
を
得
て
い
る
と
き
（
大

判
明
三
八
・
一
二
・
二
六
民
録
一
一
輯
一
八
六
〇
頁
）、
⑫
相
手
方

の
証
拠
の
信
用
で
き
な
い
こ
と
を
立
証
す
る
た
め
の
証
拠
（
大
判
明

三
九
・
一
〇
・
九
民
録
一
二
輯
一
一
八
〇
頁
（

））、
⑬
鑑
定
（
大
判
大

10

二
・
一
二
・
一
〇
民
録
一
九
輯
一
〇
〇
七
頁
、
大
判
大
三
・
一
一
・

九
民
録
二
〇
輯
九
〇
七
頁
、
大
判
大
三
・
一
二
・
一
一
民
録
二
〇
輯

一
〇
七
六
頁
）、
⑭
検
証
（
大
判
大
一
〇
・
二
・
九
民
録
二
七
輯
二

五
二
頁
）、
⑮
職
権
探
知
主
義
の
手
続
の
と
き
（
最
判
昭
二
八
・

七
・
二
四
民
集
七
巻
七
号
八
四
〇
頁
）
な
ど
で
あ
る
。

３

し
か
し
、
唯
一
の
証
拠
方
法
に
関
す
る
判
例
理
論
は
、
証
拠

の
申
出
が
適
法
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
裁
判
所
が
既
成
の
心

証
に
照
ら
し
自
由
な
裁
量
に
よ
っ
て
証
拠
申
出
の
採
否
を
決
す
る
こ

と
が
で
き
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
理
論
で
あ
る
か
ら
、
証
拠
申
出
自

体
が
不
適
法
な
場
合
は
、
唯
一
の
証
拠
方
法
で
あ
る
か
否
か
を
問
わ

ず
、
証
拠
一
般
に
つ
い
て
証
拠
調
べ
を
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
か
ら
、

上
記
の
う
ち
、
①
〜
⑤
、⑧
〜
⑩
は
証
拠
申
出
自
体
が
不
適
法
な
場

合
で
あ
る
。
ま
た
、
⑥
は
主
張
自
体
失
当
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
証
拠

調
べ
を
要
し
な
い
場
合
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
⑦
に
つ
い
て
も
、
既
成

の
心
証
と
は
無
関
係
に
証
拠
申
出
を
却
下
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
や

は
り
唯
一
の
証
拠
方
法
で
あ
る
か
否
か
を
問
わ
ず
却
下
さ
れ
る
べ
き

も
の
で
あ
っ
て
、
判
例
が
形
成
し
て
き
た
理
論
の
う
ち
、
第
一
の
命

題
の
例
外
と
い
う
べ
き
で
は
な
い
（

）。
11

し
た
が
っ
て
、
唯
一
の
証
拠
方
法
で
あ
っ
て
も
例
外
と
し
て
却
下

で
き
る
か
否
か
が
問
題
と
な
る
の
で
は
、
証
拠
申
出
の
適
法
性
を
前

提
と
し
た
、
⑪
〜
⑮
の
場
合
で
あ
る
。
ま
ず
、
⑪
に
つ
い
て
は
、
た

し
か
に
、
裁
判
所
が
得
て
い
る
心
証
と
同
一
方
向
の
事
実
を
証
明
す

る
た
め
の
証
拠
の
取
調
べ
は
屋
上
屋
を
重
ね
る
こ
と
に
な
り
、
不
要

で
あ
ろ
う
（

）。
し
か
し
、
そ
れ
が
反
証
で
あ
る
場
合
に
は
、
た
と
え
、

12

裁
判
所
が
既
成
の
心
証
が
す
で
に
確
信
に
達
し
て
い
た
と
し
て
も
証

拠
調
べ
を
す
べ
き
で
あ
る
（

）。
他
の
証
拠
を
取
り
調
べ
な
い
ま
ま
、既

13

成
の
心
証
は
覆
る
は
ず
が
な
い
と
考
え
る
の
は
、
予
断
（
証
拠
価
値

の
先
取
り
）（
Bew
eisantzipation）
で
あ
っ
て
、
重
大
な
手
続

上
の
瑕
疵
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
（

）。
ま
た
、
⑫
な
い
し

14

⑭
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
当
該
証
拠
が
事
実
認
定
を
覆
す
決
定
的
な

証
拠
と
な
る
場
合
も
あ
り
う
る
の
で
あ
り
、
一
概
に
調
べ
な
く
て
も

よ
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
る
ま
い
。
ま
た
⑮
に
つ
い
て
も
、
職
権
探

知
主
義
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
自
ら
進
ん
で
証
拠
調
べ
が
で
き
る
と
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い
う
こ
と
を
意
味
す
る
に
過
ぎ
ず
、
自
ら
は
そ
の
権
限
を
行
使
せ
ず
、

当
事
者
の
申
出
を
も
退
け
て
、し
か
も
そ
の
当
事
者
に
不
利
な
事
実

認
定
が
許
さ
れ
る
と
い
う
の
で
は
あ
ま
り
に
当
事
者
に
酷
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
⑪
〜
⑮
の
場
合
に
は
、
一
律
に
証
拠
申
出
を
却
下
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
解
す
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
。

４

し
か
し
、
ひ
る
が
え
っ
て
考
え
て
み
れ
ば
、
唯
一
の
証
拠
方

法
を
却
下
し
て
も
、
事
実
認
定
に
決
定
的
な
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
場

合
も
あ
れ
ば
（

）、
唯
一
の
証
拠
方
法
で
な
い
証
拠
の
申
出
を
却
下
し
た

15

結
果
、
事
実
認
定
が
合
理
性
を
欠
く
に
至
っ
た
と
き
は
審
理
不
尽
・

理
由
不
備
の
違
法
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
も
あ
る
（

）。
し
た
が
っ
て
、
唯

16

一
か
否
か
は
証
拠
の
採
否
の
絶
対
的
な
基
準
と
は
な
ら
な
い
（

）。
も
し

17

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
唯
一
の
証
拠
方
法
の
理
論
の
「
唯
一
で
な
い

証
拠
申
出
の
採
否
は
裁
判
所
の
裁
量
に
属
す
る
」
と
い
う
命
題
も
、

「
唯
一
で
な
い
証
拠
申
出
」
に
限
定
す
る
必
要
は
な
く
、
唯
一
の
証

拠
で
あ
る
か
否
か
を
問
わ
ず
、
証
拠
の
採
否
は
、
原
則
と
し
て
裁
判

所
の
裁
量
権
の
範
囲
に
属
す
る
も
の
と
解
し
、
た
だ
、
裁
判
所
が
裁

量
権
の
合
理
的
範
囲
を
逸
脱
し
て
証
拠
の
申
出
を
却
下
し
た
場
合
に

は
、
違
法
と
し
て
上
告
理
由
に
な
る
（

）、
と
解
し
て
お
け
ば
十
分
で
あ

18

ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
解
し
た
場
合
、
唯
一
の
証
拠
方
法
の
申
出
を
却

下
し
て
判
決
を
下
す
場
合
に
は
、
証
拠
調
べ
を
せ
ず
に
弁
論
の
全
趣

旨
の
み
を
証
拠
資
料
と
し
て
心
証
を
形
成
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
た

め
、
そ
の
「
合
理
的
な
裁
量
権
行
使
」
の
幅
は
狭
ま
る
と
考
え
ら
れ
、

一
般
論
と
し
て
は
、
違
法
と
解
さ
れ
る
場
合
が
多
い
と
い
う
こ
と
は

い
え
る
で
あ
ろ
う
。
問
題
は
、
そ
の
基
準
を
ど
こ
に
求
め
る
か
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

三

証
拠
調
べ
に
当
た
っ
て
の
裁
量
権
行
使
の
基
準

学
説
の
多
く
も
証
拠
の
採
否
に
つ
い
て
裁
判
所
の
裁
量
を
認
め
る

が
、
そ
の
裁
量
も
全
く
の
自
由
で
は
な
い
と
し
て
い
く
つ
か
の
例
外

を
挙
げ
て
い
る
（

）。
し
か
し
、
そ
こ
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
例
外
の
う
ち
、

19

①
証
拠
の
申
出
が
不
適
法
な
場
合
、
②
証
拠
方
法
の
取
調
べ
に
障
害

が
あ
る
場
合
、
③
立
証
さ
れ
て
も
権
利
の
存
否
に
関
係
が
な
い
場
合
、

④
要
証
事
実
で
な
い
事
項
に
つ
い
て
の
証
拠
の
申
出
の
場
合
は
、
す

で
に
二
３
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
証
拠
申
出
自
体
が
不
適
法
な
も
の

で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
証
拠
申
出
一
般
の
問
題
で
あ
る
か
ら
、
唯
一
の

証
拠
方
法
で
あ
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
取
り
調
べ
る
必
要
が
な
い

の
で
あ
り
、
こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
裁
量
権
行
使
の
基
準
と
は
な

ら
な
い
。
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
⑤
証
拠
が
要
証
事
実
と
無
関

係
な
場
合
、
⑥
裁
判
所
が
す
で
に
心
証
を
得
た
場
合
、
⑦
証
拠
の
証

明
力
が
全
く
な
い
場
合
、
⑧
経
験
則
立
証
の
た
め
の
鑑
定
の
申
出
、

と
い
っ
た
各
場
合
で
あ
ろ
う
。

⑤
に
つ
い
て
は
、
要
証
事
実
と
は
異
な
る
こ
と
を
証
明
で
き
た
と
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し
て
も
、
訴
訟
に
何
ら
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
な
い
か
ら
、
こ
の
例

外
は
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
主
要
事
実
に
つ
い
て
の

直
接
証
拠
の
な
い
場
合
に
は
、
間
接
事
実
の
立
証
を
積
み
上
げ
て
主

要
事
実
の
立
証
を
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
主
要
事
実
を
推
認
す
る

の
に
必
要
な
証
拠
は
直
接
主
要
事
実
を
立
証
す
る
も
の
で
な
く
て
も

取
り
調
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（

）。
⑥
に
つ
い
て
も
、
す
で
に
述
べ
た

20

（
二
３
）
が
、
裁
判
所
が
得
て
い
る
心
証
と
同
一
方
向
の
事
実
を
証

明
す
る
た
め
の
証
拠
の
取
調
べ
は
屋
上
屋
を
重
ね
る
こ
と
に
な
り
、

不
要
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
が
反
証
で
あ
る
場
合
に
は
、
た
と

え
、
裁
判
所
が
既
成
の
心
証
が
す
で
に
確
信
に
達
し
て
い
た
と
し
て

も
証
拠
調
べ
を
す
べ
き
で
あ
る
。
た
と
え
、
そ
れ
が
間
接
証
拠
で

あ
っ
て
も
事
情
は
変
わ
ら
な
い
。
学
説
上
、「
間
接
証
拠
は
裁
判
所

が
主
要
事
実
に
つ
き
既
に
心
証
を
得
て
い
る
と
き
は
取
調
べ
を
要
し

な
い
。」
と
い
わ
れ
る
が
（

）、
こ
の
命
題
を
無
条
件
に
承
認
す
る
こ
と

21

は
困
難
で
あ
り
、
実
践
の
問
題
と
し
て
は
、
す
で
に
得
ら
れ
た
心
証

の
素
材
と
右
間
接
事
実
と
の
比
較
評
価
を
ぬ
き
に
し
て
論
ず
る
こ
と

は
で
き
な
い
（

）。
よ
っ
て
、
証
拠
評
価
を
先
取
り
し
な
い
た
め
に
も
、

22

こ
の
場
合
は
証
拠
調
べ
を
す
べ
き
で
あ
る
（

）。
⑦
は
、
申
請
さ
れ
た
証

23

拠
の
証
拠
価
値
が
、
す
で
に
取
り
調
べ
ら
れ
た
証
拠
の
証
拠
価
値
に

絶
対
的
に
劣
後
す
る
場
合
で
あ
り
、
た
と
え
ば
、
血
液
型
と
か
、
遺

伝
学
上
の
鑑
定
が
出
て
い
る
の
に
、
母
親
に
性
的
交
渉
に
つ
き
証
言

さ
せ
た
り
、
ア
ル
コ
ー
ル
の
血
中
濃
度
に
関
す
る
鑑
定
が
あ
る
の
に
、

摂
取
し
た
ア
ル
コ
ー
ル
が
少
な
い
旨
の
証
言
を
さ
せ
た
り
、
事
故
発

生
の
場
所
の
状
況
に
つ
き
写
真
が
あ
る
の
に
、
そ
れ
と
異
な
る
証
言

を
さ
せ
る
た
め
の
証
人
尋
問
の
申
出
等
で
あ
る
（

）。
こ
れ
に
対
し
、
証

24

拠
方
法
の
証
明
力
が
弱
い
と
の
予
断
だ
け
で
証
拠
の
申
出
を
却
下
す

る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
（

）。
⑧
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
が
他
の
点
か
ら

25

確
信
を
い
だ
い
て
い
る
場
合
は
こ
れ
を
取
り
調
べ
な
く
て
も
よ
い
と

す
る
が
（

）、
や
は
り
証
拠
価
値
先
取
の
危
険
を
避
け
る
た
め
に
、
証
拠

26

調
べ
を
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
証
拠
の
採
否
に
当
た
っ
て
の
裁
判

所
の
裁
量
権
の
合
理
的
な
範
囲
は
き
わ
め
て
狭
い
も
の
と
解
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
弁
論
主
義
の
下
で
は
当
事
者
の
申
し
出
た
証
拠
を
す
べ

て
調
べ
た
後
に
判
断
す
る
の
が
理
想
で
あ
り
（

）、
証
拠
の
採
否
に
つ
い

27

て
の
合
理
性
の
判
断
は
、
結
局
、
当
事
者
の
証
明
権
と
迅
速
な
裁
判

を
受
け
る
権
利
と
の
調
和
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い

え
よ
う
（

）。
28

な
お
、
実
務
で
は
、
証
拠
方
法
に
よ
っ
て
あ
る
い
は
審
級
に
よ
っ

て
裁
判
所
の
裁
量
権
の
行
使
が
異
な
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
（

）。
す
な

29

わ
ち
、
書
証
に
関
し
て
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
を
採
用
し
て
お
り
、
こ

れ
に
対
し
、
証
人
申
請
、
文
書
提
出
命
令
申
立
、
検
証
、
鑑
定
の
申

出
に
つ
い
て
は
、
ほ
ぼ
学
説
が
説
く
と
こ
ろ
と
同
じ
よ
う
な
運
営
が
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な
さ
れ
て
い
る
。
敗
訴
さ
せ
よ
う
と
す
る
当
事
者
の
申
し
出
た
証
人

を
す
べ
て
取
り
調
べ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
が
、
当
事
者
を
納
得
さ

せ
、
既
成
の
心
証
を
検
証
す
る
た
め
、
よ
り
多
く
の
証
人
を
取
り
調

べ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
（

）、そ
の
方
向
は
妥
当
な
も
の
と
し
て
是
認
で

30

き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
で
も
原
審
の
措
置
に
は
問
題
が
あ
る
。

四

本
件
で
の
証
拠
採
否
の
妥
当
性

１

本
件
で
の
主
要
な
争
点
は
痴
漢
行
為
が
あ
っ
た
か
否
か
と
い

う
点
で
あ
る
が
、
他
に
目
撃
者
が
い
な
い
以
上
、
そ
れ
を
立
証
す
る

直
接
証
拠
は
、
Ｘ
と
Ｙ
と
い
う
当
事
者
し
か
存
在
し
な
い
。
こ
の
場

合
、
Ｘ
お
よ
び
Ｙ
の
本
人
尋
問
に
お
け
る
供
述
の
信
用
性
が
決
定
的

で
あ
る
が
、
原
審
は
、
Ｘ
の
申
し
出
た
事
件
の
目
撃
者
に
準
じ
る
Ａ

の
証
人
尋
問
を
実
施
せ
ず
、
Ｘ
に
対
す
る
被
疑
事
件
の
取
調
べ
の
過

程
で
Ａ
か
ら
事
情
聴
取
し
た
Ｂ
検
事
の
陳
述
書
と
そ
の
証
言
の
み
を

証
拠
と
し
て
、
Ｘ
お
よ
び
Ｙ
の
供
述
の
信
用
性
を
判
断
し
、痴
漢
行

為
の
存
在
を
認
め
た
。

た
だ
、
以
上
の
経
緯
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
Ａ
は
唯
一
の
証
拠
方

法
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
す
で
に
三
で
述
べ
た
よ
う
に
、
唯
一

の
証
拠
方
法
で
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
証
拠
調
べ
を
す
る
か
否

か
に
際
し
て
の
裁
判
所
の
合
理
的
裁
量
権
の
幅
は
ご
く
狭
い
も
の
と

考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
合
理
性
は
、
当
事
者
の
証
明
権
と
迅
速

な
裁
判
を
受
け
る
権
利
と
の
調
和
と
い
う
観
点
か
ら
決
せ
ら
れ
る
こ

と
に
な
る
。

た
し
か
に
本
件
で
は
、
Ｘ
は
Ａ
を
住
所
不
明
の
ま
ま
証
人
尋
問
の

申
出
を
し
て
お
り
、
Ｙ
ら
に
対
し
て
Ａ
の
住
所
に
つ
き
当
事
者
照
会

を
し
た
が
、
回
答
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
こ
と
が

認
め
ら
れ
、
Ａ
の
住
所
が
判
明
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
原
審
が
Ａ

の
証
人
尋
問
の
申
出
を
採
用
し
な
か
っ
た
背
景
事
情
の
一
つ
と
な
っ

た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
（

）。
そ
の
意
味
で
は
、
原
審
は
迅
速
な
裁
判

31

を
受
け
る
権
利
を
重
視
し
た
も
の
と
と
れ
な
く
も
な
い
。
し
か
し
、

本
件
で
は
、
Ｘ
と
Ｙ
の
主
張
は
ほ
ぼ
真
っ
向
か
ら
対
立
し
て
お
り
、

そ
の
信
用
性
を
明
ら
か
に
し
う
る
の
は
、
Ａ
の
供
述
し
か
な
い
よ
う

な
状
況
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
Ａ
が
検
事
の
事
情
聴
取
に
応
じ
た
際

に
作
成
さ
れ
た
供
述
調
書
を
含
む
Ｘ
に
か
か
る
捜
査
記
録
の
大
部
分

は
、
本
件
訴
訟
提
起
に
先
立
ち
、検
察
庁
に
よ
っ
て
誤
っ
て
廃
棄
さ

れ
て
お
り
、
供
述
調
書
の
内
容
を
検
証
す
る
こ
と
は
Ａ
の
証
言
が
な

い
限
り
不
可
能
で
あ
っ
た
。
な
お
、
Ａ
の
証
言
は
、
Ｘ
や
Ｙ
の
供
述

の
信
用
性
に
関
す
る
証
拠
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
間
接
証
拠
に
属
す
る

も
の
で
あ
る
が
、
痴
漢
行
為
の
存
否
の
証
明
が
Ｘ
お
よ
び
Ｙ
の
供
述

の
信
用
性
に
か
か
っ
て
お
り
、
し
か
も
、
本
件
は
、
そ
の
供
述
内
容

が
む
し
ろ
Ｘ
の
供
述
に
沿
う
も
の
で
あ
り
、
Ｙ
の
供
述
と
は
食
い
違

い
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
Ａ
の
供
述
か
ら
は
客
観
的
・
中
立
的
な
証

法学研究 84 巻 11 号（2011：11）

80



拠
資
料
の
獲
得
が
期
待
で
き
た
場
合
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
う
だ
と

す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
状
況
下
に
お
い
て
は
、
是
非
と
も
Ａ
の
証
人

尋
問
を
な
し
、
Ｘ
お
よ
び
Ｙ
の
証
言
の
信
用
性
を
確
定
す
る
必
要
が

あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
ま
た
Ａ
の
よ
う
な
証
拠
方
法
を
取
り
調
べ
る

こ
と
は
、
裁
判
所
の
既
成
の
心
証
を
検
証
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
そ

の
よ
う
な
意
味
で
、
Ａ
と
い
う
証
拠
方
法
を
取
り
調
べ
る
こ
と
は
、

本
件
に
お
い
て
迅
速
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
が
多
少
制
限
さ
れ
る
こ

と
が
あ
る
に
せ
よ
、
真
実
の
発
見
と
い
う
利
益
は
、
そ
れ
を
凌
駕
す

る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

２

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
判
旨
を
読
め
ば
、「
要
証
事
実
（
痴

漢
行
為
の
有
無
）
に
関
す
る
供
述
に
決
定
的
な
食
い
違
い
が
あ
る
場

合
に
お
い
て
、
要
証
事
実
に
と
っ
て
決
定
的
に
重
要
な
立
証
事
項

（
本
件
で
は
Ｘ
お
よ
び
Ｙ
の
供
述
の
信
用
性
）
の
証
明
に
つ
き
よ
り

直
接
的
な
証
拠
方
法
が
存
在
し
、
か
つ
客
観
的
中
立
的
な
証
拠
資
料

の
獲
得
が
期
待
で
き
る
場
合
、
そ
の
証
拠
方
法
は
取
り
調
べ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
証
拠
法
則
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
に
違
反
し

た
こ
と
が
審
理
不
尽
を
引
き
起
こ
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
結
論
に
影

響
を
及
ぼ
す
法
令
違
反
が
生
じ
た
と
、
と
論
じ
て
い
る
こ
と
を
理
解

す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

証
明
権
（
証
拠
提
出
権
）
は
、
裁
判
を
受
け
る
権
利
（
憲
三
二

条
）
の
一
内
容
と
し
て
観
念
さ
れ
る
証
拠
に
お
け
る
当
事
者
権
に
含

ま
れ
る
も
の
で
あ
る
が
（

）、
そ
れ
が
保
障
さ
れ
る
た
め
に
は
、
裁
判
官

32

の
証
拠
決
定
の
合
理
性
が
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、

要
証
事
実
の
証
明
に
不
可
欠
な
証
拠
の
採
用
申
立
を
却
下
し
た
り
、

釈
明
に
よ
り
こ
の
種
の
証
拠
の
提
出
を
促
す
こ
と
を
懈
怠
し
た
場
合
、

い
ず
れ
も
右
の
証
明
権
を
侵
害
し
た
と
い
う
法
令
違
背
と
し
て
上
告

理
由
に
な
る
と
さ
れ
る
（

）。
し
た
が
っ
て
、
本
件
に
お
い
て
は
、
上
記

33

の
本
判
旨
が
明
ら
か
に
し
た
証
拠
法
則
に
違
反
し
た
こ
と
が
、
直
接
、

法
令
違
反
で
あ
る
と
し
て
原
判
決
を
破
棄
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ

た
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
本
判
旨
は
、
右
の
証
拠
法
則
に
違
反
し
た
こ
と
が
直
ち
に

法
令
違
背
に
な
る
と
い
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
に
違
反
し

た
結
果
、
審
理
不
尽
に
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
結
論
に
影
響
を
及
ぼ

す
法
令
違
反
が
あ
る
、
と
し
て
い
る
（
こ
の
論
理
構
成
の
当
否
に
つ

い
て
は
、
六
で
論
じ
る（
））。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
Ａ
に
つ
い

34

て
は
証
人
尋
問
を
す
べ
き
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
原
審
が
、
Ａ
の
証

人
申
請
を
却
下
し
た
の
は
証
拠
調
べ
に
お
け
る
合
理
的
裁
量
権
の
範

囲
を
逸
脱
し
た
も
の
と
い
え
、
こ
の
点
で
、
原
審
の
措
置
に
は
法
令

違
反
が
あ
る
と
し
て
破
棄
し
た
点
に
は
賛
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

な
お
、
上
記
の
よ
う
な
証
拠
法
則
（
２
を
参
照
）
が
遵
守
さ

れ
た
か
否
か
を
判
断
す
る
た
め
に
は
、
上
告
審
は
、
具
体
的
な
事
実

認
定
の
過
程
に
立
ち
入
っ
て
審
査
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
が
、
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こ
の
こ
と
が
法
律
審
と
し
て
の
上
告
審
の
権
限
範
囲
を
逸
脱
し
た
と

評
価
す
る
こ
と
は
妥
当
で
は
あ
る
ま
い
（

）。
な
ぜ
な
ら
ば
、
本
件
に
お

35

い
て
は
、
法
令
違
背
の
有
無
の
判
断
と
事
実
認
定
の
過
程
に
立
ち

入
っ
て
審
査
す
る
こ
と
と
は
不
可
分
の
関
係
に
あ
り
、
後
者
は
法
律

審
た
る
上
告
審
の
審
査
権
限
の
一
環
を
な
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

か
ら
で
あ
る
。

五

本
件
に
お
け
る
破
棄
差
戻
し
の
判
決
の
妥
当
性

本
判
旨
が
、
原
判
決
を
破
棄
し
た
の
は
妥
当
で
あ
る
と
し
て
も
、

本
件
で
は
、
事
件
か
ら
す
で
に
一
〇
年
近
く
も
た
っ
て
お
り
、
た
と

え
証
人
Ａ
を
尋
問
し
て
み
て
も
、
Ｂ
検
事
へ
の
供
述
以
上
の
内
容
が

出
て
く
る
か
ど
う
か
は
未
知
数
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
民
訴
法
三

二
五
条
二
項
に
い
う
「
判
決
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
明
ら
か
」
で

あ
る
と
い
う
状
況
に
は
必
ず
し
も
な
い
か
ら
、
原
判
決
を
破
棄
す
る

必
要
は
な
く
、
む
し
ろ
上
告
を
棄
却
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
の
で
は

な
い
か
、
と
い
う
疑
問
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

こ
の
点
、
最
高
裁
判
所
は
、
判
決
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
明
ら

か
な
法
令
の
違
反
が
判
明
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
原
判
決
を
破
棄

す
る
義
務
は
な
く
、
当
該
事
項
の
重
要
性
の
程
度
、
当
事
者
が
上
告

ま
た
は
上
告
受
理
申
立
の
理
由
書
の
中
で
明
確
に
指
摘
し
て
い
る
か

ど
う
か
等
を
勘
案
し
て
、
破
棄
す
る
か
ど
う
か
を
決
す
る
裁
量
権
を

有
す
る
こ
と
に
な
る
と
さ
れ
て
い
る
（

）。
し
か
し
、
本
件
に
つ
い
て
い

36

え
ば
、
Ｘ
の
供
述
は
概
ね
Ａ
の
供
述
と
一
致
し
て
お
り
、
逆
に
、
Ａ

の
供
述
と
Ｙ
の
供
述
と
の
間
に
は
看
過
し
が
た
い
食
い
違
い
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
そ
の
点
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
お
の
ず
か
ら
本
件
損
害

賠
償
請
求
訴
訟
の
帰
趨
も
決
ま
っ
て
く
る
の
で
あ
り
、
当
事
者
を
除

い
て
唯
一
と
も
い
え
る
事
件
関
係
者
で
あ
る
Ａ
の
証
言
は
、
そ
の
認

定
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
意
味
で
本
件
証
拠
の
取
調
べ
の
必
要
性
は
き
わ
め
て
高
い
と
い

え
る
。
ま
た
、
事
件
か
ら
一
〇
年
近
く
が
経
過
し
て
い
る
と
は
い
っ

て
も
、
Ａ
が
新
た
な
事
実
を
思
い
出
す
可
能
性
が
全
く
な
い
わ
け
で

は
な
く
、
そ
の
証
言
を
基
に
し
た
事
実
認
定
は
真
実
に
よ
り
近
い
も

の
に
な
る
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
点
か
ら
見
れ
ば
、
本
件

に
お
い
て
も
、
最
高
裁
判
所
は
、
原
判
決
を
破
棄
す
る
だ
け
で
な
く
、

事
件
を
原
審
に
差
し
戻
す
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
点
で
も

本
件
判
旨
は
妥
当
で
あ
る
。

六

審
理
不
尽
に
つ
い
て

１

本
判
旨
は
「
審
理
不
尽
の
結
果
、
結
論
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ

と
が
明
ら
か
な
法
令
の
違
反
が
あ
る
」
と
し
て
い
る
が
、
審
理
不
尽

と
は
、
大
審
院
以
来
上
告
理
由
の
一
つ
と
し
て
認
め
ら
れ
、
判
例
も

原
判
決
破
棄
の
理
由
と
し
て
常
用
し
た
手
続
違
背
事
由
で
あ
る
（

）。
し

37
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か
し
そ
の
内
容
は
曖
昧
で
明
文
の
規
定
も
な
く
、
判
例
が
こ
の
語
を

用
い
る
と
き
に
は
、
法
令
解
釈
適
用
の
誤
り
や
理
由
不
備
と
重
畳
的

ま
た
は
選
択
的
に
掲
げ
る
場
合
が
多
く
（

）、
結
局
は
、
法
令
解
釈
適
用

38

の
誤
り
か
、
理
由
具
備
・
理
由
齟
齬
、
ま
た
は
釈
明
権
不
行
使
の
著

し
く
不
当
な
場
合
に
帰
着
す
る
と
解
す
る
説
（

）が
あ
る
一
方
で
、
事
実

39

認
定
段
階
で
問
題
と
な
る
経
験
則
の
適
用
お
よ
び
法
律
構
成
も
し
く

は
当
て
は
め
作
業
に
お
け
る
誤
り
に
よ
り
、
必
要
な
審
理
を
尽
く
し

て
か
ら
判
決
す
べ
し
と
す
る
訴
訟
法
規
（
二
四
三
条
参
照
）
に
違
反

し
た
も
の
で
し
か
も
結
論
に
影
響
す
る
欠
点
を
指
示
す
る
、
原
判
決

破
棄
の
理
由
（
三
二
五
条
一
項
後
段
・
同
条
二
項
）
の
一
つ
と
し
て

認
知
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
の
見
解
も
有
力
に
唱
え
ら

れ
て
い
る
（

）。
40

本
判
旨
は
、「
審
理
不
尽
の
結
果
、
結
論
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と

が
明
ら
か
な
法
令
の
違
反
が
あ
る
」
と
し
て
お
り
、
こ
の
記
述
か
ら

み
る
限
り
、
こ
の
法
令
違
反
の
内
容
は
少
な
く
と
も
証
拠
法
則
に
違

反
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
し
、
ま
た
審
理
不
尽
自
体
も
法
令
違

反
を
形
成
す
る
も
の
で
は
な
い
と
読
め
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
法
令
違

反
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
、
ま
た
、
審
理
不
尽
と
法
令
違
反
と
は

い
か
な
る
関
係
に
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
。

２

ま
ず
前
者
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
本
判
旨
で
は
、
結
局
、
法

令
違
反
の
内
容
は
、「
Ａ
の
証
人
尋
問
を
実
施
し
て
こ
れ
を
確
か
め

る
こ
と
な
く
、
同
人
が
電
話
を
通
し
て
聞
い
た
Ｙ
と
Ｘ
の
発
言
の
内

容
を
Ｂ
検
事
の
証
言
及
び
陳
述
書
の
み
に
よ
っ
て
認
定
し
た
上
、
具

体
的
根
拠
が
乏
し
い
ま
ま
、
Ａ
の
電
話
に
聞
こ
え
た
本
件
車
両
内
で

の
騒
音
等
を
Ｙ
に
有
利
に
推
測
し
て
、
Ｂ
検
事
に
対
す
る
Ａ
の
供
述

内
容
と
整
合
し
な
い
Ｙ
の
供
述
の
信
用
性
を
肯
定
し
、
Ａ
の
供
述
と

合
致
す
る
Ｘ
の
供
述
の
信
用
性
を
否
定
し
て
、
Ｘ
が
本
件
痴
漢
行
為

を
し
た
も
の
と
認
定
し
た
」
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ

と
は
換
言
す
れ
ば
、
本
判
旨
は
、
原
審
の
審
理
か
ら
は
万
人
を
納
得

さ
せ
る
よ
う
な
結
論
は
導
け
な
い
と
論
難
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ

れ
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
理
由
不
備
な
い
し
は
経
験
則
違
反
と
い
う

こ
と
が
法
令
違
反
の
内
容
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

３

次
に
後
者
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
審
理
不
尽
の
用
語
が
用
い

ら
れ
て
き
た
の
は
、
そ
れ
が
、
法
令
解
釈
の
誤
り
や
、
理
由
不
備
ま

た
は
理
由
の
食
い
違
い
（
齟
齬
）
の
原
因
と
な
っ
た
場
合
（

）、
釈
明
権

41

不
行
使
が
さ
ら
に
そ
の
審
理
不
尽
の
原
因
に
な
っ
て
い
る
場
合
（

）な
ど

42

で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
審
理
不
尽
と
い
う
概
念
は
、
た
し
か
に
、

そ
れ
自
体
単
独
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
法
令
解
釈
適
用
の

誤
り
や
理
由
不
備
と
重
畳
的
ま
た
は
選
択
的
に
挙
げ
ら
れ
る
場
合
が

多
い
と
い
え
よ
う
（
そ
の
点
か
ら
否
定
説
は
、
審
理
不
尽
概
念
の
有

用
性
を
否
定
す
る
）。
し
か
し
、
破
棄
理
由
の
拘
束
力
（
三
二
五
条

三
項
）
と
あ
い
ま
っ
て
、
具
体
的
な
事
案
に
お
い
て
は
理
由
不
備
・
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法
令
解
釈
の
適
用
の
誤
り
・
釈
明
義
務
違
反
の
い
ず
れ
で
あ
る
の
か
、

か
な
り
微
妙
な
事
案
も
あ
る
。
よ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、

補
充
的
に
「
審
理
不
尽
」
と
い
う
破
棄
理
由
を
付
加
し
て
上
告
審
の

判
断
が
硬
直
化
す
る
の
を
防
ぐ
と
同
時
に
、
差
戻
し
後
の
下
級
審
の

審
理
に
指
針
を
与
え
る
と
い
う
作
用
を
営
ま
せ
る
こ
と
は
決
し
て
不

当
な
こ
と
で
は
な
い
（

）。
た
だ
、
肝
心
な
の
は
、
審
理
不
尽
の
概
念
が
、

43

明
文
の
規
定
も
な
く
か
つ
そ
の
内
容
も
確
定
し
て
い
な
い
と
い
う
状

況
下
に
お
い
て
、
具
体
的
な
事
案
に
お
い
て
、
そ
の
内
容
を
で
き
る

限
り
詳
細
か
つ
具
体
的
に
示
す
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ

て
、
差
戻
し
後
の
下
級
審
に
と
っ
て
審
理
の
対
象
が
明
確
に
な
り
、

合
理
的
な
審
理
が
期
待
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
い

え
ば
、
本
判
旨
は
、
審
理
不
尽
が
即
法
令
違
背
で
あ
る
と
は
い
っ
て

い
な
い
し
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
法
令
違
反
の
内
容
は
理
由
不
備
な

い
し
経
験
則
違
反
に
あ
る
と
思
わ
れ
、
法
令
違
反
が
理
由
不
備
・
法

令
解
釈
の
適
用
の
誤
り
・
釈
明
義
務
違
反
の
い
ず
れ
で
あ
る
の
か
、

か
な
り
微
妙
な
事
案
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
差
戻
審
が

理
由
不
備
な
い
し
経
験
則
違
反
と
い
う
法
令
違
反
を
是
正
す
る
た
め

に
は
、
具
体
的
な
審
理
の
対
象
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

そ
の
よ
う
な
意
味
で
本
判
旨
は
、
審
理
不
尽
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
、

そ
の
内
容
を
、「
Ｙ
の
『
変
な
人
が
近
づ
い
て
き
た
。』
と
い
う
声
と

Ｘ
の
『
電
車
の
中
で
電
話
し
ち
ゃ
い
け
な
い
。』
と
い
う
声
と
の
具

体
的
な
間
隔
、
そ
の
間
の
Ｙ
と
Ａ
の
会
話
の
有
無
、
本
件
電
車
の
走

行
に
伴
う
騒
音
が
Ａ
の
電
話
に
ど
の
程
度
聞
こ
え
て
い
た
か
等
」
に

つ
き
調
べ
る
よ
う
指
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
調
べ
ら
れ
れ

ば
、
裁
判
所
の
結
論
に
も
説
得
力
が
出
て
く
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
で

は
、
審
理
不
尽
の
語
が
、
法
令
違
反
（
理
由
不
備
な
い
し
経
験
則
違

反
）
を
是
正
す
る
た
め
の
手
段
を
提
示
す
る
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
審
理
不
尽
の
用
語
法
も
、
差
戻
審

の
審
理
の
範
囲
を
明
確
化
し
、
審
理
の
無
駄
を
防
ぐ
と
い
う
意
味
で

妥
当
な
も
の
と
評
価
で
き
る
も
の
と
考
え
る
。

七

結
論

以
上
検
討
し
て
き
た
よ
う
な
理
由
に
よ
っ
て
、
本
判
旨
に
賛
成
す

る
。（

）
司
法
研
修
所
編
『
民
事
控
訴
審
に
お
け
る
審
理
の
充
実
に
関
す

1る
研
究
』
四
三
頁
。

（

）
本
件
で
は
、
供
述
調
書
は
、
検
察
庁
の
過
失
で
、
他
の
捜
査
記

2録
と
共
に
、
本
件
訴
え
提
起
前
に
廃
棄
さ
れ
て
い
た
。

（

）
松
本
博
之
「
控
訴
審
に
お
け
る
『
事
後
審
的
審
理
』
の
問
題

3性
」『
民
事
手
続
法
学
の
新
た
な
地
平
（
青
山
善
充
先
生
古
希
祝
賀

論
文
集
）』
四
五
九
頁
以
下
（
と
く
に
四
九
一
頁
）
は
、
事
後
審
的
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審
理
の
根
拠
を
詳
し
く
検
討
し
た
上
で
、
控
訴
審
が
第
一
審
の
訴

訟
手
続
の
続
行
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
事
後
審
で
な
い
法
制
に
お

い
て
、「
事
後
審
的
審
理
」
な
る
も
の
が
そ
も
そ
も
な
り
立
ち
得
な

い
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

（

）
最
判
三
小
平
二
一
年
四
月
一
四
日
刑
集
六
三
巻
四
号
三
三
一
頁
。

4こ
れ
は
、「
満
員
電
車
内
の
痴
漢
事
件
に
お
い
て
は
、
被
害
事
実
や

犯
人
の
特
定
に
つ
い
て
物
的
証
拠
等
の
客
観
的
証
拠
が
得
ら
れ
に

く
く
、
被
害
者
の
供
述
が
唯
一
の
証
拠
で
あ
る
場
合
も
多
い
上
、

被
害
者
の
思
い
込
み
そ
の
他
に
よ
り
被
害
申
告
が
さ
れ
て
犯
人
と

特
定
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
者
が
有
効
な
防
御
を
行
う
こ
と
が
容
易

で
は
な
い
と
い
う
特
質
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
点

を
考
慮
し
た
上
で
特
に
慎
重
な
判
断
を
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

る
。」
と
述
べ
る
。

（

）
本
件
の
判
例
評
釈
と
し
て
、
安
達
栄
司
・
法
の
支
配
一
五
五
号

5一
〇
四
頁
が
あ
る
。

（

）
こ
の
旨
を
述
べ
る
判
例
と
し
て
は
、
大
判
明
二
八
・
七
・
五
民

6録
一
輯
五
七
頁
、
大
判
明
二
九
・
一
一
・
二
〇
民
録
二
輯
一
一
二

頁
、
大
判
明
三
一
・
二
・
二
四
民
録
四
輯
四
八
頁
、
大
判
明
三
三
・

六
・
三
〇
民
録
六
輯
一
七
四
頁
、
大
判
明
三
四
・
五
・
一
民
録
七

輯
一
頁
、
大
判
明
三
五
・
五
・
一
五
民
録
八
輯
六
二
頁
、
大
判
昭

四
・
三
・
二
評
論
一
八
民
訴
一
九
三
頁
、
大
判
昭
六
・
三
・
三
一

裁
判
例
五
民
三
七
頁
、
大
判
昭
七
・
二
・
一
七
裁
判
例
六
民
三
一

頁
、
大
判
昭
七
・
七
・
二
〇
裁
判
例
六
民
二
二
七
頁
、
大
判
昭
九
・

四
・
七
裁
判
例
八
民
八
六
頁
、
大
判
昭
一
一
・
一
〇
・
二
四
裁
判

例
一
〇
民
二
三
九
頁
、
大
判
昭
一
二
・
一
二
・
一
五
裁
判
例
一
一

民
三
〇
七
頁
、
大
判
昭
一
五
・
九
・
一
四
法
学
一
〇
巻
三
号
三
二

二
頁
等
が
あ
る
。
な
お
近
時
、同
旨
の
判
例
と
し
て
、
最
判
昭
五

三
・
三
・
二
三
判
時
八
八
五
号
一
一
八
頁
が
あ
る
。

（

）
こ
の
旨
を
述
べ
る
判
例
と
し
て
は
、
大
判
明
二
八
・
三
・
二
六

7民
録
一
輯
二
五
九
頁
、
大
判
明
二
九
・
三
・
二
七
民
録
二
輯
一
一

一
頁
、
大
判
明
三
〇
・
一
〇
・
一
三
民
録
三
輯
四
八
頁
、
大
判
明

三
九
・
一
一
・
二
四
民
録
一
二
輯
一
五
五
九
頁
、
大
判
明
四
〇
・

三
・
二
五
民
録
一
三
輯
三
四
三
頁
、
大
判
明
四
五
・
三
・
一
三
民

録
一
八
輯
一
八
五
頁
、
大
判
大
七
・
五
・
二
五
民
録
二
四
輯
一
〇

四
七
頁
、
大
判
大
八
・
一
・
二
〇
民
録
二
五
輯
二
一
頁
、
大
判
大

一
五
・
七
・
一
〇
評
論
一
五
民
法
一
〇
九
五
頁
、
大
判
昭
六
・
九
・

二
六
評
論
二
〇
諸
法
七
一
〇
頁
、
大
判
昭
六
・
一
〇
・
一
二
新
聞

三
三
七
五
号
七
頁
、
大
判
昭
七
・
三
・
一
八
民
集
一
一
巻
三
一
二

頁
、
大
判
昭
一
〇
・
二
・
八
評
論
二
四
民
訴
一
八
九
頁
、
大
判
昭

一
一
・
一
・
一
八
民
集
一
五
巻
一
四
頁
、
大
判
昭
一
七
・
一
〇
・

二
九
法
学
一
二
巻
六
号
五
二
〇
頁
、
等
が
あ
る
。

（

）
瀧
川
叡
一
「
証
拠
の
採
否
」『
総
合
判
例
研
究
叢
書
・
民
事
訴

8訟
法
（
五
）』
一
五
頁
、
同
・
続
民
事
訴
訟
法
判
例
百
選
一
五
九
頁
。

（

）
第
一
の
命
題
を
述
べ
た
も
の
と
し
て
、
最
判
昭
五
三
・
三
・
二

9三
判
時
八
八
五
号
一
一
八
頁
〔
民
訴
百
選
二
版
、
民
訴
百
選
Ⅱ
一

二
五
事
件
〕
が
あ
り
、
第
二
の
命
題
を
述
べ
た
も
の
と
し
て
、
最
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判
昭
二
三
・
九
・
一
八
裁
判
集
民
一
・
二
九
九
頁
、
最
判
昭
二
七
・

一
二
・
二
五
民
集
六
巻
一
二
号
一
二
四
〇
頁
、
最
判
昭
二
八
・
五
・

二
九
民
集
七
巻
五
号
六
二
三
頁
、
最
判
昭
四
一
・
四
・
一
四
民
集

二
〇
巻
四
号
六
四
九
頁
等
が
あ
る
。

（

）
な
お
、
書
証
の
成
立
を
証
す
る
た
め
の
唯
一
の
証
拠
の
申
出
を

10却
下
し
、
書
証
の
成
立
を
否
定
す
る
の
は
違
法
で
あ
る
と
し
て
い

る
も
の
も
あ
る
（
大
判
昭
四
・
二
・
二
七
評
論
一
八
民
訴
一
九
二

頁
）。

（

）
瀧
川
・
前
掲
総
合
判
例
研
究
一
六
六
頁
、
同
・
続
民
訴
百
選
一

11五
九
頁
。
櫻
井
孝
一
・
民
訴
百
選
〔
第
二
版
〕
一
九
九
頁
等
。

（

）
兼
子
一
『
新
修
民
事
訴
訟
法
体
系
〔
増
補
版
〕』
二
六
四
頁
。

12
（

）
中
務
俊
昌
「『
唯
一
の
證
據
方
法
』
と
民
事
訴
訟
に
お
け
る
證

13據
調
の
範
囲
」
法
学
論
叢
六
〇
巻
一
・
二
号
二
一
六
頁
、
木
川
統

一
郎
「
敗
訴
見
込
み
の
当
事
者
の
証
拠
申
請
の
採
否
」『
民
事
訴
訟

法
改
正
問
題
』
九
六
頁
九
七
頁
。
な
お
、
木
川
博
士
は
、
こ
れ
に

限
ら
ず
、
裁
判
所
は
、
敗
訴
さ
せ
る
見
込
み
の
当
事
者
の
証
拠
申

出
は
、
適
法
な
申
出
で
あ
る
限
り
、
原
則
と
し
て
そ
の
全
部
を
採

用
す
る
の
が
正
し
い
と
す
る
（
同
書
九
六
頁
）。
兼
子
・
体
系
二
六

四
頁
、菊
井
維
大
＝
村
松
俊
夫
『
全
訂
民
事
訴
訟
法
Ⅱ
』
四
一
八
頁
。

（

）
木
川
・
改
正
問
題
九
七
頁
、
兼
子
・
体
系
三
六
四
頁
。

14
（

）
⑪
の
前
段
の
例
や
、
申
請
さ
れ
た
証
拠
の
証
拠
価
値
が
す
で
に

15取
り
調
べ
ら
れ
た
証
拠
の
証
拠
価
値
に
絶
対
的
に
劣
後
す
る
場
合

（
た
と
え
ば
、
す
で
に
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
に
よ
り
父
子
関
係
が
証
明
さ
れ

て
い
る
の
に
、
母
親
が
他
の
男
性
と
も
性
的
交
渉
が
あ
っ
た
こ
と

に
つ
き
証
言
さ
せ
る
た
め
の
証
人
や
、
ア
ル
コ
ー
ル
の
血
中
濃
度

に
関
す
る
鑑
定
が
あ
る
の
に
、
摂
取
し
た
ア
ル
コ
ー
ル
が
少
な
い

旨
の
証
言
を
さ
せ
る
た
め
の
証
人
等
）
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
そ

の
他
の
例
と
し
て
は
、
木
川
・
改
正
問
題
一
〇
四
頁
参
照
。

（

）
最
判
昭
三
九
・
一
・
三
〇
民
集
一
八
巻
一
号
一
九
六
頁
参
照
。

16
（

）
兼
子
・
体
系
二
六
四
頁
、
三
ケ
月
章
『
民
事
訴
訟
法
（
法
律
学

17全
集
）』
四
二
三
頁
、
菊
井
＝
村
松
Ⅱ
四
一
九
頁
、
瀧
川
・
前
掲
総

合
判
例
研
究
八
一
頁
等
。

（

）
千
種
秀
夫
「
証
拠
調
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」『
実
務
民
事
訴
訟
講

18座
⑴
』
三
二
九
頁
。

（

）
新
堂
幸
司
『
新
民
事
訴
訟
法
第
四
版
』
五
八
三
頁
、
伊
藤
眞

19『
民
事
訴
訟
法
〔
第
三
版
四
訂
版
〕』
三
三
九
頁
、
中
野
貞
一
郎
＝

松
浦
馨
＝
鈴
木
正
裕
『
新
民
事
訴
訟
法
講
義
〔
第
二
版
補
訂
二

版
〕』
三
〇
四
頁
〔
春
日
偉
知
郎
〕、
兼
子
・
体
系
二
六
四
頁
、
三

ケ
月
・
全
集
四
二
三
頁
、
菊
井
＝
村
松
Ⅱ
四
一
七
頁
、木
川
・
改
正

問
題
一
〇
四
頁
以
下
、
中
務
・
前
掲
二
〇
八
頁
以
下
等
。

（

）
中
務
・
前
掲
二
一
五
頁
。
千
種
・
前
掲
三
三
〇
頁
等
。

20
（

）
古
く
は
、
こ
の
よ
う
な
見
解
が
有
力
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、

21『
法
律
実
務
講
座
四
巻
』
一
八
六
頁
、
中
島
弘
道
『
日
本
民
事
訴
訟

法
』
一
三
五
五
頁
等
。

（

）
千
種
・
前
掲
三
三
〇
頁
。
な
お
、
瀧
川
・
前
掲
総
合
判
例
研
究

22三
二
頁
参
照
。
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（

）
瀧
川
・
前
掲
総
合
判
例
研
究
三
五
頁
は
、
そ
の
よ
う
な
申
出
が

23却
下
で
き
る
の
は
、
す
で
に
取
り
調
べ
た
証
拠
に
よ
っ
て
得
た
心

証
に
照
ら
し
、
当
該
間
接
事
実
か
ら
主
要
事
実
を
推
論
す
る
蓋
然

性
が
全
く
な
い
こ
と
ま
た
は
き
わ
め
て
微
弱
で
あ
る
こ
と
が
明
白

で
あ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
と
す
る
。

（

）
木
川
・
改
正
問
題
一
〇
四
頁
以
下
。

24
（

）
兼
子
・
体
系
三
六
四
頁
、
木
川
・
改
正
問
題
一
〇
五
頁
、
新
堂

25幸
司
＝
鈴
木
正
裕
＝
竹
下
守
夫
『
注
釈
民
事
訴
訟
法
（
六
）』
一
六

〇
頁
〔
矢
吹
徹
雄
〕
等
。

（

）
兼
子
・
体
系
二
六
四
頁
、
野
田
宏
「
鑑
定
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」

26『
新
実
務
民
事
訴
訟
講
座
⑵
』
一
五
三
頁
以
下
。

（

）
千
種
・
前
掲
三
三
一
頁
、
木
川
・
改
正
問
題
九
五
頁
以
下
。

27
（

）
注
釈
民
訴
（
六
）
一
六
〇
頁
以
下
〔
矢
吹
〕。

28
（

）
注
釈
民
訴
（
六
）
一
六
〇
頁
以
下
〔
矢
吹
〕。

29
（

）
千
種
・
前
掲
三
三
一
頁
以
下
。
そ
こ
で
は
、
証
拠
調
べ
の
限
度

30は
、
必
要
に
し
て
十
分
で
あ
る
こ
と
を
理
想
と
す
る
け
れ
ど
も
、結

果
と
し
て
多
過
ぎ
る
こ
と
は
む
し
ろ
自
然
の
成
り
行
き
で
あ
っ
て
、

紛
争
解
決
と
い
う
点
の
み
か
ら
見
れ
ば
、
少
な
す
ぎ
る
の
よ
り
は

罪
は
少
な
い
、
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
木
川
・
改
正
問
題

九
六
頁
は
、
裁
判
所
は
、
敗
訴
さ
せ
る
見
込
み
の
当
事
者
の
証
拠

申
出
は
、
適
法
な
申
出
で
あ
る
限
り
、
原
則
と
し
て
そ
の
全
部
を

採
用
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

（

）
本
件
匿
名
コ
メ
ン
ト
・
判
例
時
報
二
〇
三
一
号
一
五
頁
＝
判
例

31

タ
イ
ム
ズ
一
二
八
八
号
五
四
頁
。

（

）
石
川
明
「
証
拠
に
関
す
る
当
事
者
権
│
証
拠
へ
の
ア
ク
セ
ス

32│
」『
講
座
民
事
訴
訟
⑤
』
一
頁
。

（

）
石
川
・
前
掲
五
頁
。

33
（

）
安
達
・
前
掲
一
〇
七
頁
以
下
は
、
上
告
の
濫
用
も
懸
念
さ
れ
る

34わ
が
国
に
お
い
て
は
、
証
拠
申
出
の
採
否
の
違
法
は
審
理
不
尽
ま

た
は
自
由
心
証
主
義
（
民
訴
法
二
四
七
条
）
違
反
を
も
た
ら
す
経

験
則
違
反
と
し
て
原
判
決
破
棄
の
理
由
を
認
め
る
方
が
妥
当
で
あ

ろ
う
、
と
す
る
。

（

）
最
近
で
も
、
経
験
則
違
反
、
釈
明
権
の
不
行
使
、
審
理
不
尽
、

35採
証
法
則
違
反
ま
た
は
理
由
不
備
を
指
摘
し
て
破
棄
理
由
と
す
る

判
例
が
少
な
い
と
さ
れ
る
（
伊
藤
眞
「
事
実
に
関
す
る
上
告
審
破

棄
理
由
の
意
義
」『
民
事
司
法
の
法
理
と
政
策
（
上
）〔
小
島
武
司

先
生
古
希
祝
賀
〕』
四
頁
参
照
）。

（

）
賀
集
唱
＝
松
本
博
之
＝
加
藤
新
太
郎
『
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー

36ル
・
民
事
訴
訟
法
３
〔
第
三
版
〕』
八
八
頁
〔
田
中
豊
〕。

（

）
新
堂
・
新
民
事
訴
訟
法
八
六
六
頁
。

37
（

）
た
と
え
ば
、
最
判
昭
三
二
・
一
〇
・
三
一
民
集
一
一
巻
一
〇
号

38一
七
七
九
頁
、
同
昭
三
五
・
六
・
九
民
集
一
四
巻
七
号
一
三
〇
四

頁
、
同
昭
三
七
・
九
・
一
四
民
集
一
六
巻
九
号
一
九
三
五
頁
等
。

（

）
小
室
直
人
『
上
訴
制
度
の
研
究
』
二
〇
八
頁
以
下
、
菊
井
維
大

39＝
村
松
俊
夫
『
全
訂
民
事
訴
訟
法
Ⅲ
』
二
三
七
頁
。
な
お
、
櫻
井

孝
一
「
民
事
上
告
理
由
と
し
て
の
審
理
不
尽
」
早
稲
田
法
学
三
九

判 例 研 究
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巻
二
号
六
九
頁
以
下
も
、
判
例
の
詳
し
い
分
析
に
基
づ
い
て
審
理

不
尽
の
概
念
を
否
定
す
る
。

（

）
新
堂
・
新
民
事
訴
訟
法
八
六
六
頁
、
中
野
＝
松
浦
＝
鈴
木
・
新

40民
事
訴
訟
法
講
義
六
二
三
頁
〔
上
野
𣳾
男
〕。

（

）
最
判
昭
三
五
・
六
・
九
民
集
一
四
巻
七
号
一
三
〇
四
頁
。

41
（

）
最
判
昭
三
九
・
六
・
二
六
民
集
一
八
巻
五
号
九
五
四
頁
、
最
判

42昭
五
一
・
六
・
一
七
民
集
三
〇
巻
六
号
五
九
二
頁
等
。

（

）
小
林
秀
之
『
プ
ロ
ブ
レ
ム
・
メ
ソ
ッ
ド
新
民
事
訴
訟
法
〔
補
訂

43版
〕』
四
八
五
頁
参
照
。

三
上

威
彦
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