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1

「敵意ある聴衆の法理」についての一考察

「
敵
意
あ
る
聴
衆
の
法
理
」
に
つ
い
て
の
一
考
察

横　

大　

道　
　
　

聡

Ⅰ　

は
じ
め
に

　

1
．『
表
現
の
不
自
由
展
』
を
め
ぐ
る
騒
動

　

2
．
問
題
の
構
図
と
本
稿
の
目
的

Ⅱ　

表
現
・
集
会
の
自
由
と
表
現
の
た
め
の
場

　

1
．
表
現
の
自
由
の
保
障
の
意
味

　

2
．
泉
佐
野
市
民
会
館
事
件
判
決

　

3
．
反
対
グ
ル
ー
プ
等
に
よ
る
妨
害
活
動
の
評
価

　

4
．
小
括

Ⅲ　
「
敵
意
あ
る
聴
衆
の
法
理
」
と
は
何
か

　

1
．�

ど
の
よ
う
な
主
催
者
／
い
か
な
る
目
的
の
集
会
を
対
象
と
す
る
法

理
な
の
か
？

　

2
．
主
催
者
は
ど
の
よ
う
に
集
会
を
開
催
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
？

　

3
．「
集
会
」
に
限
定
さ
れ
る
の
か
？

　

4
．「
敵
意
あ
る
聴
衆
」
と
は
ど
の
よ
う
な
者
か
？

　

5
．
反
対
者
に
は
何
が
で
き
る
の
か
？

　

6
．
い
か
な
る
意
味
で
「
憲
法
二
一
条
の
趣
旨
に
反
す
る
」
の
か
？

　

7
．
ど
の
程
度
の
警
備
が
求
め
ら
れ
る
の
か
？

　

8
．「
特
別
な
事
情
」
と
は
何
か
？

　

9
．
公
の
施
設
の
目
的
外
利
用
の
場
合
に
も
妥
当
と
す
る
法
理
か
？

　

10
．
民
間
施
設
の
利
用
の
場
合
に
も
妥
当
す
る
法
理
か
？

Ⅳ　

お
わ
り
に
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Ⅰ　

は
じ
め
に

1
．『
表
現
の
不
自
由
展
』
を
め
ぐ
る
騒
動

　
（
1
）
二
〇
一
五
年
に
練
馬
区
の
「
ギ
ャ
ラ
リ
ー
古
藤
」
で
開
催
さ
れ
た
小
さ
な
展
示
『
表
現
の
不
自
由
展
～
消
さ
れ
た
も
の
た

ち
』（
二
〇
一
五
年
一
月
一
八
日
～
二
月
一
日
）
は
、
二
〇
一
九
年
八
月
に
開
幕
し
た
国
際
芸
術
祭
「
あ
い
ち
ト
リ
エ
ン
ナ
ー
レ2019

」

（
八
月
一
日
～
一
〇
月
一
四
日
）
内
の
企
画
展
『
表
現
の
不
自
由
展
・
そ
の
後
』
へ
と
引
き
継
が
れ
た
。『
表
現
の
不
自
由
展
・
そ
の

後
』
は
、
そ
の
展
示
内
容
等
に
対
し
て
強
い
抗
議
や
脅
迫
な
ど
が
あ
っ
た
こ
と
を
理
由
に
、
開
催
か
ら
わ
ず
か
三
日
後
に
中
止
と
な

る
。
閉
幕
直
前
の
一
〇
月
八
日
に
な
っ
て
よ
う
や
く
展
示
が
再
開
さ
れ
た
が
、
こ
の
間
、
表
現
の
自
由
の
観
点
な
ど
か
ら
多
く
の
議

論
が
な
さ
れ
、
大
き
な
注
目
を
集
め
た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い）

1
（

。

　

二
〇
二
一
年
に
『
表
現
の
不
自
由
展
・
そ
の
後
』
は
、
東
京
・
名
古
屋
・
大
阪
に
て
巡
回
展
が
予
定
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
こ
で
も

数
々
の
問
題
が
生
じ
た
。

　
（
2
）
二
〇
二
一
年
六
月
二
四
日
か
ら
七
月
四
日
ま
で
、
新
宿
区
の
民
間
ギ
ャ
ラ
リ
ー
「
セ
ッ
シ
ョ
ン
ハ
ウ
ス
・
ガ
ー
デ
ン
」
に

お
い
て
、『
表
現
の
不
自
由
展
・
そ
の
後　T

O
K

Y
O

�ED
IT

IO
N

＋
特
別
展
』
の
開
催
が
予
定
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
六
月
一
〇
日
、

主
催
者
団
体
「
表
現
の
不
自
由
展
・
東
京
実
行
委
員
会
」
が
緊
急
記
者
会
見
を
開
き
、
開
催
予
定
で
あ
っ
た
ギ
ャ
ラ
リ
ー
が
街
宣
車

や
拡
声
器
を
使
っ
た
抗
議
を
受
け
て
撤
退
し
て
し
ま
っ
た
た
め
、
展
示
会
場
を
変
更
す
る
と
発
表
し
た）

2
（

。
そ
の
後
、
新
た
な
会
場
予

定
場
所
（
非
公
表
）
も
「
近
隣
へ
の
迷
惑
が
か
か
る
」
と
し
て
会
場
貸
出
を
拒
否
し
た
た
め
、
同
会
場
で
の
開
催
を
断
念
せ
ざ
る
を

得
な
く
な
っ
た
と
し
て
、
主
催
者
団
体
は
六
月
二
四
日
に
開
催
延
期
を
発
表
。
二
〇
二
二
年
に
な
っ
て
よ
う
や
く
、
国
立
市
の
公
の

施
設
で
あ
る
「
く
に
た
ち
市
民
芸
術
小
ホ
ー
ル
ギ
ャ
ラ
リ
ー
」
に
て
開
催
が
実
現
し
た）

3
（

（
四
月
二
日
か
ら
四
月
五
日
）。

　
（
3
）
同
年
七
月
六
日
か
ら
一
一
日
ま
で
、
名
古
屋
市
の
公
の
施
設
で
あ
る
「
市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー
栄
」
に
お
い
て
、「
私
た
ち
の
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『
表
現
の
不
自
由
展
・
そ
の
後
』」
の
開
催
が
予
定
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
開
幕
か
ら
二
日
後
の
七
月
八
日
、
会
場
に
不
審
な
郵
便
物

が
届
き
、
開
封
し
た
と
こ
ろ
中
に
入
っ
て
い
た
爆
発
物
が
破
裂
す
る
と
い
う
事
件
が
起
こ
っ
た
。
こ
の
事
件
を
理
由
に
、
会
期
終
了

ま
で
の
間
、
市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー
栄
は
臨
時
閉
館
と
な
り）

4
（

、『「
私
た
ち
の
『
表
現
の
不
自
由
展
・
そ
の
後
』」
は
事
実
上
閉
幕
と
な
っ

て
し
ま
っ
た）

5
（

。

　
（
4
）
大
阪
で
も
、
同
年
七
月
一
六
日
か
ら
一
八
日
ま
で
、
大
阪
府
の
公
の
施
設
で
あ
る
「
大
阪
府
立
労
働
セ
ン
タ
ー
（
エ
ル
・

お
お
さ
か
）」
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
お
い
て
、『
表
現
の
不
自
由
展
か
ん
さ
い
』
の
開
催
が
予
定
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
六
月
二
五
日

に
同
セ
ン
タ
ー
の
指
定
管
理
者
は
、
展
示
会
が
開
催
さ
れ
る
と
、
こ
れ
に
反
対
す
る
団
体
や
個
人
に
よ
っ
て
主
催
者
ら
に
危
害
を
加

え
る
な
ど
の
危
険
が
発
生
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
な
ど
と
し
て
、「
利
用
の
承
認
を
受
け
た
も
の
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
と
き
は
、
施
設
の
利
用
の
承
認
を
取
り
消
し
、
又
は
そ
の
利
用
を
制
限
し
、
若
し
く
は
停
止
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と

す
る
大
阪
府
立
労
働
セ
ン
タ
ー
条
例
四
条
の
六
号
「
本
件
セ
ン
タ
ー
の
管
理
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
」
に
該
当
す
る
と

し
て
（
指
定
管
理
者
が
管
理
し
て
い
る
場
合
に
つ
き
五
条
二
項
に
よ
り
準
用
）、
す
で
に
与
え
て
い
た
利
用
承
認
を
取
り
消
す
な
ど
し
た

た
め
、
六
月
三
〇
日
、
主
催
者
団
体
「
表
現
の
不
自
由
展
か
ん
さ
い
実
行
委
員
会
」
が
、
当
該
取
消
処
分
の
執
行
停
止
な
ど
を
求
め

て
大
阪
地
裁
に
提
訴
し
た）

6
（

。

　

七
月
九
日
、
大
阪
地
裁
は
施
設
使
用
許
可
の
取
消
処
分
の
執
行
を
停
止
し
、
施
設
利
用
を
認
め
る
決
定）

7
（

を
下
し
た
。
七
月
一
五
日
、

大
阪
高
裁
は
府
側
の
即
時
抗
告
を
棄
却）

8
（

。
七
月
一
六
日
、
最
高
裁
も
府
側
の
特
別
抗
告
を
棄
却
し
た
た
め）

9
（

、『
表
現
の
不
自
由
展
か

ん
さ
い
』
は
予
定
通
り
に
開
催
さ
れ
、
大
き
な
混
乱
を
起
こ
す
こ
と
な
く
閉
幕
す
る
運
び
と
な
っ
た
。

2
．
問
題
の
構
図
と
本
稿
の
目
的

　
（
1
）
一
連
の
騒
動
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
公
共
の
施
設
や
私
的
な
施
設
な
ど
の
場
所
に
お
い
て
予
定
さ
れ
て
い
た
展
示
が
、
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そ
こ
で
示
さ
れ
る
展
示
内
容
や
見
解
に
反
対
す
る
者
ら
の
言
動
に
よ
っ
て
、
中
止
や
延
期
に
追
い
込
ま
れ
る
、
と
い
う
構
図
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
場
面
を
規
律
す
る
考
え
方
の
一
つ
が
、「
敵
意
あ
る
聴
衆
の
法
理
」
で
あ
る
（「
敵
対
的
聴
衆
の
法
理
」
と
呼
ば
れ
る
こ

と
も
あ
る
）。

　
「
敵
意
あ
る
聴
衆
の
法
理
」
は
、「
ア
メ
リ
カ
の
判
例
理
論
由
来
の
法
理
の
中
で
い
ま
や
も
っ
と
も
日
本
に
定
着
し
た
も
の
と
い
え

る
か
も
し
れ
な
い）

（1
（

」
と
評
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
が
、
そ
の
具
体
的
内
容
は
必
ず
し
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
も
思
わ

れ
る
。

　
（
2
）
そ
こ
で
本
稿
は
、
こ
の
法
理
に
つ
い
て
一
歩
踏
み
込
ん
だ
考
察
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
い）

（（
（

。
ま
ず
Ⅱ
に
お
い
て
、
表
現
・

集
会
の
自
由
と
、
表
現
の
た
め
の
場
所
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項
や
判
例
の
考
え
方
を
簡
単
に
確
認
す
る
と
と
も
に）

（1
（

、
判
例
に
現
れ

た
「
敵
意
あ
る
聴
衆
の
法
理
」
を
確
認
す
る
。
そ
し
て
Ⅲ
で
、
当
該
法
理
の
適
用
場
面
や
対
象
、
意
義
な
ど
に
つ
い
て
多
角
的
に
検

討
し
、
そ
の
内
実
を
明
ら
か
に
す
る
。

Ⅱ　

表
現
・
集
会
の
自
由
と
表
現
の
た
め
の
場

1
．
表
現
の
自
由
の
保
障
の
意
味

　
（
1
）
表
現
の
自
由
の
保
障
は
、
表
現
の
た
め
の
場
所
が
な
け
れ
ば
絵
に
描
い
た
餅
に
な
り
か
ね
な
い
。「
あ
る
主
張
や
意
見
を
社

会
に
伝
達
す
る
自
由
を
保
障
す
る
場
合
に
、
そ
の
表
現
の
場
を
確
保
す
る
こ
と
が
重
要
な
意
味
を
も
つ
て
い
る
。
特
に
表
現
の
自
由

の
行
使
が
行
動
を
伴
う
と
き
に
は
表
現
の
た
め
の
物
理
的
な
場
所
が
必
要
と
な
つ
て
く
る
。
こ
の
場
所
が
提
供
さ
れ
な
い
と
き
に
は
、

多
く
の
意
見
は
受
け
手
に
伝
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
つ
て
も
よ
い）

（1
（

」
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
表
現
の
た
め
の
場
の
確
保

は
、
表
現
の
自
由
、
そ
し
て
「
表
現
の
自
由
の
行
使
が
行
動
を
伴
う
と
き
」
に
関
係
す
る
集
会
の
自
由
に
と
っ
て
、
極
め
て
重
要
で
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あ
る
。

　
（
2
）
他
方
、
表
現
の
自
由
や
集
会
の
自
由
を
保
障
す
る
憲
法
二
一
条
一
項
は
、
原
則
と
し
て
、
公
権
力
に
対
し
て
表
現
の
た
め

の
機
会
や
場
の
提
供
ま
で
を
も
義
務
づ
け
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
の
が
一
般
的
な
理
解
で
あ
り）

（1
（

、
裁
判
所
の
採
用
す
る
立
場
で

も
あ
る
。
例
え
ば
あ
る
下
級
審
判
決）

（1
（

は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る）

（1
（

。「
憲
法
二
一
条
一
項
は
、
表
現
の
自
由
、
す
な
わ
ち
、
人
の

内
心
に
お
け
る
精
神
的
作
用
を
外
部
に
公
表
す
る
精
神
活
動
の
自
由
を
保
障
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
上
記
に
い
う
表
現
の
自
由
の
保
障

と
は
、
国
民
が
内
心
に
お
け
る
精
神
的
作
用
を
外
部
に
公
表
す
る
こ
と
を
公
権
力
に
よ
り
妨
げ
ら
れ
な
い
こ
と
を
意
味
し
、
国
民
が
、

公
権
力
に
対
し
、
内
心
に
お
け
る
精
神
的
作
用
を
外
部
に
公
表
す
る
た
め
の
機
会
の
提
供
な
ど
、
表
現
の
自
由
を
よ
り
実
効
化
す
る

た
め
の
一
定
の
作
為
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
ま
で
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い）

（1
（

」。

　
（
3
）
こ
れ
が
、
表
現
・
集
会
の
自
由
と
そ
の
た
め
の
場
の
提
供
に
関
す
る
原
則
的
な
考
え
方
で
あ
る
が
、
公
共
施
設）

（1
（

の
場
合
、

と
り
わ
け
地
方
公
共
団
体
が
地
方
自
治
法
二
四
四
条
に
い
う
「
公
の
施
設
」
を
設
置
し
た
場
合
な
ど
に
は
、
事
情
が
大
き
く
変
わ
っ

て
く
る
。

　

地
方
自
治
法
二
四
四
条
は
、
一
項
で
「
普
通
地
方
公
共
団
体
は
、
住
民
の
福
祉
を
増
進
す
る
目
的
を
も
つ
て
そ
の
利
用
に
供
す
る

た
め
の
施
設
（
こ
れ
を
公
の
施
設
と
い
う
。）
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。」
と
し
た
う
え
で）

（1
（

、
二
項
で
「
普
通
地
方
公
共
団
体
（
次
条
第

三
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）
は
、
正
当
な
理
由
が
な
い
限
り
、
住
民
が
公
の
施
設
を
利
用
す
る
こ

と
を
拒
ん
で
は
な
ら
な
い
。」、
三
項
で
「
普
通
地
方
公
共
団
体
は
、
住
民
が
公
の
施
設
を
利
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
不
当
な
差
別

的
取
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
。」
と
定
め
、
表
現
や
集
会
の
た
め
の
場
と
し
て
「
公
の
施
設
」
を
設
置
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の

利
用
に
係
る
地
方
自
治
体
の
裁
量
を
限
定
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る）

11
（

。

　
（
4
）
学
説
で
は
、
こ
れ
は
憲
法
上
の
要
請
で
あ
る
と
す
る
も
の
も
あ
る
。
例
え
ば
、
最
高
裁
判
事
も
務
め
た
伊
藤
正
己
は
、「
集

会
に
は
、
公
園
、
広
場
、
公
会
堂
、
道
路
と
い
っ
た
一
定
の
場
所
の
提
供
を
正
当
な
理
由
な
し
に
拒
ん
で
は
な
ら
な
い
と
い
う
内
容
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も
含
ま
れ
て
い
る
。
別
言
す
れ
ば
、
公
共
施
設
の
管
理
者
た
る
公
権
力
に
対
し
、
集
会
を
も
と
う
と
す
る
者
は
、
公
共
施
設
の
利
用

を
要
求
で
き
る
権
利
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る）

1（
（

」
と
述
べ
て
い
る
。

2
．
泉
佐
野
市
民
会
館
事
件
判
決

　
（
1
）「
公
の
施
設
」
の
利
用
拒
否
に
関
す
る
代
表
的
判
例
が
、
泉
佐
野
市
民
会
館
事
件
判
決）

11
（

で
あ
る）

11
（

。
こ
の
事
件
で
は
、
泉
佐
野

市
が
、「
全
関
西
実
行
委
員
会
」
に
よ
る
「
関
西
新
空
港
反
対
全
国
総
決
起
集
会
」
の
た
め
の
泉
佐
野
市
民
会
館
の
使
用
許
可
申
請

を
、
市
立
泉
佐
野
市
民
会
館
条
例
七
条
一
号
「
公
の
秩
序
を
み
だ
す
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
」
に
該
当
す
る
な
ど
と
し
て
不
許
可
と
し

た
た
め
、
不
許
可
処
分
を
受
け
た
当
該
団
体
が
賠
償
を
請
求
し
た
と
い
う
事
案
で
あ
る）

11
（

。

　
（
2
）
同
判
決
は
、「
地
方
自
治
法
二
四
四
条
に
い
う
普
通
地
方
公
共
団
体
の
公
の
施
設
と
し
て
、
本
件
会
館
の
よ
う
に
集
会
の
用

に
供
す
る
施
設
が
設
け
ら
れ
て
い
る
場
合
、
住
民
は
、
そ
の
施
設
の
設
置
目
的
に
反
し
な
い
限
り
そ
の
利
用
を
原
則
的
に
認
め
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
の
で
、
管
理
者
が
正
当
な
理
由
な
く
そ
の
利
用
を
拒
否
す
る
と
き
は
、
憲
法
の
保
障
す
る
集
会
の
自
由
の
不
当
な
制

限
に
つ
な
が
る
お
そ
れ
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
条
例
七
条
一
号
及
び
三
号
を
解
釈
適
用
す
る
に
当
た
っ
て
は
、

本
件
会
館
の
使
用
を
拒
否
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
憲
法
の
保
障
す
る
集
会
の
自
由
を
実
質
的
に
否
定
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
か
ど
う
か

を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
方
を
示
し
、
公
の
施
設
の
利
用
拒
否
が
、
憲
法
上
の
問
題
と
な
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
地
方

自
治
法
二
四
四
条
違
反
の
問
題
の
み
な
ら
ず
、
憲
法
二
一
条
一
項
に
も
違
反
す
る
余
地
が
あ
る
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す

る
。
そ
し
て
、「
公
の
秩
序
を
み
だ
す
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
」
に
該
当
す
る
と
し
て
、
集
会
の
た
め
の
使
用
申
請
を
不
許
可
に
で
き

る
場
面
を
大
き
く
絞
り
込
ん
で
い
く
。

　
（
3
）
ま
ず
判
決
は
、「
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
す
る
と
、
集
会
の
用
に
供
さ
れ
る
公
共
施
設
の
管
理
者
は
、
当
該
公
共
施
設
の
種

類
に
応
じ
、
ま
た
、
そ
の
規
模
、
構
造
、
設
備
等
を
勘
案
し
、
公
共
施
設
と
し
て
の
使
命
を
十
分
達
成
せ
し
め
る
よ
う
適
正
に
そ
の
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管
理
権
を
行
使
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
点
か
ら
み
て
利
用
を
不
相
当
と
す
る
事
由
が
認
め
ら
れ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の

利
用
を
拒
否
し
得
る
の
は
、
利
用
の
希
望
が
競
合
す
る
場
合
の
ほ
か
は
、
施
設
を
そ
の
集
会
の
た
め
に
利
用
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

他
の
基
本
的
人
権
が
侵
害
さ
れ
、
公
共
の
福
祉
が
損
な
わ
れ
る
危
険
が
あ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
よ

う
な
場
合
に
は
、
そ
の
危
険
を
回
避
し
、
防
止
す
る
た
め
に
、
そ
の
施
設
に
お
け
る
集
会
の
開
催
が
必
要
か
つ
合
理
的
な
範
囲
で
制

限
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
。

　
（
4
）
次
に
判
決
は
、「
必
要
か
つ
合
理
的
な
範
囲
」
で
の
制
限
か
否
か
の
判
断
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
判
示
す
る
。「
右
の
制

限
が
必
要
か
つ
合
理
的
な
も
の
と
し
て
肯
認
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
、
基
本
的
に
は
、
基
本
的
人
権
と
し
て
の
集
会
の
自
由
の
重
要
性

と
、
当
該
集
会
が
開
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
る
こ
と
の
あ
る
他
の
基
本
的
人
権
の
内
容
や
侵
害
の
発
生
の
危
険
性
の
程
度

等
を
較
量
し
て
決
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
…
…
こ
の
よ
う
な
較
量
を
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
集
会
の
自
由
の
制
約
は
、
基
本

的
人
権
の
う
ち
精
神
的
自
由
を
制
約
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
経
済
的
自
由
の
制
約
に
お
け
る
以
上
に
厳
格
な
基
準
の
下
に
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」。

　
（
5
）
さ
ら
に
判
決
は
、
以
上
を
踏
ま
え
て
、
本
件
条
例
七
条
一
号
「
公
の
秩
序
を
み
だ
す
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
」
を
次
の
よ
う

に
解
釈
す
る
。「
…
…
同
号
は
、
広
義
の
表
現
を
採
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
右
の
よ
う
な
趣
旨
か
ら
し
て
、
本
件
会
館
に
お
け
る
集

会
の
自
由
を
保
障
す
る
こ
と
の
重
要
性
よ
り
も
、
本
件
会
館
で
集
会
が
開
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
の
生
命
、
身
体
又
は
財
産
が

侵
害
さ
れ
、
公
共
の
安
全
が
損
な
わ
れ
る
危
険
を
回
避
し
、
防
止
す
る
こ
と
の
必
要
性
が
優
越
す
る
場
合
を
い
う
も
の
と
限
定
し
て

解
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
危
険
性
の
程
度
と
し
て
は
、
前
記
各
大
法
廷
判
決
の
趣
旨
に
よ
れ
ば
、
単
に
危
険
な
事
態
を
生
ず
る
蓋
然

性
が
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
足
り
ず
、
明
ら
か
な
差
し
迫
っ
た
危
険
の
発
生
が
具
体
的
に
予
見
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
解
す

る
の
が
相
当
で
あ
る
…
…
。
そ
し
て
、
右
事
由
の
存
在
を
肯
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
事
態
の
発
生
が
許
可
権
者

の
主
観
に
よ
り
予
測
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
客
観
的
な
事
実
に
照
ら
し
て
具
体
的
に
明
ら
か
に
予
測
さ
れ
る
場
合
で
な
け
れ
ば
な
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ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。」

　
（
6
）
調
査
官
解
説
に
よ
る
と
、
本
判
決
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、「
集
会
の
自
由
の
制
限
に
つ
い
て
、
利
益
較
量
論
、
次
い
で
『
明
ら

か
な
差
し
迫
っ
た
危
険
』
の
基
準
と
い
う
二
段
階
の
判
断
基
準
を
採
用
し
た
点
に
特
色
が
あ
る）

11
（

」
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
「
公

の
秩
序
を
み
だ
す
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
」
の
意
味
を
絞
り
込
む
こ
と
で
（
合
憲
限
定
解
釈）

11
（

）、
文
面
違
憲
の
主
張
を
退
け
つ
つ
も
、
具

体
的
事
実
関
係
に
照
ら
し
た
「
あ
て
は
め
」
に
よ
り
、
不
許
可
処
分
は
違
法
で
は
な
か
っ
た
と
の
結
論
に
至
っ
て
い
る
。

3
．
反
対
グ
ル
ー
プ
等
に
よ
る
妨
害
活
動
の
評
価

　
（
1
）
本
稿
が
着
目
す
る
の
は
、
泉
佐
野
市
民
会
館
事
件
判
決
が
、
公
の
施
設
の
利
用
を
拒
否
で
き
る
場
合
で
あ
る
「
明
ら
か
な

差
し
迫
っ
た
危
険
」
が
存
在
す
る
場
合
に
も
、「
主
催
者
が
集
会
を
平
穏
に
行
お
う
と
し
て
い
る
の
に
、
そ
の
集
会
の
目
的
や
主
催

者
の
思
想
、
信
条
に
反
対
す
る
他
の
グ
ル
ー
プ
等
が
こ
れ
を
実
力
で
阻
止
し
、
妨
害
し
よ
う
と
し
て
紛
争
を
起
こ
す
お
そ
れ
が
あ
る

こ
と
を
理
由
に
公
の
施
設
の
利
用
を
拒
む
こ
と
は
、
憲
法
二
一
条
の
趣
旨
に
反
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
」
と
述
べ
、「
さ
ら
に
使
用
を

不
許
可
と
で
き
る
場
合
に
つ
い
て
制
限
を
加
え
て
い
る）

11
（

」
部
分
で
あ
る
。

　
（
2
）
同
じ
く
公
の
施
設
の
利
用
拒
否
が
問
題
と
な
っ
た
上
尾
市
福
祉
会
館
事
件
判
決）

11
（

も
、「
会
館
の
管
理
上
支
障
が
生
ず
る
と
の

事
態
が
、
許
可
権
者
の
主
観
に
よ
り
予
測
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
客
観
的
な
事
実
に
照
ら
し
て
具
体
的
に
明
ら
か
に
予
測
さ
れ
る
場

合
に
初
め
て
、
本
件
会
館
の
使
用
を
許
可
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
た
う
え
で）

11
（

、「
主
催
者
が
集
会
を
平
穏
に
行
お
う
と
し
て

い
る
の
に
、
そ
の
集
会
の
目
的
や
主
催
者
の
思
想
、
信
条
等
に
反
対
す
る
者
ら
が
、
こ
れ
を
実
力
で
阻
止
し
、
妨
害
し
よ
う
と
し
て

紛
争
を
起
こ
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
理
由
に
公
の
施
設
の
利
用
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
前
示
の
よ
う
な
公
の
施
設
の
利
用

関
係
の
性
質
に
照
ら
せ
ば
、
警
察
の
警
備
等
に
よ
っ
て
も
な
お
混
乱
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
な
ど
特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合

に
限
ら
れ
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
…
…
な
お
、
警
察
の
警
備
等
に
よ
り
そ
の
他
の
施
設
の
利
用
客
に
多
少
の
不
安
が
生
ず
る
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こ
と
が
会
館
の
管
理
上
支
障
が
生
ず
る
と
の
事
態
に
当
た
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
」
と
、
同
趣
旨
の
こ
と
を
述
べ

て
い
る
。

　
（
3
）
泉
佐
野
市
民
会
館
事
件
判
決
の
調
査
官
解
説
は
、
上
記
の
引
用
部
分
に
つ
い
て
、「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
判
例
に
い
う
『
敵

意
あ
る
聴
衆
』
の
理
論
に
類
似
す
る
問
題
に
触
れ
」
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る）

11
（

。
上
尾
市
福
祉
会
館
事
件
判
決
の
調
査
官
解
説
も
、

上
記
の
引
用
部
分
に
つ
い
て
、「
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
の
判
例
に
い
う
『
敵
意
あ
る
聴
衆
』
の
理
論
に
類
似
す
る
問
題
に
触
れ
」

た
も
の
で
あ
る
、
と
し
て
い
る）

1（
（

。

　
（
4
）
学
説
も
、
上
記
判
例
で
示
さ
れ
た
考
え
方
に
つ
い
て
、「
反
対
勢
力
や
集
会
に
対
す
る
敵
意
を
も
つ
観
衆
の
存
在
に
よ
っ
て

治
安
妨
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
い
う
場
合
に
つ
い
て
は
、『
正
当
な
権
利
の
行
使
者
を
法
律
上
弾
圧
す
べ
き
で
な
い
』
と

い
う
イ
ギ
リ
ス
の
判
例
上
確
立
さ
れ
た
法
理
（「
敵
意
あ
る
聴
衆
の
法
理
」）
が
原
則
と
し
て
妥
当
す
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る）

11
（

」
と
か
、

「
合
法
的
な
集
会
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
を
妨
害
す
る
行
為
の
方
を
規
制
し
、
集
会
の
自
由
を
保
護
す
る
の
が
正
し
い
解
決
で
あ
る

（「
敵
意
あ
る
聴
衆
」〔hostile�audience

〕
の
理
論
と
い
わ
れ
る
））

11
（

」
な
ど
と
述
べ
て
い
る
。

　
「『
敵
意
あ
る
聴
衆
』
の
法
理
と
は
、
あ
る
人
々
が
集
会
を
開
催
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
、
当
該
集
会
の
目
的
や
集
会
を
主
催
す
る

人
々
の
思
想
に
反
対
し
対
立
す
る
集
団
が
存
在
す
る
こ
と
の
み
を
理
由
に
集
会
を
禁
止
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
法
理
で
あ

る
）
11
（

」
と
い
う
説
明
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
同
法
理
の
「
出
発
の
前
提
は
、
敵
意
あ
る
反
対
者
の
存
在
が
表
現
を
規
制
す
る
理
由
と

は
な
り
え
な
い
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
む
し
ろ
、
表
現
の
権
利
を
行
使
し
よ
う
と
す
る
者
を
保
護
す
る
こ
と
は
、
政
府
の
憲
法
的
義

務
で
さ
え
あ
る）

11
（

」、
と
考
え
ら
れ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　

こ
の
よ
う
に
「
敵
意
あ
る
聴
衆
の
法
理
」
は
、
表
現
な
い
し
集
会
の
自
由
を
制
約
し
得
る
場
面
を
限
定
す
る
法
理
で
あ
る
と
解
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
（
5
）
判
例
で
示
さ
れ
、
学
説
で
も
承
認
さ
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
「
敵
意
あ
る
聴
衆
の
法
理
」
は
、
こ
の
言
葉
を
用
い
て
こ
そ
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い
な
い
も
の
の
、
冒
頭
で
触
れ
た
『
表
現
の
不
自
由
展
か
ん
さ
い
』
の
事
例
（⇒

Ⅰ
1
（
4
））
な
ど
、
下
級
審
に
お
い
て
も
採
用
さ

れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い）

11
（

。

4
．
小
括

　
（
1
）
以
上
に
述
べ
て
き
た
こ
と
を
、
原
則
・
例
外
関
係
を
意
識
し
な
が
ら
整
理
す
れ
ば
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

第
一
に
、
憲
法
二
一
条
一
項
が
保
障
す
る
表
現
の
自
由
・
集
会
の
自
由
は
、「
原
則
」
と
し
て
、
表
現
の
た
め
の
場
所
や
機
会
の

提
供
を
義
務
付
け
る
も
の
で
は
な
い
。

　

第
二
に
、「
例
外
的
」
に
、
一
定
の
場
所
に
つ
い
て
公
権
力
は
、
そ
の
場
所
を
表
現
や
集
会
活
動
の
た
め
に
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い）

11
（

。
そ
の
場
所
の
代
表
格
が
、「
公
の
施
設
」
で
あ
る）

11
（

。

　

第
三
に
、「
例
外
的
」
に
表
現
の
た
め
に
使
用
さ
せ
る
こ
と
が
「
原
則
」
と
な
る
公
の
施
設
に
お
い
て
も
、「
例
外
的
」
に
そ
れ
を

使
用
さ
せ
な
く
て
も
よ
い
場
合
が
あ
る
。

　

第
四
に
、
そ
の
よ
う
な
場
所
に
お
い
て
も
、「
原
則
」
と
し
て
、
表
現
活
動
に
敵
対
す
る
反
対
グ
ル
ー
プ
ら
が
妨
害
活
動
を
行
う

こ
と
を
理
由
に
利
用
不
許
可
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
一
定
の
閾
値
を
超
え
た
妨
害
が
あ
っ
た
場
合
に
初
め
て
、「
例
外
的
」
に

利
用
を
不
許
可
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
五
に
、
こ
の
考
え
方
が
、
学
説
な
ど
に
よ
っ
て
「
敵
意
あ
る
聴
衆
の
法
理
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
（
2
）
判
例
で
示
さ
れ
た
「
敵
意
あ
る
聴
衆
の
法
理
」
は
、
次
の
構
成
要
素
か
ら
成
る
。
①
主
催
者
が
集
会
を
平
穏
に
行
お
う
と

し
て
い
る
の
に
、
②
そ
の
集
会
の
目
的
や
主
催
者
の
思
想
、
信
条
等
に
反
対
す
る
者
ら
（
グ
ル
ー
プ
等
）
が
、
③
そ
の
集
会
を
実
力

で
阻
止
し
、
妨
害
し
よ
う
と
し
て
紛
争
を
起
こ
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
、
④
そ
れ
を
理
由
に
公
の
施
設
の
利
用
を
拒
む
こ
と
は
、
憲

法
二
一
条
の
趣
旨
に
反
す
る
。
⑤
た
だ
し
、
警
察
の
警
備
等
に
よ
っ
て
も
な
お
、
客
観
的
に
見
て
具
体
的
に
予
見
さ
れ
る
明
ら
か
な
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差
し
迫
っ
た
危
険
の
発
生
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
な
ど
、
特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
⑥
公
の
施
設
の
利
用
を
拒
否
す

る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。

　
（
3
）
以
下
で
は
、
こ
の
文
節
を
意
識
し
つ
つ
、「
敵
意
あ
る
聴
衆
の
法
理
」
に
つ
い
て
踏
み
込
ん
だ
検
討
を
加
え
る
こ
と
で
、
そ

の
内
実
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

Ⅲ　
「
敵
意
あ
る
聴
衆
の
法
理
」
と
は
何
か

1
．
ど
の
よ
う
な
主
催
者
／
い
か
な
る
目
的
の
集
会
を
対
象
と
す
る
法
理
な
の
か
？

　
（
1
）
第
一
に
、「
敵
意
あ
る
聴
衆
の
法
理
」
は
、
ど
の
よ
う
な
主
催
者
に
よ
る
、
い
か
な
る
目
的
の
集
会
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る

の
か
が
問
題
と
な
る
。

　
（
2
）
集
会
の
目
的
や
主
催
者
の
性
格
を
根
拠
に
し
て
、
集
会
を
不
許
可
と
す
る
こ
と
は
原
則
的
に
認
め
ら
れ
な
い
、
と
い
う
の

が
判
例
の
立
場
で
あ
る
。
泉
佐
野
市
民
会
館
事
件
判
決
は
、「
普
通
地
方
公
共
団
体
が
公
の
施
設
の
使
用
の
許
否
を
決
す
る
に
当
た

り
、
集
会
の
目
的
や
集
会
を
主
催
す
る
団
体
の
性
格
そ
の
も
の
を
理
由
と
し
て
、
使
用
を
許
可
せ
ず
、
あ
る
い
は
不
当
に
差
別
的
に

取
り
扱
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
」
と
明
言
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
同
法
理
は
、
集
会
の
目
的
や
主
催
者
の
性
格
い
か
ん
に
か
か
わ
ら

ず
適
用
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

や
や
脱
線
す
る
が
、
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
が
行
わ
れ
る
可
能
性
の
あ
る
デ
モ
や
集
会
な
ど
で
あ
っ
て
も
、
原
則
的
に
そ
の
た
め
の

公
の
施
設
等
の
利
用
を
拒
否
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る）

11
（

。

　
（
3
）
泉
佐
野
市
民
会
館
事
件
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
た
会
館
の
使
用
不
許
可
処
分
は
、「
集
会
の
目
的
や
主
催
者
の
性
格
」
を
理

由
と
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
主
催
者
の
こ
れ
ま
で
の
行
動

0

0

0

0

0

0

0

を
根
拠
と
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
判
決
曰
く
、「
そ
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れ
は
、
上
告
人
ら
の
言
論
の
内
容
や
団
体
の
性
格
そ
の
も
の
に
よ
る
差
別
で
は
な
く
、
本
件
集
会
の
実
質
上
の
主
催
者
と
目
さ
れ
る

中
核
派
が
当
時
激
し
い
実
力
行
使
を
繰
り
返
し
、
対
立
す
る
他
の
グ
ル
ー
プ
と
抗
争
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
山
場
で
あ
る
と
さ

れ
る
本
件
集
会
に
は
右
の
危
険
が
伴
う
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
る
必
要
か
つ
合
理
的
な
制
限
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
」。

　

主
催
者
の
こ
れ
ま
で
の
行
動

0

0

0

0

0

0

0

を
根
拠
と
し
て
集
会
の
た
め
の
施
設
の
利
用
を
拒
否
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
後
で
ま
た
触
れ
る
機

会
が
あ
る
（⇒
Ⅲ
2
（
3
）、
Ⅲ
4
（
4
）
～
（
7
））

2
．
主
催
者
は
ど
の
よ
う
に
集
会
を
開
催
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
？

　
（
1
）
第
二
に
、「
敵
意
あ
る
聴
衆
の
法
理
」
は
、
ど
の
よ
う
な
態
様
で
の
集
会
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。

　
（
2
）
判
例
は
、
主
催
者
が
集
会
な
い
し
表
現
活
動
を
「
平
穏
」
に
行
お
う
と
し
て
い
な
け
れ
ば
、「
敵
意
あ
る
聴
衆
の
法
理
」
の

適
用
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
と
し
て
い
る）

11
（

。
泉
佐
野
市
民
会
館
事
件
判
決
に
お
い
て
同
法
理
が
適
用
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、「
本
件

集
会
の
実
質
上
の
主
催
者
と
目
さ
れ
る
中
核
派
が
当
時
激
し
い
実
力
行
使
を
繰
り
返
し
、
対
立
す
る
他
の
グ
ル
ー
プ
と
抗
争
し
て
い

た
」
と
い
う
事
情
が
存
し
て
い
た
の
で
あ
り
、「『
平
穏
な
主
催
者
』
と
い
う
『
敵
対
的
聴
衆
の
法
理
』
の
要
件
を
欠
い
て
い
た）

1（
（

」
か

ら
で
あ
っ
た
と
の
説
明
は
、
こ
の
理
解
に
基
づ
い
て
い
る
。
上
尾
福
祉
会
館
事
件
の
調
査
官
解
説
も
、
泉
佐
野
市
民
会
館
事
件
判
決

を
評
し
て
、「
集
会
に
対
す
る
妨
害
行
為
が
、
施
設
を
利
用
す
る
側
の
〔
過
去
の

0

0

0

〕
違
法
な
行
為

0

0

0

0

0

に
起
因
し
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
場

合
に
は
、
反
対
派
の
妨
害
行
為
に
よ
る
混
乱
の
お
そ
れ
を
理
由
と
し
て
施
設
の
利
用
を
拒
む
こ
と
も
許
さ
れ
て
よ
い
と
さ
れ
て
い
る

よ
う
で
あ
」
る
と
述
べ
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
「
敵
意
あ
る
聴
衆
の
法
理
」
の
射
程
は
及
ば
な
い
と
い
う
理
解
を
示
し
て
い
る）

11
（

。

　
（
3
）
こ
こ
で
は
、
過
去
に

0

0

0

違
法
行
為
を
起
こ
し
た
主
催
者
に
よ
る
集
会
の
た
め
の
公
の
施
設
の
利
用
は
、
そ
の
過
去
の

0

0

0

違
法
行

為
に
対
す
る
報
復
と
し
て
集
会
に
対
す
る
妨
害
行
為
が
行
わ
れ
る
（
可
能
性
が
高
い
）
場
合
に
は
、
た
と
え
利
用
申
請
に
か
か
る
集

会
に
つ
い
て
は
「
平
穏
」
に
行
お
う
と
し
て
い
た
と
し
て
も
、「
主
催
者
が
集
会
を
平
穏
に
行
お
う
と
し
て
い
る
」
場
合
に
は
該
当
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し
な
い

0

0

0

と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
場
合
、「
敵
意
あ
る
聴
衆
の
法
理
」
は
適
用
さ
れ
な
い
か

ら
、「
そ
の
集
会
の
目
的
や
主
催
者
の
思
想
、
信
条
等
に
反
対
す
る
者
ら
が
、
こ
れ
を
実
力
で
阻
止
し
、
妨
害
し
よ
う
と
し
て
紛
争

を
起
こ
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
理
由
」
に
施
設
利
用
拒
否
を
し
て
も
、
違
法
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

確
か
に
、
事
前
の
利
用
許
可
に
か
か
る
判
断
で
あ
る
以
上
、
主
催
者
の
過
去
の
行
動
な
ど
か
ら
「
平
穏
」
性
を
判
断
す
る
こ
と
を

一
切
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
過
去
に
違
法
行
為
を
起
こ
し
た
主
催
者
に
よ
る
集
会
で
あ
れ
ば
、「
敵
意
あ
る
聴
衆
」

に
よ
る
妨
害
の
可
能
性
を
理
由
に
利
用
不
許
可
と
し
て
も
よ
い
の
か
は
慎
重
な
検
討
を
要
す
る
。
そ
れ
は
、「
敵
意
あ
る
聴
衆
」
に

妨
害
活
動
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
事
実
上
、
集
会
の
目
的
や
主
催
者
の
性
格
を
根
拠
に
し
て
、
集

会
を
不
許
可
と
す
る
こ
と
に
等
し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る）

11
（

。

　
（
4
）
再
び
ヘ
イ
ト
デ
モ
、
ヘ
イ
ト
集
会
の
規
制
可
能
性
に
つ
い
て
一
言
触
れ
て
お
く
と
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
住
地
域
で
の
ヘ
イ

ト
デ
モ
の
差
し
止
め
を
認
め
た
川
崎
市
ヘ
イ
ト
デ
モ
禁
止
仮
処
分
命
令
申
立
事
件
決
定）

11
（

で
は
、
集
会
の
目
的
や
主
催
者
の
性
格
が
考

慮
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、「
主
催
者
の
こ
れ
ま
で
の
行
動
」
か
ら
、「
住
居
に
お
い
て
平
穏
に
生
活
す
る
人
格
権
に
対
す
る
違
法
な
侵

害
行
為
」
が
な
さ
れ
る
蓋
然
性
が
高
か
っ
た
と
い
う
点
が
ポ
イ
ン
ト
で
あ
っ
た）

11
（

。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
や
は
り
、「
過
去
の
言
動
」

な
ど
「
主
催
者
の
こ
れ
ま
で
の
行
動
」
を
理
由
に
、
そ
れ
と
は
理
論
上
は
区
別
さ
れ
る
別
個
の
行
為
を
事
前
に
規
制
す
る
こ
と
は
果

た
し
て
ど
こ
ま
で
許
さ
れ
る
の
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る）

11
（

。

　
（
5
）
主
催
者
は
「
平
穏
」
に
集
会
を
開
催
し
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
集
会
の
「
参
加
者
」
が
「
平
穏
」
に
は
参
加
し

な
い
可
能
性
が
あ
る
場
合
、
そ
れ
が
利
用
不
許
可
を
根
拠
付
け
る
理
由
と
な
る
可
能
性
は
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、「
敵
意
あ
る
聴

衆
の
法
理
」
と
は
別
個
の
問
題
で
あ
る
（⇒

Ⅲ
4
（
3
））。
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3
．「
集
会
」
に
限
定
さ
れ
る
の
か
？

　
（
1
）
第
三
に
、「
敵
意
あ
る
聴
衆
の
法
理
」
は
「
集
会
」
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
が
、
そ
こ
で
い
う
「
集
会
」
と
は
何
か
が
問
題

と
な
る
。

　
（
2
）
憲
法
二
一
条
一
項
の
「
集
会
」
と
は
、「
多
数
人
が
政
治
・
経
済
・
学
問
・
芸
術
・
宗
教
な
ど
の
問
題
に
関
す
る
共
通
の
目

的
を
も
っ
て
一
定
の
場
所
に
集
ま
る
こ
と
」
な
ど
と
定
義
さ
れ
る）

11
（

。「
一
定
の
場
所
」
に
つ
い
て
、「
特
定
の
場
所
で
な
く
と
も
、
集

団
行
進
、
集
団
示
威
運
動
（
デ
モ
行
進
）
の
よ
う
な
、
場
所
を
移
動
す
る
場
合
も
含
め
て
考
え
る
説
が
有
力
で
あ
る）

11
（

」
と
さ
れ
、
デ

モ
行
進
に
つ
い
て
も
「
敵
意
あ
る
聴
衆
」
の
法
理
を
及
ぼ
す
余
地
が
あ
る
一
方
で
、『
表
現
の
不
自
由
展
』
の
よ
う
な
芸
術
イ
ベ
ン

ト
、
展
覧
会
な
ど
が
「
集
会
」
に
該
当
す
る
の
か
ど
う
か
は
問
題
と
な
り
得
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
上
記
の
定
義
を
示
し
た
論
者
は
、

「
集
会
は
組
織
と
計
画
と
が
原
則
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
決
め
ら
れ
て
い
る
会
合
」
で
あ
り
、「
こ
の
点
で
、
趣
味
・
娯
楽
の
た
め
の
音

楽
会
や
観
劇
、
ま
た
は
祭
り
・
縁
日
な
い
し
見
本
市
な
ど
計
画
性
の
な
い
偶
然
の
人
だ
か
り
と
は
異
な
る）

11
（

」
と
述
べ
て
い
る
か
ら
で

あ
る）

11
（

。

　
（
3
）
赤
坂
正
浩
の
整
理
に
よ
れ
ば）

1（
（

、「
人
の
集
ま
り
」
は
、
①
偶
然
（
例
え
ば
火
事
場
見
物
の
人
だ
か
り
）、
②
共
同
行
為
で
は
な

い
共
通
の
目
的
で
の
集
ま
り
（
例
え
ば
コ
ン
サ
ー
ト
鑑
賞
、
観
劇
、
芸
術
鑑
賞
な
ど
）、
③
表
現
目
的
で
は
な
い
共
同
行
為
の
た
め
の
集

ま
り
（
例
え
ば
葬
儀
や
結
婚
披
露
宴
な
ど
）、
④
意
思
形
成
、
意
見
表
明
を
目
的
と
し
た
集
ま
り
（
例
え
ば
デ
モ
、
決
起
集
会
な
ど
）
に

細
分
で
き
る
。

　

先
に
見
た
「
集
会
」
の
定
義
に
照
ら
す
と
、
④
が
憲
法
二
一
条
一
項
に
い
う
「
集
会
」
に
該
当
す
る
こ
と
、
そ
し
て
①
が
そ
れ
に

含
ま
れ
な
い
こ
と
に
異
論
は
な
か
ろ
う
。
他
方
、
②
と
③
に
つ
い
て
は
議
論
が
分
か
れ
る
。
②
と
③
の
よ
う
な
「
人
の
集
ま
り
」
が

「
集
会
」
に
含
ま
れ
る
か
否
か
は
、
主
と
し
て
、
集
会
の
定
義
の
な
か
の
「
共
通
の
目
的
」
を
狭
く
解
す
る
か
広
く
解
す
る
か
、
す

な
わ
ち
、
集
団
と
し
て
意
見
形
成
し
、
そ
れ
を
表
明
す
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
る
場
合
に
限
定
し
て
解
す
る
か
否
か
の
違
い
に
起
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因
す
る）

11
（

。

　
（
4
）
集
会
の
自
由
の
保
障
の
意
義
に
つ
い
て
述
べ
た
成
田
新
法
事
件
判
決）

11
（

は
、「
現
代
民
主
主
義
社
会
に
お
い
て
は
、
集
会
は
、

国
民
が
様
々
な
意
見
や
情
報
等
に
接
す
る
こ
と
に
よ
り
自
己
の
思
想
や
人
格
を
形
成
、
発
展
さ
せ
、
ま
た
、
相
互
に
意
見
や
情
報
等

を
伝
達
、
交
流
す
る
場
と
し
て
必
要
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
対
外
的
に
意
見
を
表
明
す
る
た
め
の
有
効
な
手
段
で
あ
る
か
ら
、
憲
法
二

一
条
一
項
の
保
障
す
る
集
会
の
自
由
は
、
民
主
主
義
社
会
に
お
け
る
重
要
な
基
本
的
人
権
の
一
つ
と
し
て
特
に
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
意
見
の
受
領
や
交
流
の
場
と
し
て
の
集
会
の
意
義
も
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に

鑑
み
る
と
、
④
だ
け
が
集
会
の
自
由
の
保
護
領
域
に
含
ま
れ
る
と
い
う
立
場
を
採
用
し
て
い
な
い

0

0

0

よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
の
こ

と
は
、
上
尾
市
福
祉
会
館
事
件
判
決
が
、「
葬
儀
」
を
集
会
の
自
由
の
問
題
と
し
て
処
理
し
て
い
る
こ
と
と
も
整
合
す
る）

11
（

。

　

そ
こ
で
さ
し
あ
た
り
は
、
広
く
人
が
集
ま
る
②
、
③
、
④
の
よ
う
な
人
の
集
ま
り
を
も
っ
て
、「
敵
意
あ
る
聴
衆
の
法
理
」
の
適

用
対
象
で
あ
る
「
集
会
」
で
あ
る
と
捉
え
て
も
よ
い
と
解
さ
れ
る）

11
（

（
広
義
説
）。

　
（
5
）
そ
れ
で
も
、
営
利
目
的
の
集
ま
り
は
「
集
会
」
に
は
含
ま
れ
な
い
。
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
自
動
車
部
品
等
の
展
示
会
開

催
（
営
利
目
的
）
の
た
め
に
な
さ
れ
た
「
公
の
施
設
」
で
あ
る
名
古
屋
市
国
際
展
示
場
の
使
用
許
可
申
請
が
、「
管
理
上
の
支
障
が

あ
る
と
き
」（
名
古
屋
市
国
際
展
示
場
条
例
2
条
2
項
）
に
該
当
す
る
と
し
て
不
許
可
と
さ
れ
た
名
古
屋
市
国
際
展
示
場
使
用
不
許
可

事
件
判
決）

11
（

が
参
考
に
な
る
。
同
判
決
は
、「
公
の
施
設
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
の
す
べ
て
が
集
会
の
自
由
に
よ
り
憲
法
上
保
護
さ

れ
る
べ
き
『
集
会
』
を
開
催
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
り
、
こ
の
点
は
ま
た
別
個
の
問
題
で
あ
る
」
と
し
た
う
え

で
、「
本
件
イ
ベ
ン
ト
は
自
動
車
を
自
分
の
好
み
に
改
造
す
る
と
い
う
一
定
の
方
向
性
の
下
に
開
催
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

そ
の
方
向
性
が
自
動
車
の
改
造
及
び
そ
の
部
品
の
販
売
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
基
本
的
に
は
営
業
活
動
の
自
由
等
の
経

済
的
自
由
に
関
す
る
催
事
に
す
ぎ
ず
、
上
記
判
例
〔
泉
佐
野
市
民
会
館
事
件
と
上
尾
市
福
祉
会
館
事
件
の
こ
と
〕
の
い
う
厳
格
な
基
準

が
直
接
妥
当
す
べ
き
事
案
で
あ
る
と
は
解
し
難
い
」
か
ら
、「
本
件
不
許
可
処
分
の
適
法
性
に
つ
い
て
判
断
す
る
に
は
、
同
処
分
が



16

法学研究 95 巻 3 号（2022：3）

本
件
施
設
の
性
質
、
本
件
申
請
に
か
か
る
施
設
の
使
用
目
的
、
使
用
形
態
そ
の
他
の
事
情
か
ら
み
て
合
理
的
な
裁
量
の
範
囲
内
で
な

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
基
準
に
よ
れ
ば
足
り
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る）

11
（

」
と
述
べ
て
い
る）

11
（

。

4
．「
敵
意
あ
る
聴
衆
」
と
は
ど
の
よ
う
な
者
か
？

　
（
1
）
第
四
に
、「
敵
意
あ
る
聴
衆
の
法
理
」
に
い
う
「
敵
意
あ
る
聴
衆
」
と
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
者
を
指
し
て
い
る
の
か

が
問
題
と
な
る
。

　
（
2
）
判
例
で
は
、「
集
会
の
目
的
や
主
催
者
の
思
想
、
信
条
等
に
反
対
す
る
者
ら
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、「
混
乱
を
起

こ
す
お
そ
れ
の
あ
る
者
ら
」
で
あ
っ
て
も
当
該
集
会
へ
の
「
敵
意
」
を
有
さ
な
け
れ
ば
、
同
法
理
の
対
象
と
は
な
ら
な
い）

11
（

。
こ
の
点

に
関
し
て
、
上
述
（⇒

Ⅲ
3
（
5
））
し
た
名
古
屋
市
国
際
展
示
場
使
用
不
許
可
事
件
判
決
を
掲
載
し
た
判
例
タ
イ
ム
ズ
の
解
説
部
分

に
お
け
る
次
の
指
摘
が
参
考
に
な
る
。「
本
件
の
暴
走
族
ら
は
、
イ
ベ
ン
ト
に
誘
引
さ
れ
て
集
ま
っ
て
く
る
に
す
ぎ
ず
、
イ
ベ
ン
ト

開
催
に
反
対
す
る
意
図
で
暴
走
行
為
等
を
繰
り
広
げ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
上
、
本
件
に
つ
い
て
は
過
去
に
警
察
が
大
規
模
な
取
り

締
ま
り
を
実
施
し
て
も
混
乱
の
発
生
を
防
止
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
が
あ
る
か
ら
、
こ
の
点
〔
敵
意
あ
る
聴
衆
の
理
論
〕
は
問

題
と
は
な
ら
な
い）

11
（

」。

　
（
3
）「
集
会
の
目
的
や
主
催
者
の
思
想
、
信
条
等
に
反
対
す
る
者
ら
」
で
は
な
い
「
参
加
者
」
が
暴
徒
と
化
す
危
険
性
の
存
在
は
、

利
用
不
許
可
を
根
拠
付
け
る
理
由
と
な
る
可
能
性
は
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
前
述
し
た
と
お
り
（⇒

Ⅲ
2
（
5
））、「
敵
意
あ
る
聴

衆
の
法
理
」
と
は
別
個
の
問
題
で
あ
り
、
東
京
都
公
安
条
例
事
件
判
決）

1（
（

が
展
開
し
た
「
集
団
暴
徒
化
論
」
の
ほ
う
に
関
係
す
る
問
題

で
あ
る）

11
（

。

　
（
4
）「
聴
衆
」
と
い
う
語
は
、『
広
辞
苑
（
第
七
版
）』
に
よ
れ
ば
、「
説
教
・
演
説
・
音
楽
な
ど
を
聴
き
に
集
ま
っ
た
人
び
と
。

き
き
て
」
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、「
敵
意
あ
る
聴
衆
の
法
理
」
に
い
う
「
聴
衆
」
は
、
実
際
に

0

0

0

開
催
さ
れ
た
集
会
等
に
赴
き
、
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実
際
に

0

0

0

発
言
を
聞
い
て
い
る
者
の
こ
と
で
は
な
く
0

0

、
集
会
の
主
催
者
ら
の
「
こ
れ
ま
で
の
行
動
」
な
ど
か
ら
、「
そ
の
集
会
の
目
的

や
主
催
者
の
思
想
、
信
条
等
に
反
対
」
し
て
い
て
、
そ
の
意
思
表
示
の
た
め
に
実
力
を
行
使
し
妨
害
を
行
う
「
お
そ
れ
の
あ
る

0

0

0

0

0

0

者

ら
」
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
集
会
の
許
可
段
階
（
集
会
開
催
の
前
）
に
お
い
て
問
題

に
な
る
の
で
あ
る
。

　
（
5
）
こ
の
よ
う
な
「
聴
衆
」
の
理
解
は
、「
敵
意
あ
る
聴
衆
の
法
理
」
の
母
国
の
一
つ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
た
ア
メ
リ
カ
の
判
例
法

理
と
異
な
る
部
分
で
あ
る）

11
（

。
上
村
貞
美
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
の
判
例
法
理
に
お
け
る
「
集
会
に
関
す
る
規
制
に
は
、

時
間
を
基
準
に
し
て
、
①
事
前
規
制
・
許
可
制
、
②
集
会
中
の
規
制
、
③
事
後
処
罰
の
三
つ
が
あ
る
。〔
ア
メ
リ
カ
の
〕『
敵
意
あ
る

聴
衆
』
の
法
理
は
②
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
わ
が
国
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
①
の
事
前
規
制
・
許
可
制
の
問
題
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
、『
敵
意
あ
る
聴
衆
』
の
法
理
が
適
用
さ
れ
る
局
面
と
は
異
な
っ
て
い
る）

11
（

」。

　

ア
メ
リ
カ
で
は
、
集
会
中0

に
な
さ
れ
た
表
現
が
「
敵
意
あ
る
聴
衆
」
に
よ
る
混
乱
を
惹
起
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
当

該
集
会
を
解
散
さ
せ
た
り
、
当
該
発
言
者
を
治
安
紊
乱
罪
な
ど
で
逮
捕
し
た
り
す
る
こ
と）

11
（

が
問
題
と
な
っ
て
き
た
の
で
あ
り）

11
（

、
そ
の

よ
う
な
場
面
に
お
い
て
集
会
や
表
現
を
制
約
す
る
こ
と
は
原
則
と
し
て
許
さ
な
い
と
す
る
法
理
が
、「
敵
意
あ
る
聴
衆
の
法
理
」
だ

と
い
う
の
で
あ
る）

11
（

。
調
査
官
解
説
が
、
泉
佐
野
市
民
会
館
事
件
判
決
や
上
尾
市
福
祉
会
館
事
件
判
決
に
お
い
て
「
敵
意
あ
る
聴
衆
の

法
理
」
そ
の
も
の
で
は
な
く
、「
類
似
の
考
え
方
」
が
採
ら
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
た
の
は
（⇒

Ⅱ
3
（
3
））、
こ
の
文
脈
で
理
解
す

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る）

11
（

。

　
（
6
）
た
だ
し
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
事
前
規
制
に
関
す
る
事
例
も
あ
る
。
そ
の
代
表
例
が
、
一
九
九
二
年
のForsyth�

County�v.�N
ationalist�M

ovem
ent

連
邦
最
高
裁
判
決）

11
（

で
あ
る
。
こ
の
事
件
は
、
当
局
が
デ
モ
の
許
可
に
際
し
て
、
そ
の
表
現
に

対
す
る
カ
ウ
ン
タ
ー
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
の
大
き
さ
の
程
度
を
踏
ま
え
て
、
警
備
に
要
す
る
費
用
（
通
常
の
費
用
の
超
過
分
）
の
事
前
納

付
を
求
め
る
と
す
る
条
例
に
基
づ
き
、
デ
モ
を
申
請
し
た
白
人
至
上
主
義
者
団
体
に
警
備
費
用
の
請
求
を
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
条
例
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が
違
憲
で
あ
る
と
し
て
提
訴
さ
れ
た
と
い
う
事
案
で
あ
る）

11
（

。
連
邦
最
高
裁
判
決
は
、「
表
現
に
対
す
る
聴
衆
の
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
は
、

規
制
を
内
容
中
立
で
あ
る
と
す
る
根
拠
に
は
な
ら
な
い）

1（
（

」
と
述
べ
、
表
現
内
容
に
基
づ
い
て
支
払
う
べ
き
コ
ス
ト
が
変
化
す
る
も
の

で
あ
る
以
上
、
条
例
の
規
定
は
内
容
に
基
づ
く
規
制
に
該
当
す
る
と
捉
え
た
う
え
で）

11
（

、「
表
現
は
罰
せ
ら
れ
た
り
禁
止
さ
れ
た
り
し

て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
同
様
に
、
単
に
敵
対
的
な
暴
徒
（m

ob

）
を
怒
ら
せ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
理
由
に
財
政
的
な
負

担
を
課
さ
れ
て
は
な
ら
な
い）

11
（

」
な
ど
と
判
示
し
て
、
当
該
条
例
を
違
憲
と
判
断
し
た
。

　
（
7
）
ま
た
、
後
述
（⇒

Ⅲ
7
（
2
））
す
る
よ
う
に
近
年
、
ア
メ
リ
カ
の
大
学
に
お
い
て
、
右
派
著
名
人
を
呼
ん
だ
講
演
会
イ
ベ

ン
ト
が
左
派
学
生
ら
の
過
激
な
抗
議
活
動
に
よ
り
中
止
に
追
い
込
ま
れ
た
り
、
開
催
は
さ
れ
た
も
の
の
莫
大
な
警
備
費
用
が
費
や
さ

れ
た
り
す
る
と
い
う
事
案
が
発
生
し
て
い
る
。
こ
れ
も
事
前
規
制
に
関
係
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
出
来
事
も
ア
メ
リ
カ
で
は
「
敵
意
あ

る
聴
衆
」
の
問
題
と
し
て
議
論
さ
れ
て
い
る）

11
（

。
こ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、「
敵
意
あ
る
聴
衆
の
法
理
」
は
、
必
ず
し
も
集
会
開
催
中

の
表
現
の
場
合
に
限
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
理
解
さ
れ
て
い
る
と
も
解
さ
れ
る）

11
（

。

　
（
8
）
た
だ
し
、「
敵
意
あ
る
聴
衆
の
法
理
」
の
出
自
に
照
ら
し
て
、
佐
々
木
弘
通
に
よ
る
次
の
指
摘
を
踏
ま
え
て
お
く
必
要
が
あ

ろ
う
。「
こ
の
本
来
の
法
理
を
踏
ま
え
る
と
、
事
前
規
制
の
文
脈
に
転
用
さ
れ
た
〈「
敵
意
あ
る
聴
衆
」
に
関
す
る
法
理
〉
は
、
真
に

例
外
的
な
場
合
に
の
み
、
集
会
の
開
催
そ
の
こ
と
の
否
定

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
是
認
す
る
も
の
だ
と
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
さ
も
な
い
と
、
憲
法

21
条
の
要
請
で
あ
る
は
ず
の
、
表
現
行
為
に
対
す
る
事
前
規
制
の
原
則
的
禁
止
の
法
理
は
、
た
だ
の
お
題
目
に
終
わ
っ
て
し
ま
う）

11
（

」。

5
．
反
対
者
に
は
何
が
で
き
る
の
か
？

　
（
1
）
第
五
に
、「
敵
意
あ
る
聴
衆
の
法
理
」
の
も
と
、「
集
会
の
目
的
や
主
催
者
の
思
想
、
信
条
等
に
反
対
す
る
者
ら
」
に
は
い

か
な
る
活
動
の
余
地
が
残
さ
れ
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。

　
（
2
）「
集
会
の
目
的
や
主
催
者
の
思
想
、
信
条
等
に
反
対
す
る
者
ら
」
は
、
実
力
行
使
に
よ
る
集
会
の
阻
止
、
妨
害
し
よ
う
と
し
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て
紛
争
を
起
こ
す
こ
と
に
至
ら
な
い

0

0

0

0

抗
議
活
動
で
あ
れ
ば
、
自
由
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
し
た
活
動
は
、
そ
れ
が
違
法
行
為

―
―
強
要
、
不
退
去
、
住
居
侵
入
、
威
力
業
務
妨
害
等
、
騒
音
防
止
や
迷
惑
防
止
条
例
な
ど
に
抵
触
す
る
行
為
―
―
に
該
当
し
な
け

れ
ば
、
表
現
の
自
由
と
し
て
保
護
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る）

11
（

。

　
（
3
）
こ
の
点
に
関
し
て
、
在
日
朝
鮮
人
・
韓
国
人
の
音
楽
舞
踊
家
ら
に
よ
り
創
立
さ
れ
た
歌
劇
団
が
、
仙
台
市
民
会
館
の
使
用

許
可
取
消
処
分
の
執
行
停
止
の
申
立
て
を
行
い
そ
れ
が
認
容
さ
れ
た
事
例）

11
（

に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

「
警
察
の
警
備
等
が
適
切
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
賃
貸
住
宅
に
居
住
す
る
住
民
に
あ
る
程
度
の
騒
音
等
の
被
害
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ

と
は
避
け
難
い
と
は
思
わ
れ
る
が
、
ホ
ー
ル
を
併
有
す
る
建
物
に
居
住
す
る
以
上
、
多
少
の
騒
音
等
は
受
忍
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
本
件
会
館
を
使
用
す
る
一
般
市
民
、
あ
る
い
は
付
近
を
通
行
す
る
一
般
市
民
に
お
い
て
も
あ
る
程
度
の
騒
音
等
の
被
害
が
も

た
ら
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
右
翼
団
体
等
に
も
表
現
の
自
由
は
あ
る
の
で
あ
る
し
、
市
街
地
の
施
設
を
利
用
し
、
あ
る
い
は
市
街
地

で
生
活
す
る
以
上
、
や
は
り
多
少
の
騒
音
被
害
等
は
受
忍
す
べ
き
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る）

11
（

」。

　
（
4
）『
表
現
の
不
自
由
展
か
ん
さ
い
』
の
訴
訟
の
第
一
審
決
定
（⇒

Ⅰ
（
4
））
で
も
、「
そ
も
そ
も
、
住
民
が
多
様
な
価
値
観
を

持
ち
な
が
ら
共
存
し
て
い
る
以
上
、
広
く
住
民
に
開
か
れ
て
い
る
公
の
施
設
に
お
い
て
、
本
件
催
物
に
限
ら
ず
、
何
ら
か
の
表
現
活

動
や
集
会
を
す
る
に
つ
い
て
は
、
常
に
反
対
意
見
が
存
在
す
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。
か
と
い
っ
て
、
そ
の
反
対
意
見
の
表
明
そ

の
も
の
を
禁
止
す
る
こ
と
は
、
逆
の
意
味
で
表
現
の
自
由
の
制
限
と
な
り
得
る
。
ク
レ
ー
ム
対
応
に
対
す
る
応
答
の
負
担
を
過
度
に

強
調
す
る
こ
と
は
相
当
と
は
い
い
難
い
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
「
ク
レ
ー
ム
対
応
に
対
す
る
応
答
の
負

担
」
に
つ
い
て
は
後
で
検
討
す
る
（⇒

Ⅲ
8
（
5
）
～
（
8
））。

　
（
5
）
反
対
者
ら
の
表
現
の
自
由
に
関
連
し
て
、
近
時
の
ア
メ
リ
カ
で
は
、
大
規
模
な
イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ
れ
、
そ
れ
に
反
対
す

る
者
ら
が
抗
議
活
動
を
行
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
場
合
に
、
反
対
者
ら
が
抗
議
活
動
を
行
う
こ
と
の
で
き
る
場
所
を
あ
ら
か
じ
め
設

定
し
て
対
応
す
る
と
い
う
例
が
見
ら
れ
る
。「
表
現
の
自
由
ゾ
ー
ン
（free�speech�zone

）」
な
い
し
「
抗
議
ゾ
ー
ン
（protest�
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zone

）」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
場
所
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
場
所
の
設
定
は
、
一
見
す
る
と
反
対
者
の
表
現
の
自
由
に
も
配
慮
し
た
措
置
で
あ
る
か
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か

し
実
際
は
、「
抗
議
ゾ
ー
ン
が
会
場
に
出
入
り
す
る
人
々
の
視
界
に
入
ら
な
い
場
所
に
設
置
さ
れ
た
り
、
ブ
ロ
ッ
ク
や
フ
ェ
ン
ス
で

厳
重
に
囲
わ
れ
た
り
す
る
例
が
見
ら
れ
、
そ
う
し
た
場
合
に
、
抗
議
ゾ
ー
ン
か
ら
は
会
合
参
加
者
へ
の
直
接
的
な
訴
え
か
け
が
で
き

な
か
っ
た
り
、
抗
議
ゾ
ー
ン
内
の
表
現
行
為
が
誰
に
も
受
領
さ
れ
な
か
っ
た
り
す
る
な
ど
、
表
現
行
為
と
し
て
の
効
果
を
発
揮
で
き

な
い
こ
と
が
あ
り
、
合
衆
国
憲
法
修
正
一
条
の
表
現
の
自
由
の
保
障
の
不
当
な
制
約
で
あ
る
と
批
判
さ
れ）

11
（

」
て
い
る
。

　
（
6
）
反
対
者
の
表
現
の
自
由
の
保
障
に
は
、
そ
の
表
現
が
向
け
ら
れ
た
相
手
方
に
視
覚
的
・
聴
覚
的
に
認
識
さ
れ
う
る
「
場
」

が
確
保
さ
れ
る
こ
と
ま
で
含
ま
れ
る
と
す
れ
ば）

1（
（

、
原
則
と
し
て
、「
集
会
の
目
的
や
主
催
者
の
思
想
、
信
条
等
に
反
対
す
る
者
ら
」

が
、
対
象
と
な
る
集
会
や
そ
の
参
加
者
に
向
け
て
「
平
穏
」
に
反
対
す
る
表
現
や
集
会
を
行
う
機
会
や
場
の
確
保
―
―
具
体
的
に
は
、

公
の
施
設
付
近
の
道
路
・
公
園
な
ど
で
の
抗
議
活
動
な
ど
―
―
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
と
り
わ

け
「
集
会
の
目
的
や
主
催
者
の
思
想
、
信
条
等
に
反
対
す
る
者
ら
」
が
少
数
で
あ
る
場
合
、
彼
（
女
）
ら
の
表
現
の
自
由
が
、「
集

会
の
目
的
や
主
催
者
の
思
想
、
信
条
等
に
賛
成
0

0

す
る
者
ら
」
に
よ
る
実
力
行
使
に
よ
っ
て
妨
害
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
警
察

の
警
備
等
の
一
定
の
措
置
―
―
す
な
わ
ち
、「
敵
意
あ
る
聴
衆
の
法
理
」
の
適
用
―
―
が
求
め
ら
れ
る
場
合
も
あ
ろ
う
。

6
．
い
か
な
る
意
味
で
「
憲
法
二
一
条
の
趣
旨
に
反
す
る
」
の
か
？

　
（
1
）
第
六
に
、「
敵
意
あ
る
聴
衆
の
法
理
」
は
、「
敵
意
あ
る
聴
衆
」
の
実
力
行
使
に
よ
る
妨
害
活
動
の
お
そ
れ
を
理
由
に
公
の

施
設
の
利
用
を
拒
む
こ
と
は
「
憲
法
二
一
条
の
趣
旨
に
反
す
る
」
と
す
る
が
、
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
「
憲
法
二
一
条
の
趣
旨
に

反
す
る
」
の
か
。
換
言
す
れ
ば
「
敵
意
あ
る
聴
衆
の
法
理
」
が
採
用
さ
れ
な
い
場
合
に
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
表
現
の
自
由
に
関

す
る
問
題
が
生
じ
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
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（
2
）「
敵
意
あ
る
聴
衆
の
法
理
」
の
意
義
に
つ
い
て
、
あ
る
概
説
書
は
、「
こ
れ
は
、
政
治
的
・
社
会
的
な
争
点
を
取
り
上
げ
て

集
会
が
開
催
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
に
敵
対
す
る
人
々
が
い
る
の
が
普
通
で
あ
り
、
そ
う
し
た
人
々
が
集
会
の
開
催
を
阻
止
す
る

行
動
を
起
こ
す
と
い
う
威
嚇
を
な
す
こ
と
が
容
易
に
想
像
さ
れ
、
そ
れ
を
理
由
に
集
会
の
開
催
を
禁
止
す
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
う
し
た

敵
対
す
る
集
団
に
集
会
の
開
催
を
拒
否
す
る
権
限
を
与
え
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
で
は
集
会
の
自
由
を
保
障
す
る
こ
と
の
意
味
が
失

わ
れ
て
し
ま
う
と
の
理
解
に
基
づ
く
法
理
で
あ
る）

11
（

」
と
説
明
す
る
。

　
（
3
）
ア
メ
リ
カ
で
も
、
野
次
り
屋
（H

eckler

）
に
拒
否
権
（veto

）
を
与
え
、
抗
議
を
先
鋭
化
さ
せ
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
付

与
す
る
こ
と
を
防
ぐ
必
要
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
「
野
次
り
屋
の
拒
否
権
（H

eckler

’s�veto

）」
と
い
う
語
は
、
往
年
の
著
名
憲
法
学
者
ハ
リ
ー
・
カ
ル
ヴ
ァ
ン
・
ジ
ュ
ニ
ア

が
考
案
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
曰
く
、「
表
現
者
が
治
安
を
紊
乱
さ
せ
る
方
法
は
二
つ
あ
る
。
暴
力
を
扇
動
す
る
場
合

と
、
聴
衆
を
苛
立
た
せ
て
暴
力
で
応
戦
さ
せ
る
場
合
で
あ
る
。
聴
衆
が
敵
対
的
で
あ
る
二
つ
目
の
場
合
に
困
難
な
問
題
が
提
起
さ
れ

る
。
チ
ャ
プ
リ
ン
ス
キ
ー
判
決
の
『
け
ん
か
言
葉
（fighting�w

ords

）』
は
別
と
し
て
、
警
察
が
平
穏
を
保
つ
た
め
に
、
聴
衆
で
は

な
く
表
現
者
を
逮
捕
す
る
権
利
が
あ
る
よ
う
な
状
況
は
他
に
も
存
在
す
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
は
、
ど
ち
ら
に
決
定
さ
れ
た
と
し

て
も
ま
さ
し
く
難
問
で
あ
る
。
も
し
警
察
が
表
現
者
を
黙
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
な
ら
ば
、
法
律
は
事
実
上
、
妨
害
者
に
拒

否
権
を
認
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
妨
害
者
は
、
十
分
に
敵
対
的
に
な
る
こ
と
で
、
自
分
が
認
め
な
い
表
現
者
を
黙
ら
せ
る
た
め
に

法
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
れ
と
反
対
す
る
意
見
、
す
な
わ
ち
、
警
察
は
表
現
者
と
と
も
に
潰
れ
る
べ
き
で
あ
る

と
い
う
意
見
に
も
ま
た
固
有
の
問
題
が
あ
る）

11
（

」。

　
（
4
）
日
本
で
は
、「
敵
意
あ
る
聴
衆
の
法
理
」
が
民
主
主
義
を
守
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
が
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け

ら
れ
る
。
例
え
ば
、
上
尾
市
福
祉
会
館
事
件
の
第
一
審
判
決）

11
（

は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
外
部
か
ら
の
攻
撃
等
を
防
ぐ
た
め

に
警
察
の
警
備
を
要
す
る
こ
と
が
『
会
館
の
管
理
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
』
に
該
当
す
る
の
は
、
警
察
が
警
備
を
し
て
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も
な
お
利
用
者
や
近
隣
住
民
の
生
命
等
に
危
害
が
加
え
ら
れ
る
危
険
性
が
高
度
に
存
在
す
る
場
合
に
限
ら
れ
る
と
解
す
る
べ
き
で
あ

る
。
け
だ
し
、
外
部
か
ら
の
攻
撃
等
を
防
ぐ
た
め
に
警
察
の
警
備
を
必
要
と
す
る
こ
と
を
理
由
に
安
易
に
集
会
を
拒
む
こ
と
を
認
め

る
こ
と
は
、
暴
力
を
お
そ
れ
る
あ
ま
り
集
会
の
自
由
を
規
制
す
る
こ
と
を
認
め
る
に
等
し
い
こ
と
と
な
り
、
ひ
い
て
は
違
法
な
暴
力

行
為
を
助
長
し
て
民
主
主
義
社
会
の
存
立
を
危
う
く
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
こ
の
よ
う
な
場
合
、
地
方

公
共
団
体
は
、
可
能
な
限
り
手
段
を
尽
く
し
て
違
法
な
暴
力
か
ら
集
会
を
擁
護
す
る
こ
と
が
、
憲
法
の
精
神
に
そ
う
も
の
で
あ
る
と

言
う
べ
き
で
あ
る
」。

　
（
5
）
あ
る
論
者
に
よ
っ
て
、「
泉
佐
野
市
民
会
館
事
件
お
よ
び
上
尾
市
福
祉
会
館
事
件
で
の
最
高
裁
の
判
断
を
さ
ら
に
一
歩
前
に

進
め
た
も
の
と
評
価
で
き
る）

11
（

」
と
評
さ
れ
た
東
京
地
裁
判
決）

11
（

も
、
同
趣
旨
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。「
…
…
民
主
主
義
の
下
で
は
、

ま
ず
は
、
そ
の
よ
う
な
暴
力
に
よ
っ
て
集
会
等
を
妨
害
し
よ
う
と
す
る
者
を
規
制
し
、
こ
れ
を
阻
止
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
平
穏
に
集

会
を
開
催
し
よ
う
と
す
る
者
の
行
為
を
規
制
し
禁
止
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
本
末
転
倒
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」、「
地
方
自
治

体
が
右
翼
団
体
の
威
嚇
に
屈
し
て
民
主
主
義
の
根
幹
を
否
定
す
る
に
等
し
い
も
の
で
あ
っ
て
、
原
則
と
し
て
許
さ
れ
な
い
と
い
う
べ

き
で
あ
る
。
本
件
の
よ
う
に
、
一
旦
は
与
え
た
公
的
施
設
の
使
用
承
認
を
そ
の
直
前
に
な
っ
て
取
り
消
す
よ
う
な
こ
と
は
、
警
察
や

関
係
機
関
に
よ
る
規
制
や
警
備
等
を
実
施
し
て
も
、
一
定
規
模
以
上
の
混
乱
が
生
じ
、
本
件
集
会
等
の
参
加
者
の
み
な
ら
ず
、
一
般

の
公
園
利
用
者
の
生
命
、
身
体
等
に
も
危
険
が
及
ぶ
可
能
性
が
具
体
的
に
予
想
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
者
の
生
命
、
身
体
等
の
安
全
を
確

保
す
る
た
め
に
は
使
用
承
認
を
取
り
消
す
し
か
適
切
な
方
法
が
な
い
よ
う
な
極
め
て
例
外
的
な
場
合
で
な
い
限
り
、
許
さ
れ
な
い
と

い
う
べ
き
で
あ
る
」。

　
（
6
）
そ
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
あ
る
連
邦
最
高
裁
判
決
が
述
べ
る
よ
う
に
、「
我
々
の
統
治
シ
ス
テ
ム
の
下
で
の
表
現
の
自
由
の
機

能
は
、
論
争
を
招
く
こ
と
に
あ
る
。
不
安
を
煽
り
、
現
状
へ
の
不
満
を
生
み
出
し
、
人
々
の
怒
り
を
掻
き
立
て
る
と
き
、
表
現
は
確

か
に
そ
の
高
い
目
的
を
最
も
よ
く
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
表
現
は
し
ば
し
ば
挑
発
的
で
挑
戦
的
な
の
で
あ
る）

11
（

」
と
す
れ
ば
、
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こ
の
「
表
現
の
自
由
の
機
能
」
の
促
進
の
た
め
に
、
不
人
気
な
見
解
・
異
論
で
あ
っ
て
も
世
の
中
に
流
通
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と

が
重
要
で
あ
り）

11
（

、「
敵
意
あ
る
聴
衆
の
法
理
」
は
そ
の
保
障
に
も
資
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
（
7
）
そ
の
他
、「
敵
意
あ
る
聴
衆
の
法
理
」
が
懸
念
す
る
表
現
の
自
由
の
問
題
と
し
て
、
参
加
予
定
者
の
権
利
侵
害
―
―
例
え
ば
、

集
会
に
参
加
す
る
自
由
や
情
報
摂
取
の
自
由）

11
（

―
―
も
想
定
し
得
る
が
、
お
そ
ら
く
実
際
の
訴
訟
に
お
い
て
こ
の
主
張
を
認
容
さ
せ
る

の
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
オ
ー
プ
ン
な
集
会
が
実
際
に
開
催
さ
れ
た
場
合
で
、
か
つ
、
特
定
個
人
―
―
例
え
ば
当
該
集
会
の
「
反
対
者

ら
」
―
―
の
参
加
の
み
が
拒
否
さ
れ
た
よ
う
な
場
合
に
は
憲
法
上
の
問
題
と
な
る
が
、
こ
れ
は
「
敵
意
あ
る
聴
衆
の
法
理
」
と
は
別

の
問
題
と
し
て
構
成
す
べ
き
で
あ
る）

11
（

。

7
．
ど
の
程
度
の
警
備
が
求
め
ら
れ
る
の
か
？

　
（
1
）
第
七
に
、「
敵
意
あ
る
聴
衆
の
法
理
」
に
つ
い
て
判
例
は
、
施
設
の
利
用
拒
否
が
認
め
ら
れ
る
場
面
と
し
て
、
泉
佐
野
市
民

会
館
事
件
判
決
は
「
警
察
の
警
備
等

0

0

0

0

0

0

に
よ
っ
て
も
な
お
、
客
観
的
に
見
て
具
体
的
に
予
見
さ
れ
る
明
ら
か
な
差
し
迫
っ
た
危
険
の
発

生
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
場
合
を
、
上
尾
市
福
祉
会
館
事
件
判
決
は
「
警
察
の
警
備
等

0

0

0

0

0

0

に
よ
っ
て
も
な
お
混
乱
を
防
止
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
」
場
合
を
挙
げ
て
い
た
が
、
ど
の
程
度
の
「
警
察
の
警
備
等
」
が
求
め
ら
れ
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
こ
で

い
う
「
警
察
の
警
備
等
」
に
は
、
威
力
業
務
妨
害
罪
で
の
検
挙
や
、
騒
音
防
止
条
例
に
基
づ
く
拡
声
器
使
用
に
対
す
る
必
要
な
規
制

や
命
令
に
よ
る
対
応
な
ど
も
含
ま
れ
る
。

　
（
2
）「
税
金
を
投
入
し
て
で
も
集
会
を
保
護
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
が
こ
の
〔
敵
意
あ
る
聴
衆
の
〕
法
理
の
背
後
に
は
存
在

し
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る）

1（
（

」
と
指
摘
さ
れ
る
が
、
表
現
者
の
見
解
が
不
人
気
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、「
敵
意
あ
る
聴
衆
」

か
ら
当
該
集
会
を
保
護
す
る
た
め
の
コ
ス
ト
が
増
大
す
る
。
こ
の
コ
ス
ト
を
ど
こ
ま
で
か
け
て
ま
で
警
備
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
か
。
こ
れ
が
現
在
、
ア
メ
リ
カ
で
問
題
提
起
さ
れ
て
い
る
論
点
で
あ
る）

11
（

。
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ア
メ
リ
カ
で
こ
れ
が
論
争
に
な
っ
て
い
る
背
景
に
は
、
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ツ
ヴ
ィ
ル
の
事
件）

11
（

や
、
大
学
に
お
け
る
右
派
著
名
人
の
講
演

会
に
対
す
る
抗
議
活
動
が
頻
発
し
て
お
り
、
集
会
開
催
の
た
め
の
警
備
に
莫
大
な
費
用
（
日
本
円
で
五
～
一
〇
億
）
が
費
や
さ
れ
て

い
た
と
い
う
事
情
が
あ
る）

11
（

。
講
演
を
中
止
し
た
大
学
も
出
現
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
、「
野
次
り
屋
の
拒
否
権
の
勝
利
」
と

評
す
る
者）

11
（

が
い
る
一
方
、
莫
大
な
警
備
費
用
を
費
や
し
て
講
演
が
実
現
さ
れ
た
こ
と
を
、「
野
次
り
屋
の
拒
否
権
か
ら
煽
動
家
の
特

権
へ
」
と
評
す
る
者
も
い
る）

11
（

。

　

集
会
の
安
全
な
開
催
を
確
保
す
る
た
め
の
警
備
コ
ス
ト
が
著
し
く
増
加
す
る
中
、
そ
れ
を
「
支
払
う
べ
き
民
主
主
義
の
コ
ス
ト
」

と
し
て
甘
受
す
べ
き
か
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
上
述
（⇒

Ⅲ
4
（
6
））
し
たForsyth�County

連
邦
最
高
裁
判
決
を
維
持
し
続
け
る

べ
き
か
、
と
い
う
か
た
ち
で
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る）

11
（

。

　
（
3
）
日
本
の
裁
判
例
と
し
て
参
考
に
な
る
の
は
、
集
会
目
的
（
オ
ウ
ム
真
理
教
徒
の
住
民
票
受
理
を
求
め
る
市
民
集
会
）
で
の
公
の

施
設
の
使
用
許
可
を
取
り
消
し
た
処
分
の
執
行
停
止
の
申
立
て
を
、
公
共
の
福
祉
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
し
て

却
下
し
た
事
例
で
あ
る
熊
本
県
立
劇
場
使
用
許
可
取
消
処
分
執
行
停
止
申
立
事
件
決
定）

11
（

で
あ
る）

11
（

。

　

熊
本
地
裁
決
定
は
、
執
行
停
止
の
申
し
立
て
を
却
下
し
た
理
由
と
し
て
、「
…
…
申
立
人
は
、
反
対
団
体
に
よ
る
違
法
な
実
力
行

使
が
予
想
さ
れ
る
と
し
て
も
、
警
察
の
警
備
を
要
請
す
る
な
ど
適
切
な
措
置
を
講
じ
れ
ば
、
当
日
〔
同
じ
会
場
の
別
の
場
所
で
〕
催

さ
れ
る
本
件
集
会
、
オ
ペ
ラ
、
コ
ン
サ
ー
ト
が
平
穏
裡
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
は
十
分
可
能
で
あ
る
旨
主
張
す
る
が
、
申
立

人
の
主
張
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
本
件
集
会
は
不
特
定
多
数
の
者
の
参
加
を
呼
び
掛
け
て
い
る
上
、
本
件
集
会
の
開
催
が
予
定
さ

れ
る
日
に
は
前
述
し
た
よ
う
に
多
数
の
利
用
者
が
予
想
さ
れ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
反
対
団
体
所
属
者
の
県
立
劇
場
へ
の
入
場
を
阻

止
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
っ
て
、
警
察
に
よ
る
警
備
等
の
措
置
に
よ
っ
て
十
分
な
警
備
を
行
え
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と
い
う

べ
き
で
あ
る
。
／
し
た
が
っ
て
、
右
の
不
測
の
事
態
を
防
ぐ
確
実
な
手
段
は
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
警
察
人
員
の
投
下
数
や
警
備
方
法
次
第
で
は
混
乱
を
防
ぐ
こ
と
は
不
可
能
と
い
う
こ
と
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
た
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が
っ
て
、
こ
の
熊
本
地
裁
決
定
は
、
そ
こ
ま
で
の
徹
底
し
た
警
備
ま
で
が
求
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
合
理
的
に
想
定
さ
れ
る
程

度
の
警
備
を
前
提
に
判
断
し
た
と
解
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
警
察
の
警
備
等
」
の
程
度
に
は
、
集
会
の
規
模
、
会
場
の
構
造
、
当

該
自
治
体
の
警
察
人
員
な
ど
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
一
定
の
限
度
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
例
え
ば
数
十
億
円
の
費
用
が
か
か
ろ

う
と
も
集
会
の
開
催
の
た
め
に
警
備
等
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
ま
で
「
敵
意
あ
る
聴
衆
の
法
理
」
が
求
め
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。

　
（
4
）
な
お
、
こ
の
熊
本
地
裁
決
定
が
次
の
よ
う
に
述
べ
た
こ
と
に
も
注
目
し
て
お
き
た
い
。「
本
件
取
消
処
分
に
よ
り
、
申
立
人

は
集
会
の
自
由
と
い
う
重
要
な
基
本
的
人
権
の
行
使
を
阻
害
さ
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
の
原
因
が
反
対
団
体
の
実
力
行
使

に
あ
る
こ
と
も
明
白
で
あ
る
が
、
集
会
の
自
由
も
他
の
者
の
人
権
と
の
調
整
と
い
う
点
か
ら
の
制
約
、
す
な
わ
ち
、
公
共
の
福
祉
に

基
づ
く
制
約
を
免
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
本
件
の
場
合
に
お
い
て
は
、
申
立
人
以
外
の
県
立
劇
場
の
利
用
者
の
権
利
と
い
う
も
の
も

十
分
に
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
件
集
会
に
つ
い
て
は
、
他
日
、
他
の
文
化
活
動
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
な
い
よ
う
、
事

前
に
十
分
な
対
策
を
講
じ
て
、
本
件
集
会
を
開
催
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
右
基
本
的
人
権
の
行
使
が
全
く

不
可
能
に
な
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
本
件
取
消
処
分
の
執
行
停
止
に
よ
っ
て
本
件
集
会
が
開
催
さ
れ
た
場
合
に
不

測
の
事
態
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
以
上
、
本
件
執
行
停
止
は
公
共
の
福
祉
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
い
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い）

（11
（

」。
こ
こ
で
は
、
競
合
的
な
施
設
利
用
者
の
権
利
と
、
後
日
の
集
会
開
催
の
可
能
性
の
存
在
が
、
執
行
停
止
の
訴

え
を
否
定
す
る
論
拠
と
さ
れ
て
い
る
。

8
．「
特
別
な
事
情
」
と
は
何
か
？

　
（
1
）
第
八
に
、「
敵
意
あ
る
聴
衆
の
法
理
」
に
つ
い
て
判
例
で
は
、
施
設
の
利
用
拒
否
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
泉
佐
野
市
民
会
館

事
件
判
決
で
は
「
警
察
の
警
備
等
に
よ
っ
て
も
な
お
、
客
観
的
に
見
て
具
体
的
に
予
見
さ
れ
る
明
ら
か
な
差
し
迫
っ
た
危
険
の
発
生
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を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
な
ど
0

0

、
特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」、
上
尾
市
福
祉
会
館
事
件
判
決
で
は
「
警
察
の
警
備
等
に
よ
っ

て
も
な
お
混
乱
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
な
ど
特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
が
、
例
示
と
し
て
挙
げ
ら
れ

た
場
面
（⇒

Ⅲ
7
で
検
討
し
た
場
面
）
の
ほ
か
、「
特
別
な
事
情
」
が
あ
る
と
さ
れ
る
の
は
い
か
な
る
場
合
な
の
か
が
問
題
と
な
る
。

　
（
2
）
名
古
屋
市
で
開
催
さ
れ
た
『
私
た
ち
の
「
表
現
の
不
自
由
展
・
そ
の
後
」』
の
会
場
の
臨
時
閉
館
の
判
断
（⇒

Ⅰ
1
（
3
））

に
つ
い
て
、
河
村
た
か
し
名
古
屋
市
長
は
次
の
よ
う
に
発
言
し
た
と
報
道
さ
れ
て
い
る）

（1（
（

。「
泉
佐
野
市
の
判
例
で
も
、
あ
れ
は
差
し

迫
っ
た
い
う
こ
と
に
な
っ
と
る
ん
で
す
け
ど
、
だ
け
ど
こ
の
名
古
屋
の
場
合
は
、
こ
の
間
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
封
書
で
、
中
身

の
こ
と
を
言
っ
て
く
れ
る
な
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
け
ど
、
こ
れ
は
な
か
な
か
差
し
迫
っ
た
危
険
を
超
え
る
、
僕
か
ら
す
れ
ば
、

威
力
業
務
妨
害
罪
を
、
こ
れ
も
う
既
遂
な
ん
で
す
よ
。
業
務
を
妨
害
さ
れ
て
ま
す
か
ら
、
こ
れ
は
。
威
力
業
務
妨
害
罪
の
既
遂
と
い

う
状
況
に
陥
っ
て
い
る
と
い
う
場
合
に
つ
い
て
、
市
長
が
市
民
の
安
全
を
守
る
た
め
に
こ
れ
を
ス
ト
ッ
プ
す
る
と
い
う
の
は
市
長
の

義
務
じ
ゃ
な
い
の
？
…
…
」。

　

こ
の
発
言
は
、
泉
佐
野
市
民
会
館
事
件
判
決
に
い
う
「
明
ら
か
に
差
し
迫
っ
た
危
険
」
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
「
特
別
な
事
情
」

が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
業
務
妨
害
罪
が
成
立
す
る
行
為
が
現
実
に
な
さ
れ
た
場
合
に
「
特
別
の
事
情
」
が
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
と
す
る
思
考
、
い
わ
ば
「
実
行
行
為≧

明
ら
か
に
差
し
迫
っ
た
危
険
」
と
い
う
立
場
を
前
提
と
し
て
い

る
）
（10
（

。

　
（
3
）
し
か
し
、
第
一
に
、
泉
佐
野
市
民
会
館
事
件
判
決
の
立
場
は
、
正
確
に
は
、「
明
ら
か
に
差
し
迫
っ
た
危
険
」
が
認
め
ら
れ

る
場
合
で
も
、
そ
れ
が
敵
意
あ
る
聴
衆
に
よ
る
反
対
行
動
に
よ
る
場
合
に
は
施
設
の
利
用
拒
否
は
原
則
と
し
て
認
め
ら
れ
ず
、
例
外

的
に
「
特
別
の
事
情
」
が
存
在
す
る
場
合
に
使
用
を
不
許
可
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
立
場
で
あ
る
（⇒

Ⅱ
3
（
1
））。
し
た

が
っ
て
、「
明
ら
か
に
差
し
迫
っ
た
危
険
」
の
現
実
化
、
す
な
わ
ち
「
実
行
行
為
」
が
な
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
直
ち
に
そ
れ
が

「
特
別
の
事
情
」
に
該
当
す
る
と
は
解
さ
れ
な
い
。
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第
二
に
、
泉
佐
野
市
民
会
館
事
件
判
決
で
想
定
さ
れ
て
い
た
「
明
ら
か
に
差
し
迫
っ
た
危
険
」
と
は
、「
暴
力
の
行
使
を
伴
う
衝

突
が
起
こ
る
な
ど
の
事
態
」
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
一
回
限
り
の
業
務
妨
害
行
為
の
既
遂
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
も
っ
て
、
直
ち

に
「
明
ら
か
に
差
し
迫
っ
た
危
険
」
の
現
実
化
で
あ
る
と
も
言
い
難
い
。

　

第
三
に
、
仮
に
河
村
市
長
の
よ
う
な
立
場
を
採
用
す
る
と
な
る
と
、
反
対
グ
ル
ー
プ
ら
は
容
易
に
集
会
を
閉
鎖
へ
と
追
い
込
む
こ

と
が
可
能
と
な
る
。
そ
の
よ
う
な
理
解
を
判
例
が
採
用
し
て
い
る
と
は
に
わ
か
に
は
解
し
が
た
い
。

　
（
4
）
も
ち
ろ
ん
、
犯
罪
の
既
遂
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
は
、
犯
罪
の
性
質
に
依
存
す
る
問
題
で
あ
る
。

極
端
な
例
で
は
あ
る
が
、
集
会
の
開
催
に
関
し
て
殺
人
行
為
が
な
さ
れ
た
場
合
で
も
施
設
利
用
を
拒
否
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
な
い

と
す
る
の
は
常
識
に
反
す
る
。
重
要
な
こ
と
は
、
形
式
的
に
「
実
行
行
為≧

明
ら
か
に
差
し
迫
っ
た
危
険
」
と
捉
え
る
の
で
は
な
く
、

妨
害
行
為
の
性
質
、
そ
の
継
続
性
、
警
察
の
警
備
等
に
よ
る
再
発
防
止
の
可
能
性
も
考
慮
し
た
う
え
で
、
具
体
的
に
考
え
て
い
く
こ

と
で
あ
る
。

　
（
5
）
集
会
に
対
し
て
寄
せ
ら
れ
る
「
ク
レ
ー
ム
対
応
に
対
す
る
応
答
の
負
担
」
は
「
特
別
な
事
情
」
に
該
当
す
る
の
か
も
、
重

要
な
論
点
で
あ
る
。
先
に
触
れ
た
よ
う
に
（⇒

Ⅲ
5
（
4
））、『
表
現
の
不
自
由
展
か
ん
さ
い
』
の
訴
訟
（⇒

Ⅰ
（
4
））
で
は
、
反
対

者
の
表
現
の
自
由
の
観
点
か
ら
、「
ク
レ
ー
ム
対
応
に
対
す
る
応
答
の
負
担
を
過
度
に
強
調
す
る
こ
と
は
相
当
と
は
い
い
難
い
」
と

述
べ
ら
れ
た
が
、
ク
レ
ー
ム
対
応
が
現
実
に
自
治
体
等
に
と
っ
て
「
過
度
の
負
担
」
と
な
る
場
合
に
は
、
集
会
の
た
め
の
施
設
の
利

用
を
拒
否
で
き
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
。

　
（
6
）「
敵
意
あ
る
聴
衆
の
法
理
」
は
、
明
ら
か
に
実
力
行
使
に
よ
る
暴
力
な
い
し
紛
争
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
。
他
方
で
今
日
で

は
、
抗
議
・
苦
情
の
電
話
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
メ
ー
ル
が
大
量
に
押
し
寄
せ
る
―
―
そ
の
背
後
に
は
、
敵
意
あ
る
グ
ル
ー
プ
ら
が
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等

を
利
用
し
て
そ
う
し
た
行
動
を
あ
お
っ
て
い
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
―
―
こ
と
で
、
そ
れ
ら
に
応
対
す
る
「
過
度
の
負
担
」
が
生
じ

て
い
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
が
、
こ
の
「
過
度
の
負
担
」
を
理
由
に
、
集
会
の
た
め
の
施
設
の
利
用
を
拒
否
で
き
る
か
に
つ
い
て
は
、
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「
敵
意
あ
る
聴
衆
の
法
理
」
は
明
示
的
に
触
れ
て
い
な
い
。「『
敵
対
的
聴
衆
』
の
法
理
は
、
い
わ
ば
ア
ナ
ロ
グ
時
代
の
法
理
で
あ
っ

て
、
現
代
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
社
会
の
現
状
に
対
処
す
る
の
に
ど
れ
だ
け
有
効
な
の
か
、
と
の
疑
問
も
提
起
さ
れ
る）

（10
（

」
と
の
指
摘
は
、
こ
の
点

を
突
い
て
い
る
。

　
（
7
）
困
難
な
問
題
で
あ
る
が
、「
野
次
り
屋
」
に
「
拒
否
権
」
を
与
え
る
こ
と
を
防
ぎ
、
健
全
な
民
主
主
義
社
会
を
守
ろ
う
と
い

う
「
敵
意
あ
る
聴
衆
の
法
理
」
の
趣
旨
（⇒

Ⅲ
6
）
に
鑑
み
る
な
ら
ば
、「
ク
レ
ー
ム
対
応
に
対
す
る
応
答
の
負
担
」
が
「
過
度
の

負
担
」
に
な
る
こ
と
を
理
由
と
し
た
集
会
の
た
め
の
施
設
の
利
用
拒
否
は
原
則
的
に
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
。
常
識
の
範
囲
を
超
え

る
ク
レ
ー
ム
―
―
長
時
間
に
及
ぶ
も
の
、
反
復
的
な
も
の
、
組
織
的
な
も
の
、
暴
力
的
・
脅
迫
的
な
も
の
な
ど
―
―
に
は
、
脅
迫
罪
、

業
務
妨
害
罪
、
侮
辱
罪
な
ど
に
該
当
す
る
違
法
行
為
と
し
て
対
応
す
べ
き
で
あ
り）

（10
（

、
ま
た
、
違
法
と
は
言
え
な
い
ク
レ
ー
ム
に
つ
い

て
も
、「
ク
レ
ー
ム
対
応
」
を
す
る
法
的
義
務
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
も
踏
ま
え
て
必
要
最
小
限
の
対
応
を
行
え
ば
よ
い）

（10
（

。
な

お
、
こ
こ
で
威
力
業
務
妨
害
罪
等
が
成
立
す
る
よ
う
な
常
識
の
範
囲
を
超
え
る
ク
レ
ー
ム
が
実
行
（
既
遂
）
さ
れ
た
こ
と
を
も
っ
て
、

集
会
の
た
め
の
施
設
の
利
用
を
拒
否
す
べ
き
で
な
い
こ
と
は
、
前
述
（⇒

Ⅲ
8
（
3
）（
4
））
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
（
8
）
な
お
、「
あ
い
ち
ト
リ
エ
ン
ナ
ー
レ
2�
0�
1�

9
」
の
『
表
現
の
不
自
由
・
そ
の
後
』
の
展
示
中
止
判
断
（⇒

Ⅰ
1
（
1
））
は
、

「
抗
議
の
中
に
は
テ
ロ
予
告
、
脅
迫
、
恫
喝
等
の
電
話
が
あ
り
、
ま
た
、『
ガ
ソ
リ
ン
携
行
缶
を
も
っ
て
く
る
』
と
い
う
Ｆ
Ａ
Ｘ
が
届

い
た
。
こ
う
し
た
諸
般
の
状
況
を
総
合
的
に
勘
案
し
、
安
全
に
展
覧
会
を
運
営
す
る
こ
と
が
難
し
い
と
考
え）

（10
（

」
た
こ
と
を
理
由
と
す

る
も
の
で
あ
り
、
純
粋
な
意
味
で
の
「
ク
レ
ー
ム
対
応
に
対
す
る
応
答
の
負
担
」
を
理
由
と
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
は
留

意
が
必
要
で
あ
る
。

9
．
公
の
施
設
の
目
的
外
利
用
の
場
合
に
も
妥
当
と
す
る
法
理
か
？

　
（
1
）
第
九
に
、「
敵
意
あ
る
聴
衆
の
法
理
」
は
、
地
方
自
治
法
二
四
四
条
に
い
う
「
公
の
施
設
」
の
利
用
拒
否
に
関
す
る
判
例
で
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示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
法
理
の
射
程
は
そ
の
文
脈
に
限
定
さ
れ
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
具
体
的
に
は
、
公
の
施
設
の
設

置
目
的
に
沿
っ
た
利
用
で
は
な
く
、
目
的
外
で
利
用
し
て
い
る
場
合
に
も
同
法
理
の
射
程
が
及
ぶ
の
か
が
問
題
と
な
る
。

　
（
2
）
同
法
理
が
行
政
財
産
を
利
用
し
て
集
会
が
行
わ
れ
る
場
合
の
す
べ
て
に
妥
当
す
る
法
理
で
は
な
い
こ
と
は
、
公
立
学
校
施

設
の
目
的
外
使
用
の
許
否
の
判
断
と
管
理
者
の
裁
量
権
が
問
題
と
な
っ
た
事
例
で
あ
る
呉
市
教
研
集
会
事
件
判
決）

（10
（

に
お
い
て
次
の
よ

う
に
述
べ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。「
過
去
、
教
育
研
究
集
会
の
会
場
と
さ
れ
た
学
校
に
右
翼
団
体
の
街
宣
車
が
来
て

街
宣
活
動
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
抽
象
的
に
は
街
宣
活
動
の
お
そ
れ
は
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
ず
、

学
校
施
設
の
使
用
を
許
可
し
た
場
合
、
そ
の
学
校
施
設
周
辺
で
騒
じ
ょ
う
状
態
が
生
じ
た
り
、
学
校
教
育
施
設
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く

な
い
混
乱
が
生
じ
た
り
す
る
具
体
的
な
お
そ
れ
が
認
め
ら
れ
る
と
き
に
は
、
そ
れ
を
考
慮
し
て
不
許
可
と
す
る
こ
と
も
学
校
施
設
管

理
者
の
裁
量
判
断
と
し
て
あ
り
得
る
と
こ
ろ
で
あ
る
」。
こ
こ
で
は
、「
敵
意
あ
る
聴
衆
」
が
騒
ぎ
を
起
こ
す
「
具
体
的
な
お
そ
れ
」

が
あ
れ
ば
、
施
設
使
用
の
可
否
を
判
断
す
る
際
に
考
慮
し
て
も
よ
い
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、「
敵
意
あ
る
聴
衆
の
法
理
」
の
射

程
が
限
定
さ
れ
て
い
る
。

　
（
3
）
呉
市
教
研
集
会
事
件
判
決
の
調
査
官
解
説
は
、「
目
的
外
使
用
の
た
め
に
は
地
方
自
治
法
二
四
四
条
の
適
用
は
な
い
こ
と
な

ど
か
ら
す
る
と
、
学
校
教
育
上
の
支
障
等
を
考
慮
し
て
さ
れ
る
許
可
不
許
可
の
裁
量
判
断
に
つ
き
上
記
各
両
判
決
〔
泉
佐
野
市
民
会

館
事
件
判
決
と
上
尾
市
福
祉
会
館
事
件
判
決
の
こ
と
〕
の
〔「
敵
意
あ
る
聴
衆
」
の
理
論
に
つ
い
て
の
〕
説
示
を
直
接
当
て
は
め
る

こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
騒
じ
ょ
う
状
態
が
生
じ
た
り
、
学
校
教
育
施
設
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
混
乱
が
生
ず
る
具
体
的
な

お
そ
れ
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
を
考
慮
し
て
不
許
可
と
す
る
こ
と
も
学
校
施
設
管
理
者
の
裁
量
判
断
と
し
て
あ
り
得
る
と

こ
ろ
と
考
え
ら
れ
る）

（10
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、「
敵
意
あ
る
聴
衆
の
法
理
」
は
、
公
共
施
設
の
目
的
外
利
用
の
場
合
に
は

適
用
さ
れ
な
い
。

　
（
4
）
な
お
、
呉
市
教
研
集
会
事
件
判
決
に
お
け
る
「
具
体
的
な
お
そ
れ
」
と
は
、「
学
校
施
設
周
辺
で
騒
じ
ょ
う
状
態
が
生
じ
た
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り
、
学
校
教
育
施
設
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
混
乱
が
生
じ
た
り
す
る
」
こ
と
に
つ
い
て
の
「
お
そ
れ
」
で
あ
る
。
ま
た
同
判
決
は
、

「
学
校
教
育
上
の
支
障
が
あ
れ
ば
使
用
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
は
明
ら
か
」
と
述
べ
て
お
り
、
こ
こ
で
い
う
「
学
校
教

育
上
の
支
障
」
に
つ
い
て
「
物
理
的
支
障
に
限
ら
ず
、
教
育
的
配
慮
の
観
点
か
ら
、
児
童
、
生
徒
に
対
し
精
神
的
悪
影
響
を
与
え
、

学
校
の
教
育
方
針
に
も
と
る
こ
と
と
な
る
場
合
も
含
ま
れ
、
現
在
の
具
体
的
な
支
障
だ
け
で
な
く
、
将
来
に
お
け
る
教
育
上
の
支
障

が
生
ず
る
お
そ
れ
が
明
白
に
認
め
ら
れ
る
場
合
も
含
ま
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る）

（10
（

。

　

呉
市
教
研
集
会
事
件
判
決
に
い
う
こ
れ
ら
の
「
お
そ
れ
」
は
、
泉
佐
野
市
民
会
館
事
件
判
決
が
相
当
程
度
意
味
を
絞
り
込
ん
だ

「
公
の
秩
序
を
み
だ
す
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
」
に
い
う
「
お
そ
れ
」、
す
な
わ
ち
、「
明
ら
か
な
差
し
迫
っ
た
危
険
の
発
生
が
具
体
的

に
予
見
さ
れ
る
こ
と
」、「
そ
の
よ
う
な
事
態
の
発
生
が
許
可
権
者
の
主
観
に
よ
り
予
測
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
客
観
的
な
事
実
に

照
ら
し
て
具
体
的
に
明
ら
か
に
予
測
さ
れ
る
場
合
」、
あ
る
い
は
、
上
尾
市
福
祉
会
館
事
件
判
決
で
述
べ
ら
れ
た
「
会
館
の
管
理
上

支
障
が
生
ず
る
と
の
事
態
が
、
…
…
客
観
的
な
事
実
に
照
ら
し
て
具
体
的
に
明
ら
か
に
予
測
さ
れ
る
場
合
」
と
同
じ
程
度
で
は
な
い

し
、
性
質
も
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る）

（（1
（

。

10
．
民
間
施
設
の
利
用
の
場
合
に
も
妥
当
す
る
法
理
か
？

　
（
1
）
第
一
〇
に
、「
敵
意
あ
る
聴
衆
の
法
理
」
は
、
地
方
自
治
法
二
四
四
条
に
い
う
「
公
の
施
設
」
の
利
用
拒
否
に
関
す
る
判
例

で
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
法
理
の
射
程
は
そ
の
文
脈
に
限
定
さ
れ
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
具
体
的
に
は
、
民
間
施
設
を

利
用
し
た
集
会
の
場
合
―
―
例
え
ば
、
Ⅰ
1
（
2
）
で
取
り
上
げ
た
東
京
会
場
で
開
催
予
定
で
あ
っ
た
『
表
現
の
不
自
由
展
・
そ
の

後　T
O

K
Y

O
�ED

IT
IO

N

＋
特
別
展
』
の
ケ
ー
ス
―
―
に
も
同
法
理
の
射
程
が
及
ぶ
の
か
が
問
題
と
な
る
。

　
（
2
）
こ
の
点
に
関
連
す
る
裁
判
例
と
し
て
、
民
間
施
設
が
、
会
場
利
用
契
約
の
締
結
「
後
」
に
、「
敵
意
あ
る
聴
衆
」
が
混
乱
を

生
じ
さ
せ
る
こ
と
を
理
由
に
契
約
解
除
し
た
こ
と
―
―
会
場
利
用
契
約
の
締
結
「
前
」
で
あ
れ
ば
、
原
則
と
し
て
、
私
的
自
治
の
原
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則
、
契
約
自
由
の
原
則
が
働
く
た
め
問
題
と
は
な
ら
な
い（

（（（
（

―
―
な
ど
が
問
題
と
な
っ
た
、
ニ
コ
ン
サ
ロ
ン
写
真
展
中
止
事
件
判
決（

（（1
（

が

あ
る（

（（1
（

。

　
（
3
（
同
判
決
は
、「
本
件
契
約
は
、
原
告
が
表
現
物
を
提
供
し
、
被
告
会
社
が
表
現
活
動
の
場
を
提
供
す
る
こ
と
を
主
た
る
債
務

の
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
被
告
会
社
が
そ
の
一
方
的
な
判
断
に
よ
り
会
場
を
使
用
さ
せ
る
義
務
を
履
行
し
な
い
と
、
原
告
は

表
現
活
動
の
機
会
を
失
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
こ
と
も
考
慮
す
る
と
、
上
記
の
と
お
り
の
被
告
会
社
の
一
連
の
対
応
は
、
そ
の
よ
う

な
対
応
を
と
っ
た
こ
と
に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
な
い
限
り
、
契
約
の
当
事
者
と
し
て
、
契
約
の
目
的
の

実
現
に
向
け
て
互
い
に
協
力
し
、
そ
の
目
的
に
沿
っ
た
行
動
を
と
る
べ
き
信
義
則
上
の
義
務
に
反
し
、
不
法
行
為
が
成
立
す
る
と
い

う
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
た
う
え
で
、「
正
当
な
理
由
」
の
有
無
に
つ
い
て
、
具
体
的
当
て
は
め
の
場
面
で
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

　
「
…
…
本
件
写
真
展
を
開
催
す
れ
ば
、
開
催
に
反
対
す
る
立
場
の
者
ら
に
よ
っ
て
抗
議
行
動
が
展
開
さ
れ
、
会
場
内
外
で
言
い
合

い
等
の
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
す
る
こ
と
は
十
分
に
予
測
さ
れ
た
も
の
の
、
本
件
全
証
拠
に
よ
っ
て
も
、
本
件
写
真
展
を
開
催
す
れ
ば
原

告
そ
の
他
の
関
係
者
の
生
命
身
体
に
危
害
が
加
え
ら
れ
る
現
実
の
危
険
が
生
じ
て
い
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
不
買
運
動
の
お
そ
れ

に
つ
い
て
も
、
一
連
の
電
話
、
電
子
メ
ー
ル
、
電
子
掲
示
板
へ
の
書
き
込
み
等
に
お
い
て
、
こ
れ
に
言
及
す
る
も
の
が
あ
っ
た
と
い

う
に
と
ど
ま
り
、
実
際
に
不
買
運
動
が
高
ま
り
被
告
会
社
が
多
大
な
損
失
を
被
る
現
実
の
危
険
が
生
じ
て
い
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
な
場
合
、
被
告
会
社
と
し
て
は
、
ま
ず
は
契
約
の
相
手
方
で
あ
る
原
告
と
誠
実
に
協
議
し
た
上
、
互
い
に
協
力
し
、
警
察

当
局
に
も
支
援
を
要
請
す
る
な
ど
し
て
混
乱
の
防
止
に
必
要
な
措
置
を
と
り
、
契
約
の
目
的
の
実
現
に
向
け
た
努
力
を
尽
く
す
べ
き

で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
努
力
を
尽
く
し
て
も
な
お
重
大
な
危
険
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
の
み
、
一
方
的
な
履
行
拒
絶

も
や
む
を
得
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
被
告
会
社
が
原
告
と
何
ら
協
議
す
る
こ
と
な
く
一
方
的
に
本
件
写
真
展
の
開
催
を
拒
否

し
た
こ
と
を
正
当
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。」

　
（
4
（
こ
こ
で
は
、
警
察
の
警
備
等
が
あ
っ
て
も
な
お
、「
重
大
な
危
険
」
が
生
じ
る
事
態
を
「
回
避
で
き
な
い
場
合
」
に
、
契
約
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の
一
方
的
破
棄
が
可
能
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
い
う
「
重
大
な
危
険
」
と
は
、「
原
告
そ
の
他
の
関
係
者
の
生
命
身
体
に
危
害

が
加
え
ら
れ
る
現
実
の
危
険
」
と
、「
不
買
運
動
が
高
ま
り
被
告
会
社
が
多
大
な
損
失
を
被
る
現
実
の
危
険
」
の
こ
と
で
あ
る
。
後

者
の
「
危
険
」
を
理
由
と
し
た
会
場
利
用
拒
否
を
も
認
め
ら
れ
る
の
は
、
私
人
間
の
問
題
の
場
合
に
は
相
手
方
に
も
憲
法
上
の
権
利

が
保
障
さ
れ
る
た
め
だ
か
ら
で
あ
る
が（

（（1
（

、
こ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
民
間
施
設
の
場
合
に
お
け
る
危
険
の
性
質
や
程
度
は
、「
敵
意

あ
る
聴
衆
の
法
理
」
が
本
来
対
象
と
し
て
い
る
公
の
施
設
の
利
用
の
場
合
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

　
（
5
（
そ
の
た
め
、「
敵
意
あ
る
聴
衆
の
法
理
」
の
射
程
は
、
会
場
利
用
契
約
の
締
結
「
後
」
に
「
敵
意
あ
る
聴
衆
」
が
混
乱
を
生

じ
さ
せ
る
こ
と
を
理
由
に
契
約
解
除
す
る
場
合
に
ま
で
そ
の
ま
ま
妥
当
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
解
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
基
本
的
な

発
想
の
方
向
性
ま
で
も
が
異
な
る
わ
け
で
は
な
い
と
は
い
え
る
だ
ろ
う
。

Ⅳ　

お
わ
り
に

　

以
上
、
本
稿
で
は
、「
敵
意
あ
る
聴
衆
の
法
理
」
の
内
実
に
つ
い
て
踏
み
込
ん
だ
考
察
を
試
み
た
。
公
権
力
に
よ
る
表
現
の
た
め

の
場
の
提
供
の
仕
方
は
多
様
で
あ
り
、
そ
の
提
供
を
拒
否
す
る
理
由
も
様
々
で
あ
る
が
、「
敵
意
あ
る
聴
衆
の
法
理
」
は
、
あ
く
ま

で
も
そ
の
一
部
分
を
規
律
す
る
法
理
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
つ
も
り
で
あ
る
。
検
討
す
べ
き
点
は
ま
だ
残
さ
れ
て
い
る

と
思
わ
れ
る
が
、
予
定
を
超
え
て
相
当
の
紙
幅
を
費
や
し
て
し
ま
っ
た
の
で
、
ひ
と
ま
ず
こ
こ
で
筆
を
擱
く
こ
と
に
し
た
い
。

（
1
（　

文
献
は
多
い
が
、
事
実
関
係
に
つ
い
て
は
、
あ
い
ち
ト
リ
エ
ン
ナ
ー
レ
の
あ
り
方
検
討
委
員
会
『「
表
現
の
不
自
由
展
・
そ
の
後
」

に
関
す
る
調
査
報
告
書
』（
二
〇
一
九
年
一
二
月
一
八
日
（〔https://w

w
w
.pref.aichi.jp/uploaded/life/267118_926147_m

isc.
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pdf

〕、
あ
い
ち
ト
リ
エ
ン
ナ
ー
レ
実
行
委
員
会
編
『
あ
い
ち
ト
リ
エ
ン
ナ
ー
レ
2�

0�

1�

9　

情
の
時
代　

T
am

ing�Y
/O

ur�Passion

』

（
生
活
の
友
社
、
二
〇
二
〇
年
）
二
一
八
―
二
六
〇
頁
な
ど
が
詳
し
い
。
簡
潔
な
整
理
と
し
て
は
、
山
邨
俊
英
「
あ
い
ち
ト
リ
エ
ン
ナ
ー

レ
2�
0�

1�

9
問
題
の
事
案
紹
介
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
六
五
巻
七
号
（
二
〇
二
〇
年
）
三
〇
頁
以
下
を
参
照
。
筆
者
に
よ
る
簡
単
な
分
析
と
し

て
、
横
大
道
聡
「『
帰
属
』
の
理
解
が
招
い
た
事
態
―
―
『
表
現
の
不
自
由
展
・
そ
の
後
』
中
止
の
問
題
」
新
聞
研
究
八
一
九
号
（
二
〇

一
九
年
）
三
四
頁
以
下
を
参
照
。
そ
の
他
、
憲
法
学
者
に
よ
る
分
析
と
し
て
、
市
川
正
人
「『
表
現
の
自
由
』
を
改
め
て
考
え
る
―
―
表

現
の
自
由
の
保
障
の
意
味
」
法
と
民
主
主
義
五
四
三
号
（
二
〇
一
九
年
）
一
六
頁
以
下
、
志
田
陽
子
「『
芸
術
の
自
由
』
を
め
ぐ
る
憲
法

問
題
―
―
支
援
の
中
の
『
自
由
』
と
は
」
法
と
民
主
主
義
五
四
三
号
（
二
〇
一
九
年
）
二
〇
頁
以
下
、
同
「『
表
現
の
自
由
』
と
公
的
芸

術
支
援
―
―
芸
術
と
市
民
文
化
の
連
環
」
法
学
館
憲
法
研
究
所
報
二
二
号
（
二
〇
二
〇
年
）
二
一
頁
以
下
、
右
崎
正
博
「『
表
現
の
不
自

由
展
・
そ
の
後
』
展
示
中
止
事
件
と
表
現
の
自
由
」
政
経
研
究
一
一
六
号
（
二
〇
二
一
年
）
三
頁
以
下
な
ど
を
参
照
。
さ
ら
に
、
地
方
自

治
体
が
そ
の
開
催
・
実
施
に
関
与
す
る
芸
術
祭
に
お
け
る
公
法
的
規
律
を
検
討
す
る
、
和
泉
田
保
一
「
地
方
自
治
体
の
芸
術
祭
へ
の
関
与

に
つ
い
て
の
行
政
法
的
検
討
―
―
『
表
現
の
不
自
由
展
そ
の
後
』
を
題
材
に
し
て
」
日
本
地
方
自
治
学
会
『（
地
方
自
治
叢
書
三
四
）
地

方
自
治
の
諸
相
』（
敬
文
堂
、
二
〇
二
一
年
）
七
二
頁
以
下
も
参
照
。

（
2
）　

主
催
者
団
体
「
表
現
の
不
自
由
展
・
東
京
実
行
委
員
会
」
の
Ｈ
Ｐ
〔https://fujiyuten.com

/

〕
を
参
照
。
な
お
本
稿
に
お
い
て

引
用
し
た
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
最
終
確
認
日
は
、
本
稿
校
正
時
の
二
〇
二
二
年
五
月
一
三
日
で
あ
る
。

（
3
）　

前
掲
注（
2
）の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
参
照
。

（
4
）　

臨
時
閉
館
の
決
定
は
、
事
実
上
、
使
用
許
可
の
撤
回
（
取
消
し
）
に
等
し
い
。
そ
の
た
め
行
政
手
続
法
（
一
三
条
・
一
五
～
三
一

条
）
及
び
関
連
条
例
に
よ
り
、
手
続
保
障
が
要
求
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
特
に
そ
う
し
た
機
会
は
付
与
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

（
5
）　

主
催
者
団
体
「『
表
現
の
不
自
由
展
・
そ
の
後
』
を
つ
な
げ
る
愛
知
の
会
」
に
よ
る
経
緯
の
説
明
と
し
て
、http://

resum
etheexhibition.seesaa.net/article/482445846.htm

l　

な
お
、
同
会
場
で
開
催
予
定
で
あ
っ
た
『
あ
い
ち
ト
リ
カ
エ
ナ
ハ
ー

レ
2�

0�

2�

1
』（
七
月
九
～
一
一
日
）
も
臨
時
閉
館
に
よ
っ
て
中
止
と
な
っ
た
。

（
6
）　

な
お
、
公
の
施
設
の
利
用
不
許
可
処
分
の
争
い
方
と
し
て
は
、
①
事
後
的
な
救
済
で
あ
る
国
家
賠
償
請
求
以
外
の
方
法
で
は
、
②

い
っ
た
ん
使
用
が
許
可
さ
れ
た
後
に
そ
れ
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
取
消
訴
訟
（
行
訴
法
三
条
二
項
）
と
執
行
停
止
の
申
し
立
て

（
同
二
五
条
）
を
す
る
の
が
合
理
的
で
あ
る
。
③
他
方
、
使
用
許
可
申
請
が
当
初
か
ら
不
許
可
と
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
取
消
訴
訟
と
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使
用
許
可
処
分
の
義
務
付
け
の
訴
え
（
同
法
三
条
六
項
二
号
、
三
七
条
の
三
）、
そ
し
て
使
用
許
可
処
分
の
仮
の
義
務
付
け
の
申
し
立
て

（
行
訴
法
三
七
条
の
五
）
を
行
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
馬
場
俊
宏
「
公
共
施
設
等
の
利
用
を
め
ぐ
る
紛
争
」
定
塚
誠
編

『
行
政
関
係
訴
訟
の
実
務
』（
商
事
法
務
、
二
〇
一
五
年
）
四
二
七
―
四
三
〇
頁
な
ど
を
参
照
。

（
7
）　

大
阪
地
決
令
三
・
七
・
九
判
タ
一
四
九
〇
号
八
九
頁
。
本
決
定
に
つ
い
て
の
筆
者
に
よ
る
評
釈
と
し
て
、
横
大
道
聡
「
判
批
」
令
和

三
年
度
重
要
判
例
解
説
二
〇
頁
以
下
を
参
照
。

（
8
）　

大
阪
高
決
令
三
・
七
・
一
五
判
タ
一
四
九
〇
号
八
五
頁
。

（
9
）　

最
決
令
三
・
七
・
一
六
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（LEX

/D
B25590538

）。

（
10
）　

木
下
智
史
「
集
会
の
場
所
の
保
障
を
め
ぐ
る
事
例
」
毛
利
透
＝
木
下
智
史
＝
小
山
剛
＝
棟
居
快
行
『
憲
法
訴
訟
の
実
践
と
理
論
（
判

例
時
報
二
四
〇
八
号
臨
時
増
刊
）』（
判
例
時
報
社
、
二
〇
一
九
年
）
三
六
頁
。

（
11
）　

本
稿
は
、
二
〇
二
一
年
八
月
六
日
に
、
表
現
の
自
由
の
擁
護
を
目
的
と
す
る
特
定
非
営
利
法
人
う
ぐ
い
す
リ
ボ
ン
〔https://

w
w

w
.jfsribbon.org/

〕
が
開
催
し
た
オ
ン
ラ
イ
ン
講
演
会
に
お
け
る
報
告
を
ベ
ー
ス
に
原
稿
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
貴
重
な
報
告
の
機

会
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
同
団
体
と
荻
野
幸
太
郎
理
事
に
は
、
こ
の
場
を
借
り
て
厚
く
感
謝
と
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。

（
12
）　

よ
り
詳
細
な
説
明
と
し
て
、
横
大
道
聡
「
表
現
の
自
由
の
現
代
的
論
点
―
―
〈
表
現
の
場
〉
の
〈
設
定
ル
ー
ル
〉
に
つ
い
て
」
法
学

セ
ミ
ナ
ー
六
五
巻
七
号
（
二
〇
二
〇
年
）
二
四
頁
以
下
を
参
照
願
い
た
い
。
ま
た
、
川
岸
令
和
「
公
物
管
理
権
と
集
会
の
自
由
」
大
石
眞

＝
石
川
健
治
編
『
憲
法
の
争
点
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
八
年
）
一
三
八
頁
以
下
、
内
野
正
幸
「
集
会
を
ど
こ
で
す
る
か
―
―
集
会
・
表
現

の
自
由
と
そ
の
行
使
場
所
」
松
井
茂
記
編
『
ス
タ
ー
バ
ッ
ク
ス
で
ラ
テ
を
飲
み
な
が
ら
憲
法
を
考
え
る
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
六
年
）
一

三
一
頁
以
下
な
ど
も
参
照
。

（
13
）　

最
判
昭
五
九
・
一
二
・
一
八
刑
集
三
八
巻
一
二
号
三
〇
二
六
頁
〔
吉
祥
寺
駅
ビ
ラ
配
布
事
件
〕
の
伊
藤
正
己
裁
判
官
補
足
意
見
。

（
14
）　

小
山
剛
『「
憲
法
上
の
権
利
」
の
作
法
〔
第
三
版
〕』（
尚
学
社
、
二
〇
一
六
年
）
一
九
六
頁
。

（
15
）　

大
阪
高
判
平
二
一
・
九
・
一
七
判
時
二
〇
六
八
号
六
五
頁
〔
京
都
市
タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
事
件
判
決
〕。

（
16
）　

名
古
屋
高
金
沢
支
判
平
一
二
・
二
・
一
六
判
時
一
七
二
六
号
一
一
一
頁
〔
天
皇
コ
ラ
ー
ジ
ュ
事
件
判
決
〕
で
も
、
同
趣
旨
の
こ
と
が

述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
17
）　

な
お
本
判
決
は
、
憲
法
一
三
条
に
つ
い
て
も
、「
こ
れ
は
、
国
民
の
私
生
活
上
の
自
由
が
国
家
権
力
の
行
使
に
対
し
て
保
護
さ
れ
る
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べ
き
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
公
権
力
に
対
し
、
一
定
の
作
為
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
ま
で
保
障
す
る

も
の
で
な
い
こ
と
は
、
憲
法
二
一
条
一
項
と
異
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
18
）　

公
共
施
設
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
は
、
橋
本
基
弘
『
表
現
の
自
由
―
―
理
論
と
解
釈
』（
中
央
大
学
出
版
部
、
二
〇
一
四
年
）
二
五

三
―
二
五
五
頁
を
参
照
。
本
稿
で
は
主
と
し
て
、
公
共
施
設
の
う
ち
、
地
方
自
治
法
二
四
四
条
に
い
う
「
公
の
施
設
」
を
念
頭
に
置
い
て

い
る
。
そ
の
理
由
は
後
述
（⇒

Ⅱ
3
（
1
）（
2
））
す
る
よ
う
に
、「
敵
意
あ
る
聴
衆
の
法
理
」
に
つ
い
て
判
例
は
、「
公
の
施
設
」
を
念

頭
に
置
い
て
説
明
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

（
19
）　

公
の
施
設
に
該
当
す
る
の
は
、
地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
「
公
園
、
運
動
場
、
道
路
、
学
校
、
図
書
館
、
公
民
館
、
博
物
館
、
公

会
堂
、
病
院
、
公
営
住
宅
、
保
育
所
、
墓
地
、
給
水
事
業
、
下
水
道
事
業
な
ど
が
そ
の
主
な
例
」
で
あ
り
、「
行
政
財
産
の
う
ち
の
公
共

用
財
産
に
該
当
す
る
こ
と
が
多
い
」。
川
﨑
政
司
『
地
方
自
治
法
基
本
解
説
〔
第
八
版
〕』（
法
学
書
院
、
二
〇
二
一
年
）
一
〇
七
頁
。

（
20
）　

地
方
自
治
法
二
四
四
条
は
「
住
民
」
の
利
用
の
み
を
対
象
に
し
て
い
る
よ
う
に
も
読
め
る
が
、
後
掲
注（
21
）の
泉
佐
野
市
民
会
館
事

件
判
決
の
園
部
逸
夫
補
足
意
見
は
、「
右
の
規
定
は
、
い
ず
れ
も
、
住
民
の
利
用
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
公
の
施
設
は
、
多
く
の
場

合
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
住
民
に
限
ら
ず
広
く
一
般
の
利
用
に
も
開
放
さ
れ
て
い
る
と
い
う
実
情
が
あ
り
、
右
の
規
定
の
趣
旨
は
、
一

般
の
利
用
者
に
も
適
用
さ
れ
る
も
の
と
解
さ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
他
方
、
後
述
（⇒

Ⅲ
3
（
5
））
す
る
名
古
屋
地
判
平
一
三
・

一
・
三
一
判
タ
一
〇
八
五
号
一
九
九
頁
〔
名
古
屋
市
国
際
展
示
場
使
用
不
許
可
事
件
判
決
〕
は
、「
同
条
に
い
う
住
民
と
は
当
該
地
方
公

共
団
体
の
住
民
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
原
告
は
名
古
屋
市
内
に
住
所
を
有
し
な
い
か
ら
、
同
条
二
項
が
直
接
適
用
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い

が
、
特
定
の
日
に
つ
い
て
住
民
と
そ
う
で
な
い
者
に
よ
る
利
用
申
込
み
が
競
合
し
た
な
ど
の
特
段
の
事
情
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
住

民
で
な
い
者
の
利
用
を
差
別
的
に
取
り
扱
う
こ
と
は
憲
法
一
四
条
に
照
ら
し
許
さ
れ
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
基
本
的
に
は
、
使

用
不
許
可
処
分
の
適
法
性
に
つ
き
判
断
す
る
際
に
は
、
住
民
以
外
の
者
と
の
関
係
で
も
住
民
に
対
す
る
場
合
と
同
様
の
基
準
が
妥
当
す
る

と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」
と
述
べ
、
結
論
と
し
て
は
同
旨
な
が
ら
も
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
異
な
る
説
明
を
し
て
い
る
。

（
21
）　

伊
藤
正
己
『
憲
法
〔
第
三
版
〕』（
弘
文
堂
、
一
九
九
五
年
）
二
九
七
頁
。
ま
た
、
野
中
俊
彦
＝
中
村
睦
男
＝
高
橋
和
之
＝
高
見
勝
利

『
憲
法
Ⅰ
〔
第
五
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
二
年
）
三
六
五
頁
〔
中
村
執
筆
〕
も
参
照
。

（
22
）　

最
判
平
七
・
三
・
七
民
集
四
九
巻
三
号
六
八
七
頁
。

（
23
）　

こ
れ
よ
り
も
以
前
の
最
高
裁
判
決
と
し
て
、
憲
法
論
は
展
開
さ
れ
て
は
い
な
い
も
の
の
、
公
会
堂
使
用
許
可
取
消
処
分
が
地
方
自
治
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法
二
四
四
条
二
項
に
い
う
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
公
の
施
設
の
利
用
を
拒
ん
だ
も
の
で
あ
っ
て
違
法
で
あ
る
と
し
て
国
家
賠
償
責
任
が

肯
定
さ
れ
た
最
判
昭
五
四
・
七
・
五
集
民
一
二
七
号
一
三
三
頁
も
参
照
。
そ
の
他
、
下
級
審
レ
ベ
ル
の
裁
判
例
も
少
な
く
な
い
が
、
そ
れ

ら
に
つ
い
て
は
、
上
村
貞
美
「
集
会
の
自
由
と
敵
意
あ
る
聴
衆
の
法
理
」
名
城
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
・
レ
ビ
ュ
ー
九
号
（
二
〇
〇
八
年
）
三
―

二
〇
頁
な
ど
を
参
照
。

（
24
）　

筆
者
に
よ
る
同
判
決
の
解
説
と
し
て
、
横
大
道
聡
「
判
批
」
木
下
昌
彦
責
任
編
集
『
精
読
憲
法
判
例
［
人
権
編
］』（
弘
文
堂
、
二
〇

一
八
年
）
四
一
五
―
四
二
四
頁
を
参
照
。
な
お
、
本
判
決
を
含
め
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
裁
判
例
に
対
し
て
は
多
く
の
評
釈
が
公
表
さ
れ

て
い
る
が
、
本
稿
で
は
原
則
と
し
て
、
そ
れ
ら
を
逐
一
取
り
上
げ
な
い
こ
と
と
す
る
。

（
25
）　

近
藤
崇
晴
「
判
批
」
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
篇
平
成
七
年
度
二
八
九
頁
。

（
26
）　

調
査
官
解
説
曰
く
、「
本
件
条
例
七
条
一
項
が
広
義
の
表
現
を
採
っ
て
い
て
も
、
こ
れ
が
合
憲
と
な
る
よ
う
に
限
定
し
て
解
釈
す
る

こ
と
が
十
分
に
可
能
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
上
告
理
由
が
主
張
す
る
『
過
度
の
広
汎
性
の
理
論
』
や
『
文
面
上
無
効
の
法
理
』
を
採
ら
ず
、

合
憲
限
定
解
釈
の
手
法
を
採
用
し
た
も
の
で
あ
る
」。
近
藤
・
前
掲
注（
25
）二
九
三
頁
。

（
27
）　

木
下
昌
彦
「
公
共
施
設
の
管
理
権
と
そ
の
憲
法
的
統
制
」
横
大
道
聡
編
『
憲
法
判
例
の
射
程
〔
第
二
版
〕』（
弘
文
堂
、
二
〇
二
〇

年
）
一
七
七
頁
。

（
28
）　

最
判
平
八
・
三
・
一
五
民
集
五
〇
巻
三
号
五
四
九
頁
。
こ
の
上
尾
市
福
祉
会
館
事
件
で
は
、
泉
佐
野
市
民
会
館
事
件
の
「
公
の
秩
序

を
み
だ
す
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
」
を
理
由
と
し
た
不
許
可
で
は
な
く
、「
会
館
の
管
理
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
」
を
理
由
と

し
た
不
許
可
処
分
が
問
題
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
上
尾
市
福
祉
会
館
事
件
判
決
に
お
い
て
、
泉
佐
野
市
民
会
館

事
件
判
決
で
登
場
し
た
「
明
ら
か
に
差
し
迫
っ
た
危
険
」
へ
の
言
及
が
な
い
の
は
、
警
察
目
的
で
の
不
許
可
処
分
で
は
な
か
っ
た
た
め
だ

と
解
さ
れ
る
。
佐
々
木
弘
通
「
公
の
集
会
施
設
に
お
け
る
『
集
会
の
自
由
』
保
障
・
考
」
長
谷
部
恭
男
ほ
か
編
『
高
橋
和
之
先
生
古
稀
記

念　
現
代
立
憲
主
義
の
諸
相
（
下
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
三
年
）
三
六
七
頁
。

（
29
）　

な
お
、
Ⅰ
1
（
4
）
で
触
れ
た
二
〇
二
一
年
「
表
現
の
不
自
由
展
か
ん
さ
い
」
の
会
場
使
用
許
可
の
取
消
理
由
は
、
大
阪
府
立
労
働

セ
ン
タ
ー
条
例
四
条
六
号
「
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
セ
ン
タ
ー
の
管
理
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
」
で
あ
っ
た
こ
と

か
ら
、
直
接
的
な
先
例
と
な
る
の
は
、
こ
の
上
尾
市
福
祉
会
館
事
件
判
決
で
あ
ろ
う
。

（
30
）　

近
藤
・
前
掲
注（
25
）二
九
四
頁
。
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（
31
）　

秋
山
壽
延
・
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
篇
平
成
八
年
度
（
上
）
二
〇
九
―
二
一
〇
頁
。

（
32
）　

佐
藤
幸
治
『
日
本
国
憲
法
論
〔
第
二
版
〕』（
成
文
堂
、
二
〇
二
〇
年
）
三
二
二
頁
。

（
33
）　

高
橋
和
之
『
立
憲
主
義
と
日
本
国
憲
法
〔
第
五
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
二
〇
年
）
二
六
二
頁
。

（
34
）　

長
谷
部
恭
男
編
『
註
解
日
本
国
憲
法
（
2
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
七
年
）
四
四
七
―
四
四
八
頁
〔
阪
口
正
二
郎
執
筆
〕。

（
35
）　

Ｔ
・
Ｉ
・
エ
マ
ス
ン
（
木
下
毅
訳
）『
現
代
ア
メ
リ
カ
憲
法
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
八
年
）
一
五
三
頁
。

（
36
）　

木
下
・
前
掲
注（
10
）二
七
頁
は
、「
泉
佐
野
市
民
会
館
事
件
判
決
が
打
ち
出
し
た
い
く
つ
か
の
法
原
則
の
う
ち
、
も
っ
と
も
実
務
上

定
着
し
た
と
い
え
る
」
と
し
て
い
る
。

（
37
）　

表
現
や
集
会
の
た
め
の
場
所
と
し
て
の
利
用
が
「
原
則
」
と
し
て
認
め
ら
れ
る
場
所
と
し
て
、
新
潟
県
公
安
条
例
事
件
（
最
大
判
昭

二
九
・
一
一
・
二
四
刑
集
八
巻
一
一
号
一
八
六
六
頁
）
は
「
道
路
」、
皇
居
外
苑
使
用
不
許
可
事
件
（
最
大
判
昭
二
八
・
一
二
・
二
三
民

集
八
巻
一
三
号
一
五
六
一
頁
）
は
「
公
園
」
が
、
そ
れ
に
該
当
す
る
と
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
そ
の
後
の
判
例
の
展
開
な
ど
に
つ
い
て

は
、
長
岡
徹
「
公
園
・
広
場
と
集
会
の
自
由
」
法
と
政
治
六
九
巻
一
号
（
二
〇
一
八
年
）
二
五
頁
以
下
な
ど
を
参
照
。

（
38
）　

な
お
、「
公
の
施
設
」
は
、
す
べ
て
の
表
現
活
動
に
対
し
て
開
放
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
点
に
注
意
し
た
い
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
上
尾
市
福
祉
会
館
事
件
判
決
の
調
査
官
解
説
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
地
方
公
共
団
体
が
、
公
の
施
設
の
供

用
に
当
た
っ
て
、
そ
の
供
用
の
範
囲
、
運
営
方
針
等
を
ど
の
よ
う
に
定
め
る
か
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
合
理
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
限

り
、
施
設
の
管
理
者
の
側
に
相
当
程
度
の
自
由
な
決
定
権
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
も
異
論
を
み
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
当
該
自

治
体
の
住
民
の
み
が
利
用
で
き
る
施
設
に
す
る
と
か
、
特
定
の
種
類
の
会
合
等
（
非
営
利
集
会
、
芸
術
活
動
を
す
る
集
会
、
結
婚
式
等
の

祝
儀
用
、
反
対
に
葬
儀
等
不
祝
儀
用
等
）
に
の
み
利
用
さ
せ
る
施
設
に
す
る
と
か
、
あ
る
い
は
、
特
定
の
目
的
の
集
会
を
他
の
目
的
の
集

会
に
優
先
さ
せ
て
利
用
さ
せ
る
と
い
っ
た
類
で
あ
る
」（
秋
山
・
前
掲
注（
31
）二
一
一
頁
）。

（
39
）　

こ
の
点
に
関
連
し
て
、
東
京
弁
護
士
会
の
「
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
人
種
差
別
を
目
的
と
す
る
公
共
施
設
の
利
用
許
可
申
請
に
対

す
る
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
求
め
る
意
見
書
」（
二
〇
一
五
（
平
成
二
七
）
年
九
月
八
日
）〔https://w

w
w

.toben.or.jp/
m

essage/ikensyo/post-412.htm
l

〕
は
、
泉
佐
野
市
民
会
館
事
件
判
決
に
も
上
尾
市
福
祉
会
館
事
件
判
決
に
も
一
切
触
れ
て
お
ら
ず
、

検
討
不
足
と
評
さ
ざ
る
を
得
な
い
と
思
わ
れ
る
。

（
40
）　

そ
も
そ
も
、
例
え
ば
武
器
を
携
行
し
た
者
ら
に
よ
る
集
会
―
―
刑
法
二
〇
八
条
の
二
の
凶
器
準
備
集
合
罪
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
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集
会
―
―
の
よ
う
な
平
穏
で
な
い
集
会
は
、
憲
法
二
一
条
一
項
に
い
う
「
集
会
」
に
含
ま
れ
な
い
と
さ
れ
る
。
大
石
眞
『
憲
法
概
論
Ⅱ

―
―
基
本
権
保
障
』（
有
斐
閣
、
二
〇
二
一
年
）
二
九
七
頁
、
渡
辺
康
行
＝
宍
戸
常
寿
＝
松
本
和
彦
＝
工
藤
達
朗
『
憲
法
Ⅰ　
基
本
権
』

（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
六
年
）
二
六
二
―
二
六
三
頁
〔
工
藤
執
筆
〕
な
ど
を
参
照
。

（
41
）　

木
下
智
史
＝
只
野
雅
人
編
『
新
・
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
憲
法
〔
第
二
版
〕』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
九
年
）
二
六
六
頁
〔
木
下
執
筆
〕。

（
42
）　

秋
山
・
前
掲
注（
31
）二
一
〇
頁
（
傍
点
は
引
用
者
）。

（
43
）　

佐
々
木
・
前
掲
注（
28
）三
五
〇
頁
。
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
煽
動
に
関
す
る
ブ
ラ
ン
デ
ン
バ
ー
グ
基
準
は
表
現
の
場
の
使
用
不
許
可

の
場
面
で
は
利
用
で
き
な
い
と
論
じ
る
も
の
と
し
て
、Clay�Calvert,�R

econsidering Incitem
ent, T

inker and T
he H

eckler

’s 
V

eto on College Cam
puses: R

ichard Spencer and the Charlottesville Factor,112�N
W.�U

.�L.�R
EV.�C

O
LLO

Q
U
Y�109,�118

―121�

（2018

）.

（
44
）　

横
浜
地
川
崎
支
決
平
二
八
・
六
・
二
判
時
二
二
九
六
号
一
四
頁
。

（
45
）　

川
崎
市
ヘ
イ
ト
デ
モ
禁
止
仮
処
分
命
令
申
立
事
件
決
定
が
「
住
居
」
を
強
調
し
て
い
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
「
囚
わ
れ
の
聴
衆

（captive�audience

）」
を
保
護
す
る
必
要
性
に
着
目
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。「
囚
わ
れ
の
聴
衆
の
法
理
」
と
は
、
表
現
を
聞
き
た
く
な

い
者
の
保
護
を
理
由
に
表
現
の
自
由
を
制
約
す
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
法
理
で
あ
る
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
横
大
道
聡
『
現
代
国
家
に
お

け
る
表
現
の
自
由
―
―
言
論
市
場
へ
の
国
家
の
積
極
的
関
与
と
そ
の
憲
法
的
統
制
』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
三
年
）
第
一
三
章
を
参
照
。

（
46
）　

同
種
の
行
為
が
繰
り
返
さ
れ
る
蓋
然
性
を
理
由
に
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
を
伴
う
集
会
や
デ
モ
を
事
前
に
規
制
（
差
し
止
め
）
す
る
こ
と

が
許
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
の
検
討
と
し
て
、
梶
原
健
佑
「
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
に
対
す
る
差
止
め
請
求
に
関
す
る
一
考
察
―
―
事
前
抑
制

禁
止
の
法
理
と
の
関
係
を
中
心
に
」
桧
垣
伸
次
＝
奈
須
祐
治
編
『
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
規
制
の
最
前
線
と
法
理
の
考
察
』（
法
律
文
化
社
、

二
〇
二
一
年
）
一
九
頁
以
下
を
参
照
。

（
47
）　

芦
部
信
喜
（
高
橋
和
之
補
訂
）『
憲
法
〔
第
七
版
〕』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
九
年
）
二
二
二
頁
。

（
48
）　

芦
部
・
前
掲
注（
47
）二
二
二
頁
。

（
49
）　

芦
部
信
喜
『
憲
法
学
Ⅲ
―
―
人
権
各
論
（
1
）［
増
補
版
］』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
〇
年
）
四
七
九
頁
。

（
50
）　

た
だ
し
、「
演
劇
公
演
の
よ
う
な
催
し
で
あ
っ
て
も
、『
意
見
形
成
を
行
う
こ
と
を
目
標
と
す
る
傾
向
が
勝
っ
て
い
る
』
場
合
に
は
、

『
集
会
』
と
し
て
保
護
さ
れ
よ
う
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
芦
部
・
前
掲
注（
49
）四
七
九
―
四
八
〇
頁
。



39

「敵意ある聴衆の法理」についての一考察

（
51
）　

赤
坂
正
浩
『
憲
法
講
義
（
人
権
）』（
信
山
社
、
二
〇
一
一
年
）
八
四
頁
。

（
52
）　

小
山
剛
「
集
会
の
自
由
（
1
）」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
七
一
六
号
（
二
〇
一
四
年
）
六
九
頁
。

（
53
）　

最
大
判
平
四
・
七
・
一
民
集
四
六
巻
五
号
四
三
七
頁
。

（
54
）　

赤
坂
・
前
掲
注（
51
）八
四
―
八
五
頁
、
中
林
暁
生
「
集
会
と
表
現
」
中
林
暁
生
＝
山
本
龍
彦
『
憲
法
判
例
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
』（
日

本
評
論
社
、
二
〇
一
九
年
）
四
九
―
五
一
頁
も
参
照
。

（
55
）　

広
義
説
を
採
用
す
る
も
の
と
し
て
、
赤
坂
・
前
掲
注（
51
）八
五
頁
、
渡
辺
ほ
か
・
前
掲
注（
40
）二
六
二
頁
、
初
宿
正
典
『
憲
法
2　

基
本
権
〔
第
三
版
〕』（
成
文
堂
、
二
〇
一
〇
年
）
三
〇
一
頁
、
新
井
誠
＝
曽
我
部
真
裕
＝
佐
々
木
く
み
＝
横
大
道
聡
『
憲
法
Ⅱ　

人
権

〔
第
二
版
〕』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
二
一
年
）
一
五
七
頁
〔
曽
我
部
執
筆
〕
な
ど
を
参
照
。

（
56
）　

名
古
屋
地
判
平
一
三
・
一
・
三
一
判
タ
一
〇
八
五
号
一
九
九
頁
。

（
57
）　

た
だ
し
本
判
決
は
、「
本
件
申
請
は
、
集
会
の
自
由
を
前
提
と
し
た
厳
格
な
基
準
を
適
用
し
た
場
合
で
も
、
な
お
、
使
用
を
許
可
し

な
い
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
該
当
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

（
58
）　

内
野
・
前
掲
注（
12
）一
三
四
頁
も
参
照
。
な
お
、
渡
辺
ほ
か
・
前
掲
注（
40
）二
六
二
頁
は
、
広
義
説
を
採
用
し
て
「
経
済
的
集
会

（
経
営
者
・
労
働
者
・
消
費
者
な
ど
が
そ
れ
ぞ
れ
の
利
益
の
た
め
に
集
会
す
る
こ
と
）」
も
憲
法
二
一
条
一
項
に
い
う
「
集
会
」
に
含
ま
れ

る
と
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
指
摘
し
た
営
利
目
的
の
集
会
を
も
含
む
も
の
と
は
考
え
て
は
い
な
い
も
の
と
解
さ
れ
る
。

（
59
）　

判
例
は
、「
者
ら0

」（
上
尾
）、「
グ
ル
ー
プ
等0

」（
泉
佐
野
）
と
い
う
言
い
方
を
し
て
お
り
、
基
本
的
に
複
数
を
想
定
し
て
い
る
が
、

単
数
の
場
合
を
殊
更
に
排
除
す
る
意
図
は
な
い
と
解
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
単
数
に
よ
る
妨
害
活
動
で
あ
る
と
い
う
事
情
は
、
危
険
の
度
合

い
の
認
定
の
場
面
に
お
い
て
意
味
を
持
つ
。

（
60
）　

判
タ
一
〇
八
五
号
一
九
九
頁
。

（
61
）　

最
大
判
昭
三
五
・
七
・
二
〇
刑
集
一
四
巻
九
号
一
二
四
三
頁
。

（
62
）　

な
お
、
屋
外
（
道
路
）
の
事
例
で
あ
る
東
京
都
公
安
条
例
事
件
判
決
の
射
程
が
、「
公
の
施
設
」
の
よ
う
な
屋
内
の
集
会
・
表
現
の

事
例
の
場
合
に
も
及
ぶ
の
か
は
検
証
を
要
す
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、「
公
の
施
設
」
で
の
集
会
と
、「
道
路
」
で
の
集
団
行
動
に
つ
い
て

の
判
例
は
「
強
い
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
」、
す
な
わ
ち
、
前
者
に
手
厚
い
保
護
を
与
え
る
一
方
、
後
者
に
は
警
戒
的
で
あ
る
と
指
摘
す
る
も
の

と
し
て
、
山
本
龍
彦
「
鳥
籠
の
中
の
『
言
論
』
？
―
―
『
公
の
施
設
』
の
閉
鎖
性
／
『
道
路
』
の
開
放
性
」
中
林
＝
山
本
・
前
掲
注（
54
）
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二
七
四
頁
以
下
を
参
照
。
ま
た
、
他
者
と
の
競
合
的
利
用
が
前
提
と
な
る
道
路
や
公
園
の
場
合
と
、
排
他
的
利
用
が
前
提
と
な
る
公
の
施

設
の
場
合
と
の
違
い
に
つ
い
て
指
摘
す
る
、
秋
山
・
前
掲
注（
31
）二
一
一
頁
、
駒
村
圭
吾
『
憲
法
訴
訟
の
現
代
的
転
回
―
―
憲
法
的
論
証

を
求
め
て
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
三
年
）
六
二
頁
な
ど
も
参
照
。

（
63
）　
「
敵
意
あ
る
聴
衆
の
法
理
」
は
イ
ギ
リ
ス
の
判
例
法
理
で
あ
る
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
た
が
（⇒

Ⅱ
3
（
3
）（
4
））、
管
見
の
限
り
、

イ
ギ
リ
ス
の
「
敵
意
あ
る
聴
衆
の
法
理
」
に
つ
い
て
立
ち
入
っ
た
検
討
を
加
え
た
邦
語
文
献
は
見
当
た
ら
な
い
。
イ
ギ
リ
ス
の
憲
法
教
科

書
を
見
る
と
、
“hostile�audience

”と
い
う
言
葉
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
が
、「
あ
る
者
が
合
法
的
な
行
為
を
し
て
も
、
そ
れ
が
他
の
者

に
よ
る
違
法
な
行
為
を
招
く
可
能
性
を
承
知
し
て
い
た
の
な
ら
ば
、
そ
の
行
為
を
理
由
に
有
罪
に
な
る
こ
と
が
あ
る
」
と
い
う
「
命
題
に

は
何
の
権
威
も
な
い
」
と
し
て
、
合
法
的
な
集
会
は
、
そ
の
集
会
に
敵
対
す
る
人
々
か
ら
の
暴
力
的
な
反
応
を
引
き
起
こ
す
可
能
性
が
あ

る
と
い
う
だ
け
で
、
違
法
な
集
会
に
な
ら
な
い
と
し
たBeatty�v�Gillbanks,�9��Q

BD
�308�

（1882

）
が
紹
介
さ
れ
る
の
が
通
例
の
よ
う

で
あ
る
。See, e.g.,�A

�W
�B
RA
D
LEY,�K

�D
�E
W
IN
G,�&

�C�J�S�K
N
IGH
T,�C

O
N
ST
IT
U
T
IO
N
A
L�A

N
D�A

D
M
IN
IST
RA
T
IV
E�L

A
W�489�

（17th�ed.�
2018

）.

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
立
正
大
学
・
岩
切
大
地
教
授
よ
り
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
感
謝
し
た
い
。

（
64
）　

上
村
・
前
掲
注（
23
）二
〇
頁
。
ア
メ
リ
カ
の
事
例
に
つ
い
て
は
、
小
林
直
樹
「
敵
対
的
聴
衆
（H

ostile�audience

）
の
法
理
と
集

会
の
自
由
」
獨
協
ロ
ー
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
二
号
（
二
〇
〇
七
年
）
八
〇
頁
以
下
な
ど
も
参
照
。
な
お
、「
明
白
か
つ
現
在
の
危
険
」
に
つ
い

て
も
、
ア
メ
リ
カ
で
は
事
後
処
罰
立
法
に
関
わ
る
考
え
方
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
で
は
事
前
規
制
の
文
脈
で
取
り
上
げ
ら
れ

る
傾
向
が
あ
る
こ
と
が
批
判
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
横
大
道
聡
「『
表
現
の
自
由
』
論
の
軌
跡
―
―
判
例
・
学

説
・
ア
メ
リ
カ
」
メ
デ
ィ
ア
法
研
究
一
号
（
二
〇
一
八
年
）
三
四
―
四
〇
頁
を
参
照
。

（
65
）　
「
敵
意
あ
る
聴
衆
（hostile�audience

）」
と
い
う
語
が
判
例
で
初
め
て
登
場
し
た
の
は
、Feiner�v.�N

ew
�Y

ork,�340�U
.S.�315�

（1951

）
に
お
け
る
ヴ
ィ
ン
ソ
ン
長
官
の
多
数
意
見
（
五
対
四
）
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
事
件
で
は
、
警
察
が
静
止
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

聴
衆
を
煽
る
よ
う
な
内
容
の
演
説
を
続
け
た
演
説
者
が
、
警
察
の
命
令
に
従
わ
な
か
っ
た
罪
と
治
安
紊
乱
罪
で
逮
捕
さ
れ
た
と
い
う
事
例

で
あ
っ
た
（
結
論
は
「
明
白
か
つ
現
在
の
危
険
が
あ
っ
た
」
と
し
て
、
い
わ
ば
、
煽
動
に
近
い
行
為
と
捉
え
て
そ
の
規
制
を
合
憲
し
た
こ

と
に
は
注
意
し
た
い
）。「
敵
意
あ
る
聴
衆
」
の
語
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
が
、
同
様
の
考
え
方
が
示
さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
事
例
と
し
て
、

see, e.g., Cantw
ell�v.�Connecticut,�310�U

.S.�296�（1940

）,�T
erm

iniello�v.�City�of�Chicago,�337�U
.S.�1��（1949

）.

（
66
）　

一
九
六
〇
年
代
の
公
民
権
運
動
に
関
す
る
諸
判
決
（see, e.g., Edw

ards�v.�South�Carolina,�372�U
.S.�229�

（1963

）,�Cox�v.�
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Louisiana,�379�U
.S.�536�（1965

）,�Gregory�v.�City�of�Chicago,�394�U
.S.�111�（1969

））
を
参
照
。

（
67
）　

W
・
ゲ
ル
ホ
ン
（
早
川
武
夫
＝
山
田
幸
男
訳
）『
基
本
的
人
権
』（
有
斐
閣
、
一
九
五
九
年
）
一
〇
九
頁
に
お
け
る
「
敵
意
あ
る
聴
衆

の
法
理
」
の
説
明
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。「「
第
一　

も
し
演
説
者
が
意
見
を
伝
え
よ
う
と
い
う
真
実
の
努
力
を
し
、
し
か
も
き
わ
め

て
敵
意
あ
る
聴
衆
に
出
会
い
、
そ
の
聴
衆
が
そ
の
演
説
を
や
め
さ
せ
よ
う
と
騒
動
を
お
こ
す
よ
う
な
場
合
に
は
、
演
説
者
は
十
分
な
保
護

を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
二　

た
と
え
、
聴
衆
が
す
で
に
治
安
を
紊
乱
し
、
ま
た
は
そ
の
お
そ
れ
の
あ
る
仕
方
で
行
動
し
て
い
る

と
し
て
も
、
官
憲
は
言
論
・
集
会
の
自
由
を
護
る
よ
う
に
良
心
的
に
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
前
述
の
よ
う
に
演
説
者
自

身
が
な
ん
ら
か
の
理
由
で
群
集
の
既
存
の
敵
意
を
利
用
し
た
と
か
、
ま
た
は
演
説
を
続
け
さ
せ
た
ら
、
有
効
に
取
締
り
え
な
い
暴
動
的
行

為
を
生
む
お
そ
れ
の
明
ら
か
に
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
」。

（
68
）　

木
下
・
前
掲
注（
10
）三
七
頁
は
、「
日
本
的
な
変
容
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
実
務
上
も
定
着
し
た
と
い
え
る
」
と
評
し
て
い
る
。

（
69
）　505�U

.S.�123�（1992

）.

（
70
）　

有
名
な
ア
メ
リ
カ
の
ス
コ
ー
キ
村
事
件
で
も
事
前
規
制
が
問
題
に
な
っ
た
。
詳
細
な
紹
介
と
し
て
、
小
林
直
樹
「《
資
料
》Skokie

村
事
件
（
1
）
～
（
3
・
完
）」
獨
協
法
学
五
七
号
（
二
〇
〇
二
年
）
三
七
頁
以
下
、
同
五
九
号
（
二
〇
〇
二
年
）
三
三
頁
以
下
、
同
六

〇
号
（
二
〇
〇
三
年
）
七
一
頁
以
下
、
奈
須
祐
治
「
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
住
地
域
に
お
け
る
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
の
規
制
―
―
『
ス
コ
ー

キ
ー
村
』
事
件
を
読
み
直
す
」
西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
四
九
巻
二
・
三
号
（
二
〇
一
八
年
）
一
七
三
頁
以
下
な
ど
を
参
照
。

（
71
）　Forsyth County,�505�U

.S.,�at�134.

（
72
）　Id.�at�137.

こ
の
点
に
関
連
し
て
、
村
山
健
太
郎
「
基
地
の
あ
る
街
」
宍
戸
常
寿
『
憲
法
演
習
ノ
ー
ト
―
―
憲
法
を
楽
し
む
〔
第
二

版
〕』（
弘
文
堂
、
二
〇
二
〇
年
）
一
九
六
頁
以
下
も
参
照
。

（
73
）　Forsyth County,�505�U

.S.,�at�134

―135.

（
74
）　See, e.g., R.�George�W

right,�T
he H

eckler

’s V
eto T

oday,�68��C
A
SE�W

.�R
SRV.�L.�R

EV.�156�（2017

）.

（
75
）　

な
お
、
前
掲
注（
63
）で
触
れ
た
イ
ギ
リ
ス
の
事
例
（Beatty�v�Gillbanks,�9��Q

BD
�308�

（1882

））
は
、
①
合
法
的
か
つ
平
穏
理

に
集
会
・
行
進
を
行
っ
て
い
た
団
体
に
対
し
て
、
こ
れ
ま
で
に
敵
対
団
体
の
妨
害
に
よ
る
治
安
紊
乱
状
態
が
生
じ
た
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と

を
理
由
に
今
後
の
集
会
の
禁
止
命
令
が
発
出
さ
れ
た
が
、
②
当
該
団
体
が
命
令
を
無
視
し
て
集
会
を
行
い
、
案
の
定
混
乱
状
態
が
生
じ
た

た
め
、
集
会
の
解
散
命
令
が
出
さ
れ
た
も
の
の
、
③
そ
れ
を
無
視
し
た
と
し
て
逮
捕
さ
れ
た
と
い
う
事
案
で
あ
り
、
直
接
に
は
集
会
中
の
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規
制
が
問
題
と
な
っ
た
が
、
集
会
前
の
事
前
規
制
と
い
う
側
面
も
有
し
て
い
た
と
い
え
る
。

（
76
）　

佐
々
木
・
前
掲
注（
28
）三
六
〇
頁
〔
傍
点
は
原
典
〕。

（
77
）　See, e.g., Brett�G.�Johnson,�T

he H
eckler

’s V
eto: U

sing First A
m

endm
ent T

heory and Jurisprudence to 
U

nderstand Current A
udience R

eactions A
gainst Controversial Speech,�21��C

O
M
M.�L.�&

�P
O
L

’Y�175,�194�

（2016

）.�Snyder�
v.�Phelps,�562�U

.S.�443�（2011

）.

（
78
）　

仙
台
高
決
平
一
九
・
八
・
七
判
タ
一
二
五
六
号
一
〇
七
頁
。

（
79
）　

そ
の
他
、
執
行
停
止
の
申
し
立
て
が
認
容
さ
れ
た
近
時
の
事
例
と
し
て
、
東
京
都
教
育
委
員
会
が
し
た
、
日
教
組
の
教
育
研
究
全
国

集
会
の
全
体
会
の
会
場
と
し
て
の
東
京
体
育
館
メ
イ
ン
ア
リ
ー
ナ
の
使
用
承
認
の
取
消
処
分
の
執
行
停
止
の
申
立
て
が
認
容
さ
れ
た
東
京

地
決
平
三
・
一
・
一
六
判
自
八
七
号
五
〇
頁
及
び
東
京
高
決
平
三
・
一
・
二
一
判
自
八
七
号
四
四
頁
、
在
日
朝
鮮
人
の
音
楽
舞
踊
家
が
設

立
し
た
歌
劇
団
の
公
演
に
関
す
る
会
場
使
用
許
可
の
取
消
処
分
の
執
行
停
止
の
申
立
て
が
認
容
さ
れ
た
岡
山
地
決
平
一
八
・
一
〇
・
二
四

判
例
集
未
登
載
、「
三
・
一
節
記
念
在
日
朝
鮮
人
中
央
集
会
実
行
委
員
会
」
を
主
催
団
体
と
し
て
さ
れ
た
日
比
谷
公
園
大
音
楽
堂
の
使
用

承
認
申
請
に
対
す
る
使
用
の
承
認
の
取
消
処
分
の
執
行
停
止
の
申
立
て
が
認
容
さ
れ
た
事
例
で
あ
る
東
京
高
決
平
一
九
・
三
・
一
裁
判
所

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
な
ど
を
参
照
。
な
お
、
不
許
可
処
分
に
対
す
る
使
用
許
可
処
分
の
仮
の
義
務
付
け
の
申
し
立
て
が
認
容
さ
れ
た
事
案
と
し

て
、
先
に
触
れ
た
歌
劇
団
の
公
演
に
係
る
岡
山
地
決
平
一
九
・
一
〇
・
一
五
判
時
一
九
九
四
号
二
六
頁
も
参
照
。

（
80
）　

小
谷
順
子
「
ア
メ
リ
カ
の
大
規
模
政
治
イ
ベ
ン
ト
に
伴
う
抗
議
活
動
の
規
制
を
め
ぐ
る
憲
法
問
題
」
小
山
剛
＝
新
井
誠
＝
横
大
道
聡

編
『
日
常
の
な
か
の
〈
自
由
と
安
全
〉
―
―
生
活
安
全
を
め
ぐ
る
法
・
政
策
・
実
務
』（
弘
文
堂
、
二
〇
二
〇
年
）
三
二
〇
頁
以
下
を
参

照
。
ま
た
、
阪
口
正
二
郎
「『
隔
離
』
さ
れ
る
集
会
、
デ
モ
行
進
と
試
さ
れ
る
表
現
の
自
由
」
辻
村
み
よ
子
＝
長
谷
部
恭
男
＝
石
川
健
治

＝
愛
敬
浩
二
編
『「
国
家
と
法
」
の
主
要
問
題
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
八
年
）
一
九
一
頁
以
下
も
参
照
。

（
81
）　

小
谷
順
子
「
集
会
及
び
表
現
の
自
由
と
そ
の
『
場
』
の
確
保
」
判
例
時
報
二
四
六
五
・
二
四
六
六
合
併
号
（
二
〇
二
一
年
）
一
五
八

頁
。

（
82
）　

長
谷
部
編
・
前
掲
注（
34
）四
四
八
頁
〔
阪
口
執
筆
〕。

（
83
）　H

A
RRY�K

A
LV
EN,�J R.,�T

H
E�N

EGRO� A
N
D� T

H
E�F

IRST�A
M
EN
D
M
EN
T�140

―41��（1965

）.

（
84
）　

浦
和
地
判
平
三
・
一
〇
・
一
一
民
集
五
〇
巻
三
号
五
八
九
頁
。
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（
85
）　

右
崎
・
前
掲
注（
1
）九
頁
。

（
86
）　

東
京
地
判
平
二
一
・
三
・
二
四
判
時
二
〇
四
六
号
九
〇
頁
。
こ
の
判
決
は
、「
三
・
一
節
記
念
在
日
朝
鮮
人
中
央
集
会
実
行
委
員
会
」

を
主
催
団
体
と
し
て
さ
れ
た
日
比
谷
公
園
大
音
楽
堂
の
使
用
承
認
申
請
に
対
す
る
使
用
の
承
認
の
取
消
処
分
の
執
行
停
止
の
申
立
て
が
認

容
さ
れ
（
東
京
高
決
平
一
九
・
三
・
一
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
）、
集
会
の
開
催
に
こ
ぎ
着
け
た
原
告
が
、
違
法
な
取
消
処
分
に
よ
っ
て

マ
ス
コ
ミ
等
か
ら
暴
力
的
集
団
と
し
て
扱
わ
れ
社
会
的
評
価
が
低
下
し
た
な
ど
と
し
て
、
損
害
賠
償
を
求
め
た
事
例
で
あ
る
。
本
判
決
は
、

「
公
の
施
設
を
管
理
す
る
被
告
及
び
指
定
管
理
者
は
、
わ
が
国
の
憲
法
が
保
障
す
る
集
会
の
自
由
や
表
現
の
自
由
等
に
つ
い
て
不
当
な
制

限
に
つ
な
が
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
当
該
施
設
の
種
類
や
規
模
、
構
造
や
設
備
等
を
も
勘
案
し
た
上
、
公
の
施
設
と
し
て
の
使
命
を
十
分

達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
万
全
の
注
意
を
尽
く
し
て
、
こ
れ
を
保
障
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
を
慎
重
に
検
討
し
判
断
す
べ
き

法
的
義
務
が
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
な
ど
と
し
て
「
法
的
義
務
」
の
存
在
を
認
め
た
う
え
で
、
当
該
義
務
違
反
等
を
理
由
に
国
賠

請
求
を
認
容
し
た
点
で
注
目
さ
れ
る
。

（
87
）　T

erm
iniello,�337�U

.S.�at�4.

（
88
）　See generally�C

A
SS�R.�S

U
N
ST
EIN,�W

H
Y�S

O
CIET

IES�N
EED�D

ISSEN
T�

（2003

）,�Cheryl�A
.�Leanza,�H

eckler

’s V
eto Case Law

 
as a R

esource for D
em

ocratic D
iscourse,�35��H

O
FST

RA�L.�R
EV.�1305,�1308�

（2007

）.

さ
ら
に
、
阪
口
正
二
郎
「
異
論
の
窮
境
と

異
論
の
公
共
性
」
同
編
『
自
由
へ
の
問
い
3　

公
共
性
―
―
自
由
が
／
自
由
を
可
能
に
す
る
秩
序
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
〇
年
）
二
一

頁
以
下
な
ど
も
参
照
。

（
89
）　

最
大
判
昭
五
八
・
六
・
二
二
民
集
三
七
巻
五
号
七
九
三
頁
〔
よ
ど
号
ハ
イ
ジ
ャ
ッ
ク
記
事
抹
消
事
件
〕。

（
90
）　

こ
の
点
に
関
連
す
る
判
例
と
し
て
、
和
歌
山
地
判
平
二
八
・
三
・
二
五
判
時
二
三
二
二
号
九
五
頁
〔
く
じ
ら
の
博
物
館
入
館
拒
否
事

件
〕
が
あ
る
。
木
下
・
前
掲
注（
27
）一
七
九
―
一
八
一
頁
も
参
照
。

（
91
）　

長
谷
部
編
・
前
掲
注（
34
）四
四
八
頁
〔
阪
口
執
筆
〕;�Leanza,�supra�note�88,�at�1306,�1311.

（
92
）　See., e.g., Frederick�Schauer, Costs and Challenges of the H

ostile A
udience,�94��N

O
T
RE�D

A
M
E�L.�R

EV.�1671�

（2019

）;�Calvert,�supra�note�43,�at�123

―129.

（
93
）　

詳
し
く
は
、
福
嶋
敏
明
「
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ツ
ヴ
ィ
ル
に
お
け
る
白
人
至
上
主
義
を
め
ぐ
る
騒
動
に
つ
い
て
」
法
学
セ

ミ
ナ
ー
七
五
四
号
（
二
〇
一
七
年
）
一
頁
以
下
を
参
照
。
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（
94
）　See, e.g., Erica�Goldberg,�M

ust U
niversities 

“Subsidize

” Controversial Ideas?: A
llocating Security Fees W

hen 
Student G

roups H
ost D

ivisive Speakers, �21��G
EO.�M

A
SO
N�U

.�C.R.�L.�J.�349�（2011

）.
（
95
）　Robert�Shibley,�K

eep Students Safe from
 the H

eckler

’s V
eto,�W

A
LL.�S

T.�J.�（Sept.�28,�2017

）.
（
96
）　D

avid�Posen,�From
 the H

eckler

’s V
eto to the Provocateur

’s Privilege,�available�at�https://knightcolum
bia.org/

content/hecklers-veto-provocateurs-privilege

（
97
）　Forsyth�County

判
決
の
射
程
を
限
定
的
に
解
す
る
議
論
と
し
て
、see�Calvert,�supra�note�43,�at�128

―129.

（
98
）　

熊
本
地
判
平
三
・
六
・
一
三
判
タ
七
七
七
号
一
一
二
頁
。

（
99
）　

本
事
案
は
、
平
成
一
六
年
の
行
訴
法
改
正
に
よ
る
義
務
付
け
の
訴
え
及
び
仮
の
義
務
付
け
の
申
立
て
の
制
度
創
設
前
で
あ
る
と
い
う

こ
と
に
留
意
し
た
い
。
類
似
事
案
に
つ
い
て
は
、
本
決
定
の
評
釈
で
あ
る
明
石
万
起
子
「
判
批
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
八
二
一
号
（
一
九
九
三

年
）
二
九
八
―
二
九
九
頁
を
参
照
。
な
お
、
こ
の
不
許
可
処
分
に
対
す
る
国
賠
請
求
を
棄
却
し
た
、
熊
本
地
判
平
五
・
四
・
二
三
判
時
一

四
七
七
号
一
一
二
頁
も
併
せ
て
参
照
。

（
（11
）　

こ
こ
で
「
公
共
の
福
祉
」
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
の
は
、
行
訴
法
二
五
条
四
項
「
執
行
停
止
は
、
公
共
の
福
祉
に
重
大
な
影
響

を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
、
又
は
本
案
に
つ
い
て
理
由
が
な
い
と
み
え
る
と
き
は
、
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。」
と
い
う
条
文
お
よ

び
同
三
項
に
基
づ
い
て
い
る
。

（
（1（
）　https://new

s.yahoo.co.jp/articles/af12ca9b452a4e803970a2cc3f8f9503b7c30a41?page=2

（
（10
）　

上
尾
市
福
祉
会
館
事
件
判
決
で
は
「
危
険
」
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
い
が
、
こ
れ
は
前
掲
注（
28
）で
述
べ
た
よ
う
に
、「
会
館
の
管

理
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
」
を
理
由
と
し
た
不
許
可
処
分
が
争
わ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
「
敵
意
あ
る
聴
衆
の

法
理
」
の
文
脈
で
は
、
反
対
グ
ル
ー
プ
ら
が
紛
争
を
起
こ
す
こ
と
に
よ
り
会
館
の
管
理
上
の
支
障
が
発
生
す
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
そ
の

お
そ
れ
を
「
危
険
」
と
表
現
し
て
も
大
意
を
損
な
わ
な
い
。

（
（10
）　

右
崎
・
前
掲
注（
1
）九
頁
。

（
（10
）　

あ
い
ち
ト
リ
エ
ン
ナ
ー
レ
の
あ
り
方
検
討
委
員
会
・
前
掲
注（
1
）の
別
冊
資
料
2
「
憲
法
そ
の
他
、
法
的
問
題
に
つ
い
て
（
増
補

版
）」〔
曽
我
部
真
裕
執
筆
〕
一
五
頁
。

（
（10
）　

同
上
一
五
頁
は
、
常
識
の
範
囲
内
で
の
抗
議
に
つ
い
て
「
個
々
は
常
識
の
範
囲
内
で
あ
っ
て
も
、
多
数
押
し
寄
せ
る
と
大
き
な
負
担
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と
な
り
、
悩
ま
し
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
（10
）　

あ
い
ち
ト
リ
エ
ン
ナ
ー
レ
の
あ
り
方
検
討
委
員
会
・
前
掲
注（
1
）九
六
頁
。

（
（10
）　

最
判
平
一
八
・
二
・
七
民
集
六
〇
巻
二
号
四
〇
一
頁
。
筆
者
に
よ
る
分
析
と
し
て
、
横
大
道
聡
「
判
批
」
木
下
編
・
前
掲
注（
24
）四

二
五
―
四
三
二
頁
も
参
照
。

（
（10
）　

川
神
裕
・
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
篇
平
成
一
八
年
度
（
上
）
二
三
〇
―
二
三
一
頁
。

（
（10
）　

呉
市
教
研
集
会
事
件
判
決
は
、
こ
の
意
味
で
の
「
お
そ
れ
」
の
存
在
も
認
め
な
か
っ
た
。

（
（（1
）　

こ
の
思
考
と
関
連
す
る
事
例
と
し
て
、
金
沢
市
役
所
前
広
場
使
用
不
許
可
処
分
事
件
判
決
（
金
沢
地
判
平
二
八
・
二
・
五
判
時
二
三

三
六
号
五
三
頁
、
名
古
屋
高
金
沢
支
判
平
二
九
・
一
・
二
五
判
時
二
三
三
六
号
四
九
頁
、
最
決
平
二
九
・
八
・
三
判
例
集
未
登
載
）
を
参

照
。
併
せ
て
、
伊
藤
健
「
表
現
活
動
の
自
由
・
集
会
の
自
由
を
め
ぐ
る
リ
ー
ガ
ル
・
オ
ピ
ニ
オ
ン
の
作
法
」
広
島
法
科
大
学
院
論
集
一
六

号
（
二
〇
二
〇
年
）
二
二
四
頁
以
下
、
神
橋
一
彦
「
公
共
施
設
の
使
用
許
可
と
集
会
の
自
由
―
―
金
沢
市
庁
舎
前
広
場
事
件
を
中
心
に
」

法
律
時
報
一
一
六
五
号
（
二
〇
二
一
年
）
九
八
頁
以
下
な
ど
も
参
照
。

（
（（（
）　

な
お
、
民
間
施
設
を
公
の
施
設
と
同
様
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
試
み
に
関
し
て
、
小
山
剛
「
私
有
地
に
お
け
る
集
会
の
自
由
と
基

本
権
の
私
人
間
効
力
」
自
治
研
究
九
六
巻
一
一
号
（
二
〇
二
〇
年
）
一
五
四
頁
以
下
、
門
田
美
貴
「
集
会
の
「
場
」
へ
の
権
利
―
―
ア
メ

リ
カ
に
お
け
る
修
正
一
条
の
機
能
的
拡
張
」
法
学
政
治
学
論
究
一
二
六
号
（
二
〇
二
〇
年
）
三
四
一
頁
以
下
、
同
「
私
有
地
に
お
け
る
集

会
の
自
由
と
管
理
権
―
―
ド
イ
ツ
に
お
け
る
空
間
的
保
護
領
域
の
拡
張
」
法
学
政
治
学
論
究
一
二
八
号
（
二
〇
二
一
年
）
一
二
七
頁
以
下
、

同
「
公
共
空
間
の
私
化
と
『
財
産
権
の
社
会
的
約
束
』」
法
学
政
治
学
論
究
一
三
〇
号
（
二
〇
二
一
年
）
一
九
七
頁
以
下
な
ど
を
参
照
。

（
（（0
）　

東
京
地
判
平
二
七
・
一
二
・
二
五
判
例
集
未
登
載
。

（
（（0
）　

こ
の
事
件
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
安
世
鴻
＝
李
春
煕
＝
岡
本
有
佳
編
『
誰
が
〈
表
現
の
自
由
〉
を
殺
す
の
か
―
―
ニ
コ
ン
サ
ロ
ン

「
慰
安
婦
」
写
真
展
中
止
事
件
裁
判
の
記
録
』（
御
茶
の
水
書
房
、
二
〇
一
七
年
）、
安
世
鴻
＝
李
春
煕
＝
岡
本
有
佳
編
『《
自
粛
社
会
》
を

の
り
こ
え
る
―
―
「
慰
安
婦
」
写
真
展
中
止
事
件
と
「
表
現
の
自
由
」』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
七
年
）
な
ど
を
参
照
。
そ
の
他
、
プ
リ
ン

ス
ホ
テ
ル
日
教
組
会
場
使
用
拒
否
事
件
判
決
（
東
京
地
判
平
二
一
・
七
・
二
八
判
時
二
〇
五
一
号
三
頁
、
東
京
高
判
平
二
二
・
一
一
・
二

五
判
時
二
一
〇
七
号
一
一
六
頁
）
も
参
照
。

（
（（0
）　

最
大
判
昭
四
八
・
一
二
・
一
二
民
集
二
七
巻
一
一
号
一
五
三
六
頁
〔
三
菱
樹
脂
事
件
判
決
〕。


