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司
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瘁
j
を
翻
訳
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
同
書
は
、
一
九
九
一
年

九
月
二
六
臼
及
び
二
七
日
に
フ
ラ
ン
ス
憲
法
学
会
等
に
よ
り
デ
ィ

ジ
ョ
ン
で
開
催
さ
れ
た
研
究
集
会
の
報
告
原
稿
や
討
論
の
記
録
を
掲

載
し
た
も
の
で
あ
る
。

一二三

三
段
論
法
と
し
て
の
判
決

解
釈
の
問
題

行
政
訴
訟

　
独
立
し
た
司
法
権
が
存
在
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
は
、
権

力
分
立
の
考
え
方
と
容
易
に
両
立
す
る
も
の
で
は
な
い
。
広
く
受
け

容
れ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
権
力
分
立
と
は
、
国
家
機
関

が
専
門
化
さ
れ
、
互
い
に
独
立
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
互
に

抑
制
し
、
均
衡
し
、
よ
っ
て
自
由
の
確
保
を
保
障
す
る
こ
と
が
可
能

と
な
る
よ
う
に
す
る
国
家
の
組
織
化
の
あ
り
方
を
意
味
す
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
法
律
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
紛
争
を
解
決
す
る

権
限
に
特
化
し
た
も
の
と
し
て
司
法
権
を
捉
え
る
な
ら
ぼ
、
あ
る
ジ

レ
ン
マ
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
す
な
わ
ち
、
裁
判
官

が
法
律
を
適
用
し
て
い
る
の
だ
と
す
る
と
な
ぜ
立
法
権
と
司
法
権
と

が
均
衡
し
て
い
る
と
言
え
る
の
か
を
理
解
で
き
な
く
な
る
し
、
逆
に

両
者
が
均
衡
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
裁
判
官
が
法
律
を
適
用
し
て

い
る
と
は
言
え
ず
、
彼
は
そ
の
よ
う
な
職
務
に
引
き
留
め
ら
れ
て
い

る
と
言
う
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
（
竃
鰻
℃
ξ
」
り
・
。
α
も
6
ω
ω
）
。

　
こ
の
ジ
レ
ン
マ
を
解
決
す
る
方
法
は
一
万
通
り
も
あ
る
と
い
う
わ

け
で
は
な
く
、
司
法
の
職
務
を
法
律
の
単
純
な
適
用
と
す
る
理
解
を

放
棄
す
る
か
、
あ
る
い
は
ま
た
均
衡
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
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を
放
棄
す
る
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
や
や
単
純
化
す
る
な
ら
ば
、

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
が
前
者
の
方
途
を
採
り
、
フ
ラ
ン
ス
が
後
者
を

採
っ
た
、
と
言
え
る
。

　
た
だ
し
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
少
な
く
と
も
二
種
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
が
あ
る
。
第
一
の
も
の
に
よ
れ
ば
、
裁
判
官
は
形
式
的
な
意

味
に
お
け
る
法
律
を
適
用
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
法
を
適
用
し
て

い
る
の
で
あ
る
　
　
簿
鶏
簿
①
ω
で
は
な
く
、
昏
①
轡
①
慈
を
　
　
と
さ

れ
、
し
た
が
っ
て
、
裁
判
官
は
法
律
の
憲
法
適
合
性
を
審
査
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
同
時
に
立
法
者
と
の
あ
い
だ
に
均
衡
を
保
ち
う
る
と

さ
れ
る
。
第
こ
の
も
の
に
よ
れ
ば
、
裁
判
官
は
法
を
適
用
す
る
に
留

ま
ら
ず
、
少
な
く
と
も
そ
の
生
成
に
関
与
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。

　
フ
ラ
ン
ス
の
法
シ
ス
テ
ム
は
、
今
日
に
お
い
て
も
な
お
、
法
と
法

律
と
を
区
別
せ
ず
、
ま
た
裁
判
所
は
法
律
を
適
用
す
る
こ
と
を
そ
の

排
他
的
任
務
と
す
る
と
い
う
、
二
種
の
前
提
に
依
拠
し
て
い
る
。
そ

れ
ゆ
え
フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
官
は
、
法
律
の
生
成
に
参
画
す
る
こ
と
も

で
き
ず
、
ま
た
法
律
が
よ
り
上
位
の
法
に
違
背
す
る
と
い
う
理
由
で

そ
の
適
用
を
拒
否
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
た
し
か
に
、
専
門
化
さ
れ
た
権
力
機
関
間
の
均
衡
で
は
な
く
、
た

ん
な
る
職
掌
の
分
割
に
よ
っ
て
自
由
を
保
障
す
る
こ
と
が
可
能
に
な

る
と
す
る
、
最
小
限
度
の
権
力
分
立
な
る
も
の
を
構
想
す
る
こ
と
も

で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
う
し
た
と
こ
ろ
で
問
題
は
移
設
さ
れ

た
だ
け
で
あ
っ
て
、
や
は
り
問
題
は
同
様
に
提
起
さ
れ
る
。
た
と
え

ば
、
あ
る
機
関
は
法
律
を
生
成
し
、
あ
る
機
関
は
そ
れ
を
適
用
す
る

と
い
う
よ
う
に
権
限
を
分
配
す
る
こ
と
を
考
え
て
み
よ
う
。
法
律
を

適
用
す
る
機
関
は
法
律
を
生
成
す
る
機
関
に
制
限
を
課
す
こ
と
は
で

き
ず
、
均
衡
関
係
に
あ
る
と
も
言
え
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
で

も
自
由
は
保
障
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
も
、
立
法
機

関
は
個
別
の
事
例
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
一
般
的
か
つ
抽
象
的
な

ル
…
ル
を
表
明
す
る
に
留
ま
り
、
他
方
で
、
適
用
機
関
（
行
政
あ
る

い
は
裁
判
所
）
は
こ
れ
ら
の
ル
…
ル
を
、
具
体
的
事
例
に
適
応
さ
せ

る
べ
く
修
正
す
る
こ
と
な
し
に
適
用
す
る
か
ら
で
あ
る
、
と
。
こ
う

し
て
、
人
々
が
適
用
機
関
に
従
う
と
き
、
そ
れ
は
法
律
に
従
っ
て
い

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
こ
そ
が
、
モ
ン
テ
ス

キ
ュ
ー
に
よ
れ
ば
、
政
治
的
自
由
の
定
義
そ
の
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
で
も
や
は
り
立
法
と
適
用
と
は
い
っ
た
い
何
で
あ
る
の
か
が
明

ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
さ
し
く
こ
れ
が
、
一
七
八
九

年
の
制
憲
者
た
ち
が
、
司
法
権
の
問
題
を
扱
う
と
き
に
直
面
し
た
も

の
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
ま
ず
、
人
権
宣
言
第
一
六
条
に
お
い
て
、
非

常
に
単
純
で
全
員
の
賛
同
を
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
原
理
を
表
明
す
る

こ
と
か
ら
始
め
た
。
つ
ま
り
そ
れ
は
純
粋
に
消
極
的
な
原
理
な
の
で

あ
っ
て
、
全
権
力
を
一
機
関
に
与
え
る
こ
と
の
み
を
禁
じ
、
そ
れ
を

ど
の
よ
う
に
分
配
す
る
か
に
つ
い
て
は
何
も
命
じ
な
い
も
の
な
の
で
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あ
っ
た
（
8
噌
○
℃
Φ
び
お
・
。
。
。
）
。
こ
の
よ
う
な
原
理
を
採
択
す
れ
ぼ
、

そ
の
う
え
で
、
二
ま
た
は
そ
れ
以
上
の
機
関
の
あ
い
だ
に
均
衡
を
実

現
す
る
　
　
た
だ
し
そ
の
場
合
、
す
べ
て
の
機
関
に
法
律
の
形
成
に

参
画
さ
せ
る
こ
と
が
条
件
と
な
る
　
　
こ
と
を
追
求
す
る
か
、
あ
る

い
は
、
一
つ
の
民
主
的
な
機
関
に
立
法
権
限
を
独
占
さ
せ
る
こ
と
に

よ
っ
て
そ
の
地
位
を
優
越
的
な
も
の
と
し
、
残
る
機
関
を
法
律
の
執

行
ま
た
は
適
用
に
特
化
さ
せ
る
　
　
そ
の
結
果
こ
れ
ら
の
機
関
は
従

属
的
な
も
の
と
な
る
　
　
こ
と
を
追
求
す
る
か
、
の
い
ず
れ
か
の
方

途
を
採
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
第
一
の
も
の
が
、
ア
メ
リ
カ
や
イ

ギ
リ
ス
の
採
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス

の
一
七
九
一
年
憲
法
に
お
い
て
も
採
用
さ
れ
る
。
た
だ
し
フ
ラ
ン
ス

で
は
、
法
律
の
生
成
に
能
無
議
会
以
外
の
機
関
を
関
与
さ
せ
よ
う
と

す
る
に
あ
た
り
検
討
さ
れ
た
機
関
は
、
つ
ね
に
、
そ
し
て
排
他
的
に
、

執
行
権
の
長
で
あ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
司
法
権
で
は
な
か
っ

た
と
い
う
こ
と
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
第
二
の
方
途

i
法
律
の
適
用
に
特
化
さ
せ
る
そ
れ
　
　
は
、
ル
ソ
ー
の
主
張
し

た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
七
九
三
年
憲
法
が
採
用
す
る
も
の
で
あ

る
し
、
ま
た
、
共
和
暦
三
年
憲
法
も
そ
う
で
あ
っ
た
。
他
方
で
、
司

法
権
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
立
法
権
と
の
関
係
で
均
衡
の
一
要
素
と

す
る
こ
と
は
決
し
て
検
討
対
象
と
な
ら
な
か
っ
た
し
、
そ
れ
を
立
法

権
に
関
与
さ
せ
る
こ
と
も
i
執
行
権
に
関
与
さ
せ
る
こ
と
と
同
様

に
i
、
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
司
法
権
は
、
つ
ね
に
従
属
し
た
も

の
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
裁
判
機
能
に
特
化
し
た
も
の
と
捉
え
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
電
化
は
、
二
つ
の
こ
と
を
意
味
す
る
。
第
一
に
、
裁

判
官
は
司
法
の
職
務
し
か
果
た
す
こ
と
が
で
き
ず
、
立
法
や
行
政
の

職
務
に
参
画
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
。
第
二
に
、
裁
判
官

は
そ
の
職
務
を
裁
判
官
の
み
で
果
た
さ
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
の
で

あ
っ
て
、
他
の
機
関
が
そ
れ
に
関
与
す
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
る
、
と

い
う
こ
と
。
第
　
の
準
則
は
、
有
名
な
　
　
現
在
で
も
有
効
な

一
〔
一
七
九
〇
年
〕
八
月
一
六
日
…
二
四
日
法
か
ら
帰
結
す
る
も

の
で
あ
る
。
同
法
は
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
第
一
〇
条
　
　
裁
判
所
は
、
直
接
に
も
間
接
に
も
、
立
法
権
の

　
　
行
使
に
い
か
な
る
関
与
も
し
て
は
な
ら
ず
、
立
法
府
に
よ
り
出

　
　
さ
れ
国
王
に
よ
り
裁
可
さ
れ
た
命
令
の
執
行
を
、
妨
げ
も
し
く

　
　
は
停
止
し
て
は
な
ら
な
い
。
違
反
者
は
、
淺
職
の
罪
に
問
わ
れ

　
　
る
。

　
　
第
一
三
条
　
　
司
法
の
職
務
は
行
政
の
職
務
と
区
別
さ
れ
、
つ

　
　
ね
に
そ
れ
か
ら
分
離
さ
れ
る
。
裁
判
官
は
、
い
か
な
る
方
法
で

　
　
あ
れ
、
行
政
府
の
活
動
を
動
揺
さ
せ
て
は
な
ら
ず
、
行
政
官
を

　
　
そ
の
職
務
を
理
由
と
し
て
召
喚
し
て
は
な
ら
な
い
。
違
反
者
は
、

　
　
澄
職
の
罪
に
問
わ
れ
る
。
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第
一
の
準
則
は
、
非
常
に
似
た
文
言
で
、
し
か
し
よ
り
凝
縮
さ
れ

た
形
で
、
一
七
九
一
年
憲
法
の
第
五
章
第
三
条
に
お
い
て
も
述
べ
ら

れ
て
い
る
。

　
　
裁
判
所
は
、
立
法
権
の
行
使
に
介
入
す
る
こ
と
も
法
律
の
執
行

　
　
を
停
止
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
ま
た
、
行
政
の
機
能
を
侵
害
す

　
　
る
こ
と
も
行
政
官
を
そ
の
職
務
を
理
由
と
し
て
召
喚
す
る
こ
と

　
　
も
で
き
な
い
。

　
第
二
の
準
則
は
、
そ
れ
が
当
然
の
こ
と
で
あ
る
の
で
、
一
七
九
一

年
憲
法
に
し
か
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
第
五
章
第
一
条
は
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

　
　
司
法
権
は
、
い
か
な
る
場
合
に
も
、
立
法
府
ま
た
は
国
王
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
　

　
　
よ
っ
て
行
使
さ
れ
え
な
い
。

　
し
か
し
き
わ
め
て
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ら

の
条
文
か
ら
、
次
の
よ
う
な
考
え
方
が
帰
結
す
る
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
司
法
の
職
務
は
立
法
の
そ
れ
に
従
属
し
て
お
り
、

裁
判
所
に
よ
る
法
律
の
合
憲
性
審
査
を
想
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

一
法
律
の
執
行
を
停
止
す
る
こ
と
の
禁
止
が
そ
の
理
由
で
あ
る

　
　
が
、
し
か
し
こ
れ
ら
の
条
文
は
、
司
法
の
…
機
能
に
つ
い
て
の
消

極
的
あ
る
い
は
純
粋
に
形
式
的
定
義
の
ほ
か
に
は
い
か
な
る
定
義
を

も
含
ん
で
い
な
い
し
示
唆
し
て
も
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

裁
判
官
が
裁
判
所
の
職
務
と
し
て
与
え
ら
れ
た
権
限
以
外
の
権
限
を

行
使
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
理
解
で
き
る
が
、
実
際

の
と
こ
う
い
っ
た
い
そ
れ
が
い
か
な
る
墨
隈
で
あ
る
の
か
は
知
る
由

が
な
い
の
で
あ
る
。

　
裁
判
す
る
（
甘
α
q
興
）
と
は
、
紛
争
を
解
決
す
る
こ
と
で
あ
る
、

と
書
っ
て
も
問
題
の
解
決
に
近
づ
く
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
紛
争
を

解
決
す
る
や
り
方
は
い
く
ら
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ

の
よ
う
な
形
式
的
定
義
を
実
質
的
定
義
に
よ
っ
て
補
う
こ
と
、
裁
判

す
る
職
務
と
は
い
っ
た
い
何
で
あ
る
の
か
を
言
う
こ
と
が
、
裁
判
官

に
許
さ
れ
る
行
為
お
よ
び
そ
の
こ
と
に
よ
り
立
法
者
と
執
行
権
に
禁

止
さ
れ
る
行
為
が
何
で
あ
る
か
を
知
る
た
め
に
、
必
要
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
点
に
つ
き
、
一
七
八
九
年
の
制
憲
議
会
は
一
つ
の
考
え
方
を

採
用
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
今
日
で
も
な
お
、
近
時
の
変
転
の
兆

し
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
フ
ラ
ン
ス
法
の
根
本
で
あ
る
も
の
で
あ
り
、

そ
こ
か
ら
い
く
つ
か
の
重
要
な
帰
結
が
取
り
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
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一

三
段
論
法
と
し
て
の
判
決

　
　
　
　
　
　
　
　
（
常
い
護
Φ
露
Φ
簿
あ
旨
。
讐
。
。
露
①
）

　
裁
判
所
の
職
務
は
、
紛
争
を
解
決
す
る
こ
と
に
あ
る
が
、
し
か
し

そ
れ
は
排
他
的
に
、
事
前
に
存
在
す
る
法
律
を
適
用
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
裁
判
官
は
、
三
段
論
法
に

よ
っ
て
そ
う
す
る
。
す
な
わ
ち
、
大
前
提
が
法
律
の
文
言
で
あ
り
、

小
前
提
が
事
実
で
あ
り
、
そ
し
て
判
決
は
結
論
で
あ
る
。
い
ず
れ
の

前
提
も
裁
判
所
に
と
っ
て
は
所
与
の
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
裁

判
官
に
は
固
有
の
意
味
で
の
い
か
な
る
決
定
権
限
も
与
え
ら
れ
て
は

い
な
い
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
裁
判
官
を
独
立
し
た
存
在
に
し
ょ
う
と
意
図
す
る
の

は
、
彼
が
な
ん
ら
か
の
権
力
を
行
使
す
る
か
ら
な
の
で
は
な
く
、
裁

判
す
る
と
い
う
職
務
が
立
法
者
や
執
行
権
と
い
っ
た
他
者
の
手
に
落

ち
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
他
者
は
、
三
段

論
法
に
よ
る
論
証
で
は
な
い
方
法
に
よ
っ
て
決
定
す
る
か
も
知
れ
ず
、

た
と
え
ぼ
法
律
を
状
況
に
応
じ
て
改
変
す
る
か
も
知
れ
な
い
し
、
あ

る
い
は
そ
の
気
紛
れ
に
よ
っ
て
変
更
す
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
は

ま
さ
に
専
制
の
定
義
そ
の
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
古
く
か
ら
あ
っ
た
。
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
に

お
い
て
も
そ
れ
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
裁
判
所
が
固

定
さ
れ
て
い
て
は
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
判
決
は
、
法
律
の
正
確
な

文
面
以
外
の
も
の
で
は
決
し
て
な
い
と
い
う
ほ
ど
ま
で
、
固
定
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

て
い
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
」
（
『
法
の
精
神
』
第
一
一
編
第
六
章
）
、

と
。
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
に
よ
れ
ば
、
裁
判
官
の
裁
量
権
限
の
余
地
の

大
小
は
専
制
と
の
距
離
の
大
小
に
よ
る
、
と
い
う
こ
と
に
さ
え
な
る
。

す
な
わ
ち
、
「
専
制
国
家
に
お
い
て
は
、
法
律
は
存
在
し
な
い
。
裁

判
役
自
身
が
そ
の
規
則
な
の
で
あ
る
。
…
…
共
和
政
体
に
お
い
て
は
、

裁
判
役
が
法
律
の
文
字
に
従
う
の
が
そ
の
国
老
の
本
性
で
あ
る
。

…
…
同
じ
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
で
も
、
陪
審
員
は
、
彼
ら
の
前
に
示

さ
れ
た
事
実
に
つ
い
て
、
被
告
人
が
有
罪
で
あ
る
か
無
罪
で
あ
る
か

を
決
定
す
る
。
被
告
人
が
有
罪
と
宣
言
さ
れ
る
と
、
そ
の
事
実
に
対

し
て
法
律
の
科
す
る
刑
罰
を
裁
判
人
〔
判
事
〕
が
言
い
渡
す
。
そ
の

た
め
に
、
裁
判
人
に
必
要
な
の
は
、
眼
だ
け
で
あ
る
」
（
第
六
編
第

　
　
ユ

三
章
）
、
と
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
裁
判
す
る
権
力
は
「
あ
る
意
味

で
は
無
で
あ
る
」
の
で
あ
っ
て
、
裁
判
官
は
「
法
律
の
言
葉
を
発
す

る
口
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
力
も
厳
し
さ
も
緩
和
す
る
こ
と
の
で
き
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
　

無
生
物
」
で
し
か
な
い
（
第
一
一
編
第
六
章
）
、
と
い
う
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
。

　
同
様
の
考
え
方
は
フ
ラ
ン
ス
人
権
宣
言
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
、

と
り
わ
け
次
の
三
一
条
に
お
い
て
、
そ
う
で
あ
る
。

　
　
第
五
条
　
　
…
…
法
律
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
す
べ
て
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の
行
為
は
妨
げ
ら
れ
ず
、
ま
た
、
何
人
も
、
法
律
が
命
じ
て
な

い
こ
と
を
行
う
よ
う
に
強
制
さ
れ
な
い
。

第
七
条
　
　
何
人
も
、
法
律
が
定
め
た
場
合
で
、
か
つ
、
法
律

が
定
め
た
形
式
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
訴
追
さ
れ
、
逮
捕
さ
れ
、

ま
た
は
拘
禁
さ
れ
な
い
。
…
…

第
八
条
　
　
…
…
何
人
も
、
犯
行
に
先
立
っ
て
制
定
さ
れ
、
公

布
さ
れ
、
か
つ
、
適
法
に
適
用
さ
れ
た
法
律
に
よ
ら
な
け
れ
ば

　
　
　
　
　
つ
ご

処
罰
さ
れ
な
い
。

　
よ
う
す
る
に
、
権
力
分
立
の
考
え
方
は
、
適
法
性
原
理
、
そ
れ
も

公
権
力
の
あ
ら
ゆ
る
行
為
は
す
で
に
存
在
す
る
法
律
と
矛
盾
し
な
い

だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に
適
合
し
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
論
理
的
に
演
繹

し
う
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
意
馬
に
理
解
さ
れ
た

と
こ
ろ
の
適
法
性
原
理
と
、
実
に
単
純
に
混
同
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。　

こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
制
憲
議
会
で
の
討
論
に
お
い
て
も
繰
り

返
し
見
出
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
カ
ザ
レ
ス
　
　
「
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
ソ

決
は
、
法
律
適
用
の
物
理
的
な
行
為
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
　
　
や
、

ク
レ
ル
モ
ン
ー
ト
ネ
ー
ル
　
　
「
司
法
権
と
は
、
不
適
切
に
も
司
法

権
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
法
律
も
し
く
は
一
般
意
思
の
個
別
事
案
へ

の
適
用
な
の
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
つ
ま
る
と
こ
ろ
法
律
の
執
行

　
　
　
　
つ
ご

で
し
か
な
い
」
　
　
の
発
言
が
そ
う
で
あ
る
。

　
そ
し
て
そ
こ
で
は
、
通
常
の
三
元
的
な
職
務
の
分
類
（
立
法
、
執

行
、
司
法
）
と
、
よ
り
単
純
か
つ
よ
り
論
理
的
な
工
率
的
分
類
と
の

い
ず
れ
を
と
る
か
で
躊
躇
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
結
局
の
と

こ
ろ
、
法
律
の
生
成
と
法
律
の
執
行
に
加
え
て
、
法
律
を
適
用
す
る

こ
と
で
は
あ
る
も
の
の
し
か
し
な
が
ら
執
行
作
用
と
は
区
別
さ
れ
る

べ
き
司
法
と
い
う
第
三
の
職
務
を
想
定
す
る
こ
と
に
は
困
難
が
伴
う

の
で
あ
る
。
三
元
的
な
分
類
を
維
持
し
よ
う
と
意
図
す
る
の
は
、
な

に
よ
り
も
、
裁
判
す
る
こ
と
が
法
の
執
行
作
用
の
一
部
分
で
あ
る
と

言
う
こ
と
と
執
行
権
の
長
は
国
王
で
あ
る
と
言
う
こ
と
と
を
同
時
に

な
す
こ
と
に
よ
り
、
裁
判
官
を
国
王
に
従
属
す
る
も
の
と
し
て
し
ま

う
の
を
避
け
よ
う
と
す
る
が
ゆ
え
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
三
種
類
の
職
務
を
想
定
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ

し
て
司
法
の
職
務
が
紛
争
解
決
の
た
め
に
三
段
論
法
を
用
い
て
法
律

を
適
用
す
る
と
い
う
従
属
的
職
務
で
あ
る
な
ら
ば
、
ま
た
さ
ら
に
、

こ
の
よ
う
な
職
務
を
特
別
の
機
関
に
与
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
境
界
を

い
か
に
画
す
る
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
の
は
不
可
避
で
あ
る
。

　
第
一
の
問
題
は
、
裁
判
所
と
立
法
者
と
の
関
係
に
か
ん
す
る
も
の

で
あ
る
。
裁
判
官
は
、
法
律
が
完
全
な
も
の
で
あ
り
、
一
貫
し
た
も

の
で
あ
り
、
ま
た
明
確
な
も
の
で
な
け
れ
ば
そ
の
職
務
を
な
す
こ
と

は
で
き
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ぼ
、
裁
判
官
に
は
大
前
提
が
与
え
ら
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れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
立
法
者
は
そ
れ
ゆ
え
、
法
律
を
完
全
な

も
の
と
す
る
義
務
を
負
う
。
こ
の
ゆ
え
に
、
法
典
化
と
い
う
一
般
的

な
課
題
が
生
じ
る
の
で
あ
る
（
8
鎚
①
鍛
ρ
竈
＄
）
。
し
か
し
、
法
律

が
こ
れ
ら
の
性
質
を
帯
び
て
い
な
い
と
き
、
ど
う
す
べ
き
な
の
で
あ

ろ
う
か
。
紛
争
を
託
さ
れ
た
裁
判
官
が
適
用
可
能
な
法
条
を
見
出
し

え
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
う
る
し
、
あ
る
い
は
適
用
可
能
な
法
条

を
複
数
見
出
し
た
り
、
さ
ら
に
あ
る
い
は
適
用
可
能
な
法
条
が
漠
然

と
し
て
い
た
り
も
し
く
は
多
義
的
な
表
現
を
含
ん
で
い
る
こ
と
も
あ

り
う
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
の
困
難
は
、
解
釈
と
い
う
手
段
に
よ
り

解
決
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
、
解
釈
は
、
司
法
の
職
務
に
属

す
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
立
法
者
の
職
務
に
属
す
る
も

の
で
あ
る
の
か
。

　
第
二
の
問
題
は
、
行
政
に
か
ん
す
る
も
の
で
あ
る
。
裁
判
官
は
行

政
の
職
務
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
行

政
と
私
人
と
の
あ
い
だ
に
紛
争
が
生
じ
る
こ
と
は
あ
り
う
る
。
裁
判

所
が
こ
の
よ
う
な
紛
争
を
裁
判
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
と
、
裁

判
所
が
行
政
の
職
務
に
介
入
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
か
。
か
と
い
っ
て
、
も
し
こ
れ
ら
の
紛
争
が
裁
判
所
に

係
属
さ
せ
ら
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
裁
判
所
は
裁
判
と
い
う
職
務
の

全
体
を
行
っ
て
い
る
と
な
お
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
よ
う
す
る
に
こ
れ
ら
二
つ
の
問
題
は
、
司
法
の
職
務
の
実
質
的
な

内
容
に
か
ん
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
八
月
一
六
日
…
二
四
瞬
法
は
、

三
段
論
法
と
し
て
の
裁
判
と
い
う
一
般
的
な
理
論
的
基
礎
に
も
と
づ

い
て
、
司
法
の
職
務
行
使
に
お
け
る
裁
判
所
の
専
門
化
に
つ
い
て
語

る
に
留
ま
っ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
補
完
す
る
た
め

に
、
制
憲
議
会
は
こ
の
よ
う
な
一
般
論
と
し
て
の
考
え
方
か
ら
、
い

ま
も
っ
て
フ
ラ
ン
ス
の
法
シ
ス
テ
ム
の
構
造
に
影
響
を
与
え
続
け
て

い
る
い
く
つ
か
の
帰
結
を
引
き
出
し
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

二

解
釈
の
問
題

　
　
　
　
（
け
p
。
ρ
瓢
Φ
ω
ぼ
○
謬
露
点
、
貯
審
唇
み
3
口
。
降
）

　
裁
判
す
る
こ
と
は
、
法
律
を
適
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、

法
律
を
解
釈
す
る
こ
と
も
や
は
り
法
律
を
適
用
す
る
こ
と
で
あ
る
の

か
、
そ
れ
と
も
、
法
律
を
作
り
だ
す
こ
と
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
、

そ
れ
を
作
り
直
す
こ
と
で
あ
る
の
か
。

　
実
に
長
い
歴
史
の
あ
る
伝
統
に
よ
れ
ぽ
、
第
二
の
立
場
が
採
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
ロ
…
マ
法
に
ま
で
遡
り
う
る
も
の
で
あ
る

が
、
一
七
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ホ
ー
ド
リ
ー
司
教
に
よ
っ
て
再
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ソ

脚
光
を
浴
び
せ
ら
れ
た
も
の
で
も
あ
る
。

　
そ
れ
に
よ
れ
ぽ
、
解
釈
は
立
法
者
の
権
限
で
あ
っ
て
、
法
律
の
意
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味
に
つ
い
て
疑
義
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
裁
判
宮
は
立
法
者
、
す
な

わ
ち
国
王
に
頼
る
べ
き
こ
と
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
方
策
が
、
立
法
者
照
会
（
融
叡
み
叡
覧
Q
馬
糞
。
藻
）
と
呼
ば
れ
た
も

の
で
、
一
六
六
七
年
の
あ
る
王
令
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
た
。
そ
れ
は

次
の
よ
う
に
定
め
て
い
た
。

　
　
朕
の
諸
点
（
8
霞
ω
）
に
係
属
す
る
訴
訟
の
判
決
に
お
い
て
、

　
　
朕
の
王
令
（
o
a
自
轟
琴
①
）
、
貫
籍
（
ひ
座
け
）
、
王
宣
（
叡
。
幣

　
　
謹
選
○
鄭
）
お
よ
び
王
免
許
状
（
鮮
鋭
①
鴇
叶
①
簿
①
）
の
執
行

　
　
（
①
×
伽
O
瓢
酔
｛
○
雛
）
に
つ
き
何
ら
か
の
疑
義
ま
た
は
困
難
が
生
じ
た

　
　
と
き
は
、
朕
は
彼
ら
が
そ
れ
を
解
釈
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
。

　
　
反
対
に
、
朕
は
、
こ
の
場
合
に
は
、
諸
院
が
朕
の
意
図
す
る
と

　
　
こ
ろ
を
了
知
す
る
た
め
に
、
朕
の
面
前
に
出
ず
る
こ
と
を
欲
す

　
　
（
9
）

　
　
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
が
　

　
た
だ
し
最
高
法
院
（
パ
ル
ル
マ
ン
）
は
、
革
命
に
至
る
ま
で
、
法

規
的
判
決
（
鋤
凝
⑪
壁
皿
①
鼠
ひ
Q
囲
①
ヨ
①
簿
）
に
お
い
て
法
律
の
解
釈
を
な

し
続
け
た
。
ま
さ
に
こ
こ
に
こ
そ
、
彼
ら
が
立
法
権
を
行
使
す
る
一

形
態
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
同
様
の
考
え
方
は
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
ニ
世
の
法
典
に
も

影
響
を
与
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

　
　
朕
は
、
疑
わ
し
い
事
案
に
お
い
て
、
裁
判
官
が
解
釈
す
る
こ
と

を
禁
じ
る
…
…
。
法
の
あ
る
部
分
が
裁
判
官
に
と
っ
て
疑
わ
し

い
も
の
と
み
え
、
明
確
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
場
合
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　

司
法
省
に
出
頭
す
る
こ
と
を
欲
す
る
。

　
よ
う
す
る
に
、
制
憲
議
会
が
裁
判
所
に
対
し
て
法
律
の
解
釈
を
禁

じ
、
立
法
者
照
会
の
制
度
を
創
設
し
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
古
く
か

ら
の
考
え
方
を
素
直
に
当
て
は
め
た
結
果
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

し
て
そ
れ
は
、
一
七
八
九
年
八
月
一
七
田
の
最
初
の
憲
法
草
案
に
も

取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
同
案
の
第
一
編
第
九
条
は
次
の
よ
う
に
定

め
る
。

　
　
い
か
な
る
方
法
で
あ
れ
、
裁
判
官
が
法
律
を
解
釈
す
る
こ
と
は

　
　
許
さ
れ
な
い
。
法
律
に
疑
念
が
存
在
す
る
場
合
、
必
要
で
あ
れ

　
　
ぼ
よ
り
正
確
な
法
律
を
得
る
た
め
に
、
裁
判
官
は
立
法
府
に
出

　
　
頭
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
の
文
言
が
、
一
七
九
〇
年
八
月
一
六
日
i
二
四
手
法
の
第
一
二

条
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
同
法
の
第
一
〇
条
が
裁
判
官

に
対
し
て
立
法
の
職
務
に
介
入
す
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
た
こ
と
は
す

で
に
み
た
。
そ
し
て
第
＝
一
条
は
、
そ
れ
が
意
味
す
べ
き
内
容
を
明

確
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
と
く
に
、
解
釈
す
る
こ
と
が

禁
止
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
一
二
条
の
規
定
ぶ
り
は
、
一
七
八

（75－3－84）　626
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九
年
八
月
一
七
日
の
憲
法
草
案
を
単
に
よ
り
厳
密
に
述
べ
た
も
の
で
、

次
の
よ
う
に
、
明
示
的
に
司
法
に
よ
る
立
法
行
為
を
す
べ
て
禁
止
す

る
の
み
な
ら
ず
、
法
律
を
解
釈
す
る
こ
と
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ

る
と
さ
れ
る
法
規
的
判
決
を
も
禁
止
し
た
。

　
　
裁
判
官
は
法
規
を
作
り
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
法
律
を
解
釈

　
　
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
場
合
、
も
し
く
は
新
た
な
法
律
に

　
　
作
り
直
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
場
合
、
つ
ね
に
裁
判

　
　
官
は
立
法
府
に
出
頭
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
の
よ
う
な
考
え
を
正
当
化
す
る
議
論
は
つ
ね
に
同
じ
も
の
で
あ

り
、
さ
ま
ざ
ま
な
機
会
に
多
数
の
発
言
考
が
そ
れ
を
繰
り
返
し
述
べ

た
。
解
釈
す
る
と
い
う
こ
と
は
創
設
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
唯

一
立
法
者
の
権
限
に
属
す
る
こ
と
な
の
で
あ
っ
て
、
自
由
な
国
家
に

お
い
て
は
、
立
法
者
が
法
の
創
設
を
独
占
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
、
と
。
た
と
え
ば
、
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
言
っ

て
い
る
。

　
　
ロ
ー
マ
法
に
お
い
て
は
法
律
の
解
釈
は
法
律
を
制
定
し
た
者
に

　
　
属
す
る
と
い
う
こ
と
を
原
則
と
し
た
。
《
匙
霧
　
Q
象
　
噛
ミ
ミ
、
－

　
　
苓
ミ
ミ
識
、
若
男
ミ
Q
ミ
8
八
戸
ミ
蹄
N
轟
鴨
§
》
で
あ
る
。
立
法
者
で

　
　
は
な
い
…
機
関
が
法
律
の
解
釈
を
な
し
う
る
と
す
る
と
、
そ
の
…
機

　
　
関
は
立
法
者
に
と
っ
て
代
わ
り
、
立
法
者
の
意
思
よ
り
高
く
自

ら
の
意
思
を
掲
げ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
た
の
で

　
（
1
2
＞

あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
み
か
け
と
は
異
な
っ
て
、
実
際
に
は
裁
判
官
に
対
し

て
法
律
の
解
釈
す
べ
て
が
禁
止
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
言
う

ま
で
も
な
く
全
面
的
禁
止
は
実
際
に
は
無
理
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

ほ
と
ん
ど
の
紛
争
に
お
い
て
は
、
当
事
者
は
事
実
の
実
体
的
存
否
に

つ
い
て
同
意
し
な
い
の
み
な
ら
ず
、
当
該
事
実
が
包
摂
さ
れ
る
べ
き

法
律
が
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
も
同
意
し
な
い
。
そ
し
て
こ
の
よ
う

な
問
題
は
、
裁
判
官
が
解
決
し
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、

法
律
の
文
言
の
解
釈
に
も
か
か
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し

か
し
こ
の
場
合
の
解
釈
は
、
八
月
一
六
日
…
二
四
色
法
が
対
象
と
し

て
い
た
よ
う
な
抽
象
的
な
（
御
寮
　
　
黛
い
G
つ
味
蕊
ら
聾
◎
）
な
一
般
的
解
釈
で
は

な
く
、
具
体
的
な
（
§
ら
§
ら
避
零
）
解
釈
で
あ
っ
た
。
今
日
の
法

律
用
語
で
「
事
実
の
法
的
評
価
」
（
ρ
蒸
一
難
。
簿
δ
潟
甘
工
融
ρ
奮
鳥
の
ω

壁
瞬
邑
と
呼
ば
れ
る
と
こ
ろ
の
操
作
で
あ
る
。
一
八
世
紀
に
お
い

て
は
、
三
段
論
法
の
論
理
に
あ
て
は
め
れ
ば
、
そ
こ
で
行
わ
れ
て
い

る
の
は
大
前
提
に
つ
い
て
の
操
作
で
は
な
く
…
そ
れ
を
決
定
す
る

こ
と
は
裁
判
官
に
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
一
、
小
前
提
に
つ
い
て
の

そ
れ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
一
七
九
〇
年
の
立
法
者
は
こ
う
し
て
一
つ
の
ジ
レ
ン
マ
に
直
面
す

627　（75－3－85）



資料

る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
裁
判
宮
に
対
し
て
三
段
論
法
に
お
け

る
大
前
提
の
み
な
ら
ず
小
前
提
の
決
定
を
も
禁
止
す
る
（
抽
象
的
解

釈
の
み
な
ら
ず
具
体
的
解
釈
を
も
禁
止
す
る
）
と
、
し
ば
し
ば
裁
判

官
は
判
決
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
立
法
府
は
裁
判
官
か
ら

の
膨
大
な
解
釈
要
求
に
埋
も
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

　
し
か
し
そ
の
反
対
に
、
裁
判
官
に
対
し
て
具
体
的
解
釈
を
許
す
と
、

二
つ
の
重
大
な
危
険
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
一
つ
は
、

裁
判
所
ご
と
に
解
釈
が
分
か
れ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
り
、
も
う
一
つ

は
一
1
よ
り
深
刻
で
あ
る
が
i
、
裁
判
官
が
解
釈
と
い
う
名
の
も

と
に
法
律
を
作
り
直
し
、
よ
っ
て
立
法
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
ジ
レ
ン
マ
を
解
決
す
る
た
め
に
、
　
一
連
の
み
な
し
を

設
け
る
と
い
う
方
法
が
と
ら
れ
た
。
そ
れ
が
一
七
九
〇
年
一
一
月
二

七
日
一
一
二
月
一
日
法
の
規
定
か
ら
帰
結
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ

る
。　

（
イ
）
具
体
的
な
解
釈
は
、
通
常
は
解
釈
で
は
な
く
、
た
ん
な
る

法
律
の
適
用
で
し
か
な
い
。
と
い
う
の
も
そ
れ
は
三
段
論
法
の
小
前

提
に
し
か
関
わ
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
大
前
提
に
つ
い
て
な
さ
れ

る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
そ
れ
は
許
さ
れ
る
。

　
（
ロ
）
悪
い
具
体
的
解
釈
は
、
法
律
の
侵
害
－
当
時
の
用
語
法

で
は
「
法
律
の
誤
っ
た
適
用
（
錺
瓢
ω
ω
①
鋤
娼
覚
搾
鋤
鉱
。
ゆ
鳥
①
一
鋤
δ
瞬
ご

　
　
で
し
か
な
い
（
8
附
。
℃
①
び
お
蕊
お
よ
び
鵠
巴
℃
心
遣
麟
6
G
。
縄
）
。

そ
れ
は
沖
魚
（
o
霧
ω
p
。
ぼ
。
ε
と
い
う
方
法
に
よ
る
制
裁
を
受
け
な

け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
破
算
裁
判
所
を
設
立
す
る
が
、
そ
れ
も

や
は
り
立
法
権
を
行
使
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
統
制
が
小
前
提

に
し
か
及
ば
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
（
ハ
）
破
墨
裁
判
所
の
統
制
に
よ
り
、
法
律
が
不
明
瞭
で
あ
る
こ

と
、
そ
し
て
解
釈
（
こ
の
場
含
は
抽
象
的
な
解
釈
）
を
な
す
余
地
の

あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
う
る
。
そ
れ
が
「
連
続
す
る
二
度
の
破

殿
の
後
、
第
三
番
目
の
裁
判
所
の
判
決
が
、
先
立
つ
二
回
の
判
決
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ね

同
様
の
理
由
に
よ
り
異
議
申
立
て
を
さ
れ
た
と
き
」
と
い
う
場
合
に

該
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
場
合
に
は
解
釈
を
施
す
権
限
は
立
法

者
に
あ
る
。

　
（
二
）
立
法
者
は
具
体
的
に
解
釈
す
る
の
で
は
な
く
、
抽
象
的
に

解
釈
す
る
。
立
法
者
は
三
段
論
法
の
大
前
提
を
作
り
直
す
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
通
常
の
立
法
の
形
式
で
な
さ
れ
る
。
抽
象
的
に
解
釈
す
る
こ

と
は
立
法
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
二
種
類
の
立
法
者
照
会
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
　
一

つ
が
、
八
月
一
六
日
一
二
四
母
法
第
一
〇
条
の
定
め
る
任
意
的
照
会

で
あ
り
、
抽
象
的
解
釈
を
得
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
が
、

一
七
九
〇
年
＝
一
月
の
法
律
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
義
務
的
照
会
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

あ
り
、
三
度
目
の
破
算
申
立
の
場
合
に
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
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の
よ
う
に
し
て
、
ジ
レ
ン
マ
の
解
決
に
成
功
し
た
と
考
え
ら
れ
た
。

す
な
わ
ち
、
ま
ず
、
八
月
一
六
日
…
二
四
日
法
の
第
一
〇
条
は
、
同

法
の
第
一
二
条
お
よ
び
一
七
九
〇
年
一
二
月
法
に
よ
っ
て
、
十
分
に

補
完
さ
れ
明
確
化
さ
れ
た
。
裁
判
宮
は
司
法
の
職
務
に
自
己
限
定
し

な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
爾
後
そ
の
職
務
が
何
で
あ
る
か

は
明
ら
か
に
な
っ
た
。
つ
ぎ
に
、
法
律
は
唯
一
の
法
源
で
あ
り
つ
づ

け
る
。
な
ぜ
な
ら
裁
判
官
は
立
法
を
行
わ
な
い
し
、
解
釈
と
い
う
口

実
の
も
と
に
お
い
て
も
立
法
を
行
わ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
最

後
に
、
そ
の
こ
と
と
対
称
的
に
、
立
法
者
も
や
は
り
そ
の
職
務
に
留

ま
り
つ
づ
け
る
。
彼
は
抽
象
的
な
解
釈
を
行
う
の
み
で
、
裁
判
す
る

こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
、
と
。

　
と
こ
ろ
が
実
際
に
は
、
こ
れ
ら
の
解
決
法
は
す
ぼ
や
く
放
棄
さ
れ

て
し
ま
っ
た
。
ま
ず
、
任
意
的
照
会
が
、
破
殿
裁
判
所
の
判
例
に

よ
っ
て
い
わ
ぼ
廃
止
さ
れ
る
。
破
殿
裁
判
所
は
、
共
和
暦
四
年
以
降
、

裁
判
所
が
係
争
中
の
事
案
に
つ
い
て
立
法
者
に
照
会
す
る
こ
と
は
、

「
裁
判
所
に
与
え
ら
れ
た
司
法
の
職
務
を
放
棄
す
る
も
の
で
あ
り
、

…
…
裁
判
の
真
の
拒
否
を
犯
す
も
の
で
あ
る
」
と
考
え
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
あ
る
（
鵠
瓢
州
轡
Φ
鋤
9
　
　
一
⑩
①
畝
　
　
　
　
　
　
　
V
）
。
こ
の
判
例
が
民
法
典
の
第

四
条
に
法
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
同
条
は
、
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

　
　
法
律
の
沈
黙
、
不
明
瞭
性
、
も
し
く
は
不
十
分
性
を
口
実
と
し

て
裁
判
す
る
こ
と
を
拒
絶
す
る
裁
判
官
は
、

す
も
の
と
し
て
訴
追
さ
れ
る
。

裁
判
の
拒
絶
を
犯

　
一
七
九
〇
年
一
二
月
法
の
義
務
的
照
会
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か

の
変
転
を
経
て
、
最
終
的
に
は
一
八
二
八
年
七
月
三
〇
日
法
に
よ
っ

て
廃
止
さ
れ
た
。
そ
れ
以
降
、
二
度
目
の
異
議
申
立
の
後
は
、
破
殿

院
が
、
全
部
会
に
お
い
て
最
終
的
な
判
断
を
下
す
こ
と
と
な
っ
て
い

る
。　

し
か
し
根
底
に
お
い
て
は
、
制
憲
議
会
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
一

般
的
な
均
衡
関
係
は
尊
重
さ
れ
て
お
り
、
今
な
お
そ
う
で
あ
る
と
も

言
え
る
。
つ
ま
り
、
具
体
的
な
解
釈
が
義
務
な
の
で
あ
っ
て
（
第
四

条
）
、
抽
象
的
な
解
釈
は
禁
止
さ
れ
た
ま
ま
な
の
で
あ
る
（
第
五
条
）
。

一
八
二
八
年
法
が
な
し
た
の
は
、
不
明
瞭
性
の
推
定
を
廃
止
す
る
と

い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
主
た
る
み
な
し
、
す
な
わ
ち
具
体
的

な
解
釈
は
法
律
の
適
用
以
外
の
な
に
も
の
で
も
決
し
て
な
い
と
い
う

そ
れ
、
そ
し
て
、
霊
殿
院
は
立
法
を
行
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い

う
そ
れ
は
、
消
去
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
一
八
二
八

年
法
の
採
っ
た
解
決
法
は
革
命
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
さ
え
言
う
こ

と
が
で
き
る
。
と
い
う
の
も
、
全
部
会
の
判
決
は
、
や
は
り
立
法
者

の
意
思
　
　
制
定
者
た
る
立
法
者
の
意
思
あ
る
い
は
現
在
の
立
法
者

の
意
思
一
に
適
合
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
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意
味
を
決
定
す
る
こ
と
は
、
事
実
、
立
法
者
の
見
え
る
と
こ
ろ
で
な

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
立
法
者
は
い
つ
で
も
、
法
律
に
対
し
て
与

え
ら
れ
た
解
釈
に
不
満
が
あ
れ
ば
法
律
を
改
正
す
る
こ
と
が
で
き
る

は
ず
だ
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
判
例
は
法
を
創
造
す
る

も
の
で
は
な
い
と
い
う
考
え
方
　
　
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
で
あ
る
　
　
が
維
持
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
　
行
政
訴
訟
（
】
C
Φ
O
O
麟
轡
①
b
囲
幽
①
蝶
×
　
鋤
重
縫
一
づ
｛
o
り
け
噌
糞
Ω
酔
一
腰
）

　
こ
こ
で
も
思
考
の
流
れ
は
同
様
で
あ
る
。
司
法
の
職
務
と
行
政
の

職
務
と
は
分
離
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
ま
ず
述
べ
ら
れ
、
つ
ぎ
に
そ

れ
ぞ
れ
の
職
務
に
実
質
的
な
内
容
を
与
え
る
規
定
が
求
め
ら
れ
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

　
分
離
さ
れ
た
行
政
裁
判
所
の
存
在
と
権
力
分
立
と
の
関
係
を
め

ぐ
っ
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
法
学
者
の
あ
い
だ
で
、
古
く
か
ら
の
論
争

が
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
定
期
的
に
繰
り
返
さ
れ
て
も
い
る
。
支
配
的

な
学
説
に
と
っ
て
、
こ
と
が
ら
は
明
快
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
八
月

一
六
日
！
二
四
日
法
の
第
＝
二
条
こ
そ
が
、
裁
判
官
に
対
し
て
行
政

の
職
務
に
介
入
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
裁
判
官
か

ら
行
政
争
訟
を
審
理
す
る
権
限
を
奪
っ
て
い
る
の
で
あ
る
、
と
。
そ

れ
ゆ
え
行
政
争
訟
を
扱
う
の
は
行
政
部
自
身
で
あ
り
、
こ
う
し
て
行

政
訴
訟
を
警
鐘
と
す
る
機
関
を
創
設
す
る
こ
と
に
な
る
。
か
か
る
機

関
は
、
ま
ず
は
一
般
行
政
組
織
の
一
部
分
を
な
す
も
の
と
さ
れ
（
留

保
裁
判
権
冒
ω
獣
。
①
お
8
壼
①
の
シ
ス
テ
ム
）
、
つ
ぎ
に
活
動
行
政
と

の
関
係
で
は
自
律
的
な
も
の
と
さ
れ
る
（
委
任
裁
判
権
甘
ω
賦
8

激
籏
ぴ
q
露
仙
Φ
の
シ
ス
テ
ム
）
。
こ
う
し
て
そ
れ
は
真
の
裁
判
…
機
関
と
な

り
は
す
る
が
、
そ
れ
で
も
司
法
裁
判
所
の
秩
序
と
は
区
別
さ
れ
分
離

さ
れ
た
秩
序
を
な
す
も
の
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
司
法
裁
判
所
の
み
が
、

破
殿
院
に
従
属
す
る
。
こ
の
よ
う
な
区
別
は
、
「
権
力
分
立
の
フ
ラ

ン
ス
的
理
解
し
（
鑓
O
O
錯
O
O
℃
賦
○
謬
博
鋤
欝
め
鉱
ω
①
山
①
欝
ω
仙
℃
鍵
¢
。
甑
○
ゆ

創
Φ
ω
賢
○
質
く
○
騨
ω
）
と
呼
ば
れ
る
原
理
に
基
づ
く
も
の
と
さ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
テ
ー
ゼ
は
、
そ
の
大
部
分
が
、
判
例
に
よ
っ
て
形
成

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
多
く
の
判
決
　
　
と
り
わ
け

争
訟
の
管
轄
問
題
を
扱
っ
た
判
決
　
　
が
八
月
一
六
日
－
二
四
日
法

を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
し
、
ま
た
、
と
く
に
憲
法
院
が
、
行
政

行
為
の
取
消
し
ま
た
は
変
更
の
訴
訟
を
行
政
裁
判
所
に
留
保
す
る
と

い
う
、
「
共
和
国
の
諸
法
律
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
基
本
的
原
理
」

一
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
憲
法
的
価
値
を
与
え
ら
れ
て
い
る
　
　
が
、

「
権
力
分
立
の
フ
ラ
ン
ス
的
理
解
し
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
存
在

　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
　

す
る
こ
と
を
認
め
た
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
同
蒋
に
、
あ
る
一
つ
の
前
提
に
基
づ
い
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て
も
い
る
。
す
な
わ
ち
、
八
月
一
六
日
－
二
四
日
法
が
、
裁
判
宮
に

対
し
て
行
政
の
職
務
に
介
入
す
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
か
ら
と
い
っ

て
、
そ
れ
が
そ
の
こ
と
に
よ
り
裁
判
宮
に
対
し
て
行
政
争
訟
を
裁
判

す
る
こ
と
を
も
禁
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
は
、
明
示
的
に

で
は
な
い
に
せ
よ
、
行
政
を
裁
判
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
は
行

政
を
支
配
す
る
こ
と
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
行
政
す
る
（
嚢
。
心
礎
属
す

符
興
）
こ
と
で
あ
り
、
逆
に
、
行
政
の
職
務
に
は
行
政
争
訟
の
裁
判

権
が
含
ま
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
認
め
て
い
る
か
ら
な
の
で

あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
前
提
は
、
裁
判
所
を
裁
判
と
い
う
職
務

に
霊
化
さ
せ
る
こ
と
と
、
裁
判
所
か
ら
＝
疋
の
争
訟
に
つ
い
て
の
裁

判
権
を
奪
う
と
い
う
こ
と
と
を
、
い
か
に
し
て
制
憲
議
会
が
同
時
に

意
図
し
え
た
の
か
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
法
学
者
た
ち

　
　
と
く
に
一
九
世
紀
宋
の
法
学
者
た
ち
一
に
よ
っ
て
明
ら
か
に

さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
れ
ら
の
法
学
者
に
よ
れ
ば
、
制
憲
議
会
の
態
度
を
一
芸
ハ
性
の
あ

る
も
の
と
し
て
理
解
す
る
た
め
に
は
、
行
政
が
一
当
事
者
と
な
る
訴

訟
を
裁
判
所
が
扱
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
裁
判
所
は
行
政
を

支
配
下
に
お
く
も
の
と
な
る
と
考
え
る
か
、
あ
る
い
は
、
行
政
訴
訟

は
実
質
的
に
裁
判
の
職
務
に
属
す
る
の
で
は
な
く
行
政
の
職
務
に
属

す
る
と
考
え
る
か
の
い
ず
れ
か
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
い
ず

れ
の
考
え
方
も
が
、
一
九
世
紀
末
の
公
法
学
説
に
お
い
て
支
持
者
を

見
出
し
た
。
前
者
の
考
え
方
は
、
£
・
ラ
フ
ェ
リ
エ
ー
ル
、
ド
ラ

マ
ー
ル
、
ア
ル
チ
ュ
ー
ル
、
エ
ス
マ
ン
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
後
者
の

考
え
方
は
、
デ
ュ
ギ
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
た
（
8
8
℃
①
び
お
謎
）
。

な
お
、
両
者
の
考
え
方
は
、
互
い
に
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
る
。
前
者

は
、
実
際
上
の
理
由
に
よ
り
機
能
的
な
分
立
原
理
に
対
し
て
例
外
を

も
た
ら
そ
う
と
し
た
も
の
と
言
え
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
、
か
か

る
原
理
を
、
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
に
ま
で
遡
る
行
政
の
職
務
に

つ
い
て
の
理
解
に
純
粋
か
つ
単
純
に
適
合
す
る
よ
う
に
適
用
し
よ
う

と
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
い
ず
れ
の
考
え
方
も
受
け
容
れ
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
前
者
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
裁
判
宮
は
真
に
権
力
と
言
え
る

も
の
を
い
っ
さ
い
行
使
し
て
い
な
い
と
す
る
三
段
論
法
の
理
解
と
両

立
し
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
行
政
を
裁
判
す
る
こ
と
は
、
つ
ま
り
、

い
か
な
る
場
合
に
も
行
政
を
支
配
す
る
こ
と
も
行
政
の
職
務
に
介
入

す
る
こ
と
も
許
さ
な
い
は
ず
な
の
で
あ
る
。

　
後
者
は
、
歴
史
的
に
重
要
な
少
な
く
と
も
二
つ
の
反
論
を
受
け
る

こ
と
に
な
る
。
ま
ず
、
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
に
お
い
て
は
行
政

争
訟
が
裁
判
で
は
な
く
行
政
の
職
務
に
属
す
る
と
す
る
明
快
な
学
説

が
一
種
類
だ
け
存
在
し
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
逆

に
、
メ
ス
ト
ル
が
巧
み
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
三
種
の
潮
流
が
併

存
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
行
政
争
訟
は
行
政
自
身
に
属
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す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
、
行
政
争
訟
に
お
け
る
判
決
を

私
人
間
の
訴
訟
に
お
け
る
そ
れ
と
同
視
す
る
考
え
方
、
す
な
わ
ち
行

政
訴
訟
は
裁
判
所
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
、
そ

し
て
最
後
に
行
政
訴
訟
を
特
別
な
裁
判
所
に
委
ね
る
べ
き
で
あ
る
と

す
る
考
え
方
、
で
あ
る
（
竃
Φ
ω
笥
ρ
お
G
。
窃
も
℃
」
・
。
O
Φ
冴
．
）
。

　
さ
ら
に
、
行
政
の
職
務
が
行
政
訴
訟
を
含
む
と
い
う
考
え
方
が
明

白
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
八
月
一
六
日
－
二
四
日
法
の
採

択
の
の
ち
、
一
七
九
〇
年
の
秋
に
な
っ
て
、
行
政
争
訟
の
裁
判
管
轄

が
誰
に
あ
る
の
か
に
つ
い
て
の
論
争
が
起
こ
る
必
然
性
は
な
か
っ
た

は
ず
で
あ
る
。
一
七
九
〇
年
一
〇
月
七
日
一
一
四
日
法
に
よ
る
解
決

二
一
国
王
に
あ
る
と
し
た
一
は
、
す
で
に
八
月
一
六
日
－
二
四

日
法
に
含
ま
れ
て
い
た
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。

　
実
際
に
は
、
解
釈
に
つ
い
て
と
同
様
の
道
筋
を
辿
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
ず
八
月
一
六
日
－
二
四
日
法
に
よ
っ
て
、
裁
判
所
は
裁
判
の
職
務

を
、
し
か
も
そ
れ
だ
け
を
行
使
す
べ
き
も
の
と
す
る
こ
と
が
確
認
さ

れ
た
。
つ
ま
り
形
式
的
に
裁
判
所
の
権
限
が
決
定
さ
れ
た
わ
け
で
あ

る
。
そ
の
職
務
に
実
質
的
な
内
容
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る

の
は
、
そ
の
次
の
段
階
の
こ
と
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
裁
判
所
に
対
し
て
行
政
争
訟
を
管
轄
さ
せ
る
こ
と
が
否
定
さ
れ
た

の
は
、
行
政
の
独
立
性
を
維
持
す
る
た
め
で
は
な
く
、
ま
た
行
政
の

職
務
に
つ
い
て
の
当
時
の
理
解
に
よ
る
の
で
も
な
く
、
た
だ
単
に
、

裁
判
の
職
務
に
つ
い
て
の
考
え
方
に
よ
る
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
。

裁
判
の
職
務
が
三
段
論
法
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
の
で
あ

れ
ぼ
、
三
段
論
法
の
方
法
に
よ
っ
て
解
決
し
え
な
い
争
訟
を
裁
判
所

に
担
当
さ
せ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
行
政
争
訟
は
、

行
為
を
刑
事
法
律
に
あ
て
は
め
れ
ば
済
む
刑
事
裁
判
の
ご
と
き
も
の

で
は
全
く
な
い
。
行
政
の
事
案
に
お
い
て
は
、
あ
る
行
動
を
命
じ
る

法
律
が
存
在
す
る
こ
と
は
　
　
し
た
が
っ
て
行
政
が
法
律
に
違
反
し

た
か
法
律
を
適
用
し
た
か
を
明
快
に
断
定
し
う
る
こ
と
は
　
　
ご
く

稀
に
し
か
な
い
。
行
政
に
つ
い
て
は
完
全
な
法
典
も
存
在
し
な
い
。

通
常
は
、
適
用
し
う
べ
き
法
律
は
行
政
に
対
し
て
評
価
の
余
地
、
す

な
わ
ち
裁
量
権
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
行
政
の
行
為
を
一
般

準
則
に
包
摂
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
革
命
期
に
あ
っ
て
は
、
行
政
が
明
確
な
義
務
を
負
う
場
合
　
　
そ

れ
に
対
す
る
違
反
を
容
易
に
確
認
で
き
る
場
合
ー
ー
は
一
つ
し
か
存

在
し
な
か
っ
た
。
間
接
税
に
つ
い
て
の
場
合
が
そ
れ
で
あ
っ
て
、
そ

こ
で
は
課
税
品
目
と
課
税
率
と
が
法
律
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
た
。

そ
れ
ゆ
え
、
そ
こ
で
は
三
段
論
法
に
よ
る
こ
と
が
可
能
か
つ
容
易
で

あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
一
七
九
か
年
九
月
一
一
日
法
は
、
通
常
裁
判
所

に
そ
れ
に
関
す
る
訴
訟
を
扱
わ
せ
る
こ
と
を
定
め
た
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
直
接
税
は
割
当
課
税
（
ご
謬
℃
ひ
時
鳥
①

　
　
　
　
　
あ
　

み
O
発
酵
δ
ゆ
）
で
あ
っ
た
。
立
法
府
が
、
徴
収
す
べ
き
総
額
を
各
県
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（鉱

X
讐
簿
の
ヨ
Φ
導
）
に
割
り
当
て
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
つ
ぎ

に
各
県
の
行
政
が
、
広
域
行
政
圏
（
鉱
菌
ω
げ
門
凶
○
詩
）
に
割
り
当
て
、
さ

ら
に
広
域
行
政
圏
が
市
町
村
（
O
O
B
鑓
餌
麟
①
）
に
割
り
当
て
、
そ
し

て
市
町
村
が
、
納
税
者
に
割
り
当
て
る
。
こ
う
し
て
行
政
に
よ
る
決

定
の
連
鎖
が
存
在
し
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
が
裁
量
権
を
行
使
し
て

な
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
あ
る
納
税
者
が
自
己
に
求
め
ら
れ
た
納

税
額
に
不
服
を
申
し
立
て
よ
う
と
し
て
も
、
も
ち
ろ
ん
法
律
が
侵
さ

れ
た
と
し
て
そ
う
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
い
か
な
る
法
律
も

侵
害
さ
れ
て
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
紛
争
の

解
決
を
裁
判
所
に
委
ね
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
っ
た
。
裁
判
所
が
そ

れ
に
つ
い
て
決
着
を
つ
け
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

下
位
の
行
政
機
関
の
決
定
に
対
す
る
不
服
を
よ
り
上
位
の
行
政
機
関

に
一
そ
し
て
最
終
的
に
は
国
王
に
　
　
申
し
立
て
さ
せ
る
こ
と
を

想
定
す
る
ほ
う
が
格
段
に
簡
単
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
、
間
接
税
以
外

の
す
べ
て
の
事
項
に
つ
い
て
、
論
理
的
に
採
択
さ
れ
た
解
決
策
な
の

で
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
の
流
れ
は
完
全
な
；
翼
性
を
も
つ

も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
ま
ず
裁
判
所
は
裁
判
の
職
務
を
…
一
た
だ

そ
れ
だ
け
を
i
行
う
も
の
と
決
定
し
、
つ
ぎ
に
裁
判
の
職
務
に
属

す
る
行
為
が
何
で
あ
る
か
を
明
確
に
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
に
な
り
、
し
か
も
裁
判
の
職
務
が
厳
密
に
法
律
に
従
属
し
た
も
の

に
と
ど
ま
る
よ
う
に
し
た
う
え
で
そ
う
し
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
、
と

い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
一
般
的
な
メ

ソ
ッ
ド
を
実
に
よ
く
表
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
な
し
う
る
行
為
お

よ
び
権
限
を
、
そ
の
内
容
、
性
質
、
あ
る
い
は
対
象
に
よ
っ
て
定
義

す
る
の
で
は
な
く
、
主
と
し
て
、
そ
れ
が
行
使
さ
れ
る
形
式
お
よ
び

そ
れ
を
な
す
機
関
に
よ
っ
て
定
義
す
る
と
い
う
意
味
で
の
形
式
的
・

組
織
的
な
メ
ソ
ッ
ド
で
あ
る
。

　
「
裁
判
権
（
℃
○
襲
○
騨
㎞
霞
譲
a
O
讐
Φ
岡
）
」
で
は
な
く
「
司
法
権

（
℃
○
¢
＜
o
騨
甘
臼
。
鑓
騨
①
）
」
と
い
う
用
語
法
は
、
こ
の
点
に
お
い
て

実
に
示
唆
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
裁
判
権
と
い
う
表
現
は
、
行
う

職
務
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
た
機
関
に
対
し
て
あ
る
権
力
を
与
え
る
と

い
う
こ
と
を
意
味
し
う
る
の
で
あ
る
。
法
律
に
従
っ
て
紛
争
を
解
決

す
る
裁
判
と
い
う
職
務
を
行
う
す
べ
て
の
者
の
権
力
の
こ
と
と
な
り

う
る
わ
け
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
司
法
権
と
い
う
表
現
は
、
あ
る
機
関
ま
た
は
機

関
の
総
体
に
関
連
づ
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
裁
判
官
あ
る
い
は
裁
判
所

の
権
力
で
あ
り
、
彼
ら
が
な
す
行
為
の
性
質
も
し
く
は
内
容
に
は
関

係
が
な
い
。
そ
れ
が
た
と
え
紛
争
の
解
決
の
み
で
な
か
ろ
う
が
、
こ

れ
ら
の
行
為
の
総
体
が
単
純
に
「
司
法
の
職
務
（
暁
○
蔓
立
8

冒
艶
。
欝
畔
Φ
）
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
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料
と
こ
ろ
で
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
革
命
期
に
は
そ
し
て

資
　
そ
れ
以
降
も
、
で
あ
る
が
　
　
「
裁
判
権
」
な
る
も
の
が
存
在
し
な

　
　
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
裁
判
官
は
、
裁
判
と
い
う
職
務
の
全
体
を

　
　
な
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
　
　
行
政
嘗
が
そ
こ
に
参
画
し
て
い
る

　
　
　
　
し
、
そ
の
一
方
で
、
裁
判
官
に
法
律
を
解
釈
す
る
権
力
を
認
め

　
　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
以
上
、
裁
判
官
は
法
律
の
厳
密
な
適
用
を
超
え

　
　
た
権
限
を
行
使
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
「
司
法
権
し
を
語
る
べ
き
こ
と
と

　
　
な
っ
た
。
次
の
よ
う
な
い
く
つ
か
の
帰
結
が
導
か
れ
る
。

　
○
司
法
の
職
務
に
つ
い
て
の
組
織
的
定
義
の
結
果
、
た
と
え
紛
争

解
決
と
は
何
の
関
係
の
な
い
行
為
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
中
立
で
不

偏
の
機
関
に
よ
ら
し
め
る
方
が
よ
り
良
く
遂
行
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と

考
え
ら
れ
る
行
為
が
、
次
第
に
司
法
の
職
務
に
含
ま
れ
て
い
く
こ
と

に
な
る
。
た
と
え
ば
、
少
年
事
件
担
当
裁
判
富
（
甘
α
Q
Φ
蜘
の
ω

窪
賦
簿
ω
）
、
後
見
裁
判
官
（
甘
α
Q
①
鳥
霧
蜜
量
δ
ω
）
、
公
用
収
用
裁
判

官
（
甘
α
q
の
脅
圃
、
①
×
嘆
8
瓜
鑑
。
瓢
）
は
、
紛
争
か
ら
離
れ
て
行
政
上

の
措
置
を
な
す
た
め
に
介
入
す
る
。
こ
れ
ら
の
措
置
は
、
活
動
行
政

の
公
務
員
に
な
さ
し
め
る
こ
と
が
不
適
切
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

　
○
訴
訟
の
区
別
は
、
行
政
訴
訟
の
特
質
を
実
質
的
に
定
義
し
え
な

い
ま
ま
に
、
維
持
さ
れ
る
。
行
政
訴
訟
は
、
行
政
が
一
当
事
者
と
な

る
紛
争
の
す
べ
て
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
今
日
で
は
、

た
ん
に
、
実
に
多
様
な
理
由
に
よ
っ
て
、
行
政
裁
判
宮
の
権
限
に
属

す
る
紛
争
の
総
体
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
○
革
命
期
に
お
い
て
行
政
争
訟
が
行
政
自
体
に
委
ね
ら
れ
た
結
果
、

構
造
上
、
活
動
行
政
と
訴
訟
行
政
と
が
区
別
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

今
田
で
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
裁
判
の
職
務
（
紛
争
の
解
決
と
し
て
実
質

的
に
理
解
さ
れ
た
も
の
）
は
、
行
政
裁
判
所
と
司
法
裁
判
所
と
に
分

有
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
○
司
法
の
職
務
（
司
法
裁
判
官
の
権
限
の
総
体
と
し
て
形
式
的
に

理
解
さ
れ
た
も
の
）
に
つ
い
て
は
、
二
通
り
の
実
質
的
な
理
解
が
可

能
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
伝
統
と
伝
統
か
ら
帰
結
す
る
さ
ま
ざ
ま

な
み
な
し
の
一
群
が
維
持
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
司

法
の
職
務
と
は
、
　
　
時
と
し
て
紛
争
が
存
在
し
な
い
場
合
に
お
い

て
な
さ
れ
た
と
し
て
も
　
　
法
律
の
適
用
な
の
で
あ
り
、
民
主
政
に

お
い
て
は
そ
れ
で
し
か
あ
り
え
な
い
。
裁
判
官
は
法
を
作
り
だ
す
も

の
で
は
な
い
。
彼
ら
が
解
釈
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
具
体
的
な
解

釈
で
し
か
な
い
。
判
例
は
二
次
的
な
法
源
で
し
か
な
い
。
こ
う
し
て
、

司
法
「
権
」
で
は
な
く
、
一
九
五
八
年
憲
法
の
よ
う
に
、
司
法
「
機

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ほ
　

関
」
が
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
部
分
的
に
は
ア

ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
法
の
影
響
を
受
け
て
、
裁
判
所
の
役
割
は
法
律
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の
機
械
的
な
適
用
の
み
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
一
般
的
に
法
を
、
す

な
わ
ち
憲
法
と
人
権
と
を
適
用
す
る
こ
と
に
も
あ
る
と
考
え
る
傾
向

が
今
臼
で
は
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
裁
判
所
の
役
割
は
当
然
の
こ

と
な
が
ら
格
段
に
重
要
な
も
の
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
役
割
に

よ
っ
て
裁
判
官
は
、
立
法
権
と
の
関
係
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
行
政

権
と
の
関
係
に
お
い
て
、
均
衡
を
も
た
ら
す
一
要
素
と
な
る
。
こ
の

場
合
に
は
一
そ
し
て
こ
の
場
合
に
お
い
て
の
み
　
　
、
司
法

「
権
」
を
語
り
う
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
理
解
も
、

や
は
り
、
た
と
え
新
し
い
方
法
に
お
い
て
で
あ
る
に
せ
よ
、
フ
ラ
ン

ス
革
命
を
端
緒
と
す
る
、
職
務
を
形
式
的
に
定
義
し
よ
う
と
す
る
伝

統
に
含
ま
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

（
！
）
　
（
訳
者
注
）
一
七
九
一
年
憲
法
第
五
章
第
三
条
お
よ
び
第
五
章

第
一
条
の
邦
訳
は
、
中
村
義
孝
（
編
訳
）
『
フ
ラ
ン
ス
憲
法
史
集
成
』

　
（
法
律
文
化
社
、
二
〇
〇
三
年
）
三
四
頁
お
よ
び
三
三
頁
を
参
考
に

　
し
た
。

（
2
＞
　
（
訳
者
注
）
邦
訳
は
、
野
綴
良
之
一
調
本
洋
之
助
一
上
原
行
雄

　
一
田
中
治
男
一
1
三
辺
博
之
1
1
横
田
地
弘
（
訳
）
『
法
の
精
神
〔
上

　
巻
ご
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
七
年
）
二
＝
二
一
二
～
四
頁
〔
横
繊
地

訳
〕
に
よ
っ
た
。

（
3
）
　
（
訳
者
注
）
邦
訳
は
、
野
田
ほ
か
（
訳
）
・
前
掲
『
法
の
精
神

　
〔
上
巻
ご
　
～
〇
七
頁
〔
三
辺
訳
〕
に
よ
っ
た
。

（
4
）
　
（
訳
考
注
）
邦
訳
は
、
野
田
ほ
か
（
訳
）
・
前
掲
『
法
の
精
神

　
〔
上
巻
ご
二
一
六
頁
お
よ
び
二
一
九
…
二
二
〇
頁
〔
横
田
地
訳
〕
に

　
よ
っ
た
。

（
5
）
　
（
訳
者
注
）
邦
訳
は
、
三
宿
正
典
一
辻
村
み
よ
子
（
編
）
『
新
解

　
説
世
界
癬
心
法
集
』
　
（
一
二
省
堂
、
　
一
一
〇
〇
山
ハ
年
・
）
　
二
一
四
…
二
四
五
頁

　
〔
辻
村
訳
〕
に
よ
っ
た
。

（
6
）
　
一
七
九
〇
年
五
月
六
日
。

（
7
）
　
添
遷
ミ
竃
鳴
暮
ミ
Q
ミ
§
ミ
讐
塞
急
○
戸
〆
①
錺
》
や
お
㎝
‘

（
8
）
本
書
第
五
章
を
参
照
。
（
訳
者
注
）
鷺
幽
魯
鉱
↓
法
華
欝
《
Q
尾

　
簿
伽
。
賦
①
村
9
蔚
竃
簿
一
、
汐
竃
愚
菰
賦
瓢
○
雛
》
の
こ
と
。
邦
訳
と
し
て
、

　
南
野
森
（
訳
）
「
ミ
シ
ェ
ル
・
ト
ロ
ペ
ー
ル
論
文
撰
1
〈
リ
ア
リ
ズ
ム

　
の
解
釈
理
論
〉
」
法
政
研
究
七
〇
巻
三
号
（
二
〇
〇
三
年
）
　
六
七

　
…
一
八
八
頁
。

（
9
）
　
（
訳
者
注
）
こ
こ
で
ト
ロ
ペ
ー
ル
が
引
用
す
る
条
文
は
、
ア
ン

　
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
大
王
令
（
9
q
惹
質
鳥
Φ
ω
　
o
撃

　
瓜
§
鋤
讐
。
Φ
ω
）
の
　
つ
で
あ
る
、
ル
イ
一
四
世
の
「
司
法
改
革
に
関

　
す
る
民
事
苛
令
（
O
疑
○
臨
嵩
糞
。
謬
8
0
画
≦
幽
Φ
8
鴬
。
財
鋤
艮
訂
吋
無
。
憎
露
甲

　
鉱
○
邸
瓜
①
欝
甘
ω
臨
8
ご
（
い
わ
ゆ
る
民
事
訴
訟
王
令
）
第
一
章
第
七

　
条
で
あ
ろ
う
。
邦
訳
は
、
塙
浩
（
訳
）
「
ル
イ
一
四
世
民
事
訴
訟
王

　
令
（
一
六
六
七
年
四
月
）
（
一
）
」
神
戸
法
学
雑
誌
二
四
巻
二
号
（
一

　
九
七
四
年
）
一
六
五
…
二
〇
二
葺
、
一
七
二
頁
を
参
考
に
し
た
。
な

　
お
、
こ
の
塙
訳
は
、
塙
浩
著
作
集
6
『
フ
ラ
ン
ス
民
事
訴
訟
法
史
』

　
（
信
山
社
、
｝
九
九
二
年
）
六
六
七
頁
以
下
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
1
0
）
　
（
訳
者
注
）
℃
鍵
δ
導
①
簿
の
訳
語
に
つ
い
て
は
、
「
従
来
高
等
法
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資料

院
と
訳
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
が
、
上
訴
手
段
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と

　
を
示
す
た
め
最
高
法
院
の
訳
語
を
あ
て
る
」
と
す
る
、
滝
沢
正
『
フ

　
ラ
ン
ス
法
〔
第
三
版
〕
』
（
三
省
堂
、
二
〇
〇
八
年
）
四
〇
頁
に
従
っ

　
た
。

（
1
1
）
　
（
訳
者
注
〉
こ
こ
で
ト
ロ
ペ
…
ル
は
「
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
ニ
世
の

　
法
典
（
周
Φ
　
○
○
創
①
　
良
の
　
閃
戦
伽
創
傷
噌
腕
O
　
｛
囲
）
」
と
述
べ
る
の
み
で
、
そ
の
出

　
典
お
よ
び
条
数
を
示
し
て
い
な
い
が
、
訳
者
の
調
べ
た
限
り
で
は
、

　
お
そ
ら
く
、
「
四
王
の
私
的
顧
問
官
（
O
§
ω
Φ
…
興
鷲
｛
忍
）
で
あ
る

　
〉
●
》
轟
鳥
Φ
O
」
な
る
者
が
「
ド
イ
ツ
語
か
ら
翻
訳
し
た
」
と
記
さ
れ

　
た
う
え
で
一
七
五
一
年
前
出
版
さ
れ
て
い
る
9
譜
き
ミ
ミ
§
㌦
ミ

　
ミ
愚
¢
譜
ミ
6
黛
辱
。
ミ
、
～
翁
肉
ミ
誘
§
寒
さ
苛
砺
蔵
貯
勘
。
蝋
ミ

　
、
ミ
毎
越
、
誉
鳶
鉱
瀞
第
ミ
、
罫
ミ
塩
竃
き
鋳
ミ
、
簿
¢
O
ミ
塗
ミ
ミ
ご
翌
ミ
へ

　
翁
…
（
以
下
長
々
と
続
く
副
題
は
省
略
。
九
州
大
学
法
学
部
図
書

　
室
所
蔵
〔
貴
重
図
書
〕
）
の
第
一
部
第
一
巻
第
二
編
の
第
七
条
と
第

　
八
条
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
》
纂
。
貯
9
》
澄
×
鋤
ゆ
創
お
じ
ご
〉
翼
濁
搾

　
b
暁
黛
ご
蕊
お
ミ
ミ
§
勿
ミ
ヘ
ミ
ミ
砺
黛
蕊
。
蕊
紀
ミ
塁
ミ
誉
§
叙
ミ
建
ミ
塞
”
卜
。
Φ

　
伽
住
G
ε
諺
Φ
一
⑦
噌
”
℃
鋤
誌
ρ
○
ぴ
①
N
じ
ご
効
畦
○
蹉
一
、
》
ヨ
伽
弧
○
◎
器
一
℃
」
c
。
q
に
よ

　
る
と
、
イ
ニ
シ
ア
ル
し
か
記
さ
な
い
聖
書
の
訳
者
は
》
δ
×
鋤
⇔
脅
①

　
》
鶴
9
q
償
。
。
梓
Φ
鳥
Φ
O
㍗
姦
・
〉
○
窯
醐
で
あ
？
、
同
書
の
出
版
地
は
じ
ご
①
噌
罵
ゆ
で

　
あ
る
。
な
お
、
同
書
に
は
そ
の
ド
イ
ツ
語
原
典
が
何
で
あ
る
か
の
記

　
載
が
な
か
っ
た
が
、
お
そ
ら
く
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
大
王
か
ら
大
法
官

　
（
（
｝
吋
O
ご
○
置
畳
ゆ
畿
圃
Φ
噌
）
の
称
号
を
与
え
ら
れ
、
首
席
司
法
大
臣
で
も

　
あ
っ
た
コ
ッ
ク
ツ
ェ
イ
（
も
つ
9
B
蝿
Φ
一
　
く
○
鵠
　
｛
O
O
O
O
鶴
謡
）
に
よ
る
、
、
こ
－

　
皆
象
§
的
O
o
愚
論
旨
ミ
の
笥
野
守
箋
§
ミ
ミ
堕
§
ω
締
斜
の
搾
映
q
嵩
尉
卜

ミ
ミ
冨
ミ
味
ミ
、
ミ
認
識
§
§
ミ
鳩
、
冬
ミ
黛
ミ
噌
黛
蕊
概
継
目
鳶
ミ
節

さ
さ
防
養
養
鳶
晦
膿
汁
ミ
叙
ミ
舞
：
（
以
下
の
副
題
は
略
）
に
聞
違
い

な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
ち
ら
は
一
七
四
九
年
に
賦
塾
①
で
出
版
さ
れ

た
こ
と
が
表
紙
に
記
さ
れ
て
お
り
、
や
は
り
九
州
大
学
法
学
部
図
書

室
に
貴
重
図
書
と
し
て
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

　
コ
ッ
ク
ツ
ェ
イ
は
も
と
よ
り
、
最
終
的
に
は
大
王
の
死
後
に
成
立

す
る
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
（
A
L
R
）
や
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般

裁
判
法
（
A
G
O
）
に
至
る
一
鎖
の
法
典
化
の
流
れ
に
つ
い
て
は
、

鈴
木
正
裕
二
八
世
紀
の
プ
ロ
イ
セ
ン
民
事
訴
訟
法
（
　
）
」
神
戸

法
学
雑
誌
二
三
巻
三
1
1
四
号
（
一
九
七
四
年
）
一
一
五
－
一
七
九
頁

や
、
石
部
雅
亮
『
啓
蒙
的
絶
対
主
義
の
法
構
造
　

プ
ロ
イ
セ
ン
一

般
ラ
ン
ト
法
の
成
立
』
（
有
斐
閣
、
一
九
六
九
年
）
が
詳
し
い
が
、

残
念
な
が
ら
、
鈴
木
論
文
に
は
、
一
七
四
七
年
の
「
ポ
ン
メ
ル
ン
・

フ
リ
ー
ト
リ
ヒ
襟
帯
の
草
案
」
（
き
ミ
醇
ミ
　
譜
。
・
　
O
ミ
ミ
毎
　
き
ミ
鴨
－

桑
門
§
ミ
ミ
ミ
ミ
§
§
職
9
C
F
P
）
お
よ
び
一
七
四
八
年
の
「
マ
ル

ク
・
フ
リ
ー
ト
リ
ヒ
勅
法
（
の
草
案
）
」
（
㌻
6
鳶
無
　
駄
翁
　
O
ミ
ミ
鳴

ミ
ミ
ミ
、
ミ
§
ミ
㌧
§
ミ
ミ
ミ
）
C
F
M
）
に
つ
い
て
の
記
述
は
あ
る

も
の
の
、
ト
ロ
ペ
ー
ル
論
文
の
引
潮
す
る
も
の
の
原
典
で
あ
る
は
ず

の
、
一
七
四
九
年
の
、
ミ
ペ
黛
§
砺
O
ミ
培
塁
冒
募
聖
叙
鴨
ミ
ミ
ミ
…

に
つ
い
て
の
検
討
は
な
く
（
た
だ
し
、
鈴
木
論
文
（
二
）
神
戸
法
学

雑
誌
二
四
巻
二
号
（
一
九
七
四
年
）
一
〇
九
一
｛
六
四
頁
に
は
、

「
プ
ロ
イ
セ
ン
で
は
〔
A
」
R
〕
が
施
行
さ
れ
る
ま
で
、
い
く
ど
と

な
く
、
そ
の
全
土
を
通
ず
る
一
般
的
な
実
体
法
を
創
設
し
よ
う
と
し

た
が
、
そ
の
つ
ど
失
敗
、
ま
た
は
未
完
に
終
わ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
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コ
ッ
ク
ツ
ェ
イ
…
…
は
、
…
…
一
九
四
七
年
の
C
F
P
、
C
F
M
の

起
草
の
の
ち
、
右
の
実
体
法
の
執
筆
に
着
手
し
、
早
く
も
一
七
四
九

年
、
つ
づ
い
で
一
七
五
一
年
に
は
、
そ
の
草
案
の
一
部
が
印
刷
、
公

表
さ
れ
た
。
こ
の
草
案
は
、
｝
、
鴨
○
冨
。
暦
齢
Φ
㏄
O
O
ε
○
既
ω
｝
霞
圃
ω

津
嬢
Φ
識
。
鑓
鼠
（
フ
リ
ー
ト
リ
ヒ
法
大
全
の
草
案
）
と
よ
ば
れ
、
一

七
四
九
年
に
発
表
さ
れ
た
第
一
部
に
は
、
親
族
法
、
婚
姻
法
、
後
見

法
な
ど
が
含
ま
れ
、
一
七
五
｝
年
の
第
二
部
に
は
物
権
法
、
相
続
法

が
含
ま
れ
た
。
」
と
の
記
述
が
一
四
六
頁
に
あ
る
）
、
ま
た
、
石
部

本
に
も
、
A
L
R
の
「
長
い
法
典
編
纂
の
過
程
の
う
ち
、
本
書
で
取

り
扱
う
範
囲
は
一
七
八
○
年
の
閣
令
か
ら
一
七
九
四
年
の
法
典
の
施

行
ま
で
に
限
定
さ
れ
る
」
（
三
頁
）
と
序
章
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ

う
に
、
見
あ
た
ら
な
い
（
た
だ
し
、
「
〔
コ
ッ
ク
ツ
ェ
イ
〕
は
、
フ

リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
大
王
に
よ
っ
て
、
裁
判
所
制
度
の
改
革
と
並
ん
で
、

『
理
性
と
ラ
ン
ト
の
制
度
に
基
づ
く
ド
イ
ツ
一
般
ラ
ン
ト
法
の
作
成
』

を
命
ぜ
ら
れ
、
一
七
四
九
年
に
人
の
法
三
巻
お
よ
び
一
七
五
一
年
に

物
の
法
八
巻
を
公
表
し
た
。
し
か
し
、
彼
は
中
道
に
お
い
て
倒
れ
、

そ
の
作
品
は
、
若
干
の
プ
ロ
ヴ
ィ
ン
ツ
で
第
一
部
の
二
巻
、
婚
姻
法

お
よ
び
後
見
法
が
採
用
さ
れ
た
の
を
除
い
て
、
法
律
と
し
て
の
効
力

を
も
た
な
か
っ
た
」
と
の
記
述
が
二
頁
に
あ
る
）
。

　
裁
判
官
に
法
律
の
解
釈
を
禁
止
し
、
法
律
の
意
味
に
疑
義
の
あ
る

場
合
に
は
立
法
者
た
る
国
王
の
も
と
に
あ
る
司
法
省
（
0
9
餌
醇
Φ

ヨ
。
簿
息
①
ω
鋤
面
詰
お
ω
職
Φ
一
頭
｝
¢
ω
鉱
o
ρ
b
愚
心
ミ
偽
ミ
Q
ミ
島
2
遍
霧
賦
苧

ω
鋤
。
げ
①
欝
）
に
照
会
す
る
こ
と
を
命
じ
る
こ
の
規
定
は
、
そ
の
後
も

形
を
変
え
て
A
L
R
等
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
A
L

　
R
の
譲
乱
獣
窪
渥
四
六
条
に
は
、
「
裁
判
官
は
、
法
律
の
本
来
の
意

味
に
つ
い
て
疑
義
の
生
じ
た
と
き
、
…
…
そ
の
疑
義
を
法
律
委
員
会

　
（
○
Φ
ω
①
霞
o
O
気
嚢
毒
口
§
）
に
通
告
し
、
そ
の
判
断
を
求
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
と
あ
る
（
条
文
は
、
詠
蒔
§
ミ
ミ
箋
ト
§
ミ
§
ミ
為
㌣

　
ミ
偽
㌔
ミ
黛
ミ
匂
忠
§
G
っ
ミ
ミ
§
る
●
｝
2
乏
．
》
錬
r
2
Φ
∬
均
陣
⑦
9
ピ
¢
6
導
①
ッ

財
p
。
越
し
塗
①
に
よ
っ
た
）
。
こ
の
よ
う
な
、
裁
判
宮
に
対
す
る
解
釈

　
の
禁
止
と
、
国
王
の
大
権
判
決
（
窯
鴛
簿
ω
美
嚢
ご
）
（
の
最
終
的
な

廃
止
）
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
村
上
淳
一
『
ド
イ
ツ
の
近
代
法

学
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
四
年
）
八
三
頁
以
下
も
詳
し
い
。

　
ま
た
、
司
法
省
の
成
立
（
一
七
三
八
年
三
月
一
日
）
過
程
を
含
む
、

　
プ
ロ
イ
セ
ン
の
司
法
機
構
の
歴
史
的
発
展
に
つ
い
て
は
、
上
山
安
敏

　
『
ド
イ
ツ
官
僚
制
成
立
論
一
主
と
し
て
プ
ロ
イ
セ
ン
絶
対
制
圏
家

を
中
心
と
し
て
』
（
有
斐
閣
、
一
九
六
四
年
）
二
六
二
頁
以
下
を
参

　
照
。（

1
2
）
　
一
七
九
〇
年
一
〇
月
二
五
日
。
麟
鼠
8
窒
｝
お
象
に
よ
る
引
用
。

（
1
3
）
　
一
七
九
一
年
憲
法
第
三
編
第
五
章
第
二
一
条
。
（
訳
者
注
）
中

　
村
（
編
訳
）
・
前
掲
『
フ
ラ
ン
ス
憲
法
史
集
成
』
三
六
頁
を
参
考
に

　
し
た
。

（
！
4
）
　
た
だ
し
、
一
七
九
一
年
憲
法
は
、
義
務
的
照
会
が
な
さ
れ
る
前

　
に
必
要
な
申
立
の
数
を
二
回
と
し
た
。

（
1
5
）
　
O
伽
鼠
ω
δ
灘
惣
。
。
？
五
型
曾
N
ω
欝
麟
蕊
巽
お
。
。
メ
（
訳
者
注
）
同
判

決
の
解
説
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
憲
法
判
例
研
究
会
編
（
辻
村
み
よ
子

　
編
集
代
表
）
『
フ
ラ
ン
ス
の
憲
法
判
例
』
（
信
山
社
、
二
〇
〇
二
年
）

　
所
収
の
永
山
茂
樹
解
説
（
三
　
八
…
三
一
＝
頁
）
が
あ
る
。
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資料

（
1
6
）
　
（
訳
者
注
V
「
あ
ら
か
じ
め
徴
収
す
べ
き
税
の
総
額
が
定
め
ら
れ

　
て
お
り
、
そ
の
額
を
納
税
者
の
財
産
等
に
応
じ
て
按
分
し
割
り
当
て

　
る
税
」
と
説
明
さ
れ
る
。
山
口
俊
夫
（
編
）
『
フ
ラ
ン
ス
法
辞
典
』

　
（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
年
）
五
〇
九
頁
。

（
1
7
）
　
（
訳
者
注
）
一
九
五
八
年
憲
法
第
八
編
の
タ
イ
ト
ル
は
○
①

剛．

尢
u
。
簿
⑩
甘
臼
鼠
巴
お
と
な
っ
て
い
る
。
既
存
の
い
く
つ
か
の
邦
訳

　
は
こ
れ
を
「
司
法
権
（
に
つ
い
て
）
」
と
す
る
が
、
高
橋
和
之
（
編
）

　
『
新
版
世
界
憲
法
集
』
（
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
七
年
）
三
〇
四
頁
〔
高

　
橋
訳
〕
は
、
「
司
法
…
機
関
に
つ
い
て
」
と
し
て
い
る
。

晒
参
考
文
献
】

○
霞
図
く
奔
轡
ピ
洞
図
甥
｝
鋤
O
ρ
鱗
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．
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①
ω
℃
○
瓢
く
○
一
層
o
Q
γ
圃
質
諺
ω
ω
O
O
一
鋤
蔵
○
質

　
二
目
餌
ゆ
㊨
鋤
幽
ω
Φ
　
鳥
Φ
ω
　
O
O
謬
ω
賦
樽
煽
一
一
〇
ゆ
譜
鋤
麟
Q
α
酔
Φ
ρ
　
卜
鐵
　
ら
O
壽
職
謎
黛
帖
艦
“
　
も
O
蕊
の
－
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℃
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℃
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℃
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⑩
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◎
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燈
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∩
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＜
①
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①
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