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法
と
民
事
法
の
分
離
に
つ
い
て

ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
リ
ー
ス

　
　
　
梁
田
史
郎
（
訳
）

　
　
　
古
代
の
近
東
は
、
書
か
れ
た
も
の
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
る
限
り
、
地
球
上
で
最
も
古
い
人
類
文
化
の
史
料
を
、
我
々
に
提
供
し
て
い
る
所

　
　
で
す
。
そ
れ
ら
は
紀
元
前
の
三
千
年
紀
に
遡
っ
て
、
主
に
宗
教
、
自
然
科
学
、
歴
史
に
関
す
る
文
献
証
拠
と
な
り
ま
す
が
、
そ
の
中
に
三
千

　
　
年
紀
の
半
ば
か
ら
現
れ
始
め
る
大
量
の
法
学
文
献
も
含
ま
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
の
資
料
の
ほ
と
ん
ど
は
、
現
在
の
イ
ラ
ク
と
し
て
よ
く
知
ら
れ

　
　
て
い
る
地
域
で
あ
る
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
で
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
ら
は
粘
土
板
に
襖
形
文
字
を
用
い
て
元
来
は
シ
ュ
メ
ー
ル
の
言
語
で
、
し

　
　
か
し
後
に
は
バ
ビ
ロ
ニ
ア
語
、
ア
ッ
シ
リ
ア
語
、
ヒ
ッ
タ
イ
ト
語
で
も
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
史
料
は
、
他
の
二
つ
の
古
代
文
化
で

　
　
あ
る
古
代
エ
ジ
プ
ト
、
古
代
中
国
に
お
け
る
史
料
よ
り
も
、
さ
ら
に
古
い
時
代
に
ま
で
遡
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
他
の
二
つ
の
文
化
で
使

　
　
わ
れ
て
い
た
も
の
よ
り
、
よ
り
耐
久
性
の
あ
る
素
材
の
上
に
そ
れ
ら
が
書
か
れ
た
と
い
う
事
実
に
起
因
し
ま
す
。
粘
土
は
耐
火
性
が
あ
り
焼

　
　
き
固
め
ら
れ
る
と
水
に
濡
れ
て
も
大
丈
夫
で
す
が
、
中
国
の
紙
や
エ
ジ
プ
ト
の
パ
ピ
ル
ス
は
、
火
に
さ
ら
さ
れ
な
い
こ
と
を
条
件
に
た
だ
乾

演
　
燥
し
た
地
域
で
の
み
残
存
し
え
ま
す
。

講
　
　
我
々
に
上
客
文
字
文
書
が
残
さ
れ
る
時
期
は
、
先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
、
紀
元
前
の
三
千
年
紀
か
ら
始
ま
り
、
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
の
誕
生

⑳レ存H
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演講

の
す
ぐ
後
に
終
わ
り
ま
す
。
こ
の
伝
統
が
終
焉
し
た
理
由
と
い
う
の
は
懊
形
文
字
の
書
法
が
い
さ
さ
か
複
雑
な
体
系
を
持
つ
こ
と
で
す
が
、

と
こ
ろ
で
、
轡
形
文
字
の
書
法
は
そ
の
構
造
上
、
中
国
お
よ
び
日
本
の
書
法
と
よ
く
似
て
お
り
、
表
意
文
字
を
語
ま
た
は
音
節
に
つ
き
用
い
、

原
則
と
し
て
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
ご
と
に
は
用
い
な
い
の
で
す
。
ア
ラ
ム
文
字
や
ギ
リ
シ
ャ
文
字
の
よ
う
な
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
に
よ
る
書
法
の

言
語
が
そ
の
書
法
を
完
成
さ
せ
る
よ
う
に
な
る
と
、
模
形
文
字
の
書
法
の
終
焉
は
ま
も
な
く
や
っ
て
き
ま
す
。
書
法
の
終
焉
は
伝
統
の
断
絶

と
も
関
係
し
ま
す
。
ギ
リ
シ
ャ
人
や
ロ
ー
マ
人
は
、
後
の
時
代
に
一
度
も
懊
形
文
字
を
読
め
て
い
た
よ
う
に
は
思
わ
れ
ま
せ
ん
。
そ
し
て
模

形
文
字
の
法
学
を
含
む
古
代
近
東
に
お
け
る
伝
統
は
、
実
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
の
二
大
源
泉
た
る
ギ
リ
シ
ャ
と
ロ
ー
マ
の
文
化
に
拾
い
上

げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
す
。

　
ユ
ダ
ヤ
文
化
に
お
い
て
も
ま
た
、
公
然
と
古
代
近
東
の
伝
統
が
扱
わ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
他
方
で
、
ユ
ダ
ヤ
の
旧
約
聖
書

中
に
見
ら
れ
る
い
く
つ
か
の
法
制
度
は
、
古
代
近
東
の
法
原
則
に
つ
い
て
あ
る
種
の
受
容
が
な
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
我
々
に
推
測
さ

せ
ま
す
。

　
例
え
ば
、
旧
約
聖
書
中
に
見
ら
れ
る
四
諦
報
復
の
原
則
（
目
に
は
目
を
、
歯
に
は
歯
を
）
は
、
紀
元
前
十
八
世
紀
に
遡
る
有
名
な
ハ
ム
ラ

ビ
法
典
に
す
で
に
現
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
他
に
古
代
近
東
と
旧
約
聖
書
に
見
ら
れ
る
ユ
ダ
ヤ
の
律
法
と
の
驚
く
べ
き
類
似
点
と
し
て
、
社
会

政
策
上
の
手
段
と
し
て
負
債
者
を
そ
の
債
務
か
ら
解
放
し
債
務
奴
隷
状
態
を
無
効
と
す
る
と
い
っ
た
伝
統
が
あ
り
ま
す
。
我
々
は
、
懊
形
文

字
の
史
料
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
措
置
が
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
で
紀
元
前
の
最
初
の
三
千
年
紀
を
通
じ
て
採
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
、
知
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
私
は
、
古
代
近
東
の
法
伝
統
は
基
本
的
に
中
断
さ
れ
、
後
世
の
伝
統
に
は
引
き
継
が
れ
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ま

す
。
こ
の
こ
と
は
、
我
々
が
古
代
の
展
開
を
現
代
の
も
の
と
比
較
し
う
る
の
は
、
歴
史
的
に
で
は
な
く
そ
の
構
造
に
お
い
て
だ
け
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
種
類
の
比
較
に
よ
っ
て
、
歴
史
的
に
互
い
に
関
連
す
る
文
化
の
比
較
を
す
る
よ
り
も
、

と
き
に
法
の
本
質
に
よ
り
深
い
洞
察
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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π瓠
に離分の法事民

虻職
刑

　
悪
行
に
対
す
る
制
裁
の
法
は
、
人
間
社
会
の
始
ま
り
か
ら
現
れ
、
そ
し
て
こ
の
世
の
い
か
な
る
法
に
お
い
て
も
永
久
の
関
心
で
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
ま
す
。

　
近
代
の
法
体
系
か
ら
始
め
ま
す
と
、
制
裁
の
法
の
中
に
あ
る
種
の
二
元
論
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
悪
行
者
は
、
彼

の
行
為
が
可
罰
的
で
あ
る
場
合
に
は
刑
事
手
続
の
結
果
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
加
え
て
、
彼
の
行
為
が
他
人
の
損
害
を

引
き
起
こ
し
た
場
合
に
は
、
彼
は
損
害
賠
償
を
請
求
さ
れ
え
ま
す
。
こ
の
二
元
論
は
実
体
法
に
お
い
て
だ
け
で
な
く
手
続
法
に
お
い
て
も
定

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
刑
事
事
件
に
判
断
が
下
さ
れ
る
の
は
刑
事
法
廷
で
す
し
、
損
害
賠
償
が
な
さ
れ
る
べ
き
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
の
は
民

事
法
廷
で
す
。
ド
イ
ツ
の
手
続
法
に
よ
れ
ば
、
刑
事
法
廷
も
ま
た
損
害
賠
償
額
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
こ
れ
は
選
択
的
で
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

て
し
か
も
ド
イ
ツ
の
刑
事
裁
判
所
は
こ
の
選
択
権
を
ご
く
ま
れ
に
し
か
行
使
し
ま
せ
ん
（
ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
四
〇
三
条
）
。

　
こ
の
二
元
論
は
実
体
法
の
観
点
か
ら
も
明
ら
か
で
す
。
す
な
わ
ち
、
殺
人
の
故
意
あ
る
と
き
に
弾
丸
が
被
害
者
か
ら
そ
れ
た
場
合
の
よ
う

に
、
た
と
え
損
害
を
惹
起
し
な
く
て
も
人
は
罰
せ
ら
れ
う
る
の
で
す
。
ま
た
他
方
で
、
刑
事
上
の
罰
を
受
け
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
損
害
賠

償
を
請
求
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
ド
イ
ツ
法
に
従
う
と
、
サ
ッ
カ
ー
ボ
ー
ル
が
そ
れ
て
窓
ガ
ラ
ス
が
割
れ
た
場
合
の
よ
う
に
、

故
意
な
く
し
て
物
を
殿
損
す
る
場
合
な
ど
で
す
。

　
例
え
ば
、
故
意
と
過
失
の
よ
う
な
基
本
的
な
観
念
さ
え
も
、
刑
事
法
に
関
す
る
と
き
と
民
事
法
に
関
す
る
と
き
と
で
は
異
な
る
定
義
を
与

え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
近
代
法
が
悪
行
に
対
す
る
制
裁
を
二
分
す
る
二
分
論
の
理
由
は
、
刑
罰
と
損
害
賠
償
の
目
的
の
違
い
に
あ
り
ま
す
。
刑
事
法
の
主
要
目
的

が
、
あ
ら
ゆ
る
者
と
り
わ
け
特
定
の
悪
行
者
に
対
し
て
、
さ
ら
な
る
不
法
な
行
為
か
ら
思
い
と
ど
ま
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
将
来
の
悪
行
を

予
防
す
る
こ
と
に
あ
る
の
に
ひ
き
か
え
、
私
法
の
意
義
は
損
害
の
賠
償
以
上
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
賠
償
に
よ
っ
て
損
害
を
負
っ

た
者
が
以
前
よ
り
も
よ
り
豊
か
に
な
る
こ
と
は
、
原
則
と
し
て
許
さ
れ
ま
せ
ん
。
罰
金
は
国
家
に
支
払
わ
れ
る
べ
き
で
、
決
し
て
個
人
に
支

払
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

窃レ陪討
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刑
事
法
の
民
事
法
か
ら
の
排
除
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
法
体
系
に
関
係
す
る
限
り
、
ロ
ー
マ
法
か
ら
始
ま
る
展
開
の
、
終
局
的
な
結
果
で

し
た
。

　
ロ
ー
マ
法
の
黎
明
期
か
ら
始
ま
り
古
典
期
、
ユ
帝
法
曽
に
至
る
展
開
、
そ
の
後
の
ロ
ー
マ
法
継
受
後
の
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
私
法

の
展
開
は
、
刑
事
法
と
民
事
法
を
分
離
し
よ
う
と
す
る
不
断
の
進
展
を
示
し
て
い
ま
す
。

　
一
九
九
〇
年
、
ド
イ
ツ
の
議
会
は
刑
事
法
と
民
事
法
が
結
合
し
た
最
後
の
残
津
を
除
去
し
ま
し
た
。
非
財
産
的
損
害
に
対
す
る
賠
償
請
求

権
は
、
そ
れ
が
契
約
で
定
め
ら
れ
て
い
た
か
被
害
者
が
死
亡
す
る
前
に
そ
れ
を
請
求
し
て
い
た
の
で
な
け
れ
ば
被
害
者
の
相
続
人
に
相
続
さ

れ
得
な
い
、
と
い
う
規
定
を
廃
止
し
た
の
で
す
。
こ
の
準
則
は
直
接
に
人
格
権
侵
害
訴
権
（
餌
O
叶
一
〇
　
一
］
P
一
G
［
「
一
三
目
信
5
P
）
に
遡
る
の
で
す
が
、
こ

れ
は
民
事
的
請
求
と
刑
事
手
続
が
混
交
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
た
の
で
、
相
続
さ
れ
え
な
い
も
の
で
し
た
。

　
ド
イ
ツ
法
は
、
長
く
険
し
い
知
的
展
開
の
過
程
の
中
で
こ
の
よ
う
に
〔
刑
事
法
と
民
事
法
の
〕
分
離
を
展
開
し
て
き
た
わ
け
で
す
が
、
最

近
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
判
決
に
直
面
し
て
、
再
び
こ
の
分
離
の
意
味
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
ド
イ
ツ
の
会
社
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
の
民
事
判
決
を
ド
イ
ツ
で
執
行
す
べ
き
事
例
に
お
い
て
は
、
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
に
よ
る
事
前
の
承
認

が
問
題
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
判
決
は
、
例
え
ば
治
療
費
や
殿
損
し
た
物
の
修
理
と
い
っ
た
損
害
の
賠
償
を
扱
い
ま
す
。
が
、
主
要
な
問

題
は
、
い
わ
ゆ
る
「
懲
罰
的
損
害
賠
償
」
に
関
す
る
も
の
で
し
た
。
合
衆
国
法
の
下
で
は
、
被
害
者
は
、
財
産
的
損
害
、
非
財
産
的
損
害
の

賠
償
だ
け
で
は
な
く
、
非
財
産
的
損
害
を
も
は
る
か
に
超
え
る
額
の
金
銭
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
は
、
悪
行
者
を
さ
ら
な
る

悪
行
か
ら
思
い
と
ど
ま
ら
せ
被
害
者
の
苦
し
み
を
償
う
目
的
で
決
定
さ
れ
る
の
で
す
。

　
こ
れ
ら
の
目
的
を
達
す
る
た
め
、
多
く
の
事
例
に
お
い
て
「
懲
罰
的
損
害
賠
償
」
の
額
は
財
産
的
損
害
、
非
財
産
的
損
害
の
額
よ
り
も
数

倍
高
く
設
定
さ
れ
ま
す
。
有
名
な
事
例
で
す
が
、
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
が
、
老
婦
人
が
ホ
ッ
ト
コ
ー
ヒ
ー
を
体
に
こ
ぼ
し
三
度
の
や
け
ど
を
負
っ

た
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
三
〇
万
ド
ル
の
支
払
を
命
じ
ら
れ
た
こ
と
な
ど
は
、
そ
の
よ
う
な
例
の
一
つ
で
す
。
も
う
一
つ
、
B
M
W
に
懲
罰
的

損
害
賠
償
と
し
て
四
〇
〇
万
ド
ル
の
支
払
を
命
じ
た
ア
ラ
バ
マ
州
の
一
審
判
決
も
好
例
で
し
ょ
う
。

7
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B
M
W
社
は
ア
メ
リ
カ
に
新
車
の
B
M
W
を
発
送
し
ま
し
た
が
、
航
行
中
に
そ
の
新
車
は
損
傷
し
た
の
で
、
同
社
は
顧
客
に
そ
の
旨
の
通

知
を
せ
ず
に
、
修
理
さ
せ
ま
し
た
。
修
理
の
費
用
は
六
〇
七
ド
ル
で
す
。
第
一
審
で
あ
る
ア
ラ
バ
マ
州
の
事
実
審
裁
判
所
は
、
B
M
W
社
や

他
の
企
業
へ
の
そ
の
よ
う
な
悪
行
に
対
す
る
警
告
と
し
て
、
こ
の
B
M
W
社
の
詐
欺
行
為
に
対
し
て
巨
額
（
四
〇
〇
万
ド
ル
）
の
賠
償
を
判

示
し
ま
し
た
。
ア
ラ
バ
マ
州
の
最
高
裁
判
所
は
そ
の
額
を
二
〇
〇
万
ド
ル
に
減
額
し
ま
し
た
が
、
合
衆
国
最
高
裁
判
所
は
、
過
度
の
懲
罰
の

故
に
判
決
を
破
鍛
し
、
事
件
を
ア
ラ
バ
マ
州
の
最
高
裁
判
所
に
差
し
戻
し
ま
し
た
。

　
こ
の
二
〇
〇
万
ド
ル
は
、
単
に
B
M
W
や
他
の
企
業
へ
の
警
告
と
し
て
の
意
味
を
有
し
て
い
た
に
す
ぎ
ま
せ
ん
が
、
顧
客
に
支
払
わ
れ
れ

ば
彼
の
ポ
ケ
ッ
ト
は
か
な
り
膨
ら
む
こ
と
に
な
っ
た
で
し
ょ
う
。

　
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
は
、
こ
の
よ
う
な
種
類
の
判
決
が
ド
イ
ツ
国
内
で
も
維
持
さ
れ
る
べ
き
か
否
か
の
問
題
に
つ
い
て
、
検
討
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
れ
を
否
定
す
る
主
な
理
由
は
、
「
懲
罰
的
損
害
賠
償
」
が
ド
イ
ツ
私
法
の
基
本
的
原
則
、
す
な
わ
ち
被
害
者
を
損

害
が
生
ず
る
以
前
よ
り
も
豊
か
に
は
し
な
い
、
と
い
う
原
則
と
矛
盾
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
た
、
刑
事
法
と
民
事
法
の
分
離
と
い
う
原

則
と
矛
盾
す
る
こ
と
も
問
題
で
す
。

灯瓠
に

離
分の法事民

と
法惇

牙

　
法
律
の
始
ま
り
に
目
を
向
け
て
み
ま
す
と
、
そ
の
早
い
時
期
に
お
い
て
す
で
に
、
懲
罰
的
損
害
賠
償
の
基
礎
的
な
特
徴
を
見
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　
古
代
近
東
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
損
害
賠
償
に
関
す
る
準
則
は
、
損
害
賠
償
と
い
う
も
の
が
実
際
に
生
じ
た
損
害
の
賠
償
を
意
味
す
る
も

の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
紀
元
前
二
一
世
紀
の
南
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
に
お
け
る
シ
ュ
メ
ー
ル
人
の
王
、
ウ
ル
ナ
ム
の
法
律

は
入
類
最
古
の
法
律
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
例
え
ば
こ
れ
に
は
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
　
一
九
条
・
人
が
他
人
の
骨
を
棍
棒
で
折
っ
た
と
き
は
、
銀
一
ミ
ナ
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
二
〇
条
　
人
が
他
人
の
鼻
を
銅
の
ナ
イ
フ
で
切
断
し
た
と
き
は
、
銀
三
分
の
ニ
ミ
ナ
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈲レ陰田
7
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こ
の
処
罰
制
度
は
具
体
的
に
被
っ
た
損
害
に
対
応
せ
ず
、
加
え
ら
れ
た
損
害
額
と
か
か
わ
り
の
な
い
定
額
の
賠
償
を
設
定
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
ゆ
え
、
も
し
小
指
を
折
ら
れ
た
に
過
ぎ
な
く
て
も
、
被
害
者
は
一
ミ
ナ
の
銀
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
額
は
平
均
的
な
奴
隷
三

人
分
価
額
に
ほ
ぼ
相
当
し
ま
す
。
同
様
の
制
度
は
、
ウ
ル
ナ
ム
王
の
お
よ
そ
二
百
年
後
に
統
治
し
た
バ
ビ
ロ
ニ
ア
の
王
、
リ
ピ
ト
・
イ
シ
ュ

タ
ー
王
の
法
律
に
も
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
彼
の
法
典
に
は
、
賃
貸
さ
れ
た
雄
牛
の
目
が
つ
ぶ
さ
れ
た
場
合
、
雄
牛
の
所
有
者
は
雄
牛
の
代

金
の
二
分
の
一
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
あ
り
ま
す
。
紀
元
前
一
九
世
紀
の
エ
シ
ュ
ヌ
ナ
の
法
曲
ハ
は
、
種
々
の
損
害
に
対
す
る
額
を

定
め
た
カ
タ
ロ
グ
を
制
定
し
て
い
ま
す
。

　
　
四
二
条
　
人
が
他
人
の
鼻
を
噛
み
切
っ
た
と
き
は
、
銀
一
ミ
ナ
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
目
一
つ
に
つ
き
一
ミ
ナ
、
歯
一
本
に

　
　
　
　
　
　
つ
き
二
分
の
一
ミ
ナ
、
耳
一
つ
に
つ
き
二
分
の
一
ミ
ナ
、
ほ
ほ
に
対
す
る
平
手
打
ち
一
回
に
つ
き
十
シ
ェ
ケ
ル
（
六
分
の
一

　
　
　
　
　
　
ミ
ナ
）
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
の
制
度
の
始
ま
り
が
刑
事
法
で
あ
り
元
来
は
実
際
の
損
害
の
賠
償
で
な
か
っ
た
こ
と
は
、
実
に
は
っ
き
り
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
雄

牛
が
屠
殺
さ
れ
る
運
命
で
あ
っ
た
場
合
、
価
額
の
半
額
の
支
払
は
損
害
賠
償
と
し
て
必
要
な
額
を
は
る
か
に
超
え
ま
す
。
エ
シ
ュ
ヌ
ナ
の
法

典
に
お
け
る
カ
タ
ロ
グ
の
場
合
、
定
額
の
賠
償
額
が
具
体
的
損
害
額
と
等
し
く
な
る
か
ほ
と
ん
ど
等
し
く
な
る
の
は
、
全
く
の
偶
然
で
す
。

額
を
定
め
る
に
あ
た
っ
て
、
例
え
ば
目
一
つ
は
歯
一
本
よ
り
も
価
値
が
高
い
と
い
っ
た
旦
ハ
合
に
、
あ
る
程
度
損
害
額
に
基
づ
い
て
決
定
さ
れ

て
い
る
と
い
っ
て
も
で
す
。

　
結
論
と
し
て
は
、
個
人
的
侵
害
に
対
す
る
初
期
の
制
裁
は
定
額
の
金
銭
の
支
払
い
で
あ
っ
て
、
具
体
的
損
害
の
賠
償
で
は
な
か
っ
た
と
言

う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
こ
で
、
死
刑
と
切
断
刑
も
ま
た
こ
れ
ら
初
期
の
法
律
に
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
言
及
し
な
け
れ
ぼ
な
り
ま

せ
ん
が
、
深
入
り
は
し
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
ウ
ル
ナ
ム
王
の
法
律
の
一
条
と
二
条
は
、
殺
人
と
強
盗
に
対
す
る
死
刑
を
定
め
て
い
ま
す
。

7
6㈲r陰

（

次
の
展
開
の
段
階
は
バ
ビ
ロ
ン
の
ハ
ム
ラ
ビ
王
の
法
典
（
紀
元
前
一
八
世
紀
）
に
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
こ
で
は
突
然
い
わ
ゆ
る
同



π飢
に離分の法事民

と

法惇
升

害
報
復
の
原
則
が
現
れ
、
少
な
く
と
も
加
害
者
と
被
害
者
が
同
じ
社
会
階
級
に
属
す
る
場
合
に
、
こ
の
法
典
の
原
則
と
な
り
ま
す
。
こ
こ
に

お
い
て
初
め
て
、
目
に
は
目
を
骨
に
は
骨
を
歯
に
は
歯
を
、
と
い
う
準
則
が
出
現
し
ま
す
。
こ
の
原
則
は
加
害
者
の
家
族
に
ま
で
拡
大
さ
れ
、

あ
る
人
の
息
子
が
殺
さ
れ
た
場
合
に
は
、
殺
害
者
そ
の
人
で
は
な
く
彼
の
息
子
が
処
刑
さ
れ
た
の
で
す
。

　
こ
れ
ら
の
準
則
で
は
、
損
害
賠
償
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
た
だ
、
よ
り
高
次
の
階
級
の
者
が
彼
よ
り
下
位
の
者
に
損
害
を

生
じ
さ
せ
た
場
合
に
の
み
、
そ
れ
ま
で
の
法
相
ハ
に
お
い
て
見
ら
れ
た
如
く
に
、
額
を
定
め
た
負
担
が
用
意
さ
れ
て
い
た
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
同

害
報
復
の
法
と
と
も
に
損
害
賠
償
の
観
念
は
消
滅
し
、
刑
事
上
の
制
裁
の
他
は
何
も
残
ら
な
か
っ
た
よ
う
に
見
え
ま
す
。
何
が
こ
の
基
本
的

な
変
化
を
も
た
ら
し
た
の
か
に
つ
い
て
、
学
者
の
問
で
は
様
々
な
推
測
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
は
、
古
バ
ビ
ロ
ニ
ア
社
会
に
お
け

る
民
族
的
な
変
化
に
基
づ
く
も
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
こ
こ
で
詳
し
く
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
法
倫
理
学
（
一
Φ
ひ
q
巴
簿
ぼ
。
ω
）
に
関
す
る
議
論
も
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
同
害
報
復
の
準
則
は
原
始
的
な
水
準
へ
の
後
退
な
の

で
し
ょ
う
か
、
そ
れ
と
も
各
々
の
侵
害
行
為
に
対
す
る
定
額
の
金
銭
賠
償
制
度
か
ら
の
真
の
進
歩
な
の
で
し
ょ
う
か
P
　
後
者
を
支
持
し
て
、

同
害
報
復
が
法
律
の
作
用
の
う
ち
で
唯
一
無
二
の
真
に
正
し
い
法
の
反
応
で
あ
る
、
と
の
評
価
も
可
能
で
し
ょ
う
。
金
銭
の
支
払
い
は
、
決

し
て
不
法
な
行
為
と
正
確
に
一
致
す
る
こ
と
は
な
く
む
し
ろ
任
意
に
決
定
さ
れ
る
よ
う
に
も
見
え
ま
す
が
、
同
質
報
復
は
完
全
に
一
致
し
ま

す
。　

し
か
し
な
が
ら
、
あ
る
重
要
な
側
面
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ぼ
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
同
害
報
復
の
原
則
は
法
皇
ハ
に
定
め
ら
れ
て
は
い
る

も
の
の
、
し
か
し
明
ら
か
に
実
行
さ
れ
る
こ
と
は
ま
れ
だ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
現
実
に
こ
の
原
則
が
実
行
さ
れ
た
証
拠
は
ご
く
少
数

し
か
存
在
し
ま
せ
ん
。
そ
の
ま
れ
な
史
料
の
う
ち
の
一
つ
は
、
ハ
ム
ラ
ビ
王
と
同
時
期
の
王
朝
で
あ
る
マ
リ
王
朝
の
王
家
の
書
簡
で
す
。
こ

の
手
紙
は
、
あ
る
人
が
他
の
数
人
の
人
に
告
発
さ
れ
た
反
逆
罪
の
裁
判
に
言
及
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
る
と
告
発
が
真
実
で
あ
っ
た
こ
と

が
明
ら
か
に
な
る
ま
で
は
、
被
疑
者
を
告
発
し
た
者
は
監
獄
に
入
れ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
被
疑
者
が
解
放
さ
れ
る
場
合
は
、
告
発
者

は
死
に
処
せ
ら
れ
ま
す
。

η卜三四
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ハ
ム
ラ
ビ
法
典
の
予
定
す
る
よ
う
に
実
際
に
加
害
者
を
切
断
す
る
こ
と
で
熱
望
報
復
を
実
行
し
た
具
体
的
証
拠
は
、
我
々
に
伝
わ
っ
て
い

ま
せ
ん
。
従
っ
て
、
同
量
報
復
は
い
わ
ゆ
る
最
後
の
手
段
（
巳
江
筥
簿
鑓
賦
。
）
と
し
て
ご
く
ま
れ
な
場
合
に
し
か
実
行
さ
れ
な
か
っ
た
と
い

う
こ
と
を
、
合
理
的
に
推
測
で
き
る
で
し
ょ
う
。
同
害
報
復
の
実
行
は
、
被
害
者
が
加
害
者
、
そ
の
家
族
、
友
人
に
よ
る
支
払
い
に
満
足
す

る
場
合
は
、
明
ら
か
に
回
避
さ
れ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
の
こ
と
が
直
接
的
な
証
拠
に
よ
っ
て
証
明
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
推
測
で
あ
る
こ

と
を
、
私
は
認
め
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
同
害
報
復
の
原
則
は
ロ
ー
マ
の
十
二
表
法
に
定
め
ら
れ
た
よ
う
な
形
で
、
す
で
に
古
代
近

東
で
も
知
ら
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

　
　
ω
一
B
Φ
目
σ
≡
B
≡
O
ω
注
巳
2
ヨ
Φ
O
b
9
α
戸
汁
巴
一
〇
Φ
ω
8
●

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

　
　
「
も
し
彼
が
（
他
人
の
）
四
肢
を
分
離
さ
せ
、
相
手
と
和
解
し
な
い
と
き
は
、
同
害
報
復
（
富
ぎ
）
と
せ
よ
。
」

　
賠
償
の
観
点
は
、
契
約
と
い
う
仲
介
を
得
て
同
宗
報
復
の
法
律
に
お
い
て
も
復
活
し
て
い
ま
す
が
、
し
か
し
被
害
者
に
支
払
わ
れ
る
べ
き

金
額
は
彼
ら
の
交
渉
の
結
果
に
依
存
し
、
そ
の
結
果
、
具
体
的
損
害
額
よ
り
高
く
も
低
く
も
な
り
得
る
の
で
、
旦
ハ
体
的
な
損
害
の
賠
償
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
我
々
は
こ
の
実
務
に
つ
い
て
、
古
代
近
東
の
も
の
に
つ
い
て
も
ロ
ー
マ
の
も
の
に
つ
い
て
も
何
も
知
り
ま
せ
ん
。
と
り
わ
け
、

交
渉
に
よ
っ
て
決
定
し
得
る
金
額
を
限
定
す
る
準
則
が
あ
っ
た
か
否
か
に
つ
い
て
の
情
報
は
、
何
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　
こ
の
制
度
の
例
外
と
し
て
、
ハ
ム
ラ
ビ
法
器
川
中
に
人
類
の
歴
史
に
お
い
て
初
め
て
具
体
的
な
損
害
の
賠
償
の
た
め
の
準
則
を
定
め
た
条
文

が
見
ら
れ
、
こ
の
観
点
か
ら
は
と
て
も
近
代
的
な
規
定
の
よ
う
に
見
え
ま
す
。

　
　
二
〇
六
条
　
人
が
人
を
口
論
の
最
中
に
打
ち
負
傷
さ
せ
た
と
き
、
彼
が
「
私
は
故
意
に
打
っ
た
の
で
は
な
い
」
と
誓
う
な
ら
ば
、
彼
は

　
　
　
　
　
　
　
治
療
費
を
支
払
う
べ
し
。

　
同
害
報
復
も
肉
体
的
切
断
も
認
め
ら
れ
て
い
な
い
理
由
は
、
明
ら
か
に
、
被
害
者
も
同
様
に
有
責
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
こ
と

が
立
法
者
を
し
て
、
刑
罰
で
は
な
く
た
だ
損
害
賠
償
の
み
が
妥
当
で
あ
る
と
判
断
せ
し
め
た
の
で
す
。
具
体
的
賠
償
を
な
す
唯
一
の
方
法
は
、

治
療
費
を
支
払
う
こ
と
で
す
。

7
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虻勲
刑

　
物
の
殿
損
の
場
合
に
も
、
ハ
ム
ラ
ビ
法
は
七
一
体
的
損
害
の
賠
償
の
準
則
を
規
定
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
賃
借
し
た
雄
牛
を
殺
し
た
場
合

（
二
四
五
条
）
や
羊
飼
い
が
疫
病
を
引
き
起
こ
し
た
場
合
（
二
六
七
条
）
な
ど
で
す
。
こ
の
よ
う
な
場
合
は
、
死
ん
だ
動
物
の
代
わ
り
に
他

の
動
物
を
所
有
者
に
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
損
害
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ハ
ム
ラ
ビ
法
典
に
見
ら
れ
る
賠
償
法
の
も
う
一

つ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
、
被
害
者
に
具
体
的
損
害
の
数
倍
の
金
額
を
支
払
わ
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
す
。
寺
院
や
宮
殿
か
ら

の
窃
盗
の
場
合
は
三
十
倍
（
八
条
）
、
羊
飼
い
に
よ
る
家
畜
の
横
領
の
場
合
は
十
倍
（
二
六
五
条
）
で
す
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
定
額
賠
償
と
い
う
古
い
制
度
は
ハ
ム
ラ
ビ
王
の
法
律
に
お
い
て
も
、
鋤
の
窃
盗
に
は
銀
五
シ
ェ
ケ
ル
（
二
五
九
条
）
、

頬
に
対
す
る
平
手
打
ち
に
は
銀
一
ミ
ナ
（
二
〇
三
条
）
と
い
っ
た
よ
う
に
、
い
く
つ
か
の
準
則
に
残
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ハ
ム
ラ
ビ
王
の
法
律
は
広
い
範
囲
の
制
裁
を
含
ん
で
お
り
、
あ
る
も
の
は
損
害
賠
償
の
観
念
を
強
調
し
他
の
も
の
は
罰
に

重
き
を
置
い
て
い
ま
す
。
法
の
「
近
代
化
」
へ
の
明
確
な
一
歩
は
、
旦
ハ
体
的
損
害
の
賠
償
を
規
定
す
る
上
述
の
準
則
を
定
め
た
こ
と
に
よ
っ

て
記
さ
れ
ま
し
た
。

　
ハ
ム
ラ
ビ
王
の
法
律
よ
り
も
後
の
古
代
近
東
の
大
規
模
な
法
律
、
す
な
わ
ち
両
方
と
も
紀
元
前
二
千
年
紀
中
ご
ろ
の
も
の
で
あ
る
ヒ
ッ
タ

イ
ト
法
と
中
期
ア
ッ
シ
リ
ア
法
に
お
い
て
も
、
と
て
も
多
く
の
制
裁
の
種
類
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
刑
事
法
と
民
事

法
の
明
瞭
な
峻
別
が
模
形
文
字
法
に
お
い
て
達
成
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
古
代
近
東
の
展
開
を
ロ
ー
マ
法
の
展
開
と
比
較
す
れ
ば
、
似
た
よ
う
な
構
造
が
存
在
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
で
し
ょ
う
。
十
二
表
法
は
、

古
代
近
東
の
古
い
準
則
と
よ
く
似
た
解
決
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
十
二
表
法
に
お
い
て
ま
た
も
や
、
自
由
人
と
奴
隷
に
対
す
る

身
体
傷
害
の
場
合
に
お
け
る
定
額
の
支
払
（
八
表
三
条
）
、
身
体
の
主
要
部
分
に
対
す
る
損
傷
の
場
合
の
同
害
報
復
（
八
表
二
条
）
、
具
体
的

損
害
の
数
倍
の
賠
償
（
八
表
一
六
条
、
非
現
行
盗
の
場
合
）
、
そ
し
て
一
穴
に
一
、
死
刑
（
八
表
一
条
、
魔
術
あ
る
い
は
呪
文
に
よ
る
加
害

の
場
合
）
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ロ
ー
マ
法
に
お
い
て
も
ま
た
、
と
り
わ
け
紀
元
前
三
世
紀
初
頭
の
ア
ク
ィ
ー
リ
ウ
ス
法
が
物
に
生
じ

働レ三田
7



閃閃

た
具
体
的
損
害
の
賠
償
を
規
定
し
て
い
る
よ
う
に
、
よ
り
発
達
し
た
段
階
に
お
い
て
罰
と
賠
償
金
の
分
離
の
一
種
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

他
方
で
こ
の
法
は
、
二
人
の
人
間
に
よ
っ
て
損
害
が
惹
起
さ
れ
た
場
合
に
損
害
額
の
二
倍
の
賠
償
、
三
人
の
人
間
に
よ
る
場
合
損
害
額
の
三

倍
の
賠
償
を
被
害
者
に
与
え
る
等
と
い
う
よ
う
に
、
い
ま
だ
罰
金
と
賠
償
金
が
統
合
さ
れ
た
制
度
も
維
持
し
て
い
ま
す
。
と
い
う
の
も
、
被

害
者
を
損
害
が
発
生
す
る
前
よ
り
も
よ
り
豊
か
に
す
る
か
ら
で
す
。
ロ
ー
マ
の
理
論
は
、
こ
の
結
果
を
賠
償
金
の
支
払
い
は
罰
金

（
b
O
Φ
＝
蝉
）
で
も
あ
り
う
る
と
い
う
考
え
方
に
よ
っ
て
、
明
白
に
肯
定
し
て
い
ま
す
（
学
説
兇
徒
九
、
二
、
一
一
、
二
）
。

　
盗
の
場
合
に
お
け
る
数
倍
額
の
賠
償
は
、
古
曲
一
期
ロ
ー
マ
法
に
お
い
て
な
お
存
在
し
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ら
古
い
時
代
の
解
決
に
基
づ
く
観
念
は
す
べ
て
、
中
世
末
期
に
始
ま
る
ロ
ー
マ
法
継
受
の
後
、
徐
々
に
廃
除
さ
れ
ま
し
た
。

　
裁
判
所
制
度
の
刑
事
法
廷
と
民
事
法
廷
へ
の
分
離
は
、
そ
の
結
果
の
う
ち
の
一
つ
で
す
。
先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
、
〔
損
害
賠
償
請
求
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　

の
〕
相
続
性
〔
を
否
定
す
る
〕
古
い
準
則
を
持
つ
B
G
B
八
四
七
条
一
項
二
文
の
削
除
は
、
こ
の
分
離
の
展
開
を
も
た
ら
し
た
ご
く
最
近
の

立
法
上
の
措
置
で
す
。
そ
れ
で
も
、
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
い
ま
だ
完
全
に
、
罰
金
と
賠
償
金
の
分
離
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
非
財
産
的
損
害
の
賠
償
の
場
合
、
支
払
わ
れ
る
べ
き
金
額
は
、
被
害
者
が
こ
う
む
っ
た
苦
痛
に
よ
る
だ
け
で
な
く
そ
の
苦
痛
の
原
因
と

な
っ
た
人
の
有
責
性
の
程
度
に
も
よ
っ
て
、
決
定
さ
れ
る
か
ら
で
す
。
彼
に
故
意
が
あ
っ
た
場
合
、
単
に
過
失
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
場
合
よ

り
も
金
額
は
高
く
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
た
と
え
傷
害
が
昏
睡
を
引
き
起
こ
し
、
被
害
者
が
二
度
と
目
覚
め
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
何
ら
苦

痛
を
被
ら
な
い
と
き
で
あ
っ
て
も
、
非
財
産
的
損
害
の
賠
償
金
は
被
害
者
の
遺
族
に
支
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
し
か
し
こ
の
準
則
は
、
と
て
も
古
い
観
念
の
か
す
か
な
残
津
で
あ
る
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
他
の
場
合
は
す
べ
て
、
ド
イ
ツ
法
に
従
え
ば
刑
事

法
と
民
事
法
は
厳
格
に
区
別
さ
れ
ま
す
。

　
こ
の
ド
イ
ツ
法
の
現
状
は
、
現
在
ア
メ
リ
カ
の
観
念
で
あ
る
懲
罰
的
損
害
賠
償
に
直
面
し
て
い
ま
す
。
も
し
ド
イ
ツ
法
が
こ
れ
を
認
め
る

こ
と
に
な
れ
ば
、
我
々
は
明
ら
か
に
、
積
年
の
展
開
を
止
め
遠
い
昔
の
時
代
に
立
ち
返
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

　
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
懲
罰
的
損
害
賠
償
が
是
が
非
で
も
排
除
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
ま
せ
ん
。
む
し
ろ

8
0渕卜存
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π瓠

に離
分の法事民

虻藏
刑

我
々
は
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
〔
懲
罰
的
損
害
賠
償
が
〕
展
開
し
た
理
由
を
考
え
る
べ
き
で
す
。
法
の
歴
史
に
目
を
向
け
て
み
る
こ
と
は
役
に

立
つ
で
し
ょ
う
。

　
刑
事
法
と
民
事
法
が
一
つ
に
な
っ
た
古
代
の
制
度
が
、
国
と
し
て
の
組
織
を
欠
い
て
い
る
こ
と
に
大
き
く
由
来
す
る
、
と
い
う
こ
と
は
極

め
て
明
ら
か
な
こ
と
で
す
。
初
期
の
国
は
概
し
て
犯
罪
を
訴
追
す
る
制
度
を
持
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
こ
と
は
古
代
近
東
に
お
い
て

は
真
実
で
、
そ
こ
で
は
ど
の
国
に
お
い
て
も
検
察
官
の
よ
う
な
制
度
は
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
し
て
ま
た
初
期
の
ロ
ー
マ
法
に
つ
い
て
も
同

じ
こ
と
が
言
え
ま
す
。
し
か
し
ロ
ー
マ
法
の
展
開
は
、
徐
々
に
公
的
訴
追
制
度
が
導
入
さ
れ
政
務
官
が
創
設
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
私
人
に
対
す
る
犯
罪
に
関
す
る
限
り
、
公
的
訴
追
は
通
常
の
手
続
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
姦
通
や
遺
言
書
の
偽
造
な
ど
、
わ
ず

か
の
例
外
的
場
合
に
の
み
国
が
刑
罰
を
行
っ
た
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。

　
近
代
に
お
い
て
や
っ
と
民
事
法
と
刑
事
法
の
厳
格
な
分
離
が
達
成
さ
れ
ま
し
た
。
民
事
法
と
刑
事
法
の
目
的
が
深
く
考
察
さ
れ
た
の
は
、

近
代
に
な
っ
て
か
ら
で
す
。
す
な
わ
ち
、
犯
罪
の
予
防
、
そ
し
て
後
に
は
犯
罪
者
の
社
会
復
帰
が
刑
事
法
の
目
的
と
し
て
認
識
さ
れ
、
生
じ

た
損
害
の
単
な
る
賠
償
だ
け
が
民
事
法
の
目
的
と
認
識
さ
れ
た
の
で
す
。

　
刑
事
法
が
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
こ
の
分
離
と
い
う
解
決
は
、
損
害
に
よ
っ
て
自
身
を
豊
か
に
す
る
こ
と
を
防

ぐ
と
い
う
理
由
で
、
き
わ
め
て
合
理
的
に
見
え
ま
す
。

　
し
か
し
刑
事
法
が
そ
の
目
的
を
達
成
で
き
な
い
と
き
は
、
先
の
時
代
に
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
再
び
刑
事
法
を
い
わ
ば
私
法
化
す
る
こ

と
は
不
合
理
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
今
日
で
は
も
は
や
、
刑
事
法
が
悪
行
者
を
悪
行
か
ら
遠
ざ
け
て
お
く
の
に
十
分
だ
と
、
当
然
視
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
検
察
官
と
刑

事
裁
判
所
の
仕
事
の
負
担
は
、
多
く
の
場
合
も
は
や
合
理
的
な
訴
追
手
続
が
遂
行
で
き
な
い
水
準
に
ま
で
、
増
大
し
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と

を
念
頭
に
お
け
ぼ
、
懲
罰
的
損
害
賠
償
の
例
に
見
る
よ
う
な
刑
事
法
の
私
法
化
は
、
多
く
の
ド
イ
ツ
の
法
律
家
が
考
え
る
程
に
は
、
不
合
理

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と
は
い
っ
て
も
、
ア
メ
リ
カ
の
裁
判
所
で
判
示
さ
れ
た
よ
う
な
極
端
に
高
い
金
額
は
受
け
入
れ
が
た
い
の
で
す
が
。

鋤1
1陪H
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四四

合
衆
国
の
裁
判
所
と
研
究
者
が
、
懲
罰
的
損
害
賠
償
を
正
当
化
す
る
際
、
犯
罪
予
防
を
論
拠
と
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
す
。
他
方
で
、
懲

罰
的
損
害
賠
償
と
刑
事
法
と
の
関
係
も
議
論
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
こ
と
を
示
す
例
と
し
て
、
ア
ラ
バ
マ
州
の
法
律
に
よ
れ
ば
懲
罰
的
損
害
賠
償
と
刑
事
手
続
と
は
両
立
し
ま
せ
ん
。
ア
ラ
ス
カ
州
、
コ

ロ
ラ
ド
州
、
フ
ロ
リ
ダ
州
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
の
法
律
は
、
懲
罰
的
損
害
賠
償
の
う
ち
七
五
年
差
セ
ン
ト
は
州
に
支
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
定
め
て
い
ま
す
。
そ
し
て
最
後
に
、
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
、
ネ
ブ
ラ
ス
カ
州
、
プ
エ
ル
ト
リ
コ
州
の
法
律
は
、
完
全
に
懲
罰
的
損
害
賠
償
を

禁
止
し
て
い
ま
す
。

　
ニ
ュ
ー
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー
州
、
オ
ク
ラ
ホ
マ
州
、
サ
ウ
ス
ダ
コ
タ
州
、
テ
キ
サ
ス
州
の
法
律
は
、
歴
史
的
な
観
点
か
ら
し
て
と
り
わ
け
興
味

深
い
規
定
を
置
い
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
で
は
懲
罰
的
損
害
賠
償
は
二
十
万
ド
ル
も
し
く
は
実
損
害
の
四
倍
ま
で
に
制
限
さ
れ
て
い

ま
す
。

　
ニ
ュ
ー
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー
州
、
オ
ク
ラ
ホ
マ
州
、
サ
ウ
ス
ダ
コ
タ
州
、
テ
キ
サ
ス
州
は
、
古
代
近
東
の
準
則
を
模
範
と
し
た
の
で
し
ょ
う

か
P
　
も
ち
ろ
ん
違
い
ま
す
。
し
か
し
こ
の
例
は
、
い
か
に
同
様
の
法
律
の
構
造
が
、
歴
史
的
関
連
が
全
く
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
異
な
る

場
所
で
現
れ
う
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
な
ら
ば
、
と
て
も
古
い
時
代
の
準
則
が
、
再
び
息
を
吹
き
返
す
こ
と
も
あ
り

う
る
の
で
す
。

8
2働レ陪

（

［
付
記
］
　
本
稿
は
勺
俸
唱
共
同
研
究
「
法
概
念
の
受
容
と
衝
突
」
（
研
究
代
表
者
”
河
野
俊
行
）
の
一
環
と
し
て
二
〇
〇
四
年
一
〇
月
に
本

　
　
　
学
で
開
催
さ
れ
た
、
．
ω
8
胃
讐
δ
昌
o
h
O
ユ
邑
コ
東
野
い
蝉
≦
ヰ
。
巨
℃
臥
く
簿
Φ
け
鋤
ミ
”
と
題
す
る
講
演
の
翻
訳
で
あ
る
。

　
　
　
　
講
演
者
の
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
リ
ー
ス
教
授
津
O
h
U
『
．
Ω
①
｝
費
α
菊
田
ω
は
、
す
で
に
一
九
八
四
年
目
講
義
資
料
を
本
誌
五
三
巻
二

　
　
　
号
に
掲
載
）
、
一
九
九
一
年
、
一
九
九
六
年
（
講
演
を
本
誌
六
三
巻
一
号
に
掲
載
）
の
三
回
に
渡
っ
て
本
学
に
来
訪
さ
れ
、
長
年
に

　
　
　
わ
た
り
本
学
に
お
け
る
教
育
・
研
究
に
ご
貢
献
下
さ
っ
て
い
る
。
二
〇
〇
四
年
の
来
学
の
機
会
に
も
、
本
稿
の
他
に
、
菰
野
文
字
法



に
お
け
る
労
働
法
に
関
す
る
講
演
と
、
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
家
族
に
よ
る
保
証
の
問
題
に
つ
い
て
の
講
演
を
行
わ
れ
た
。
ま
た
、
一

九
九
四
年
の
エ
ア
ラ
ン
ゲ
ン
大
学
法
学
部
教
授
就
任
を
経
て
、
一
九
九
七
年
に
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
法
学
部
の
古
代
法
史
・
民
法
担
当

教
授
と
し
て
の
招
聰
を
お
受
け
に
な
っ
て
か
ら
は
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
・
九
州
大
学
問
の
交
流
に
つ
い
て
も
多
大
な
ご
尽
力
を
い
た

だ
い
た
。

本
講
演
に
つ
い
て
は
、
直
前
の
日
程
変
更
な
ど
不
運
が
重
な
り
、
聴
衆
の
参
加
を
広
く
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
法
史
学

の
可
能
性
の
一
面
を
示
す
も
の
と
し
て
、
日
本
語
で
の
公
表
が
待
た
れ
て
い
た
。
今
回
本
誌
に
て
こ
れ
が
実
現
し
た
こ
と
は
、
幸
い

で
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
直
江
眞
一
〕

π飢

に

離分の法事民
と

法幡
牙

〔
訳
注
〕

（
1
）
　
こ
の
内
容
は
論
文
と
し
て
も
公
表
さ
れ
て
い
る
。
ω
碧
〆
江
。
づ
Φ
⇔
σ
q
①
σ
q
魯
凛
ぞ
鋤
8
①
ω
d
霞
Φ
o
ぼ
巨
≧
8
昌
9
一
①
暮
－
○
Φ
像
⇔
⇒
評
①
p
N
自
ヨ
d
笏
嘆
§
ひ
q

　
琶
α
N
霞
忌
屋
三
〇
匹
巷
ひ
q
＜
自
ω
什
鑓
｛
「
8
ぽ
巷
住
ω
魯
巴
g
ω
臼
ω
p
叶
N
山
出
国
く
。
置
缶
8
匹
①
ω
菊
①
o
げ
房
（
ω
o
冒
痒
g
N
貫
穿
8
ぽ
ω
b
o
一
壷
。
一
〇
ひ
q
冨
Z
村
・
刈
）
℃

箒
ω
σ
q
割
く
。
コ
肉
口
臼
ひ
q
臼
＜
。
戯
甘
切
巴
①
亭
b
σ
挙
試
H
㊤
㊤
。
。
導
ω
」
ゲ
α
α
■
本
稿
は
英
語
に
よ
る
講
演
の
翻
訳
で
あ
る
が
、
訳
出
に
あ
た
っ
て
は
同
ド
イ
ツ
語
論

　
文
も
参
照
し
た
。

（
2
）
　
ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
四
〇
三
条
u
被
害
者
又
は
そ
の
相
続
人
は
、
犯
罪
行
為
か
ら
生
じ
た
財
産
上
の
請
求
で
あ
っ
て
、
通
常
裁
判
所
の
管
轄
に
属
し
、

　
か
つ
、
ま
だ
他
の
裁
判
所
に
係
属
し
て
い
な
い
請
求
に
つ
き
、
刑
事
手
続
に
お
い
て
被
告
人
を
相
手
方
と
し
て
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
区
裁
判
所
の

　
手
続
に
お
い
て
は
、
訴
訟
物
の
価
額
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
こ
れ
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
〔
法
務
資
料
第
四
〇
六
号
『
ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
典
』
（
法
務
省
大
臣
官
房
司
法
法
制
部
、
二
〇
〇
一
年
）
を
参
照
し
た
。
〕

（
3
）
　
佐
藤
篤
士
『
改
定
い
国
×
区
聖
日
》
し
d
d
ぴ
〉
菊
¢
ζ
十
二
表
法
原
文
・
邦
訳
お
よ
び
解
説
』
（
早
稲
田
大
学
比
較
法
研
究
所
、
一
九
九
三
年
）
一
五
一
頁

　
を
参
照
し
た
。

（
4
）
　
B
G
B
八
四
七
条
一
項
”
身
体
又
は
健
康
の
侵
害
の
場
合
な
ら
び
に
自
由
の
侵
奪
の
場
合
に
お
い
て
は
、
被
害
者
は
財
産
的
損
害
に
あ
ら
ざ
る
損
害

　
に
基
づ
き
て
も
金
銭
に
よ
る
相
当
の
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
を
得
。
こ
の
請
求
権
は
こ
れ
を
譲
渡
ま
た
は
相
続
す
る
こ
と
を
得
ず
、
た
だ
し
契
約
に
よ
り

　
て
こ
れ
を
承
認
し
た
る
と
き
又
は
権
利
拘
束
〔
訴
訟
提
起
〕
と
為
り
た
る
と
き
は
こ
の
限
り
に
あ
ら
ず
。
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