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業
務
過
失
に
お
け
る
業
務
の
意
義井

上

正

ム
ロ

・
ゾ
ー

は
　
　
し
　
　
が
　
　
き

　
　
　
一
　
業
務
過
失
（
じ
d
①
宗
h
の
0
9
0
①
謹
Φ
旨
Φ
富
プ
H
団
ω
ω
蒔
貯
虫
汁
）
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
争
い
が
多
い
。
　
現
行
法
は
、
業
務
上
失
火

　
　
（
一
一
七
条
の
二
）
、
塁
上
過
失
葉
危
険
（
躯
二
軌
）
、
業
務
上
過
失
致
死
塞
ξ
の
限
ら
れ
た
ば
あ
い
に
つ
き
、
業
務
過
失
と
し
て
処
罰
す
べ

　
　
き
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
業
務
過
失
は
、
ふ
つ
う
の
過
失
の
ば
あ
い
に
比
べ
、
．
か
な
り
刑
が
加
重
さ
れ
る
。
し
か
し
、

　
　
問
題
は
ま
ず
こ
こ
に
あ
る
。
ど
う
い
う
合
理
性
が
あ
っ
て
、
刑
を
加
重
す
る
こ
と
に
な
っ
た
か
を
考
え
て
み
る
と
、
刑
を
加
重
す
る
だ
け

　
　
の
理
由
を
探
し
出
す
こ
と
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
。
こ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
通
説
に
異
を
立
て
て
つ
と
に
提
唱
し
た
と
こ
ろ
で
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

　
　
て
、
い
く
つ
か
の
判
例
を
渉
猟
し
な
が
ら
、
業
務
過
失
な
る
類
型
を
む
し
ろ
払
拭
す
べ
き
こ
と
を
さ
え
主
張
し
て
お
い
た
。

　
　
　
も
ち
ろ
ん
、
学
説
の
大
部
分
は
、
業
務
過
失
に
刑
を
加
重
す
べ
き
所
以
を
な
ん
と
か
理
ク
ツ
づ
け
て
は
い
る
。
そ
れ
で
も
、
　
「
業
務
」

　
　
と
は
何
か
を
詮
じ
つ
め
て
み
る
と
、
や
は
り
業
務
過
失
と
重
大
な
過
失
と
を
区
別
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
ど

　
　
う
い
う
意
味
で
あ
．
た
ろ
う
か
。
最
近
、
藩
過
失
に
お
け
る
業
務
の
嚢
に
つ
き
、
；
の
判
例
奮
た
の
で
（
舗
㎜
箋
諾
詐

　
　
動
。
）
、
こ
れ
を
手
が
か
り
に
、
こ
の
点
を
検
討
し
て
み
よ
う
と
い
う
の
が
、
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
ひ
い

説　
　
て
は
、
業
務
過
失
の
規
定
を
言
止
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
主
張
を
、
別
の
形
で
裏
付
け
る
こ
と
に
も
役
立
つ
。

論　
　
　
二
　
す
で
に
考
察
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
刑
法
に
な
ら
っ
た
旧
刑
法
の
過
失
致
死
傷
罪
に
は
、
業
務
を
前
提
と
し
た
特
別
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説

の
規
定
は
な
か
っ
た
。
現
行
法
は
、
ド
イ
ツ
刑
法
に
従
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
ド
イ
ツ
刑
法
で
さ
え
、
職
務
。
職
業
。
営
業
を
あ

げ
て
刑
を
加
重
す
る
規
定
を
廃
止
し
た
。
一
九
四
〇
年
の
こ
と
で
あ
る
。
か
っ
て
、
グ
ラ
イ
ス
パ
ッ
ハ
は
、
そ
う
い
う
特
別
の
規
定
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　

「
判
例
を
し
て
余
り
に
も
喜
ば
し
か
．
ざ
る
形
式
に
堕
せ
し
め
、
ま
た
実
質
上
理
由
な
き
区
別
に
黒
頭
せ
し
め
た
」
と
述
べ
、
メ
ツ
ガ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
じ

も
、
量
刑
の
問
題
と
し
て
考
慮
す
れ
ば
足
り
る
、
と
批
判
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
い
う
よ
う
に
比
較
法
的
な
考
察
の
教
え
る
と
こ
ろ
が
ら
み
て
も
、
業
務
過
失
な
る
類
型
に
た
い
し
疑
を
投
じ
て
来
た
の
は
必
ず
し

も
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
の
み
な
ら
ず
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
わ
れ
わ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
業
務
過
失
の
規
定
を
払
拭
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

べ
き
こ
と
を
提
唱
さ
れ
た
論
者
も
皆
無
で
は
な
い
。

（
一
）
井
上
・
過
失
犯
の
判
例
と
批
判
（
芽
九
）
（
蝶
堺
噺
巻
）
は
、
業
務
過
失
の
検
討
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
と
く
に
、
そ
の
五
で
は
、
業
務

　
　
　
過
失
に
刑
を
加
重
す
る
だ
け
の
理
由
に
乏
し
い
こ
と
を
理
論
的
に
研
究
し
て
お
い
た
。

　
（
二
）
　
O
δ
一
ω
b
鋤
。
ず
”
↓
α
叶
β
ロ
ひ
Q
”
○
帥
h
け
昌
①
吋
”
U
倉
。
ω
吋
。
ヨ
目
Φ
昌
畠
Φ
鳥
Φ
コ
酔
ω
o
げ
o
Q
D
什
H
9
こ
口
H
①
o
げ
び
切
①
ω
o
P
ら
．
日
①
嘗
N
．
〉
⊆
h
「
ご
一
㊨
ω
9
ω
・
ω
c
o
O
・

　
（
三
）
　
】
≦
①
N
σ
q
①
お
閤
α
6
雲
く
①
ユ
①
訂
‘
p
α
q
》
O
管
ヨ
2
…
o
℃
・
6
一
酔
4
ω
●
ω
貿
・

（
四
）
葉
鞘
驚
に
は
、
業
務
の
理
浮
つ
き
詳
し
い
見
解
が
み
ら
れ
る
（
鹸
齢
論
講
縢
私
三
）
）
．
牧
野
博
士
、
市
川
教
授
は
、
業
務
過

　
　
　
失
な
る
類
型
に
た
い
し
、
早
く
か
ら
疑
を
投
じ
て
お
ら
れ
た
。
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一

業
務
　、

は
　、

一
　
判
例
に
あ
ら
わ
れ
た
業
務
の
意
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご

ま
ず
検
討
し
よ
う
と
す
る
判
例
は
、
さ
き
に
指
摘
し
て
お
い
た
最
判
昭
和
三
三
年
四
月
一
八
日
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
判
示
事
項

、
刑
法
第
二
一
一
条
の
業
務
の
意
義
、
二
、
免
許
を
受
け
反
覆
継
続
し
て
な
す
娯
楽
の
た
め
の
狩
猟
行
為
と
刑
法
第
二
一
一
条
の

に
関
す
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
娯
楽
の
た
め
銃
器
を
使
用
す
る
狩
猟
行
為
が
刑
法
第
二
一
一
条
の
業
務
と
な
る
か
ど
う
か
、
が
問



≡ム
耐耶 説

題
と
な
っ
た
。
ま
ず
、
判
例
に
あ
ら
わ
れ
た
と
こ
ろ
が
ら
事
実
を
引
用
し
て
お
こ
う
。

　
被
告
入
は
、
東
京
都
発
行
の
乙
種
狩
猟
免
許
状
を
も
ち
、
狩
猟
に
従
事
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
被
告
人
は
、
昭
和
二
年
以
来
一
〇
数

年
に
わ
た
り
、
狩
猟
家
と
し
て
の
経
歴
を
も
ち
、
本
件
当
時
は
、
武
蔵
野
塾
友
会
員
で
あ
っ
た
。
昭
和
二
七
年
｝
「
月
二
三
日
午
前
七
時

頃
、
有
難
頭
二
連
猟
銃
を
も
っ
て
、
S
と
と
も
に
東
京
都
北
多
摩
郡
田
無
町
所
在
三
共
製
薬
工
場
東
側
に
在
る
雑
木
林
内
に
入
り
狩
猟
を

な
し
、
西
方
よ
り
東
方
に
向
い
草
叢
中
を
進
行
し
略
ぼ
中
央
部
の
ボ
サ
附
近
を
通
過
す
る
際
、
南
方
約
三
間
位
先
の
ボ
サ
中
に
小
寿
難
一

羽
が
飛
び
出
し
東
北
方
の
ボ
サ
の
中
に
飛
び
去
る
の
を
目
撃
し
た
の
で
、
こ
れ
に
向
け
て
発
砲
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
約
一
七
。
八
メ
ー
ト

ル
離
れ
た
ボ
サ
蔭
に
い
た
S
の
身
体
に
命
中
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。
　
こ
の
事
実
に
た
い
し
、
第
一
審
は
業
務
上
過
失
傷
害
と
認
定
し
て
い

る
。
と
こ
ろ
が
、
．
原
審
は
、
　
「
被
告
人
は
、
本
来
、
株
式
会
社
T
の
監
査
役
で
あ
っ
て
、
会
社
の
役
員
と
し
て
の
職
務
を
當
業
と
し
て
い

た
者
で
あ
り
、
本
件
狩
猟
は
、
一
一
月
二
三
日
の
勤
労
感
謝
の
日
に
娯
楽
の
た
め
に
こ
れ
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
窺
が
い
得
る
も

の
は
あ
っ
て
も
被
告
人
が
、
狩
猟
を
前
示
冒
頭
に
い
わ
ゆ
る
業
務
と
し
て
い
た
事
実
は
、
こ
れ
を
証
拠
上
確
認
す
る
に
由
が
な
い
」
と
し

て
、
単
な
る
過
失
傷
害
の
罪
に
問
う
べ
き
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
先
例
と
し
て
、
大
判
杢
八
年
＝
月
三
日
（
酬
二

三
）
を
引
用
し
て
い
る
．

　
検
察
官
は
、
こ
の
大
正
八
年
一
一
月
＝
二
日
の
先
例
は
、
　
娯
楽
の
た
め
に
行
う
狩
猟
行
為
で
あ
っ
て
も
、
　
そ
の
事
実
態
様
に
よ
っ
て

は
、
い
わ
ゆ
る
業
務
た
り
う
る
と
判
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
、
職
業
と
し
て
な
す
者
の
ば
あ
い
と
被
告
人
の
如
く
余
暇
娯
楽
の
た

め
に
な
す
ば
あ
い
と
に
よ
り
区
別
し
て
い
な
い
、
と
な
し
て
、
却
っ
て
こ
の
先
例
を
手
が
か
り
に
判
例
違
反
を
主
張
し
た
。
そ
し
て
、
ま

た
、
そ
の
主
張
を
裏
付
け
る
た
め
に
、
あ
わ
せ
て
、
大
判
昭
和
三
年
万
三
ハ
日
（
刑
集
一
七
巻
九
〇
一
頁
）
を
も
先
例
と
し
て
あ
げ
て
い
る
。

　
最
高
裁
判
所
は
、
検
察
官
．
め
判
例
違
反
の
上
告
趣
意
は
理
由
が
な
い
も
の
と
し
て
採
用
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
職
権
調
査
の
結
果
、

刑
法
第
一
＝
一
条
の
解
釈
に
つ
き
一
つ
の
見
解
を
明
ら
か
に
し
、
原
判
決
を
破
棄
し
て
差
し
戻
し
た
の
で
あ
る
。
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刑
法
二
一
一
条
に
い
わ
ゆ
る
業
務
と
は
、
本
来
入
が
社
会
生
活
上
の
地
位
に
基
き
反
覆
継
続
し
て
行
う
行
為
で
あ
っ
て
（
昭
和
二
五

説　
　
年
（
小
）
一
四
六
号
伺
二
六
年
六
月
七
日
第
一
小
法
廷
判
決
、
集
五
巻
七
号
一
二
三
六
頁
参
照
）
、
　
か
つ
そ
の
行
為
は
他
入
の
生
命
身

論　
　
休
等
に
危
害
を
加
え
る
虞
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
け
れ
ど
も
、
行
為
者
の
目
的
が
こ
れ
に
よ
っ
て
収
入
を
得
る
に
あ
る

　
　
と
そ
の
他
の
欲
望
を
充
た
す
に
あ
る
と
は
問
わ
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
従
っ
て
銃
器
を
使
用
し
て
な
す
狩
猟
行
為
の
如
き
他
人
の

　
　
生
命
、
身
体
に
危
害
を
及
ぼ
す
虞
あ
る
行
為
を
、
免
許
を
受
け
て
反
覆
継
続
し
て
な
す
と
き
は
、
た
と
い
そ
の
目
的
が
娯
楽
の
た
め
で

　
　
あ
っ
て
も
、
な
お
こ
れ
を
刑
法
二
一
一
条
に
い
わ
ゆ
る
業
務
と
認
む
べ
き
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
二
　
検
察
官
が
判
例
違
反
を
主
張
す
る
た
め
先
例
と
し
た
大
判
大
正
八
年
一
一
刀
＝
二
日
は
、
　
「
狩
猟
ハ
之
ヲ
業
務
ト
ス
ル
者
ノ
外
尚

　
業
務
ニ
ア
ラ
ス
シ
テ
娯
楽
ノ
為
二
之
ヲ
行
フ
者
ノ
存
ス
ル
ハ
言
ヲ
須
タ
サ
ル
ト
コ
ロ
ニ
シ
、
テ
…
…
従
テ
或
者
ノ
狩
猟
行
為
ヲ
其
者
ノ
業
務

　
　
ナ
リ
や
否
や
ハ
狩
猟
法
二
関
係
ナ
キ
純
然
タ
ル
事
実
問
題
タ
ル
や
疑
ヲ
容
レ
ス
」
　
「
狩
猟
ヲ
営
業
ト
セ
サ
ル
狩
猟
免
許
者
力
銃
猟
中
押
テ

　
火
薬
ヲ
爆
発
セ
シ
メ
他
人
二
火
傷
ヲ
負
ハ
シ
メ
タ
ル
行
為
ハ
刑
法
第
二
百
十
一
条
二
該
当
ス
ヘ
キ
業
務
上
ノ
過
失
傷
害
二
恩
ス
シ
テ
同
法

　
第
二
百
九
条
ノ
過
失
傷
害
二
二
ナ
ラ
ナ
ル
モ
ノ
ト
ス
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
判
旨
だ
け
か
ら
み
る
と
、
か
り
に
免
許
を
え
て
い
て
も

　
狩
猟
を
営
業
と
し
な
い
も
の
の
過
失
傷
害
は
、
業
務
上
の
過
失
傷
害
で
は
な
い
、
と
解
さ
ざ
る
を
え
な
い
。
本
件
の
原
審
が
、
こ
の
判
例

　
を
引
用
し
て
、
娯
楽
の
た
め
に
す
る
狩
猟
行
為
は
、
第
二
一
一
条
に
い
わ
ゆ
る
業
務
で
は
な
い
、
と
解
し
た
こ
と
も
十
分
に
理
由
が
あ
っ

　
　
た
。
検
察
官
の
上
告
趣
意
に
よ
れ
ば
、
原
審
に
は
こ
の
判
例
の
解
釈
に
誤
り
が
あ
る
と
攻
撃
さ
れ
て
い
る
が
、
実
は
逆
に
、
検
察
官
こ
そ

　
　
こ
の
判
例
の
解
釈
を
自
分
流
に
歪
め
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
大
正
八
年
二
月
一
三
日
の
先
例
を
こ
う
解
釈
す
る
こ
と
が
正
し
け
れ

　
ば
、
本
判
例
は
大
正
八
年
の
そ
れ
と
は
大
い
に
趣
を
異
に
し
た
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
す
な
わ
ち
、
た
ん
に
職
業
ま
た
は
営
業
上

　
　
の
行
為
に
か
ぎ
ら
ず
、
そ
の
行
為
の
性
質
上
、
反
覆
継
続
し
て
な
さ
れ
れ
ば
、
業
務
過
失
と
な
る
。
し
か
も
、
説
を
な
す
も
の
い
わ
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
「
判
旨
全
体
を
通
じ
て
刑
法
二
一
一
条
の
業
務
の
観
念
の
重
点
が
社
会
生
活
上
の
地
位
に
基
き
反
覆
継
続
し
て
行
う
行
為
と
い
う
こ
と
よ
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説
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

り
も
、
人
の
生
命
・
身
体
に
危
害
を
加
え
る
虞
あ
る
行
為
の
反
覆
継
続
と
い
う
こ
と
に
移
っ
て
行
こ
う
と
す
る
傾
向
を
看
取
す
る
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　

で
き
る
よ
う
に
思
う
」
と
さ
え
指
摘
さ
れ
た
。

　
こ
の
点
は
、
業
務
過
失
に
お
け
る
業
務
の
意
義
を
考
え
る
ば
あ
い
に
、
か
な
り
重
要
な
問
題
と
な
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
を
考
察
す
る
前

に
、
検
察
官
の
上
告
趣
意
に
引
用
さ
れ
て
い
る
第
二
の
判
例
を
み
て
お
こ
う
。
い
わ
く
i
l
－
、

　
　
貨
物
自
動
車
運
転
ノ
免
許
ヲ
受
ケ
其
ノ
業
務
二
従
事
ス
ル
書
下
貨
物
自
動
車
運
輸
業
者
二
季
ハ
レ
墨
譜
ヨ
リ
聖
地
二
貨
物
ノ
輸
送
ヲ

　
為
シ
タ
ル
ニ
偶
々
閑
暇
ヲ
得
テ
同
僚
相
伴
ヒ
自
動
車
ヲ
操
縦
シ
テ
浜
遊
ヲ
為
シ
酩
酊
シ
テ
帰
途
運
転
手
ト
シ
テ
為
ス
ヘ
キ
注
意
ヲ
欠
キ

　
タ
ル
為
自
動
車
ヲ
以
テ
人
ヲ
死
二
歩
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
業
務
上
過
失
致
死
ノ
責
任
ヲ
免
レ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス
。
蓋
自
動
車
運
転
ノ
如
ク
人
ノ

　
生
命
身
体
二
対
シ
テ
危
害
ヲ
及
ホ
ス
ヘ
キ
虞
ア
ル
行
為
ヲ
継
続
反
覆
ス
ヘ
キ
地
位
二
季
ル
者
ハ
常
二
斯
ル
危
害
ヲ
及
ホ
サ
ナ
ル
ヘ
キ
特

　
別
ノ
注
意
ヲ
為
ス
ヘ
キ
義
務
ア
ル
コ
ト
当
然
ニ
シ
テ
ソ
レ
ハ
業
務
ト
シ
テ
為
ス
運
転
行
為
タ
ル
ト
余
暇
ノ
運
転
行
為
タ
ル
ト
ニ
依
リ
差

　
異
ヲ
見
サ
レ
ハ
ナ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ワ

　
こ
れ
は
、
貨
物
自
動
車
の
運
転
手
た
る
業
務
に
従
事
す
る
者
が
偶
々
運
送
業
務
の
余
暇
に
お
け
る
貨
物
自
動
車
運
転
中
に
惹
起
し
た
過

失
致
死
の
事
件
で
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
事
案
の
た
め
、
最
高
裁
判
所
の
い
う
ご
と
く
、
先
例
と
し
て
本
件
事
案
に
は
適
切
で
は
な
い
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ニ

に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
判
例
の
理
解
の
し
方
と
し
て
、
　
慎
重
に
検
討
を
要
す
る
問
題
で
あ
る
。
　
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ

が
、
判
例
を
正
し
く
理
解
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
　
ま
ず
、
　
何
が
重
要
な
事
実
で
あ
る
か
を
確
定
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
一
は
、
貨
物
自
動
車
の
運
転
手
が
余
暇
に
浜
遊
の
た
め
貨
物
自
動
車
を
運
転
し
て
事
故
を
お
こ
し
た
も
の
で
あ
り
、
他
は
、
狩
猟
免

許
を
え
て
い
る
者
が
娯
楽
と
し
て
銃
器
を
使
っ
て
狩
猟
を
な
し
事
故
を
お
こ
し
た
も
の
で
あ
る
。
其
体
的
な
事
実
と
し
て
は
全
く
違
う
。

し
か
し
、
先
例
に
と
り
重
要
な
事
実
と
い
わ
れ
る
も
の
は
、
そ
う
い
う
具
体
的
事
実
の
相
違
を
あ
る
程
度
一
般
化
す
る
と
こ
ろ
に
生
れ
る

は
ず
で
あ
る
。
昭
和
＝
二
年
の
判
例
は
、
　
「
人
の
生
命
身
体
に
た
い
し
危
害
を
及
ぼ
す
べ
き
虞
の
あ
る
行
為
を
反
覆
継
続
す
る
も
の
は
第
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…ム
蔭ill玉 一

一
＝
一
条
に
い
う
業
務
者
で
あ
る
」
と
判
示
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
う
い
う
理
解
が
正
し
け
れ
ば
、
昭
和
三
三
年
の
判
例
と
同
旨

と
み
て
よ
く
、
検
察
官
の
判
例
国
国
の
主
張
は
、
こ
の
点
に
お
い
て
理
由
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
Q
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
雑
貨

輸
入
商
省
家
用
畢
早
の
運
転
に
従
事
し
て
い
た
際
の
宙
藪
（
大
判
大
一
二
年
八
月
一
日
刑
事
二
巻
六
七
三
頁
）
、
洋
服
裁
肇
者
が
附
随
霧
と
し
て
小
型
自

動
車
を
操
縦
中
に
惹
籍
し
事
故
齋
無
筆
＝
誤
日
）
、
医
師
が
往
診
の
た
め
噛
す
る
樹
車
の
操
縦
を
誤
．
て
煮
起
し
た
事

故
（
大
判
昭
一
四
年
五
月
二
三
日
刑
集
一
八
巻
二
八
三
頁
）
、
あ
る
い
は
、
運
転
手
兼
車
掌
た
る
地
位
に
あ
り
車
掌
を
森
と
し
て
い
た
者
が
上
長
の
許
可
を
受
け
な

い
で
髄
脳
車
運
退
縮
て
蓼
さ
起
し
た
叢
（
最
判
昭
二
六
年
六
月
七
日
刑
集
五
巻
一
二
三
六
頁
）
な
ど
、
す
べ
て
第
二
二
欠
不
に
い
わ
ゆ
る
業
務
者
の
譲
と
い
う

こ
と
に
も
な
る
。

　
こ
う
い
う
考
え
方
に
た
い
し
て
は
、
も
ち
ろ
ん
、
厳
し
い
批
判
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
瀧
川
博
士
は
、
さ
き
の
洋
服
裁
縫
業
考
が
附

随
事
務
と
し
て
小
型
自
動
車
の
換
縦
中
に
惹
起
し
た
事
故
の
判
例
に
た
い
し
、
　
「
本
判
決
が
主
た
る
業
務
の
み
な
ら
ず
、
附
随
事
務
に
つ

き
業
務
上
の
過
失
を
認
む
べ
き
で
あ
る
と
い
う
は
、
一
般
論
と
し
て
は
正
し
い
」
と
な
し
つ
つ
、
　
「
が
こ
れ
を
事
案
に
適
用
し
た
結
果
、

洋
服
裁
縫
業
者
が
オ
ー
ト
バ
イ
を
以
て
ミ
シ
ン
機
械
を
運
搬
す
る
場
合
に
業
務
上
の
過
失
を
認
め
た
こ
と
は
正
し
く
な
い
。
自
動
車
運
転
’

手
の
業
務
上
の
過
失
は
自
動
車
を
運
転
す
る
仕
事
及
び
そ
れ
に
附
随
す
る
仕
事
（
自
動
車
を
修
繕
し
掃
除
す
る
等
）
に
つ
い
て
認
む
べ
き

で
あ
る
。
私
は
洋
服
裁
縫
業
者
、
医
師
、
学
校
教
師
等
が
裁
縫
晶
の
運
搬
、
患
者
へ
の
往
診
、
講
義
に
行
く
等
の
た
め
自
家
用
自
動
車
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
　

運
転
す
る
場
合
に
、
自
動
東
運
転
手
の
業
務
上
の
過
失
を
認
め
る
こ
と
に
は
賛
成
し
か
ね
る
」
と
批
判
さ
れ
た
。
　
そ
う
な
る
と
当
然
、

「
厚
く
も
業
務
者
で
あ
る
限
り
は
主
た
る
業
務
の
み
な
ら
ず
業
務
に
附
随
す
る
仕
事
に
つ
い
て
も
業
務
上
の
過
失
責
任
を
負
う
べ
き
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
と
い
う
て
よ
い
が
、
他
方
、
業
務
者
と
難
も
業
務
に
関
係
な
く
こ
れ
を
行
う
場
合
は
業
務
上
の
過
失
責
任
を
負
う
い
わ
れ
は
な
い
」
こ

と
と
も
な
ろ
う
。

　
三
　
と
こ
ろ
で
、
最
近
、
業
務
上
の
失
火
罪
に
た
い
し
、
最
高
裁
判
所
の
一
つ
の
判
例
が
出
た
。
い
わ
ゆ
る
京
都
駅
の
失
火
事
件
に
関
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説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
九
）

す
る
も
の
で
あ
る
（
最
判
昭
三
三
年
七
月
二
五
日
判
例
時
報
一
五
八
号
四
頁
）
．

　
京
都
駅
旧
本
館
の
階
上
の
一
部
に
は
、
某
会
社
経
営
の
食
堂
が
あ
っ
た
。
そ
の
従
業
昌
K
子
ら
は
、
昭
和
二
五
年
］
］
月
七
日
、
終
業

後
た
る
午
後
九
時
頃
、
従
業
員
更
衣
室
に
設
備
し
て
あ
っ
た
俗
調
ポ
ン
ド
約
二
五
〇
ワ
ッ
ト
の
電
気
ア
イ
ロ
ン
を
そ
の
専
用
の
栓
受
に
接

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　

起
し
て
使
用
し
た
後
、
外
す
こ
と
を
怠
っ
て
通
電
状
態
の
ま
ま
退
去
し
た
。
そ
こ
で
、
長
時
間
に
わ
た
る
ア
イ
ロ
ン
の
過
熱
に
よ
り
翌
朝

午
前
四
時
一
五
分
頃
発
火
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
食
堂
で
は
、
昭
和
＝
一
、
三
年
頃
か
ら
専
従
の
夜
間
警
備
員
を
お
き
、
営
業
終
了
後

午
後
九
時
三
〇
分
字
か
ら
翌
朝
六
時
三
〇
分
ま
で
の
間
、
同
出
張
所
の
使
用
す
る
食
堂
、
調
理
室
、
配
膳
室
、
事
務
室
お
よ
び
従
業
員
更

衣
室
を
数
回
巡
視
の
上
異
状
の
有
無
を
確
め
さ
せ
盗
難
火
災
な
ど
の
防
止
に
当
ら
せ
て
お
り
、
専
従
者
が
定
休
日
そ
の
他
差
支
え
あ
る
と

き
は
、
他
の
従
業
員
が
専
従
者
に
代
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
被
告
人
は
昭
和
一
五
年
一
月
頃
か
ら
、
こ
の
食
堂
の
料
理
人
と
し
て
雇
わ
れ

て
い
た
が
、
成
年
以
上
の
女
子
従
業
員
は
四
、
五
苦
に
す
ぎ
な
い
の
で
、
被
’
告
人
も
こ
れ
ま
で
し
ば
し
ば
、
夜
警
専
従
者
に
代
っ
て
夜
警

の
職
務
に
従
事
し
て
い
た
。
本
件
火
災
の
前
夜
も
、
被
告
入
が
専
従
者
に
代
っ
て
夜
警
の
任
に
当
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
で
、
被
告
人
は
、

更
衣
室
に
従
業
員
用
の
電
気
ア
イ
ロ
ン
が
設
備
さ
れ
平
素
こ
れ
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
を
熟
知
し
て
い
た
が
、
本
件
火
災
の
前
夜
午
後
九

時
三
〇
分
譲
、
夜
警
と
し
て
巡
視
の
際
、
更
衣
室
へ
も
行
っ
た
が
、
同
室
の
電
燈
を
消
し
戸
締
を
し
た
だ
け
で
、
当
該
電
気
ア
イ
ロ
ン
に

つ
い
て
は
不
注
意
に
も
通
電
状
態
の
ま
ま
放
置
さ
れ
て
い
た
の
を
看
過
し
、
そ
の
コ
ー
ド
を
栓
受
か
ら
外
さ
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
の
上
、

一
夜
に
数
回
巡
視
す
べ
き
義
務
が
あ
る
の
に
被
告
入
は
右
一
回
巡
視
し
た
だ
け
で
そ
の
後
の
巡
視
を
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

判
示
し
て
い
わ
く
一
－
、

　
　
以
上
の
事
実
関
係
か
ら
す
れ
ば
、
被
告
人
は
本
来
は
食
堂
の
料
理
入
で
あ
っ
て
夜
警
専
従
者
で
は
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
従
来
か
ら

　
屡
々
専
従
者
の
代
行
者
と
し
て
夜
警
の
任
に
当
っ
て
来
た
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
当
夜
に
お
け
る
被
告
人
の
夜
警
は
、
所
論
の
如

　
く
単
な
る
一
時
的
な
も
の
で
は
な
く
、
業
務
と
し
て
夜
警
に
従
事
し
て
い
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
夜
警
と
し
て
の
職
務
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内
容
は
専
従
者
で
あ
る
と
代
行
者
で
あ
る
と
に
よ
り
そ
の
間
に
少
し
も
差
異
は
な
く
、
そ
し
て
本
件
夜
警
の
具
体
的
職
務
内
容
は
前
示

説　
　
　
の
如
く
午
後
九
時
三
〇
分
か
ら
翌
朝
六
時
三
〇
分
ま
で
数
回
に
わ
た
り
前
記
各
室
を
巡
視
し
、
異
状
の
有
無
を
確
か
め
、
盗
難
及
び
火

・
論　

　
　
災
等
の
発
見
防
止
に
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
う
ち
に
は
当
然
従
業
員
更
衣
室
備
付
の
電
気
ア
イ
ロ
ン
が
通
電
状
態
の
ま
ま
に
放
置

　
　
　
さ
れ
で
あ
る
こ
と
の
有
無
の
点
検
及
び
そ
の
善
後
措
置
並
び
に
右
ア
イ
ロ
ン
過
熱
の
発
見
及
び
そ
の
防
止
措
置
の
諸
行
為
も
含
ま
れ
て

　
　
　
い
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
さ
れ
ば
本
件
火
災
は
K
子
等
が
電
気
ア
イ
ロ
ン
を
通
電
状

　
　
　
態
の
ま
ま
放
置
し
た
こ
と
が
根
本
の
原
因
を
な
し
た
も
の
で
は
る
が
、
被
告
入
が
夜
警
と
し
て
、
右
ア
イ
ロ
ン
の
通
電
状
態
を
早
期
に

　
　
　
発
見
し
て
そ
の
コ
ー
ド
を
悪
筆
か
ら
外
し
若
し
く
は
島
風
の
巡
視
に
よ
り
そ
の
過
熱
状
態
を
早
期
に
発
見
防
止
す
べ
き
業
務
上
の
注
意

　
　
　
義
務
が
あ
る
の
に
、
こ
れ
を
怠
っ
た
こ
と
に
よ
り
本
件
火
災
が
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
被
告
入
は
刑
法
一
一

　
　
　
七
条
の
二
前
掲
の
刑
責
を
免
れ
な
い
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
同
条
前
掲
に
い
う
「
業
務
」
は
こ
れ
を
所
論
の
如
く
当

　
　
　
該
火
災
の
原
因
と
な
っ
た
火
を
直
接
取
扱
う
こ
と
を
業
務
の
内
容
の
全
部
又
は
一
部
と
し
て
い
る
も
の
、
の
み
に
限
定
す
る
こ
と
な
く
、

　
　
　
本
件
夜
警
の
如
き
も
な
お
包
含
す
る
も
の
と
解
す
る
を
相
当
と
す
る
。

　
　
　
上
告
論
旨
に
は
、
名
古
屋
局
裁
昭
和
二
九
年
五
月
三
一
日
言
渡
の
判
決
が
、
業
務
上
失
火
罪
に
お
け
る
業
務
の
意
義
に
つ
き
先
例
と
し

　
　
て
引
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
中
日
球
場
の
管
理
部
長
が
業
務
上
失
火
罪
、
業
務
上
過
失
致
死
傷
罪
の
罪
名
で
起
訴
さ
れ
、
無
罪
と
な
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

　
　
つ
た
事
案
で
あ
る
。
判
旨
の
一
つ
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
業
務
上
失
火
罪
に
お
け
る
業
務
は
、
そ
の
者
の
社
会
生
活
上
の
地
位
に
お
い
て
火
気
を
取
扱
う
業
務
を
継
続
し
て
行
う
こ
と
が
、
そ

　
　
　
の
業
務
の
内
容
を
な
し
て
い
る
場
合
に
限
ら
れ
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
…
…
管
理
部
長
と
し
て
の
被
告
人
の
業
務
の
内
容
は
極

　
　
　
め
て
複
雑
で
あ
り
、
同
建
物
の
維
持
、
保
管
、
修
理
、
危
険
防
止
、
清
掃
等
一
切
に
亙
る
も
の
と
認
む
べ
き
で
あ
り
、
而
も
被
告
入
は

　
　
　
事
実
上
防
火
責
任
者
の
地
位
に
あ
っ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
が
、
火
災
防
止
の
責
任
と
火
気
の
取
扱
を
業
と
す
る
と
は
そ
の
観
念
を
異
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説

　
に
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
被
告
人
に
は
業
務
上
失
火
罪
に
謂
う
業
務
を
有
し
て
お
っ
た
も
の
と
は
謂
い
難
い
…
…
。

　
こ
う
判
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
が
ら
だ
け
み
れ
ば
、
こ
の
名
古
屋
高
裁
の
判
例
は
、
こ
ん
ど
の
最
高
裁
の
判
例
と
く
い
違
う
。
現
に
、
最
高

裁
は
、
　
「
右
刑
法
一
一
七
条
ノ
ニ
の
業
務
に
関
す
る
所
論
引
凧
の
名
古
屋
高
裁
の
判
例
は
石
の
限
度
に
お
い
て
こ
れ
を
変
更
し
」
た
と
さ

え
結
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
厳
密
に
い
え
ば
、
名
古
屋
高
裁
が
「
火
災
防
止
の
責
任
と
火
気
の
取
扱
を
業
と
す
る
と
は
そ
の
観
念
を
異
に

す
る
」
と
判
示
し
た
と
こ
ろ
も
、
そ
し
て
ま
た
、
最
高
裁
の
判
旨
に
み
え
る
『
業
務
』
は
こ
れ
を
所
論
の
如
く
当
該
火
災
の
原
因
と
な
っ

た
火
を
直
接
取
扱
う
こ
と
を
業
務
の
内
容
の
全
部
又
は
一
部
と
し
て
い
る
も
の
の
み
に
限
定
す
る
こ
と
な
く
…
…
」
と
い
う
点
も
、
実
は

国
論
の
域
を
出
て
い
な
い
。
も
し
、
同
じ
く
火
災
防
止
の
責
任
を
扱
っ
た
に
し
て
も
、
中
日
球
場
の
管
理
部
．
長
と
京
都
駅
内
に
あ
る
食
堂

の
夜
警
と
の
間
に
、
大
き
な
違
い
が
あ
れ
ば
、
二
つ
の
判
決
を
単
純
に
矛
盾
す
る
と
き
め
て
か
か
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
の
間
に
重

要
な
事
実
と
し
て
相
違
が
な
い
と
き
に
は
じ
め
て
、
最
高
裁
は
名
古
屋
高
裁
の
先
例
を
変
更
す
べ
き
必
要
が
出
て
く
る
。

　
京
都
駅
の
食
堂
で
火
災
が
発
生
し
か
ね
な
い
危
険
性
は
、
食
堂
経
営
と
い
う
点
か
ら
も
中
日
球
場
の
比
で
は
あ
る
ま
い
。
と
く
に
、
京

都
駅
の
食
堂
で
出
火
し
た
の
は
夜
間
で
は
あ
っ
た
し
、
夜
警
の
ほ
か
従
業
員
は
誰
も
い
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。
こ
う
い
う
ば
あ
い
、
火
災

の
危
険
を
早
期
に
発
見
し
て
こ
れ
を
防
止
す
べ
き
責
任
を
夜
警
に
負
わ
せ
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
か
り
に
中
日
球
場
の
管
理

部
長
に
火
災
防
止
の
責
任
が
認
め
ら
れ
る
に
し
て
も
、
京
都
駅
食
堂
の
夜
警
と
比
較
す
れ
ば
、
そ
の
職
責
の
差
は
相
当
に
大
き
い
と
み
る

の
が
常
識
で
あ
ろ
う
。
こ
う
い
う
事
実
の
相
違
が
、
二
つ
の
判
決
に
お
い
て
結
論
を
異
に
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
し
、
そ
う
で
あ

る
か
ぎ
り
、
こ
の
二
つ
の
判
決
は
、
先
例
と
し
て
決
し
て
矛
盾
し
て
は
い
な
い
。
判
例
と
し
て
は
、
考
え
方
の
底
に
、
業
務
と
は
、
　
「
そ

の
性
質
上
、
出
火
の
危
険
甚
直
面
す
る
蓋
然
性
の
多
い
職
務
」
を
意
識
し
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
＝
二
）

　
江
家
教
授
は
、
第
一
一
七
条
の
こ
の
業
務
を
「
そ
の
執
行
上
、
、
火
気
発
生
の
蓋
然
性
が
多
い
業
務
」
と
解
さ
れ
て
い
る
。
　
こ
こ
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

「
そ
の
執
行
上
…
…
」
と
解
さ
れ
る
こ
と
が
、
ど
う
い
う
意
味
か
は
必
ず
し
も
は
っ
き
り
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
職
務
じ
た
い
が
「
火
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気
発
生
の
蓋
然
性
の
多
い
」
、
も
の
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
　
い
い
か
え
れ
ば
、
最
高
裁
や
名
古
屋
高
裁
の
判
旨
に
あ
っ
た
よ
う
に
、

説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
四
）

　
　
「
火
気
の
取
扱
を
業
と
す
る
」
職
務
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
京
都
駅
食
堂
の
夜
警
の
ご
と
き
を
こ
こ
に
含

論　
　
ま
せ
る
こ
と
は
必
ず
し
も
疑
い
の
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
甚
だ
限
定
的
な
解
釈
で
あ
る
し
、
そ
う
限
定
し
な
け
れ
ば
な

　
　
ら
な
い
理
由
に
も
乏
し
い
。
こ
う
し
て
、
も
っ
と
緩
や
か
に
解
し
て
お
い
て
よ
い
こ
と
と
な
る
。

　
　
と
こ
ろ
で
こ
こ
で
、
さ
き
に
引
用
し
た
最
高
裁
第
二
小
法
廷
の
昭
和
三
三
年
四
月
一
八
日
の
判
例
と
京
都
駅
失
火
事
件
の
判
例
と
を
比

　
摩
し
て
み
よ
う
。
前
者
に
お
い
て
、
最
高
裁
は
、
業
務
を
定
義
し
て
、
　
「
か
つ
そ
の
行
為
は
他
人
の
生
命
身
体
等
に
危
害
を
加
え
る
虞
あ

　
　
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
」
と
説
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
学
説
の
中
に
も
、
こ
う
い
う
見
解
を
は
っ
き
り
支
持
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
る
も
の
も
少
く
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
判
例
が
業
務
に
つ
き
、
こ
う
厳
し
い
定
義
を
あ
た
え
た
も
の
な
ら
ば
、
京
都
駅
失
火
事
件
の
判
例

　
　
と
の
間
に
は
、
距
離
の
あ
る
こ
と
を
認
あ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
　
四
　
し
か
し
、
愈
愈
昭
和
三
三
年
四
月
一
八
日
を
先
例
と
し
て
理
解
す
る
に
は
も
っ
と
慎
重
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
　
判
旨
と
し
て

　
　
は
、
業
務
に
つ
き
、
二
つ
の
も
の
が
掲
げ
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
第
二
の
判
旨
は
、
　
「
銃
器
を
使
用
し
て
な
す
狩
猟
行
為
の
如
き
他
人
の
生

　
命
、
身
．
体
等
に
危
害
を
及
ぼ
す
虞
あ
る
行
為
を
、
免
許
を
受
け
て
反
覆
継
続
し
て
な
す
と
き
は
、
そ
の
目
的
が
娯
楽
の
た
め
で
あ
っ
て

　
　
も
、
な
お
こ
れ
を
刑
法
二
一
一
条
に
い
わ
ゆ
る
業
務
と
認
む
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
。
こ
れ
だ
け
が
先
例
と
し
て
通
用
す
べ
き
も
の
と
思

　
　
う
。
そ
こ
か
ら
抽
象
的
に
、
第
一
の
判
旨
の
ご
と
く
「
業
務
と
は
、
…
…
か
つ
そ
の
行
為
は
他
人
の
生
命
身
体
等
に
危
害
を
加
え
る
虞
あ

　
　
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
…
…
」
と
宣
言
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
ま
で
、
先
例
と
し
て
の
拘
束
力
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
い

　
　
う
ま
で
も
な
く
、
　
「
他
界
の
生
命
身
体
等
に
危
害
を
加
え
る
虞
」
の
な
い
ば
あ
い
に
つ
い
て
は
別
に
判
断
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

　
　
そ
の
虞
の
な
い
ば
あ
い
で
も
、
具
体
的
事
情
に
よ
っ
て
は
、
業
務
過
失
に
い
わ
ゆ
る
業
務
と
な
る
か
ど
う
か
は
、
そ
の
都
度
判
断
す
べ
き

　
　
も
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
例
外
の
一
つ
を
業
務
上
失
火
に
あ
て
は
め
て
み
た
際
、
火
気
を
取
り
扱
っ
て
い
な
く
と
も
、
そ
の
性
質
上
出
火
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の
危
険
に
直
面
す
る
蓋
然
性
の
多
い
職
務
に
新
た
ら
し
く
数
え
た
だ
け
で
は
な
い
か
。
自
動
車
の
運
転
や
汽
車
の
運
転
は
、
行
為
じ
た
い

「
混
入
の
生
命
身
体
に
危
害
を
加
え
る
虞
あ
る
も
の
」
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
た
い
し
、
踏
切
警
手
の
ご
と
き
は
、
　
「
他
人
の
生
命
身
体
に

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

危
害
を
加
え
る
虞
あ
る
も
の
」
で
は
な
い
。
し
か
し
、
踏
切
警
手
が
事
故
を
お
こ
せ
ば
業
務
過
失
に
問
わ
れ
る
こ
と
を
何
人
も
疑
わ
な
い

で
あ
ろ
う
。
こ
の
ば
あ
い
を
業
務
に
包
含
さ
せ
よ
う
と
す
れ
ば
、
他
人
の
生
命
身
体
に
「
危
険
を
伴
う
よ
う
な
性
質
の
あ
る
職
務
」
と
ひ

ろ
く
定
義
す
べ
き
こ
と
に
な
る
。
業
務
上
過
失
致
死
傷
に
お
け
る
「
業
務
の
意
義
」
と
し
て
は
、
そ
れ
で
十
分
で
あ
る
。
こ
う
定
義
す
る
こ

と
に
な
れ
ば
、
そ
れ
は
業
務
上
失
火
に
お
け
る
「
業
務
」
の
そ
れ
と
全
く
パ
ラ
レ
ル
で
は
な
い
か
。

　
そ
し
て
ま
た
そ
れ
は
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
失
火
は
、
火
の
取
扱
に
疏
漏
が
あ
っ
た
ば
あ
い
の
み
な
ら
ず
、
出
火
の
危
険
の
考

え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
警
備
に
怠
慢
が
あ
っ
た
ば
あ
い
に
も
生
じ
る
。
失
火
に
お
け
る
注
意
義
務
違
反
を
考
え
る
際
、
こ
の
二
つ
の
行
為
の

態
様
に
区
別
の
あ
る
は
ず
は
な
い
。
青
柳
氏
の
い
わ
れ
る
ご
と
く
、
こ
れ
ら
二
つ
を
ひ
っ
く
る
め
て
、
　
「
出
火
の
危
険
を
伴
う
よ
う
な
性

質
の
あ
る
職
務
」
と
表
豪
し
て
お
け
ば
適
切
だ
ろ
う
。
判
例
が
、
業
務
過
失
に
お
け
る
業
務
の
意
義
に
つ
き
、
こ
こ
ま
で
意
識
し
て
緩
や

か
に
解
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
す
れ
ば
、
理
論
的
に
み
て
そ
こ
に
一
つ
の
問
題
が
ひ
そ
む
よ
う
に
思
う
。

　
　
（
一
）
　
こ
の
判
例
に
つ
い
て
は
、
法
曹
時
報
一
〇
巻
七
号
六
一
事
件
と
し
て
、
三
井
調
査
官
の
解
説
が
あ
る
。

　
　
　
（
二
）
．
三
井
・
前
掲
一
〇
四
頁
。

　
　
（
三
）
　
わ
が
国
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の
判
例
の
理
解
の
し
方
に
つ
き
い
か
に
問
題
が
多
い
か
は
別
に
考
察
し
た
こ
と
が
あ
る
。
井
上
。
「
判
例
の
理
解
の

　
　
　
　
し
方
」
（
法
律
時
報
三
〇
巻
六
号
、
八
号
）
。

　
　
（
四
）
　
こ
の
判
例
に
た
い
す
る
批
評
と
し
て
、
瀧
川
・
「
刑
法
二
一
一
条
に
謂
ゆ
る
業
務
の
意
義
」
（
刑
事
法
判
決
批
評
二
巻
二
一
八
頁
以
下
）
が
あ
る
。

説　
　
　
　
そ
の
他
「
業
務
」
に
た
い
す
る
判
例
批
評
と
し
て
は
、
同
・
「
業
務
上
過
失
致
死
罪
に
お
け
る
業
務
の
意
義
」
（
公
子
雑
認
五
巻
一
号
一
一
七
頁
三

論　
　
　
　
下
）
に
お
い
て
、
大
判
昭
一
三
餌
壷
九
日
（
刑
集
一
七
巻
三
四
五
頁
）
が
批
判
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
草
野
二
刑
法
第
二
卓
一
条
に
藷
業
肇
の
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’説

　
　
過
失
の
意
義
L
　
（
刑
事
判
例
研
究
三
巻
二
八
六
頁
以
下
）
、
　
同
。
「
刑
法
第
二
百
十
一
条
に
所
謂
業
務
の
意
義
」
　
（
同
五
巻
一
五
四
頁
以
下
）
も
あ

　
　
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
後
者
の
判
例
批
評
は
、
本
文
に
引
用
し
て
お
い
た
大
判
昭
和
一
四
年
五
月
二
三
日
に
た
い
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
そ
の
他
、
司
波
・
「
休
業
中
の
自
動
車
運
転
手
と
業
務
」
（
刑
事
判
例
評
釈
集
一
巻
一
七
三
頁
以
下
）
、
、
中
西
・
「
自
動
車
運
転
手
の
常
務
以
外

　
　
の
運
転
も
亦
刑
法
二
一
一
条
の
業
務
に
該
当
す
る
」
（
同
四
六
頁
以
下
）

（
五
）
　
そ
の
他
、
自
動
車
の
運
転
を
教
授
す
る
者
に
在
っ
て
は
其
の
運
転
が
教
授
の
愚
な
る
と
否
と
を
言
わ
ず
業
務
と
し
た
も
の
と
し
て
、
大
判
大
七
鉦

　
　
一
一
月
二
〇
日
面
録
二
四
輯
一
四
＝
二
頁
、
あ
る
い
は
、
農
を
本
業
と
す
る
者
が
こ
れ
に
必
．
要
な
肥
料
を
運
搬
す
る
た
め
、
自
家
用
と
し
て
平
素
か

　
　
ら
荷
馬
車
に
よ
り
肥
料
・
農
産
物
を
運
搬
す
る
を
業
務
と
な
し
た
例
と
し
て
、
大
判
昭
九
年
五
月
二
四
日
刑
集
一
三
巻
七
六
五
頁
参
照
。

（
六
）
ド
イ
ツ
の
判
例
を
葦
あ
げ
て
婁
」
う
。
顧
客
に
た
い
す
る
葎
の
た
皇
霊
を
利
用
す
る
の
は
鴇
の
義
行
為
で
あ
る
（
塩
全
図

　　

｡．
d
」
切
g
）
。
銃
器
を
霧
し
て
山
林
寛
無
籍
理
票
職
務
用
以
外
の
離
を
も
・
て
窓
外
の
暗
闇
に
向
・
て
発
射
し
た
行
為
で
さ
垂

　　

ｱ
と
な
す
（
一
九
二
〇
年
二
月
一
〇
日
国
三
ω
o
巨
じ
d
餌
・
0
野
ω
．
D
ω
轟
●
）
。
工
場
所
薯
が
工
場
経
営
に
関
連
す
る
旅
行
用
に
自
訴
を
利
用
す
る
ば
あ
い
を
業
肇
り
と
し

　　

i
監
転
駿
鍾
鞘
Φ
電
）
、
医
禦
往
診
の
た
め
に
す
る
島
車
の
運
転
棄
務
に
数
え
た
（
駐
賭
睦
・
埼
鮪
ω
o
●
）
。

（
七
）
　
瀧
川
・
前
掲
刑
事
法
判
決
批
評
二
二
二
頁
以
下
。

（
八
）
　
瀧
川
・
前
掲
公
法
雑
誌
一
一
九
頁
。

（
九
）
　
判
例
時
報
に
官
報
さ
れ
た
ほ
か
、
田
原
義
衛
・
「
京
都
駅
失
火
事
件
の
上
告
審
判
決
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
六
三
号
二
八
頁
参
照
。

（
一
〇
）
　
K
子
等
は
ど
う
い
う
理
由
で
使
い
か
け
た
電
気
ア
イ
ロ
ン
を
松
受
か
ら
外
さ
な
い
で
退
去
し
た
か
は
、
田
原
・
前
掲
に
く
わ
し
く
記
さ
れ
て
い

　
　
る
。

（
一
一
）
　
こ
の
判
決
は
、
井
上
・
過
失
犯
の
判
例
と
批
判
（
一
五
）
　
（
警
察
研
究
二
九
巻
六
号
）
三
〇
頁
に
紹
介
し
て
お
い
た
。

（
一
二
）
　
江
家
・
刑
法
概
論
（
各
論
）
・
昭
三
一
年
・
八
六
頁
、
同
・
刑
法
各
論
・
昭
三
一
年
・
一
〇
〇
頁
。

（
＝
二
）
　
そ
の
ほ
か
、
木
村
・
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
刑
法
各
論
九
七
頁
、
青
柳
・
刑
法
各
論
一
二
四
頁
も
同
旨
。
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（
一
四
）
　
大
竹
・
改
正
刑
法
要
義
一
二
二
頁
は
、
同
条
の
業
務
を
「
火
を
取
扱
う
こ
と
を
日
常
の
常
業
と
し
て
い
る
こ
と
、
少
く
と
も
そ
の
一
部
と
し
て

　
　
い
る
」
ば
あ
（
い
と
解
さ
れ
る
。

（
一
五
）
　
小
野
。
新
訂
刑
法
講
義
各
論
。
昭
二
四
年
・
一
八
二
頁
、
団
藤
・
刑
法
綱
要
・
昭
三
二
年
・
二
五
六
頁
。

二
　
判
例
の
傾
向
に
た
い
す
る
批
判

　
　
　
一
　
業
務
過
失
を
問
題
と
す
る
際
、
学
説
は
一
面
い
か
な
る
行
為
を
「
業
務
」
に
ふ
く
ま
し
め
る
か
に
議
論
を
集
中
し
、
そ
し
て
判
例

　
　
の
態
度
に
批
判
を
浴
び
せ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
自
動
車
の
運
転
を
例
に
と
ろ
う
か
。
そ
の
中
に
は
、
タ
ク
シ
ー
の
運
転
者
の
よ
う
に
社
会

　
　
生
活
上
本
来
の
仕
事
と
み
ら
れ
る
ば
あ
い
も
あ
ろ
う
が
、
医
師
が
往
診
の
た
め
に
あ
る
い
は
商
人
が
配
達
の
便
宜
か
ら
自
家
用
車
を
運
転

　
　
し
た
り
す
る
種
類
の
も
の
も
少
く
な
い
。
ま
た
あ
る
い
は
、
ド
ラ
イ
ブ
の
た
め
に
ク
ラ
ブ
か
ら
車
を
借
り
て
運
転
し
た
り
、
タ
ク
シ
ー
の

　
　
運
転
者
で
あ
り
な
が
ら
日
曜
日
の
慰
安
の
た
め
に
家
族
を
同
乗
さ
せ
て
郊
外
に
出
る
こ
と
だ
っ
て
あ
る
。
自
動
車
の
運
転
が
本
来
の
仕
事

　
　
で
あ
れ
ば
、
業
務
過
失
に
お
け
る
業
務
者
の
曲
ハ
型
で
あ
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
。
問
題
は
、
本
来
の
仕
事
を
補
助
し
た
り
娯
楽
の
た
め
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

　
　
仕
事
ま
で
、
　
「
業
務
」
に
数
え
う
る
か
ど
う
か
に
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
学
説
を
み
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ク
の
よ
う
に
、
自
転
車
で
工
場
へ
通
う
ご

　
　
と
き
、
職
務
・
職
業
。
営
業
上
の
活
動
を
た
ん
に
準
備
し
支
持
す
る
ば
あ
い
、
あ
る
い
は
娯
楽
の
た
め
御
者
が
馬
を
か
る
ご
と
く
、
職

　
　
務
・
職
業
・
営
業
上
の
行
為
と
内
容
は
同
じ
だ
が
実
質
的
に
こ
れ
に
ぞ
く
さ
な
い
ば
あ
い
、
な
ど
は
業
務
で
な
い
と
い
う
。
ま
た
、
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
じ

　
　
い
は
、
オ
ル
ス
ハ
ウ
ゼ
ン
や
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
、
ひ
ろ
く
こ
れ
ら
す
べ
て
を
業
務
に
数
え
た
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
れ
は
、
ド
イ
ツ
の
判
例

　
　
の
立
場
で
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
中
に
は
、
折
衷
的
に
、
娯
楽
の
た
め
馬
を
か
る
御
者
の
ご
と
き
は
業
務
者
と
は
な
し
え
な
い
と
考
え

説
る
も
の
も
あ
っ
た
・
ヴ
・
ヘ
ン
フ
エ
ル
ト
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
が
・
わ
が
国
で
は
・
瀧
川
博
士
に
そ
の
見
解
が
み
ら
れ
樋
し
か
し
・
小

論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
看
）

　
　
野
博
士
は
、
た
ん
に
娯
楽
の
た
め
で
あ
っ
て
も
、
業
務
過
失
に
い
わ
ゆ
る
業
務
に
数
え
ら
れ
る
。
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瀧
川
博
士
を
は
じ
め
と
す
る
制
限
説
は
、
本
来
の
仕
事
あ
る
い
は
そ
れ
を
補
助
す
る
た
め
の
仕
事
を
も
ふ
く
め
て
、
そ
う
い
う
立
場
に

説　
　
あ
る
人
の
過
失
は
何
故
業
務
過
失
と
し
て
刑
を
加
重
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
に
焦
点
を
お
い
て
考
え
る
。
逆
に
い
え
ば
、
娯
楽
の
た
め
に

論　
　
ド
ラ
イ
ブ
し
た
自
動
車
運
転
者
の
ご
と
き
は
、
い
か
な
る
理
由
か
ら
業
務
過
失
と
み
ら
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
を
問
題
と
す
る
。
　
そ
し

　
　
て
、
こ
れ
を
詮
じ
つ
め
て
い
く
と
、
い
わ
ゆ
る
制
限
説
は
、
業
務
者
と
い
う
身
分
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
と
な
る
。
そ
う
な
る
と
、
本

　
　
稿
で
考
察
し
て
い
る
二
つ
の
判
例
の
ご
と
く
、
臨
時
の
も
の
は
、
業
務
者
と
い
え
る
か
ど
う
か
疑
わ
し
く
な
る
。
し
か
し
、
制
限
説
は
業

　
　
務
過
失
に
刑
の
加
重
さ
れ
る
所
以
の
も
の
を
合
理
的
に
は
説
明
し
え
て
い
な
い
。
そ
の
理
由
は
こ
う
で
あ
る
。
瀧
川
博
士
の
ご
と
く
、
業

　
　
務
者
は
、
一
般
人
に
比
し
、
危
険
な
結
果
を
予
見
す
る
程
度
も
よ
り
確
実
で
あ
り
そ
の
範
囲
も
よ
り
広
い
、
と
い
う
点
に
刑
罰
が
加
重
さ

　
　
れ
る
理
由
を
求
め
る
の
で
あ
れ
ば
娯
楽
の
た
め
の
ド
ラ
イ
ブ
が
除
外
さ
れ
る
わ
け
は
な
％
そ
れ
に
・
他
人
の
生
命
身
体
に
た
い
し
て

　
　
危
険
な
行
為
だ
か
ら
刑
を
加
重
す
る
と
考
え
れ
ば
、
ド
ラ
イ
ブ
の
ば
あ
い
だ
っ
て
同
じ
こ
と
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
て
、
ド
イ
ツ
や
わ
が

　
　
国
の
判
例
の
よ
う
に
、
業
務
過
失
の
範
囲
を
無
制
限
に
解
そ
う
と
す
る
見
解
を
却
っ
て
支
持
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
と
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
ゐ

　
　
　
二
　
い
わ
ゆ
る
無
制
限
説
は
、
制
限
説
と
は
違
っ
て
、
業
務
上
過
失
致
死
傷
な
ら
ば
、
他
入
の
生
命
。
身
体
に
た
い
し
危
険
な
行
為
だ

　
　
か
ら
刑
を
加
重
す
べ
き
だ
と
考
え
る
。
こ
う
い
う
見
解
は
、
本
稿
の
は
じ
め
に
引
用
し
た
最
判
昭
和
三
三
年
四
月
一
八
日
に
も
み
ら
れ
る

　
　
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
判
例
の
事
案
は
ハ
銃
器
を
使
っ
た
狩
猟
行
為
だ
か
ら
、
他
藩
の
生
命
．
身
体
に
た
い
し
危
険
な
行
為
と
い

　　

､
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
肥
料
や
農
産
物
の
運
搬
を
長
居
を
使
．
て
な
す
行
為
（
大
判
昭
九
年
五
月
三
四
日
刑
集
ご
二
巻
七
六
五
頁
）
、
あ
る
い
は
ド
イ
ツ
の

　
　
判
例
に
あ
る
よ
う
に
、
肉
商
谷
蜜
を
利
用
し
て
馨
に
奉
仕
す
る
行
為
（
一
九
〇
〇
年
一
二
月
二
二
日
刑
集
三
四
巻
六
五
頁
）
な
ど
を
も
棄
務
し
に
数
え
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
ゾ

　
　
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
否
定
さ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　
　
　
こ
う
い
う
見
解
が
支
持
さ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
　
業
務
過
失
に
刑
を
加
重
す
る
所
以
．
は
、
　
「
業
務
者
」
の
過
失
で
あ
る
か
ら
で
は
な

　
　
く
、
そ
の
行
為
じ
た
い
が
業
務
と
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
い
い
か
え
れ
ば
一
、
そ
の
行
為
じ
た
い
が
危
険
な
た
め
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
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京
都
駅
食
堂
の
夜
警
は
、
か
り
に
臨
時
の
も
の
で
あ
っ
て
も
、
業
務
過
失
の
責
任
を
負
う
こ
と
に
も
な
る
し
、
娯
楽
の
た
め
の
狩
猟
も
こ

　
　
こ
に
ふ
く
ま
れ
る
。
業
務
を
こ
の
よ
う
に
解
す
る
と
、
ふ
つ
う
い
わ
れ
て
い
る
ご
と
く
、
反
覆
継
続
の
事
実
を
条
件
と
す
る
必
要
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
い
。
危
険
な
行
為
で
さ
え
あ
れ
ば
、
一
回
的
な
ば
あ
い
で
も
、
業
務
過
失
と
し
て
刑
を
加
重
す
る
必
要
が
で
て
く
る
。
実
は
こ
う
い
う
結

　
論
に
な
る
こ
と
じ
た
い
、
業
務
過
失
な
る
類
型
を
必
要
と
し
な
い
こ
と
を
意
味
し
は
し
な
い
か
。
な
ぜ
か
な
れ
ば
、
　
「
重
大
な
る
過
失
」

　
　
と
い
わ
れ
る
範
疇
こ
そ
、
こ
う
い
う
事
例
を
考
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
。

　
　
　
三
　
こ
こ
で
、
重
大
な
過
失
と
は
何
か
に
一
言
ふ
れ
て
「
む
す
び
」
に
代
え
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
、
ま
ず
第
一
に
、
行
為
じ
た
い
が
定

　
　
型
的
に
危
険
な
ば
あ
い
の
過
失
た
る
こ
と
い
う
ま
で
も
な
い
。
自
転
車
や
荷
馬
車
の
操
作
は
、
定
型
的
に
危
険
だ
と
は
い
え
な
い
。
こ
れ

　
　
に
反
し
、
自
動
車
の
運
転
な
ら
ば
危
険
だ
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
ふ
つ
う
、
自
転
車
に
よ
る
事
故
は
重
大
な
る
過
失
に
ふ
く
ま

　
　
れ
な
い
。
そ
の
限
り
で
は
、
重
大
な
る
過
失
と
業
務
過
失
と
は
重
り
合
う
。
そ
し
て
そ
れ
を
区
別
す
る
こ
と
は
現
行
法
の
た
て
ま
え
を
理

　
　
解
す
る
に
は
必
要
で
は
あ
ろ
う
が
、
区
別
す
る
こ
と
は
容
易
で
も
な
い
し
ま
た
ひ
き
つ
づ
き
述
べ
る
よ
う
に
無
駄
な
こ
と
だ
と
思
う
。
第

　
　
二
に
重
大
な
過
失
は
、
業
務
過
失
に
ふ
く
ま
れ
な
い
も
の
ま
で
刑
を
加
重
す
る
こ
と
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
同
じ
く
自
転
車
の
運
転
で
あ

　
　
っ
て
も
、
闇
夜
に
無
灯
火
で
運
転
し
た
ば
あ
い
を
考
え
よ
。
こ
う
い
う
事
故
に
刑
を
加
重
す
る
こ
と
は
十
分
合
理
性
が
あ
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
二
つ
の
類
型
を
ひ
っ
く
る
め
て
、
重
大
な
過
失
と
は
な
に
で
あ
ろ
う
か
。
国
藤
教
授
は
、
重
大
な
過
失
と
は
注
意
義

　
務
違
反
の
程
度
の
い
ち
じ
る
し
い
場
合
、
す
な
わ
ち
わ
ず
か
な
注
意
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
事
実
を
表
象
す
る
こ
と
が
で
き
、
し
た
が

説
っ
て
そ
の
行
為
を
し
な
い
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
場
合
と
さ
れ
穣
木
村
教
授
が
注
意
霧
の
重
大
な
解
怠
に
重
大
な
過
失
を

論
求
め
ら
れ
る
の
も
同
じ
趣
旨
と
み
て
よ
か
ろ
ゲ
面
．
こ
れ
ら
の
所
説
は
・
責
任
性
の
面
に
お
い
て
・
重
大
な
過
失
を
特
轡
つ
け
る
も
の
で
あ
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壬△
li岡 曲

っ
た
。
わ
ず
か
な
注
意
を
用
い
れ
ば
そ
の
行
為
を
し
な
い
こ
と
が
で
き
た
の
に
、
そ
の
程
度
の
注
意
さ
え
用
い
な
か
っ
た
姿
態
構
造
は
、

よ
り
非
難
に
価
す
る
よ
う
に
み
え
よ
う
。
し
か
し
、
わ
ず
か
な
注
意
に
よ
っ
て
結
果
を
避
け
え
た
と
認
め
ら
れ
る
の
は
、
行
為
者
の
注
意

能
力
が
ふ
つ
う
の
入
よ
り
高
い
た
め
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
る
に
し
て
も
、
注
意
能
力
が
低
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
敢
え
て
行
為
に
出
た
こ

と
に
、
却
っ
て
重
い
非
難
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
は
し
な
い
か
。
こ
う
考
え
る
と
、
行
為
者
の
注
意
能
力
が
高
い
と
か
低
い
と
か
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
＝
）

う
だ
け
の
こ
と
か
ら
、
直
ち
に
、
刑
に
軽
重
の
差
を
生
ず
べ
き
所
以
の
も
の
は
出
て
こ
な
い
。
あ
る
い
は
客
観
的
に
み
て
、
容
易
に
結
果

を
避
け
え
た
と
い
わ
れ
る
ば
あ
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
ば
あ
い
な
ら
、
そ
う
い
う
結
果
を
避
け
る
た
め
に
わ
ず
か
な
注
意
で
足
り
た
か
ど

う
か
を
問
題
に
す
る
前
に
、
ふ
つ
う
な
ら
容
易
に
避
け
う
る
結
果
を
発
生
さ
せ
た
こ
と
に
、
よ
り
聖
な
る
非
難
を
求
め
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
れ
は
違
法
性
の
判
断
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
い
い
か
え
れ
ば
、
す
で
に
違
法
性
に
お
い
て
過
失
に
軽
重
を
お
き
う
る
の
に
、
わ
ざ
わ
ざ
持

っ
て
廻
っ
て
、
責
任
性
の
軽
重
に
根
拠
を
求
め
る
必
要
は
な
い
。
こ
う
考
え
る
こ
と
が
、
過
失
概
念
の
構
成
と
し
て
「
注
意
」
な
る
観
念

を
否
定
す
る
わ
れ
わ
れ
の
立
場
に
よ
く
合
致
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
そ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、
客
観
的
に
み
て
容
易
に
結
果
を
避
け
え
た
と
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
、
い
い
か
え
れ
ば
、
結
果
の
客

観
的
予
見
可
能
性
の
範
囲
が
大
で
あ
る
と
き
に
、
重
大
な
過
失
と
い
わ
れ
る
も
の
を
認
め
て
お
け
ば
足
り
る
。
そ
の
一
つ
の
ば
あ
い
と
し

て
、
行
為
じ
た
い
が
定
型
的
に
危
険
な
ば
あ
い
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
興
味
の
あ
る
こ
と
は
、
業
務
過
失
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
多
く
の

ば
あ
い
が
こ
れ
に
ぞ
く
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
か
ら
も
、
そ
れ
ら
を
業
務
過
失
と
し
て
あ
い
ま
い
な
類
型
で
と
ら
え
る
よ
り
、
む
し

ろ
重
大
な
過
失
と
み
る
方
が
す
っ
き
り
し
よ
う
。
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（
三
）
　
し
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凶
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q
》
Z
o
噌
ヨ
①
静
ゆ
Ω
・
冒
”
お
一
9
Q
D
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（
四
）
　
瀧
川
。
刑
事
法
判
決
批
評
（
二
巻
）
二
二
〇
頁
。

（
五
）
　
小
野
・
刑
法
講
義
各
論
一
八
三
頁
。

（
六
）
　
娯
楽
の
た
め
の
自
動
車
運
転
を
い
わ
ゆ
る
業
務
に
数
え
た
最
近
の
判
例
と
し
て
、
大
阪
高
命
昭
和
三
二
年
五
月
目
〇
日
判
例
時
報
一
二
〇
号
二
七

　
　
頁
、
札
幌
高
判
昭
和
三
〇
年
一
一
月
二
二
日
型
幅
八
巻
一
一
一
八
頁
、
東
京
高
邑
昭
和
二
九
年
四
月
＝
二
日
判
例
時
報
二
九
号
六
九
八
頁
な
ど
参

　
　
照
。
こ
れ
ら
の
判
旨
は
、
井
上
・
過
失
犯
の
判
例
と
批
判
（
二
〇
）
警
察
研
究
二
九
巻
一
二
口
5
．
六
四
頁
以
下
に
引
用
し
て
お
い
た
。

（
七
）
藥
・
過
失
犯
の
藁
三
）
（
獣
藷
姻
巻
）
四
四
吾
は
同
旨
。

（
八
）
　
藤
木
助
教
授
は
、
「
し
か
し
『
業
務
』
の
概
念
を
こ
こ
ま
で
拡
張
す
る
こ
と
は
、
解
釈
論
と
し
て
、
罪
刑
法
定
主
義
な
ど
の
点
か
ら
も
や
や
相
当

　
　
の
限
度
を
逸
脱
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
わ
た
く
し
は
次
に
問
題
と
す
る
『
重
大
な
過
失
』
が
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
場
合
を

　　

O
頭
に
お
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
菱
て
い
る
」
（
謙
飾
掲
）
と
さ
れ
る
。
逆
説
的
に
い
え
ぽ
、
だ
か
ら
こ
そ
、
霧
過
失
と
葵
な
過

　
　
失
と
を
区
別
す
る
必
要
は
な
い
こ
と
と
な
る
。
な
ぜ
、
特
別
に
区
別
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
か
。

（
九
）
　
団
藤
・
刑
法
一
一
八
頁
。
団
藤
教
授
の
所
説
に
影
響
さ
れ
た
か
に
み
え
る
判
決
と
し
て
、
大
阪
高
機
昭
和
三
二
年
＝
月
＝
旦
口
同
室
特
四
巻
五

　
　
八
五
頁
参
照
。
こ
の
判
例
は
、
井
上
・
前
掲
（
二
〇
）
六
七
頁
に
引
用
し
て
お
い
た
。

（
一
〇
）
　
木
村
。
新
刑
法
読
本
二
一
一
頁
。
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