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背

任

罪

の

本

質

一
　
つ
　
の
　
覚
　
書

井

上

正

ム
ロ

・
γ

　
　
　
一
わ
た
し
は
、
か
．
て
、
わ
た
く
し
の
走
法
各
論
L
（
昭
二
七
年
）
に
お
い
て
、
荏
罪
の
晶
性
に
つ
き
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
こ
と

　
　
が
あ
る
。
　
「
長
喜
は
目
的
犯
で
あ
っ
て
、
自
己
も
し
く
は
第
三
者
の
利
益
を
は
か
り
、
ま
た
は
本
人
に
損
害
を
加
え
る
目
的
を
有
す
る
こ

　
　
と
が
必
要
で
あ
る
。
か
か
る
目
的
は
、
行
為
の
違
法
性
を
決
定
す
る
主
観
的
違
法
要
素
で
あ
る
。
こ
の
目
的
が
任
務
に
背
い
た
行
為
を
利

　
　
欲
犯
た
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
現
行
法
の
規
定
に
は
、
本
人
に
損
害
を
加
え
る
目
的
と
い
う
股
棄
的
な
る
犯
罪
が
ふ
く
ま
れ

　
　
て
い
る
。
仮
案
は
、
こ
の
鍛
心
的
な
る
背
任
罪
を
み
と
め
な
い
。
正
当
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
自
己
ま
た
は
第
三
者
の
利
益
を
は
か
る

　
　
目
的
と
は
、
不
法
領
得
の
目
的
を
い
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
財
産
上
の
利
益
に
か
ぎ
る
べ
き
で
あ
り
、
精
神
的
利
益
は
ふ
く
ま
れ
な
い
（

　
　
小
野
二
七
三
頁
、
反
対
木
村
一
六
五
頁
）
。
判
例
は
、
精
神
的
利
益
を
も
ふ
く
む
と
解
し
て
い
る
（
大
判
大
三
・
一
〇
・
一
六
刑
録
二
〇
斬

　
　
一
八
六
七
頁
）
。
こ
の
目
的
は
、
排
他
的
動
機
と
し
て
欲
求
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
（
木
村
一
六
五
頁
、
瀧
川
一
七
一
頁
）
．
自
己
ま
た

　
　
は
第
三
者
の
利
益
を
は
か
る
こ
と
に
つ
き
、
未
必
的
認
識
だ
け
し
か
存
し
な
い
と
き
に
は
、
利
欲
犯
と
し
て
の
背
任
行
為
が
み
と
め
ら
れ

　
　
が
た
く
な
る
（
反
対
小
野
二
七
三
頁
）
」
と
説
い
て
い
る
。
こ
の
短
い
説
明
の
中
に
さ
え
、
現
在
か
ら
考
え
る
と
余
り
に
も
多
く
の
誤
謬

説　
　
が
存
す
る
の
で
あ
っ
て
、
結
局
、
当
時
、
背
任
罪
の
構
造
に
つ
き
全
く
理
解
を
欠
い
て
い
た
こ
と
を
卒
直
に
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。
ま
ず

論　
　
第
一
に
背
任
罪
に
お
け
る
目
的
と
は
不
法
領
得
の
目
的
を
い
う
の
で
は
な
い
。
も
っ
と
端
的
に
い
え
ば
、
背
任
罪
に
は
不
法
領
得
の
目
的
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を
必
要
と
し
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
の
財
産
犯
の
ば
あ
い
と
同
じ
よ
う
に
、
背
任
罪
に
も
不
法
領
得
の
目
的
を
探
し
出
そ
う

説　
　
と
無
理
を
し
た
た
め
、
背
任
罪
に
お
け
る
目
的
性
を
不
法
領
得
の
目
的
と
単
純
に
誤
解
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
誤
り
で
あ
る
。
他
の
い

論　
　
く
つ
か
の
誤
謬
は
、
す
べ
て
、
こ
こ
に
源
を
も
つ
。
そ
の
あ
げ
く
、
背
任
罪
に
お
け
る
目
的
性
に
は
精
神
的
利
益
を
ふ
く
ま
な
い
か
の
ご

　
　
と
く
説
き
、
或
い
は
こ
の
目
的
は
欲
求
に
限
ら
れ
る
か
の
ご
と
く
断
言
す
る
説
に
容
易
に
左
位
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
い
ず
れ

　
も
正
し
く
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
背
任
罪
が
殿
棄
的
性
格
を
も
っ
て
も
別
段
お
か
し
く
も
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
に
お

　
　
い
て
、
刑
法
各
論
に
お
け
る
所
説
は
、
こ
の
際
い
さ
ぎ
よ
く
改
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
　
そ
れ
で
は
、
そ
う
改
面
す
る
に
至
．
た
所
以
の
も
の
は
ど
こ
に
あ
．
た
か
．
最
近
、
「
財
産
犯
の
諸
問
題
」
と
し
三
馨
躍
葛
）
、

　
　
い
ろ
い
ろ
の
財
産
犯
を
判
例
理
論
に
即
し
て
検
討
し
て
来
た
結
果
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
直
接
に
は
、
背
任
罪
と
詐
欺
横
領
罪
の
関

　
係
に
思
い
を
致
す
こ
と
に
よ
り
、
背
任
罪
の
本
質
に
つ
き
大
い
に
反
省
を
要
す
る
も
の
の
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
問

　
題
は
、
背
任
罪
と
横
領
罪
と
の
区
別
忙
つ
き
、
わ
が
国
の
有
力
な
る
学
説
の
趨
勢
が
ど
う
固
っ
て
い
る
に
し
ろ
、
わ
れ
わ
れ
は
も
う
一
度

　
そ
の
支
配
的
な
見
解
を
疑
っ
て
み
る
必
要
は
あ
り
は
し
な
い
か
に
帰
せ
ら
れ
る
。
背
任
罪
と
横
領
罪
と
の
区
別
に
つ
い
て
は
、
別
に
こ
れ

　
を
考
察
す
る
こ
と
と
し
て
、
こ
の
小
稿
で
は
、
背
任
罪
の
目
的
性
に
つ
き
一
つ
の
覚
書
を
記
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

　
　
二
　
わ
が
国
の
有
力
な
る
学
説
は
、
わ
ず
か
に
一
二
の
も
の
を
除
き
、
背
任
罪
と
横
領
罪
と
の
区
別
に
つ
き
、
極
め
て
単
純
に
こ
れ
を

　
　
一
般
法
と
特
別
法
と
の
関
係
に
お
い
て
あ
や
し
ま
な
い
。
横
領
罪
は
自
己
の
占
有
す
る
他
人
の
物
に
対
す
る
背
信
的
犯
罪
で
あ
り
、
こ
れ

　
に
た
い
し
、
背
任
罪
は
物
以
外
の
利
益
に
対
す
る
背
信
的
犯
罪
で
あ
る
と
な
す
。
こ
う
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
両
者
を
区
別
す
る
こ

　
と
は
理
論
的
に
不
可
能
で
は
な
い
が
、
し
か
し
こ
う
い
う
見
解
は
ま
ず
第
一
に
背
任
罪
の
歴
史
的
位
置
づ
け
を
誤
っ
て
い
る
。
か
っ
て
、

　
背
任
罪
の
歴
史
を
素
描
七
て
こ
う
述
べ
て
お
い
た
。

　
　
　
「
背
任
罪
は
英
米
法
に
は
存
し
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
刑
法
第
四
〇
八
条
は
、
鋤
び
信
ω
α
①
8
コ
臣
碧
。
①
な
る
名
称
に
よ
り
背
任
罪
を
規
定
し
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て
い
る
が
、
こ
れ
は
元
来
委
託
物
横
領
を
対
象
と
す
る
犯
罪
に
す
ぎ
な
い
。
わ
が
旧
刑
法
に
さ
え
背
任
罪
の
規
定
は
な
い
。
当
然
の
こ
と

　
　
と
し
て
、
ロ
ー
マ
法
も
古
い
ド
ィ
ッ
法
も
背
任
罪
を
知
ら
な
い
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
一
五
七
七
年
連
邦
警
察
法
に
お
い
て
後
見
人
の
背
任

　
　
を
処
罰
し
た
こ
と
に
は
じ
ま
る
。
そ
の
後
プ
ロ
イ
セ
ン
州
法
に
お
い
て
、
任
意
代
理
人
、
仲
立
人
、
財
産
管
理
人
の
背
任
を
処
罰
す
る
と

　
　
こ
ろ
ま
で
拡
大
さ
れ
た
が
、
興
味
あ
る
こ
と
に
、
横
領
罪
と
背
任
罪
と
も
区
別
さ
れ
ず
、
詐
欺
罪
の
一
つ
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
た
。
一

　
　
八
七
一
年
の
刑
法
が
、
カ
ズ
ィ
ス
テ
ィ
シ
ュ
な
刑
罰
規
定
を
は
じ
め
て
お
い
た
が
、
そ
れ
で
も
『
大
き
な
詐
欺
罪
の
構
成
要
件
の
背
後
に

　
　
あ
る
影
』
　
（
Φ
ヨ
ω
。
冨
再
三
9
ω
①
ヨ
三
a
Φ
『
α
①
ヨ
伽
q
8
ω
ω
窪
し
d
Φ
霞
轟
ω
富
一
げ
Φ
ω
酔
9
・
巳
）
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
　
一
九
三

　
　
三
年
の
法
律
は
、
全
体
財
産
に
対
す
る
犯
罪
行
為
の
基
本
類
型
と
し
て
一
般
的
構
途
を
も
つ
背
任
の
構
成
要
件
を
定
立
し
、
実
際
生
活
の

　
　
い
ろ
ん
な
事
例
を
そ
こ
に
含
ま
し
め
よ
う
と
し
た
が
、
こ
れ
ま
た
成
功
し
な
か
っ
た
。
ド
イ
ツ
現
行
法
は
、
一
九
五
三
年
に
大
巾
な
改
正

　
　
を
経
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
、
背
任
罪
と
い
う
犯
罪
は
若
い
。
背
任
罪
の
歴
史
的
な
新
ら
し
さ
が
、
わ
が
判
例
を
し
て
、
背

　
　
任
罪
を
財
産
犯
に
お
け
る
補
充
的
な
類
型
と
理
解
さ
せ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
（
井
上
、
前
掲
（
八
）
警
察
研
究
三
一
巻
一
〇
号
六
六
頁
）
。
背
任
罪
の
歴
史
は
こ
の

　
　
よ
う
に
極
め
て
若
い
。
　
一
七
・
八
世
紀
に
お
い
て
は
、
プ
ロ
シ
ャ
刑
法
が
そ
う
で
あ
っ
た
ご
と
く
、
背
任
罪
は
加
重
さ
れ
た
詐
欺
罪
の
類

　
　
型
と
さ
れ
て
い
た
。
一
九
世
紀
に
至
り
、
フ
ラ
ン
ス
刑
法
の
影
響
に
よ
り
、
は
じ
め
て
独
立
の
犯
罪
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
背
任
罪
が
独

　
　
嘉
し
た
後
も
、
ド
ィ
ッ
普
通
法
上
の
。
ユ
ヨ
Φ
⇔
h
巴
玖
の
中
に
組
み
誉
れ
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
蓋
し
、
当
時
と
く
に
処
罰
さ
れ
て
い

　
　
た
後
見
人
に
よ
る
被
後
見
財
産
の
費
消
あ
る
い
は
官
公
吏
に
よ
る
公
金
の
費
消
な
ど
の
ば
あ
い
に
、
少
く
と
も
偽
誓
が
あ
ろ
う
し
虚
偽
の

　
　
決
算
報
告
が
な
さ
れ
た
た
め
と
い
わ
れ
て
い
る
。
背
信
罪
に
比
し
、
横
領
罪
の
歴
史
は
古
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両
者
を
考
察
し

　
　
て
、
た
ま
た
ま
そ
こ
に
背
信
性
と
い
う
共
通
の
要
素
を
見
出
し
え
た
か
ら
と
い
っ
て
、
直
ち
に
一
般
法
・
特
別
法
の
関
係
に
あ
る
と
し

説　
　
て
、
両
者
を
同
じ
次
元
に
お
い
て
論
じ
る
こ
と
が
正
し
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
両
者
の
犯
罪
の
歴
史
を
無
視
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

論　
　
　
の
み
な
ら
ず
、
両
者
を
一
般
法
・
特
別
法
の
関
係
に
お
こ
う
と
す
る
こ
と
は
、
判
例
の
論
理
で
も
な
か
っ
た
。
な
る
ほ
ど
判
例
の
中
に
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は
、
客
体
が
他
人
の
物
か
そ
れ
と
も
そ
れ
以
外
の
財
産
上
の
利
益
か
と
い
う
こ
と
に
横
領
罪
と
背
任
罪
と
の
限
界
を
求
め
よ
う
と
し
た
も

説
．

　
　
の
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

論

　
　
刑
法
第
二
百
四
十
七
条
二
規
定
ス
ル
背
信
ノ
罪
ハ
其
ノ
明
文
ノ
示
ス
如
ク
他
人
ノ
為
メ
其
事
務
ヲ
処
理
ス
ル
者
自
己
若
ク
ハ
第
三
者
ノ
利
益
ヲ
図
り
又

　
　
ハ
本
人
二
損
害
ヲ
与
フ
ル
ノ
目
的
ヲ
以
テ
其
ノ
任
務
二
背
キ
タ
ル
行
為
ヲ
為
シ
本
人
二
財
産
上
ノ
損
害
ヲ
加
ヘ
タ
ル
ニ
．
因
り
デ
成
立
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以

　
テ
本
件
ノ
如
グ
他
人
ノ
委
託
ヲ
受
ケ
テ
其
ノ
事
務
ノ
管
理
ヲ
為
ス
ニ
当
り
本
入
二
払
渡
シ
又
ハ
引
渡
ス
ヘ
キ
金
品
ヲ
横
領
シ
タ
ル
者
モ
．
亦
背
信
罪
ト
シ
テ

　
同
条
ヲ
適
用
ス
ヘ
キ
ニ
似
タ
リ
ト
錐
モ
自
己
ノ
占
有
ス
ル
他
人
ノ
物
ヲ
横
領
シ
タ
ル
場
合
二
面
テ
ハ
刑
法
第
二
百
五
十
二
条
二
規
定
ア
リ
テ
他
人
ノ
委
託

　
ヲ
受
ケ
事
務
ノ
管
理
ヲ
為
ス
者
力
本
人
二
払
渡
シ
又
ハ
引
渡
ス
ヘ
キ
金
品
ヲ
横
領
ス
ル
ノ
所
為
ハ
正
シ
ク
刑
法
第
二
百
五
十
二
条
ノ
規
定
二
該
当
ス
ル
ヲ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
へ
　
　
　
ゐ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
以
テ
叙
上
ノ
所
為
二
対
シ
テ
ハ
前
掲
二
条
ノ
規
定
ヲ
併
セ
テ
適
用
ス
ヘ
キ
や
若
ク
国
尽
レ
カ
其
一
ヲ
適
用
ス
ヘ
キ
ヤ
ノ
問
題
ヲ
生
ス
依
テ
此
二
条
ノ
規
定

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ゐ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
マ
　
　
ヨ
　
　
リ
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ね
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
マ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
リ

　
ヲ
比
照
ス
ル
・
二
第
二
百
四
十
七
条
ノ
規
定
ハ
犯
罪
構
成
ノ
要
件
ト
シ
テ
一
般
的
二
本
人
二
財
産
上
ノ
損
害
ヲ
加
ヘ
タ
ル
事
実
ヲ
要
求
ス
ル
ニ
反
シ
第
二
百

　
　
へ
　
ぬ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
レ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
ゐ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ミ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
ね
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
ぬ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
ぬ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

　
五
十
二
条
ハ
自
己
ノ
占
有
ス
ル
他
人
ノ
物
ヲ
横
領
シ
タ
ル
特
別
ナ
ル
事
実
ヲ
要
シ
而
カ
モ
他
人
ノ
物
ヲ
横
領
シ
タ
ル
犯
人
力
他
人
ノ
為
熟
ニ
其
事
務
ヲ
処

　
　
ヘ
　
　
ヨ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヨ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
カ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヨ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
う
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
理
ス
ル
者
タ
ル
ト
否
ト
ヲ
区
別
セ
サ
・
ル
ヲ
以
テ
他
人
ノ
物
ヲ
占
有
ス
ル
息
出
其
ノ
物
ヲ
横
領
シ
タ
ル
場
合
二
付
キ
テ
ハ
刑
法
第
二
百
五
十
二
条
ヲ
適
用
シ

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ゐ
　
　
ヘ
　
　
マ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
う
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヨ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ら
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ゐ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
た
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
刑
法
第
二
百
四
十
七
条
ハ
他
人
ノ
事
務
ヲ
脂
漏
ス
ル
者
力
自
己
ノ
占
有
ス
ル
他
人
ノ
物
ヲ
横
領
シ
タ
ル
場
合
ヲ
除
キ
其
他
ノ
方
法
ヲ
以
テ
本
人
二
財
産
上

ゐ
三
口
塗
櫛
総
宏
嚇
会
商
ゑ
配
意
含
蚕
ハ
露
墾
塗
か
一
蹴
…
…
－
（
大
判
明
四
三
年
一
二
月
＝
ハ
日
刑
口
寄
ハ
輯
二
二
一
四
頁
）
．

そ
の
他
に
も
、
こ
う
い
う
立
場
を
表
現
し
た
判
例
と
し
て
い
く
つ
か
の
も
の
が
あ
っ
た
（
歎
謂
妬
輝
壷
一
宮
塗
筆
三
重
㌫

鰍
製
仁
撫
養
如
）
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
判
例
も
、
行
為
の
探
が
他
人
の
物
で
あ
る
場
倉
は
必
ず
横
領
罪
が
成
立
す
る
も

の
で
あ
っ
て
、
背
任
罪
は
決
し
て
成
立
し
な
い
と
ま
で
判
示
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
現
に
、
判
例
の
中
に
は
、
金
銭
と
い
う
物
を
本

人
の
計
算
に
お
い
て
歪
に
暮
け
た
事
例
に
た
い
し
守
護
罪
の
農
繁
認
め
な
い
も
の
が
あ
．
た
（
論
言
書
糊
監
塁
壁
爺

典
儀
巻
）
。
そ
う
か
と
い
っ
て
雲
影
の
計
籍
お
い
て
行
え
ば
横
領
罪
に
、
交
の
計
算
に
お
い
て
行
え
ば
背
任
罪
養
う
と
い
う
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の
で
は
な
い
。
本
人
の
計
算
に
お
い
て
行
っ
て
も
横
領
罪
に
問
わ
れ
た
も
の
が
あ
る
。
最
近
一
つ
の
判
例
が
あ
っ
た
。

　
　
社
団
法
人
た
る
森
林
組
合
を
代
表
し
組
合
業
務
一
切
を
掌
理
す
る
組
合
長
お
よ
び
組
合
長
を
補
佐
し
組
合
業
務
を
執
行
す
る
組
合
常
務
理
事
が
、
農
林

　
漁
業
資
金
融
通
法
（
昭
和
二
六
年
法
律
第
一
〇
五
号
）
の
規
定
に
よ
り
政
府
か
ら
組
合
に
対
し
、
組
合
員
に
造
林
資
金
と
し
て
転
貸
交
付
す
る
目
的
を
も

　
っ
て
貸
付
さ
れ
、
右
転
貸
資
金
以
外
の
い
か
な
る
用
途
に
も
流
用
支
出
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
金
員
を
組
合
の
た
め
業
務
上
保
管
中
共
謀
の
上
そ
の
保
管

　
方
法
と
使
途
の
規
正
に
反
し
、
も
っ
ぱ
ら
第
三
者
た
る
地
方
公
共
団
体
の
利
益
を
図
り
、
そ
の
諸
経
費
支
払
資
金
に
充
て
し
め
る
た
め
、
ほ
し
い
ま
ま
に

　
こ
れ
に
貸
付
支
出
し
た
と
き
は
、
対
政
府
関
係
に
お
け
る
融
資
条
件
違
反
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
ま
た
た
と
え
そ
の
金
員
が
組
合
の
．
所
有
に
属
し
、
右

　
第
三
者
に
対
す
る
貸
付
が
組
合
名
義
を
も
っ
て
処
理
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
横
領
罪
の
成
立
に
必
．
要
な
不
法
領
得
の
意
思
あ
り
と
認
め
て
妨
げ
な
く
業

務
上
横
領
罪
が
成
立
す
三
賜
昭
三
響
一
一
望
二
日
）
。

　
　
　
こ
う
な
っ
て
来
る
と
、
背
任
罪
と
横
領
罪
と
の
限
界
づ
け
は
、
た
ん
に
一
般
法
・
特
別
法
と
い
う
よ
う
な
単
純
な
も
の
で
は
な
く
、
か

　
　
な
り
面
倒
な
問
題
と
な
っ
て
来
る
。
た
ん
に
、
横
領
罪
は
物
に
た
い
す
る
背
信
犯
で
あ
り
背
任
罪
は
そ
の
他
の
利
益
に
対
す
る
背
信
犯
と

　
　
い
う
だ
け
で
は
、
既
に
判
例
の
理
論
に
も
衝
突
す
る
。
そ
こ
で
藤
木
助
教
授
は
、
最
近
、
横
領
罪
や
背
任
罪
に
関
す
る
多
く
の
判
例
を
渉

　　

ﾂ
し
た
後
（
藤
木
、
領
得
行
為
（
総
合
判
例
研
究
曹
書
刑
法
へ
1
1
＞
同
・
北
二
陣
…
非
（
払
削
掲
）
　
一
⊥
八
頁
、
　
二
〇
⊥
ハ
頁
）
）
、
委
託
物
に
対
す
る
処
分
行
為
が
行
為
者
の
裂
的
権
限
の
範
囲
内
に
属
し

　
　
且
つ
本
人
の
た
め
の
事
務
処
理
と
み
な
さ
れ
た
場
合
に
は
そ
の
処
分
行
為
じ
た
い
は
合
法
で
あ
り
横
領
罪
を
構
成
し
な
い
も
の
と
解
し
、

　
　
そ
こ
で
、
委
託
物
に
対
す
る
背
任
罪
の
成
立
は
、
「
こ
の
場
合
に
、
行
為
の
背
信
性
　
　
実
体
的
違
法
性
　
　
は
、
物
の
処
分
自
体
の
背
信
性

　
　
に
で
は
な
く
一
け
だ
し
処
分
自
体
は
行
為
者
が
合
法
的
に
な
し
う
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
　
　
そ
の
抽
象
的
権
限
の
行
使
に
あ
た
っ
て
の

　
　
信
任
関
係
違
背
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
結
局
帰
す
る
と
こ
ろ
、
判
例
は
、
横
領
罪
を
委
託
物
に
関
す
る
権
限
逸
脱
の
行
為
と

∵
荏
罪
は
選
外
の
権
限
濫
用
の
行
為
と
し
て
い
る
と
も
い
え
三
選
と
さ
れ
覧
こ
の
轡
は
苦
心
の
竿
分
つ
か

　
　
が
い
う
る
が
、
し
か
し
、
実
は
権
限
逸
脱
と
か
権
限
濫
用
と
か
区
別
し
て
み
て
も
、
物
に
対
す
る
背
信
行
為
を
横
領
と
み
そ
の
他
の
背
信
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論説
行
為
を
背
任
と
考
え
る
通
説
と
ど
こ
が
違
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
　
「
両
罪
の
関
係
は
択
一
関
係
に
属
す
る
で
あ
ろ
う
が
「
一
般
法

特
別
法
の
関
係
に
あ
る
と
い
っ
て
も
差
支
え
は
あ
る
ま
い
」
と
い
う
み
い
ま
い
な
結
論
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
上
、
藤
木
助
教
授
じ
し

ん
認
め
ら
れ
る
ご
と
く
、
　
「
権
限
逸
脱
も
権
限
濫
用
も
ひ
ろ
い
意
味
で
は
背
任
行
為
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
が
、
そ
れ
で
い
て
、
権
限
逸
脱

と
い
う
点
で
は
背
信
性
が
な
く
権
限
濫
用
と
い
う
点
で
は
背
信
性
が
あ
る
と
は
ど
う
い
う
意
味
か
。
物
の
処
分
行
為
に
つ
き
、
抽
象
的
権

限
の
濫
用
と
い
う
点
に
お
い
て
違
法
性
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
そ
の
前
に
、
そ
の
処
分
行
為
じ
た
い
が
違
法
な
の

で
は
な
い
か
。
そ
の
疑
問
に
答
え
る
の
に
、
た
ん
に
違
法
性
は
段
階
を
附
し
う
る
概
念
と
い
っ
た
だ
け
で
は
、
説
得
力
に
乏
し
い
。
物
の

処
分
行
為
が
違
法
で
な
い
と
い
い
う
る
た
め
に
は
、
そ
こ
に
物
に
対
す
る
不
法
領
得
が
認
め
ら
れ
な
い
た
め
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
横

領
罪
に
お
け
る
領
得
行
為
を
説
明
す
る
に
は
、
物
に
対
す
る
不
法
領
得
が
あ
っ
た
か
否
か
を
問
題
に
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
物
に
対
す
る
不

法
領
得
が
あ
れ
ば
横
領
罪
が
成
立
し
、
そ
れ
が
権
限
逸
脱
か
ど
う
か
は
二
次
的
な
意
味
し
か
な
い
。
領
得
行
為
は
こ
う
説
明
す
る
こ
と
が

正
し
い
（
井
上
、
前
掲
口
警
察
研
究
三
一
四
四
号
四
〇
頁
）
・
す
な
わ
ち
、
物
に
対
す
る
背
信
性
が
あ
．
て
も
、
そ
の
生
じ
た
い
を
不
法
嶺
得
し
な
け
れ
ば
、
濫

罪
は
成
立
し
な
い
。
逆
に
い
え
ば
、
物
を
不
法
領
得
す
れ
ば
、
そ
こ
に
横
領
罪
が
認
め
ら
れ
、
違
法
な
物
の
領
得
行
為
が
同
時
に
背
信
性

な
い
し
は
権
限
の
逸
脱
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
よ
う
な
背
信
性
や
権
限
逸
脱
は
自
己
の
占
有
す
る
他
人
の
物
の
領
得
に
伴
う
当
然
の
こ
と
と

し
て
積
極
的
な
意
議
を
有
し
な
い
。
こ
れ
は
、
横
領
罪
が
、
窃
盗
罪
と
同
じ
く
早
く
か
ら
、
領
得
行
為
と
し
て
成
立
し
た
歴
史
に
忠
実
な

解
釈
で
あ
る
と
思
う
。
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
す
で
に
滞
川
幸
辰
教
授
に
み
ら
れ
た
。
そ
し
て
そ
う
な
る
と
、
背
任
罪
の
み
が
、
文
字
ど

お
り
、
背
信
性
を
本
質
と
す
る
犯
罪
で
あ
っ
て
、
背
信
性
に
積
極
的
な
意
義
を
認
め
え
な
い
横
領
罪
と
は
、
一
般
法
．
特
別
法
の
関
係
は
な

い
・
荏
罪
は
、
せ
い
ぜ
い
、
財
産
犯
に
お
い
て
補
充
土
嚢
を
有
す
る
に
と
ど
ま
る
（
井
上
前
掲
囚
六
七
頁
以
下
は
す
で
に
こ
の
点
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ
る
）
。

　
三
　
背
任
罪
の
本
質
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
る
。
非
常
に
緩
や
か
な
背
信
説
か
ら
事
務
処
理
説
・
権
限
濫
用
説
を
へ
て
代
理
権
濫
用
説

に
至
る
ま
で
、
い
ろ
い
ろ
の
学
説
が
あ
っ
た
。
そ
の
い
ず
れ
を
正
し
と
す
る
か
は
、
別
に
く
わ
し
く
考
察
す
る
こ
と
と
し
よ
う
。
背
任
罪
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つ

　
　
の
成
立
を
ど
の
範
囲
に
認
め
る
べ
き
か
は
、
背
任
罪
が
い
か
な
る
意
義
に
お
い
て
補
充
的
犯
罪
と
い
わ
れ
う
る
か
を
考
え
る
こ
と
に
な

　
　
る
。
背
任
罪
が
財
産
犯
に
数
え
ら
れ
る
理
由
は
、
背
信
行
為
の
結
果
、
本
人
に
財
産
上
の
損
害
を
加
え
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
だ
が
、
本
人

　
　
に
財
産
上
の
損
害
を
加
え
た
背
信
行
為
が
す
べ
て
背
任
罪
と
な
る
の
で
あ
っ
て
は
、
そ
の
範
囲
が
余
り
に
も
広
す
ぎ
は
し
な
い
か
。
ま
た

　
　
そ
う
い
う
背
信
説
は
、
背
任
罪
が
成
立
す
る
範
囲
を
は
じ
め
は
一
々
列
挙
し
い
か
に
も
遠
慮
し
が
ち
に
そ
の
限
界
を
画
し
て
来
た
歴
史
上

　
　
の
経
緯
を
無
視
す
る
も
の
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
わ
が
構
成
要
件
は
、
背
任
罪
の
成
立
の
た
め
に
、
目
己
ま
た
は
第
三
者
の
利
益
を
図

　
　
り
若
く
は
本
人
に
損
害
を
加
え
る
目
的
の
あ
っ
た
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
本
人
の
利
益
を
図
る
目
的
に
出
た
ば
あ
い

　
　
に
は
、
背
任
行
為
の
存
在
を
否
定
す
る
。
も
し
背
信
説
に
立
て
ば
、
そ
の
よ
う
な
主
観
的
目
的
の
あ
っ
た
こ
と
を
必
要
と
し
な
い
よ
う
に

　
　
思
う
。
蓋
し
、
本
人
か
ら
委
託
信
任
を
受
け
た
者
が
そ
の
委
託
信
任
に
背
い
て
本
人
に
財
産
上
の
損
害
を
加
え
れ
ば
、
ふ
つ
う
は
本
入
の

　
　
利
益
を
図
る
目
的
の
な
か
っ
だ
こ
と
を
示
し
、
そ
れ
で
も
本
人
の
利
益
を
図
る
目
的
が
あ
っ
た
と
い
う
ば
あ
い
は
稀
で
あ
る
。
そ
ん
な
稀

　
　
な
ば
あ
い
ま
で
わ
ざ
わ
ざ
構
成
要
件
に
掲
げ
て
お
く
必
要
は
な
い
。
も
し
そ
う
い
う
稀
な
ば
あ
い
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
違
法
阻
却
事
由

　
　
と
し
て
扱
え
ば
足
り
る
。
委
託
信
任
に
背
い
た
ば
あ
い
で
も
本
人
の
利
益
を
図
ろ
う
と
し
た
も
の
だ
と
い
わ
れ
う
る
た
め
に
は
、
い
わ
ゆ

　
　
る
冒
険
取
引
の
余
地
が
な
く
て
は
な
ら
ず
、
そ
う
い
う
冒
険
取
引
が
考
え
ら
れ
る
主
体
は
、
独
立
固
有
の
権
限
の
あ
る
者
で
あ
る
必
要
は

　
　
な
い
に
し
て
も
少
く
と
も
あ
る
程
度
の
包
括
的
権
限
が
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
の
見
解
は
、
権
限
濫
用

　
　
説
に
近
い
。
権
限
濫
用
説
に
近
い
解
釈
に
立
て
ば
こ
そ
、
背
任
罪
の
補
充
的
意
義
を
十
分
に
理
解
せ
し
め
る
こ
と
と
な
る
。

　
　
　
こ
の
よ
う
に
権
限
濫
用
説
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
主
観
的
目
的
は
積
極
的
な
意
義
を
有
す
る
に
至
る
。
す
な
わ
ち
今
述
べ
た
ご
と
く
、

　
　
そ
の
主
観
的
目
的
は
、
本
人
の
利
益
を
図
る
目
的
の
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
、
冒
険
取
引
と
し
て
許
容
さ
れ
る

説　
　
範
囲
を
逸
脱
し
た
こ
と
を
示
す
。
い
い
か
え
れ
ば
、
あ
る
程
度
権
限
の
濫
用
が
あ
っ
た
に
し
て
も
、
そ
れ
が
冒
険
取
引
と
し
て
許
容
さ
れ

論　
　
る
範
囲
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
限
り
は
、
背
任
行
為
を
認
め
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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背
任
罪
の
主
観
的
目
的
に
そ
う
い
う
役
割
を
考
え
れ
ば
’
そ
の
目
的
、
は
、
敢
え
て
財
産
的
目
的
で
な
く
と
も
足
り
る
し
、
ま
た
股
棄
的
目

的
で
あ
っ
て
も
よ
く
、
要
す
る
に
本
人
の
利
益
を
図
る
目
的
で
な
か
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
さ
え
ず
れ
ば
十
分
で
あ
る
。
自
分
じ
し
ん
の
人

格
的
身
分
的
利
益
を
図
る
目
的
の
ば
あ
い
で
も
、
本
人
の
利
益
を
図
る
目
的
で
な
か
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
う
る
の
で
、
背
任
罪
に
お
け

る
目
的
と
し
て
は
＋
分
で
あ
る
。
こ
れ
は
親
の
理
解
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
（
蟹
勧
誹
各
）
、
こ
の
解
釈
は
以
上
の
よ
う
に
解
す
れ

ば
正
し
い
。
判
例
は
、
銀
行
取
締
役
が
自
己
の
信
用
面
目
を
維
持
す
る
た
め
不
当
に
利
益
配
当
し
た
ば
あ
い
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
自
己
の

利
益
を
図
る
目
的
で
あ
る
と
な
し
た
。

　
　
刑
法
第
二
百
四
十
七
条
ハ
明
二
本
人
二
三
世
上
ノ
損
害
ヲ
加
ヘ
タ
ル
事
実
ア
ル
コ
ト
ヲ
要
求
ス
ル
ニ
拘
ラ
ス
自
己
若
ク
ハ
第
三
者
ノ
利
益
ヲ
図
ル
目
的

　
又
ハ
本
学
二
損
害
ヲ
加
フ
ル
目
的
ア
ル
ヲ
以
テ
足
レ
リ
ト
シ
特
旨
利
益
翌
日
損
害
力
財
産
二
関
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
可
キ
旨
ヲ
明
定
セ
ス
或
ハ
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
条
ノ
罪
力
財
産
二
対
ス
ル
罪
種
ナ
ル
点
ヨ
リ
立
論
シ
テ
当
然
財
産
上
ノ
利
益
又
ハ
損
害
ノ
ミ
ヲ
指
扇
ス
ト
断
定
ス
ル
者
ナ
キ
ヲ
保
セ
ス
ト
難
モ
既
二
同
条

　
ひ
笹
舟
済
ダ
か
如
外
壁
な
茄
罫
か
鋤
熟
財
慶
卦
ゐ
数
罫
劣
ト
弘
要
ゑ
照
臨
外
笹
一
鄭
跡
蛮
野
ゑ
…
総
外
盈
ト
弘
認
可
一
冨
仏
亦

　
弥
必
ゐ
胚
拒
芯
ハ
降
静
ト
渉
外
か
朴
益
黙
か
掛
制
圧
も
亦
財
謄
か
附
み
か
，
ト
ナ
慰
み
亦
お
理
肝
卦
卦
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
之
ヲ
刑
法
力
其
ノ
第
二
百
三
十
六
条
及
第

　
二
百
四
十
九
条
二
伸
テ
明
二
財
産
上
不
法
ノ
利
益
ヲ
云
々
ト
使
用
シ
タ
ル
用
語
例
二
三
ス
レ
ハ
特
二
財
産
上
ノ
利
益
ト
限
定
セ
サ
ル
場
合
二
於
テ
ハ
之
ヲ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
リ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
マ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
マ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
う
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
広
義
二
解
釈
セ
サ
ル
ヲ
得
ス
之
ヲ
要
ス
ル
ニ
前
志
条
項
二
所
謂
自
己
ノ
利
益
ヲ
図
ル
目
的
ト
ハ
身
分
上
ノ
利
益
其
他
総
テ
自
己
ノ
利
益
ヲ
図
ル
目
的
ナ
ル

　
マ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
サ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　
ヲ
以
テ
足
レ
リ
ト
シ
必
ス
シ
モ
其
財
産
上
ノ
利
益
．
ヲ
図
ル
目
的
ナ
ル
コ
ト
ヲ
要
目
ス
又
同
条
ノ
窒
素
所
謂
目
的
ヲ
特
定
シ
タ
ル
罪
種
二
属
シ
従
テ
他
人
ノ

　
為
メ
其
事
務
ヲ
処
理
ス
ル
者
ヵ
其
任
務
二
背
キ
タ
ル
行
為
ヲ
為
シ
本
志
二
損
害
ヲ
加
ヘ
タ
ル
場
合
二
於
テ
モ
自
己
若
ク
ハ
第
三
者
ノ
利
益
ヲ
図
ル
目
的
又

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
も
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ

　
日
本
人
二
損
害
ヲ
加
フ
ル
目
的
払
出
テ
サ
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
罪
ト
為
ス
可
キ
行
為
ナ
リ
ト
セ
サ
ル
ヲ
以
テ
若
シ
其
目
的
ニ
シ
テ
本
人
ノ
利
益
ヲ
図
ル
ニ
在
リ

　
　
し
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヨ
　
　
　
　
ぬ
　
　
　
　
リ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
セ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
ぬ
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
も

　
ト
ス
レ
ハ
之
ヲ
豊
艶
サ
ル
モ
ノ
ト
鳥
目
サ
ル
ヲ
得
ス
原
判
決
ノ
判
示
事
実
ハ
『
被
告
人
ハ
（
中
略
）
株
式
会
社
能
登
実
業
銀
行
ノ
取
締
役
在
職
中
（
中
略
）

　
自
己
ノ
信
用
面
目
ヲ
保
持
ス
ル
目
的
ヲ
以
テ
（
中
略
）
取
締
役
タ
ル
任
務
二
背
キ
（
中
略
）
利
益
配
当
ヲ
為
シ
タ
ル
為
メ
同
銀
行
ヲ
シ
テ
合
計
金
三
万
五

　
千
円
ノ
損
失
ヲ
被
う
シ
メ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
』
ト
云
フ
ニ
．
在
り
ト
錐
モ
其
指
示
二
君
ル
証
拠
中
子
点
二
関
ス
ル
モ
ノ
ト
認
ム
可
キ
ハ
塩
野
仙
太
郎
二
対
ス
ル
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検
事
聴
取
書
ノ
供
述
記
載
ノ
ミ
ニ
シ
テ
単
二
『
銀
行
移
転
ノ
当
初
ヨ
リ
掌
モ
配
当
セ
サ
ル
ニ
於
テ
ハ
其
体
面
上
信
用
ヲ
維
持
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
以
テ
云

々
銀
行
ノ
年
々
悲
境
二
進
ミ
予
期
ノ
配
当
ヲ
為
シ
得
ヘ
キ
利
益
ナ
カ
リ
シ
ヲ
以
テ
単
二
信
用
ヲ
維
持
シ
面
目
ヲ
保
ツ
目
的
ヲ
以
テ
云
々
』
ト
記
載
ア
ル
ニ

過
キ
ス
而
シ
テ
前
示
記
載
ハ
之
ヲ
銀
行
ノ
信
用
面
目
ヲ
保
持
ス
ル
目
的
ナ
リ
ト
解
ス
可
ク
之
ヲ
被
告
人
ノ
信
用
面
目
ヲ
保
持
ス
ル
目
的
ナ
リ
ト
云
フ
コ
ト

ヲ
得
ス
シ
テ
株
式
会
社
能
登
実
業
銀
行
ハ
其
取
締
役
タ
ル
被
告
人
二
対
ス
ル
本
人
ナ
ル
ヲ
以
テ
結
局
原
判
決
ハ
被
告
人
自
身
ノ
信
用
量
目
ヲ
保
持
ス
ル
目

的
二
物
テ
本
件
ノ
行
為
ヲ
為
シ
タ
ル
事
実
ヲ
認
定
シ
タ
ル
ニ
拘
バ
ラ
ス
其
証
拠
説
明
ト
シ
テ
ハ
却
テ
本
人
ノ
利
益
ヲ
図
ル
目
的
二
出
テ
タ
リ
ト
認
ム
可
キ

「供

q
記
載
ヲ
掲
示
多
ル
嘉
シ
其
理
由
一
垂
ナ
ル
灘
ア
呈
頁
サ
ル
ヲ
得
ス
（
大
判
大
三
年
一
〇
月
一
六
日
刑
二
二
〇
輯
一
八
六
七
頁
）
。

　
　
　
こ
の
判
例
が
、
「
若
シ
其
目
的
ニ
シ
テ
本
人
ノ
利
益
ヲ
図
ル
ニ
在
リ
ト
ス
レ
バ
之
ヲ
罰
セ
ナ
ル
モ
ノ
ト
言
ハ
ナ
ル
ヲ
得
ス
」
と
説
示
し
て

　
　
い
る
と
こ
ろ
は
、
前
述
の
ご
と
く
、
背
任
罪
に
お
け
る
目
的
性
を
正
し
く
理
解
し
て
い
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
銀
行
取
締
役
が
自

　
　
己
の
信
用
面
目
を
保
持
す
る
目
的
か
ら
不
当
な
利
益
配
当
を
し
た
ば
あ
い
に
は
、
そ
の
目
的
が
財
産
的
目
的
で
は
な
く
と
も
、
も
ち
ろ
ん
本

　
　
人
の
利
益
を
図
る
目
的
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
冒
険
取
引
を
問
題
に
す
る
余
地
は
全
然
な
い
。
そ
し
て
ま
た
、
自
己
ま
た
は

　
　
第
三
者
の
利
益
を
図
り
本
人
に
損
害
を
加
え
る
目
的
が
未
必
的
に
存
在
し
て
も
、
　
本
人
の
利
益
を
図
る
目
的
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

　
　
に
な
っ
て
、
背
任
行
為
が
認
め
ら
れ
る
。
牧
野
博
士
は
、
　
「
犯
罪
の
結
果
た
る
本
人
の
財
産
上
の
損
害
に
対
す
る
認
識
の
外
特
別
な
る
動

　　
w
v
す
る
も
の
と
解
す
べ
し
」
（
牧
野
、
日
本
刑
法
下
巻
四
二
四
頁
）
と
さ
れ
る
が
、
本
条
の
ば
あ
い
に
限
．
て
、
目
的
を
動
機
と
同
視
す
る
理
由
は
な
い

　
　
し
、
ま
た
自
己
ま
た
は
第
三
者
の
利
益
を
図
り
本
人
に
損
害
を
加
え
る
点
に
つ
い
て
確
定
的
認
撃
要
す
る
と
い
う
早
年
も
あ
る
が
（
貌
．

　　

d
量
）
、
こ
れ
に
も
＋
分
な
理
由
は
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
そ
う
い
う
見
解
は
、
背
信
説
に
立
つ
こ
と
が
却
．
て
目
的
の
存
在
姦
意
義
な

　
　
ら
し
め
る
こ
と
を
物
語
っ
て
は
い
な
い
か
。
も
ち
ろ
ん
、
自
己
ま
た
は
第
三
者
の
利
益
を
図
る
こ
と
に
未
必
的
認
識
が
あ
っ
て
も
、
根
本

説　
　
の
動
機
が
本
人
の
利
益
を
図
る
こ
と
に
な
っ
て
お
れ
ば
、
背
任
罪
は
成
立
し
な
い
。
そ
う
い
う
複
雑
な
ば
あ
い
を
予
想
し
て
、
背
任
罪
に

論　
　
お
け
る
目
的
は
動
機
で
あ
る
必
要
が
あ
り
或
い
は
少
く
と
も
確
定
的
認
識
を
要
す
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
が
、
つ
ね
に
そ
の
必
要
は
な
い
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そ
う
い
う
特
別
な
ば
あ
い
を
一
般
化
す
る
こ
と
は
誤
っ
て
い
る
。

　
こ
う
い
う
解
釈
は
、
た
ん
に
理
論
的
帰
結
か
ら
だ
け
で
は
な
い
。
　
別
の
機
会
に
詳
細
に
検
討
す
る
つ
も
り
で
は
あ
る
が
、
わ
が
判
例

が
、
背
任
罪
の
主
体
に
つ
き
、
必
ず
し
も
独
立
固
有
の
権
限
を
も
っ
て
他
人
の
事
務
を
処
理
す
る
者
に
か
ぎ
ら
な
い
、
補
助
機
関
に
す
ぎ

な
い
者
を
も
ふ
く
む
、
と
い
っ
て
お
る
が
、
こ
れ
は
実
は
権
限
濫
用
説
に
近
い
厳
し
い
解
釈
を
捨
て
た
も
の
で
は
な
い
。
判
例
が
い
わ
ゆ

る
背
信
説
に
立
つ
か
の
よ
う
に
説
明
す
る
こ
と
は
、
果
し
て
正
し
い
解
釈
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
そ
の
意
味
で
は
、
わ
れ
わ
れ
の
解
釈
は
却

っ
て
判
例
の
論
理
に
忠
実
で
あ
っ
て
、
そ
れ
か
ら
は
ず
れ
て
は
い
な
い
。

　
四
　
横
領
罪
と
背
任
罪
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
わ
が
多
く
の
学
説
も
、
す
で
に
見
解
が
固
定
し
た
も
の
と
し
て
か
、
余
り
関
心
を
払

お
う
と
は
し
な
い
。
し
か
し
や
は
り
問
題
は
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
小
稿
は
、
横
領
罪
の
本
質
を
自
己
の
占
有
す
る
他
人
の
財
物
を
不
法

領
得
す
る
こ
と
じ
た
い
に
求
め
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
か
り
に
そ
こ
に
背
信
性
が
認
め
ら
れ
て
も
、
こ
の
背
信
性
は
財
物
の
不
法
領

得
と
い
う
行
為
の
か
げ
に
か
く
れ
る
。
た
ん
に
財
物
に
対
す
る
不
法
処
分
が
横
領
罪
を
構
成
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
質
権
者
が

質
物
と
し
て
受
け
取
っ
て
い
た
物
件
を
質
権
者
の
委
託
を
受
け
て
保
管
中
、
こ
れ
を
質
物
所
有
者
に
交
付
し
た
ば
あ
い
、
判
例
は
質
権
の

侵
害
鐘
由
と
し
て
荏
罪
を
認
め
た
（
大
判
明
四
四
年
一
〇
月
一
三
日
云
云
一
七
輯
一
六
九
八
頁
）
．
正
し
い
と
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
．
ま
た
次
の
朔
を
み
よ

う
Q

　
会
社
ノ
役
員
ヵ
自
己
ノ
担
任
セ
ル
事
務
ノ
執
行
上
会
社
ノ
不
用
品
ヲ
売
却
ス
ル
ニ
際
シ
買
主
二
其
情
ヲ
明
カ
シ
所
謂
売
却
代
金
ノ
幾
部
ヲ
自
己
二
領
得

シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
行
為
ハ
或
ハ
背
任
罪
ト
ナ
リ
或
ハ
横
領
罪
ト
ナ
ル
ヘ
キ
場
合
ア
リ
テ
擬
律
上
法
ノ
適
用
ヲ
異
ニ
ス
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
之
ヵ
裁
判
ヲ
為
ス
ニ

ハ
此
点
二
関
ス
ル
事
実
ヲ
審
究
シ
判
決
二
其
事
実
関
係
ヲ
明
確
二
判
示
ス
ル
ノ
要
ア
ル
モ
ノ
ト
ス
蓋
シ
犯
人
力
当
初
ヨ
リ
所
謂
売
却
代
金
ヲ
自
己
二
領
得

ス
ル
ノ
意
思
ヲ
以
テ
会
社
ノ
不
用
品
ヲ
相
当
価
格
二
売
却
シ
ナ
ヵ
ラ
会
社
二
対
シ
テ
ハ
低
価
二
売
却
シ
タ
ル
モ
ノ
ノ
如
ク
装
ヒ
其
差
額
ヲ
自
己
二
領
得
シ

タ
ル
ト
キ
ハ
仮
令
犯
人
ト
．
買
主
ト
ノ
間
二
，
金
円
ノ
授
受
ア
リ
タ
リ
ト
ス
ル
モ
其
行
為
ハ
純
然
タ
ル
背
任
行
為
ニ
シ
テ
横
領
ノ
行
為
二
非
ス
之
二
反
シ
テ
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当
初
ヨ
リ
所
謂
売
却
代
金
ヲ
自
己
二
領
得
ス
ル
ノ
意
思
ア
リ
タ
リ
ト
ス
ル
モ
犯
人
力
会
社
二
代
リ
テ
該
代
金
ヲ
受
領
シ
其
全
部
ヵ
会
社
ノ
物
ト
ナ
リ
タ
ル

ニ
拘
バ
ラ
ス
自
己
ノ
占
有
中
其
警
部
ヲ
自
己
二
領
得
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
行
為
ハ
純
然
ダ
ル
背
任
行
為
二
非
ス
シ
テ
横
領
罪
ヲ
以
テ
処
分
ス
ヘ
キ
行
為
ナ
レ

ハ
ナ
リ
（
大
判
大
三
年
六
月
二
二
日
刑
録
二
〇
輯
＝
二
一
七
頁
）

論説

　
こ
こ
に
判
示
さ
れ
た
行
為
の
態
様
は
、
い
ず
れ
も
財
物
に
関
す
る
犯
罪
で
は
あ
る
が
、
一
は
自
己
の
占
有
す
る
刺
入
の
財
物
を
不
法
に

領
得
し
た
ば
あ
い
で
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
ば
あ
い
に
の
み
横
領
罪
が
成
立
す
る
と
な
す
の
は
正
し
い
理
解
で
あ
っ
た
。

　
そ
う
す
る
と
、
横
領
罪
は
背
信
的
な
犯
罪
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
背
任
罪
だ
け
を
背
信
的
犯
罪
と
考
え
て
お
け
ば
足
り
る
。

も
は
や
、
背
任
罪
と
横
領
罪
と
を
一
般
法
・
特
別
法
の
関
係
に
お
い
て
考
え
る
必
要
は
な
く
、
背
任
罪
の
背
信
性
を
横
領
罪
の
そ
れ
の
ご

と
く
広
く
緩
や
か
に
解
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
背
任
罪
の
背
信
性
は
、
背
任
罪
の
本
質
を
洞
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
独
自
に
検
討
す

れ
ば
足
り
る
。
こ
う
し
て
、
通
説
よ
り
も
も
っ
と
厳
し
く
、
む
し
ろ
、
権
限
濫
用
説
に
近
い
立
場
か
ら
背
任
罪
を
構
成
す
べ
き
で
は
な
い

か
。
そ
う
な
っ
て
は
じ
め
て
、
背
任
罪
に
お
け
る
目
的
性
も
正
し
い
理
解
に
達
す
る
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
小
稿
は
た
ん
に
覚
書
の
域
を
出
な
い
が
、
わ
た
く
し
じ
し
ん
背
任
罪
の
本
質
に
つ
き
は
じ
め
に
述
べ
た
ご
と
く
説
を
改
め
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
ま
た
そ
れ
は
わ
が
通
説
の
容
易
に
は
認
あ
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
ら
、
急
い
で
批
判
を
仰
ぐ
意
味
に
お

い
て
も
、
こ
の
機
会
に
発
表
し
て
お
く
。
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