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【
事
実
の
概
要
】

　
一
　
ω
　
原
告
X
は
、
か
つ
て
世
帯
主
と
し
た
悪
酒
A
と
四
人
の

子
供
の
計
六
人
か
ら
な
る
世
帯
（
以
下
「
旧
世
帯
」
と
い
う
）
を
形

成
し
て
お
り
、
旧
世
帯
は
昭
和
五
三
年
三
月
一
＝
日
～
昭
和
五
九
年

四
月
一
日
及
び
昭
和
六
一
年
一
〇
月
六
日
～
昭
和
六
二
年
九
月
一
日

の
期
間
、
生
活
保
護
法
（
以
下
単
に
「
法
」
と
い
う
）
に
基
づ
く
被

保
護
世
帯
と
な
っ
て
い
た
（
以
下
そ
れ
ぞ
れ
「
第
一
次
保
護
」
「
第

二
次
保
護
」
と
い
う
）
。

　
②
　
第
一
次
保
護
に
つ
い
て
は
、
A
が
自
動
車
を
使
用
し
て
い
る

と
の
通
報
に
よ
り
、
被
告
Y
が
X
ら
に
対
し
右
自
動
車
を
売
却
ま
た

は
返
却
す
る
よ
う
指
導
を
行
っ
た
。
Y
は
そ
の
後
右
自
動
車
に
つ
い

て
の
売
却
及
び
返
却
の
事
実
等
の
確
認
を
せ
ず
、
そ
の
後
も
自
動
車

に
関
す
る
具
体
的
な
指
導
は
特
に
行
わ
れ
な
か
っ
た
。

　
⑧
　
第
二
次
保
護
に
つ
い
て
は
、
Y
が
、
保
護
期
間
中
に
自
動
車

が
A
を
使
用
者
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
把
握
し
、
こ
れ
を

X
ら
に
指
摘
し
た
。
こ
れ
に
対
し
X
は
、
A
は
名
義
を
貸
し
た
だ
け

で
あ
る
旨
釈
明
し
た
が
、
Y
は
旧
世
帯
に
お
い
て
右
自
動
車
を
購
入

し
た
も
の
で
あ
る
と
判
断
し
、
自
動
車
購
入
を
理
由
に
第
二
次
保
護

を
廃
止
し
た
。

　
ω
　
そ
の
後
、
X
ら
は
、
昭
和
六
二
年
一
〇
月
一
四
日
付
け
で
自

動
車
の
使
用
者
名
義
を
変
更
し
た
上
で
、
同
年
一
二
月
八
日
、
再
度

生
活
保
護
の
申
請
を
し
た
。
し
か
し
、
実
際
は
A
が
ま
だ
自
動
車
を

所
有
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
Y
よ
り
疑
わ
れ
た
た
め
、
X
ら
は

保
護
受
給
を
あ
き
ら
め
、
昭
和
六
三
年
一
月
一
四
日
、
X
は
A
名
義

で
代
筆
し
た
辞
退
届
を
Y
に
提
出
し
、
右
申
請
を
取
り
下
げ
た
。

二
　
ω
　
X
は
、
平
成
元
年
七
月
二
四
日
に
A
と
離
婚
し
、
同
年
九

月
九
日
、
世
帯
主
X
と
四
人
の
子
供
の
計
五
人
か
ら
構
成
さ
れ
る
世
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帯
を
被
保
護
世
帯
と
し
て
Y
に
生
活
保
護
申
請
（
以
下
「
本
件
申

請
」
と
い
う
）
を
し
、
Y
は
右
申
請
の
日
付
け
で
生
活
保
護
を
開
始

し
た
（
以
下
「
本
件
保
護
」
と
い
う
）
。
そ
の
際
Y
は
、
第
二
次
保

護
期
間
中
の
自
動
車
の
そ
の
後
に
つ
い
て
調
査
を
行
っ
た
。
そ
の
結

果
Y
は
、
自
動
車
を
第
二
次
保
護
期
間
中
に
旧
世
帯
が
購
入
し
、
本

件
申
請
の
直
前
ま
で
旧
世
帯
な
い
し
X
が
継
続
し
て
所
有
、
使
用
し

て
い
た
も
の
と
判
断
し
、
そ
の
他
保
護
受
給
歴
に
あ
ら
わ
れ
た
自
動

車
の
所
有
等
に
関
す
る
事
情
を
併
せ
考
慮
し
た
結
果
、
保
護
開
始
か

ら
間
が
な
い
う
ち
に
書
面
に
よ
る
二
七
条
指
示
が
必
要
で
あ
る
と
判

断
し
た
。
そ
の
後
Y
は
X
に
対
し
、
平
成
元
年
＝
月
一
〇
日
付
で
、

自
動
車
の
所
有
、
借
用
及
び
仕
事
以
外
で
の
運
転
の
禁
止
を
文
書
で

指
示
し
た
（
以
下
「
本
件
指
示
」
と
い
う
）
。

　
②
　
本
件
保
護
の
開
始
決
定
後
、
X
は
平
成
三
年
一
〇
月
か
ら
平

成
四
年
一
二
月
ま
で
の
間
、
M
と
い
う
縫
製
会
社
に
勤
務
し
て
い
た
。

M
は
交
通
の
便
の
悪
い
と
こ
ろ
に
あ
り
、
ま
た
X
は
肺
炎
の
既
往
歴

や
、
貧
血
や
肋
間
神
経
痛
の
持
病
に
よ
り
、
バ
イ
ク
や
自
転
車
に
よ

る
通
勤
も
支
障
が
あ
っ
た
た
め
、
X
は
、
X
の
弟
の
所
有
す
る
赤
の

軽
自
動
車
や
友
人
の
自
動
車
を
借
用
し
た
り
、
ま
た
同
僚
の
車
に
同

乗
し
て
通
勤
を
し
て
い
た
。
X
担
当
の
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
は
、
X
が

車
を
使
用
し
て
し
て
い
る
こ
と
を
現
認
し
、
ま
た
X
が
自
動
車
に

乗
っ
て
い
る
旨
の
通
報
が
Y
に
も
届
い
て
い
た
。
平
成
四
年
一
二
月

二
日
、
X
担
当
の
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
は
、
X
が
Y
に
保
護
費
の
受
領

に
訪
れ
た
際
、
友
人
の
自
動
車
を
使
用
し
て
い
る
の
を
現
認
し
た
た

め
、
Y
に
X
を
連
れ
戻
し
、
以
前
現
認
し
た
自
動
車
に
つ
い
て
も
併

せ
て
指
摘
し
た
。
X
は
Y
に
対
し
、
自
動
車
の
使
用
に
つ
い
て
も
特

に
否
定
す
る
こ
と
な
く
、
今
後
自
動
車
の
所
有
、
借
用
及
び
運
転
を

し
な
い
こ
と
と
違
反
し
た
場
合
は
保
護
を
辞
退
す
る
旨
記
載
し
た
誓

約
書
を
作
成
し
、
提
出
し
た
。

　
㈹
　
X
は
M
を
退
職
後
、
平
成
五
年
六
月
か
ら
同
年
九
月
ま
で
H

と
い
う
パ
ン
屋
に
勤
務
し
た
。
H
は
X
の
自
宅
か
ら
約
一
・
五
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
の
場
所
に
あ
り
、
X
は
バ
イ
ク
で
通
勤
す
る
こ
と
が
多

か
っ
た
も
の
の
、
一
．
ヶ
月
に
一
〇
日
は
長
女
名
義
の
自
動
車
を
使
用

し
て
通
勤
し
て
い
た
。
X
担
当
の
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
は
、
X
が
Y
に

保
護
費
を
受
け
取
り
に
来
た
際
長
女
名
義
の
自
動
車
を
運
転
し
て
い

る
の
を
現
認
し
、
ま
た
H
に
長
女
名
義
の
自
動
車
が
止
ま
っ
て
い
る

の
も
現
認
し
距
が
、
特
に
指
導
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。

　
ω
　
平
成
五
年
九
月
三
〇
日
、
X
は
長
女
か
ら
体
の
具
合
が
悪
い

か
ら
来
て
く
れ
と
頼
ま
れ
、
翌
一
〇
月
一
日
、
保
護
費
を
受
け
取
っ

た
そ
の
足
で
長
女
方
に
向
か
お
う
と
考
え
、
赤
の
軽
自
動
車
で
Y
へ

寄
っ
た
帰
途
、
X
担
当
の
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
に
運
転
を
現
認
さ
れ
、
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Y
に
呼
び
戻
さ
れ
た
。
Y
は
X
に
対
し
、
同
月
六
日
に
Y
に
お
い
て

弁
明
の
機
会
を
与
え
る
旨
記
載
し
た
聴
聞
通
知
書
を
交
付
し
た
。
同

月
六
日
の
X
の
弁
明
を
経
て
、
Y
は
X
に
対
し
、
同
月
一
八
日
付
で
、

本
件
指
示
に
X
が
違
反
し
た
と
し
て
、
同
年
＝
月
一
日
を
も
っ
て

本
件
保
護
を
廃
止
す
る
旨
の
決
定
を
行
っ
た
（
以
下
「
本
件
処
分
」

と
い
う
）
。

　
三
－
X
は
同
年
一
一
月
二
日
、
福
岡
県
知
事
に
対
し
、
本
件
処
分

に
つ
い
て
審
査
請
求
を
し
た
が
、
平
成
六
年
三
月
二
八
日
、
右
審
査

請
求
は
棄
却
さ
れ
、
さ
ら
に
、
同
年
四
月
二
一
日
、
厚
生
大
臣
に
対

し
本
件
処
分
に
つ
い
て
再
審
査
請
求
を
し
た
が
、
同
年
七
月
一
九
日
、

右
再
審
査
請
求
も
棄
却
さ
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
X
が
、
本
件
指
示

は
法
二
七
条
一
項
等
に
違
反
す
る
の
で
、
そ
れ
を
前
提
と
し
た
本
件

処
分
は
法
六
二
条
三
項
、
五
六
条
に
違
反
す
る
と
し
て
、
本
件
処
分

の
取
消
を
請
求
し
て
起
こ
し
た
の
が
本
件
で
あ
る
。

【
判
旨
】
　
認
容
（
確
定
）

　
一
　
ω
　
法
二
七
条
、
法
六
二
条
一
項
、
法
施
行
規
則
一
八
条
、

局
長
通
達
の
運
用
は
、
「
法
六
二
条
三
項
に
よ
る
保
護
の
停
廃
止
等

が
被
保
護
者
の
生
活
に
関
わ
る
重
大
な
不
利
益
処
分
で
あ
る
こ
と
に

か
ん
が
み
、
指
導
指
示
の
遵
守
義
務
違
反
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て

も
直
ち
に
右
処
分
を
選
択
す
る
の
で
は
な
く
、
再
度
右
義
務
を
遵
守

さ
せ
る
機
会
を
与
え
る
と
と
も
に
、
当
該
指
導
指
示
の
内
容
を
明
確

に
す
る
べ
く
書
面
を
も
っ
て
被
保
護
者
に
知
ら
し
め
、
そ
れ
で
も
違

反
し
た
場
合
に
初
め
て
処
分
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
の
が
妥

当
で
あ
る
と
の
趣
旨
で
定
め
ら
れ
た
も
の
と
解
さ
れ
」
、
「
し
た
が
っ

て
、
二
七
条
指
示
は
、
保
護
支
給
開
始
後
、
実
施
機
関
が
保
護
費
の

利
用
状
況
や
就
労
状
況
等
を
継
続
的
に
把
握
し
た
上
で
必
要
が
あ
る

と
認
め
た
場
合
に
、
ま
ず
は
口
頭
に
よ
り
行
い
、
続
い
て
書
面
に
よ

り
行
う
と
い
う
経
過
を
た
ど
る
の
が
通
常
と
考
え
ら
れ
る
」
。

　
②
　
「
Y
が
、
旧
世
帯
に
対
す
る
従
前
の
保
護
の
経
緯
や
今
回
の

申
請
の
直
前
ま
で
X
ら
が
自
動
車
を
所
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
た

こ
と
か
ら
、
離
婚
後
の
X
世
帯
に
お
い
て
も
、
保
護
開
始
の
時
点
に

お
い
て
、
自
動
車
の
所
有
等
を
禁
止
す
る
旨
の
二
七
条
指
示
が
必
要

で
あ
る
と
判
断
し
た
こ
と
に
は
一
応
合
理
性
が
認
め
ら
れ
、
ま
た
、

右
の
判
断
材
料
及
び
経
過
か
ら
す
る
と
、
指
示
の
方
法
と
し
て
、
も

は
や
口
頭
に
は
よ
り
が
た
く
文
書
に
よ
る
指
示
が
必
要
と
判
断
し
た

こ
と
に
つ
い
て
も
裁
量
権
の
逸
脱
が
あ
っ
た
も
の
と
い
う
こ
と
は
で

き
」
ず
、
し
た
が
っ
て
、
「
本
件
指
示
は
法
二
七
条
に
基
づ
く
指
示

で
あ
り
、
本
件
処
分
の
前
提
た
り
得
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
」
。

　
二
　
ω
　
「
法
四
条
に
よ
る
資
産
の
活
用
と
い
う
と
き
に
、
当
該
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資
産
が
最
低
限
度
の
生
活
の
内
容
と
し
て
適
当
か
ど
う
か
と
い
う
観

点
か
ら
そ
の
保
有
の
可
否
が
検
討
さ
れ
る
と
同
様
に
、
借
用
物
に
つ
，

い
て
も
、
そ
も
そ
も
こ
れ
を
利
用
す
る
こ
と
が
最
低
限
度
の
生
活
と

し
て
容
認
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
も
含
め
て
、
．
そ
の
借
用
の

可
否
が
検
討
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
は
当
然
で
あ
」
る
。

　
②
　
本
件
指
示
前
は
、
旧
世
帯
及
び
X
に
つ
い
て
自
動
車
の
所
有

及
び
使
用
を
容
認
す
べ
き
事
情
は
何
ら
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
よ

り
、
Y
が
「
X
に
対
し
、
自
動
車
の
所
有
等
を
禁
止
す
る
指
示
を
与

え
た
こ
と
は
相
当
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
。
も
っ
と
も
、
「
生
活
用
品

と
し
て
の
自
動
車
の
所
有
等
は
原
則
と
し
て
禁
止
さ
れ
る
も
の
の
、

一
定
の
要
件
を
満
た
す
と
き
に
は
許
容
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
の
で
あ

り
、
ま
し
て
仕
事
以
外
で
の
自
動
車
の
運
転
を
全
面
的
に
禁
止
さ
れ

る
い
わ
れ
は
な
い
か
ら
、
本
件
指
示
は
そ
の
表
現
に
お
い
て
い
さ
さ

か
適
切
さ
を
欠
い
て
い
る
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
な

が
ら
、
問
題
は
そ
の
実
際
の
運
用
で
あ
り
」
、
「
本
件
指
示
の
表
現
に

や
や
不
適
切
な
部
分
が
あ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
直
ち
に
本
件
指
示

が
、
そ
の
内
容
に
お
い
て
違
法
性
を
有
す
・
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
」
。

　
三
　
本
件
指
示
違
反
の
有
無
に
つ
い
て
は
、
事
実
二
②
～
ω
よ
り
、

「
X
の
自
動
車
使
用
に
つ
い
て
は
、
M
へ
の
通
勤
時
の
使
用
を
除
い

て
も
、
H
勤
務
時
等
本
件
指
示
に
違
反
す
る
利
用
が
認
め
ら
れ
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
」
。

　
四
　
本
件
処
分
の
手
続
上
の
違
法
の
有
無
に
つ
い
て
は
、
事
実
二

ω
よ
り
、
Y
は
法
六
二
条
四
項
規
定
の
手
続
を
履
践
し
た
上
で
本
件

処
分
を
行
っ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
、
X
主
張
の
よ
う
な
手
続
上
の
違

法
は
認
め
ら
れ
な
い
。

　
五
ω
①
「
本
件
指
示
は
、
適
法
な
二
七
条
指
示
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
も
の
の
、
本
件
保
護
の
申
請
は
、
X
が
A
と
離
婚
し
た
後
、

X
を
世
帯
主
と
す
る
保
護
の
申
請
で
あ
り
、
単
に
旧
世
帯
か
ら
A
が

離
脱
し
た
だ
け
で
あ
る
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
A
の
影
響
を
排
し

て
質
的
に
異
な
る
別
個
の
世
帯
が
形
成
さ
れ
た
と
み
る
べ
き
側
面
が

あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
し
、
書
面
に
よ
る
二
七
条
指
示
の
違
反
は

直
ち
に
法
六
二
条
三
項
に
よ
り
不
利
益
処
分
に
つ
な
が
る
可
能
性
を

有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
併
せ
る
と
、
X
に
対
す
る
指
導
と

し
て
は
、
ま
ず
口
頭
に
よ
る
指
示
を
行
う
か
、
保
護
開
始
決
定
後
し

ば
ら
く
経
過
を
観
察
し
た
上
で
な
お
必
要
性
あ
り
ど
認
め
た
と
こ
ろ

で
書
面
に
よ
る
二
七
条
指
示
を
行
う
こ
と
を
考
慮
す
る
余
地
が
十
分

あ
っ
・
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
本
件
指
示
は
、
相
当

性
の
点
で
問
題
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
」
。

　
②
本
件
指
示
は
「
内
容
に
お
い
て
違
法
性
が
あ
る
と
ま
で
は
認

め
ら
れ
な
い
も
の
の
、
少
な
く
と
も
そ
の
表
現
に
お
い
て
不
適
切
で
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あ
り
、
相
当
で
は
な
い
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
特
に
本
件
に

則
し
て
い
え
ば
、
い
か
な
る
事
情
が
あ
っ
て
も
自
動
車
の
借
用
が
認

め
ら
れ
な
い
か
の
如
き
記
載
に
な
っ
て
い
る
点
は
問
題
で
あ
っ
て
、

使
用
の
必
要
性
が
高
い
場
合
等
一
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、

借
用
に
よ
る
自
動
車
の
使
用
を
認
め
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
よ
う
な

場
合
に
ま
で
こ
れ
を
認
め
な
い
こ
と
は
裁
量
権
の
逸
脱
又
は
濫
用
と

し
て
、
違
法
と
な
る
こ
と
も
あ
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
。
そ
し
て
、
実
際
の
運
用
に
つ
い
て
も
、
「
自
動
車
の
所
有
及
び

借
用
を
原
則
と
し
て
禁
止
す
る
趣
旨
の
理
解
が
必
ず
し
も
十
分
で
な

く
、
そ
の
た
め
に
X
の
自
動
車
使
用
の
必
要
性
に
対
す
る
配
慮
を
欠

き
、
通
達
、
問
答
集
や
本
件
指
示
の
内
容
を
形
式
的
に
適
用
し
て
対

応
し
て
い
た
傾
向
が
う
か
が
わ
れ
る
な
ど
、
決
し
て
問
題
が
な
か
っ

た
と
は
い
え
な
い
」
。

　
③
「
Y
が
違
反
行
為
と
し
て
認
識
し
て
い
た
も
の
の
う
ち
、
少

な
く
と
も
M
へ
の
通
勤
に
つ
い
て
は
自
動
車
の
使
用
が
許
容
さ
れ
る

余
地
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
そ
う
だ
と
す
る
と
、
主
要
な
違
反

行
為
は
、
平
成
五
年
六
月
か
ら
の
H
勤
務
時
以
降
の
使
用
行
為
に
と

ど
ま
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
間
、
平
成
四
年
一
二
月
二
日

に
な
さ
れ
た
Y
か
ら
X
に
対
す
る
指
導
は
、
そ
の
前
提
と
な
る
主
要

な
違
反
行
為
が
右
許
容
さ
れ
る
余
地
の
あ
る
M
へ
の
通
勤
の
た
め
の

使
用
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
こ
れ
が
適
切
な
指
導
方
法
で

あ
っ
た
か
ど
う
か
問
題
が
残
る
し
、
そ
の
後
本
件
処
分
時
ま
で
、
何

時
も
X
の
自
動
車
使
用
を
現
認
等
し
な
が
ら
何
ら
の
指
導
等
を
行
っ

て
い
な
い
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
疑
問
を
提
起
し
な
い
わ
け
に
は
い

か
な
い
。
X
世
帯
に
対
す
る
保
護
の
必
要
性
が
あ
る
こ
と
は
疑
問
の

余
地
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
保
護
の
実
施
機
関
と
し
て
は
、
で
き

る
限
り
X
世
帯
に
不
利
益
処
分
が
及
ぶ
こ
と
の
な
い
よ
う
に
最
後
ま

で
十
分
な
指
導
を
尽
く
す
べ
き
で
あ
る
の
に
、
む
し
ろ
こ
れ
は
反
対

の
姿
勢
と
も
映
り
か
ね
な
い
」
。

　
②
　
「
指
示
違
反
を
理
由
に
被
保
護
者
に
不
利
益
処
分
を
課
す
場

合
に
は
、
被
保
護
者
の
保
護
の
必
要
性
に
も
十
分
配
慮
す
る
必
要
が

あ
り
、
特
に
保
護
の
廃
止
処
分
は
、
被
保
護
者
の
最
低
限
度
の
生
活

の
保
障
を
奪
う
重
大
な
処
分
で
あ
る
か
ら
、
違
反
行
為
に
至
る
経
緯

や
違
反
行
為
の
内
容
等
を
総
合
的
に
考
慮
し
、
違
反
の
程
度
が
右
処

分
に
相
当
す
る
よ
う
な
重
大
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
て
、

そ
れ
に
至
ら
な
い
程
度
の
違
反
行
為
に
つ
い
て
は
、
何
ら
か
の
処
分

が
必
要
な
場
合
で
も
、
保
護
の
変
更
や
停
止
な
ど
の
よ
り
軽
い
処
分

を
選
択
す
べ
き
で
あ
る
」
。
X
の
場
合
、
本
件
指
示
違
反
の
行
為
が

繰
り
返
さ
れ
て
お
り
、
X
の
規
範
意
識
の
希
薄
さ
は
否
定
で
き
ず
、

X
の
問
題
性
も
決
し
て
小
さ
く
は
な
い
が
、
「
X
世
帯
の
要
保
護
性
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は
高
い
上
、
本
件
処
分
の
前
提
と
な
る
本
件
指
示
の
態
様
及
び
そ
の

内
容
等
に
前
記
の
と
お
り
の
問
題
が
あ
る
こ
と
、
直
接
の
違
反
行
為

自
体
の
内
容
が
自
動
車
の
借
用
に
よ
る
使
用
で
あ
っ
て
、
し
か
も
そ

の
う
ち
の
一
部
に
つ
い
て
は
許
容
さ
れ
る
余
地
も
あ
る
こ
と
、
近
時

自
動
車
の
普
及
率
が
著
し
く
高
ま
り
、
以
前
に
比
べ
る
と
比
較
的
身

近
な
生
活
用
品
に
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
な
ど
の
事
情
も
考
え
併
せ

る
と
、
X
の
違
反
行
為
は
直
ち
に
廃
止
処
分
を
行
う
べ
き
程
悪
質
な

も
の
と
ま
で
い
う
こ
と
は
で
き
ず
、
保
護
の
実
施
機
関
と
し
て
は
、

処
分
に
至
る
ま
で
に
な
お
自
動
車
使
用
に
関
す
る
適
切
な
指
導
を
試

み
、
又
は
こ
の
際
何
ら
か
の
処
分
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
も
、
保
護

の
変
更
や
停
止
と
い
っ
た
よ
り
軽
い
処
分
を
行
う
な
ど
し
て
、
X
の

規
範
意
識
の
酒
量
に
努
め
る
必
要
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
」
。

　
⑧
　
「
こ
れ
ら
の
事
情
を
総
合
し
て
判
断
す
る
と
、
Y
が
X
に
対

し
、
平
成
五
年
一
〇
月
の
時
点
で
、
直
ち
に
最
も
重
大
な
保
護
廃
止

処
分
を
行
っ
た
こ
と
は
重
き
に
失
し
、
処
分
の
相
当
性
に
お
い
て
、

保
護
実
施
機
関
に
与
え
ら
れ
た
裁
量
の
範
囲
を
逸
脱
し
た
も
の
と
い

う
べ
き
で
あ
っ
て
、
本
件
処
分
は
違
法
な
処
分
と
い
わ
ざ
る
を
得
な

い
」
。【

評
釈
】
　
趣
旨
の
結
論
に
賛
成
、
理
由
付
け
に
疑
問
あ
り

　
一
　
本
件
は
、
自
動
車
を
借
用
し
て
使
用
し
て
い
た
生
活
保
護
受

給
者
に
対
す
る
福
祉
事
務
所
長
の
保
護
廃
止
処
分
が
違
法
で
あ
る
と

し
て
、
そ
の
取
消
を
請
求
し
た
事
件
で
あ
る
。
こ
こ
数
年
、
生
活
保

護
の
廃
止
処
分
ま
た
は
保
護
費
の
減
額
処
分
を
巡
り
、
生
活
保
護
行

政
の
あ
り
方
を
問
題
と
す
る
訴
訟
が
各
地
で
相
次
い
で
い
る
が
（
例

え
ば
秋
田
地
曳
平
五
・
四
・
二
一
二
、
判
時
一
四
五
九
号
四
八
頁
・
京

都
地
勢
平
五
・
一
〇
・
二
五
、
判
時
一
四
九
七
号
一
一
二
頁
・
福
岡

高
曇
平
一
〇
・
一
〇
・
九
、
賃
社
一
二
四
〇
号
三
七
頁
な
ど
）
、
本
件

は
と
り
わ
け
自
動
車
の
使
用
と
い
う
被
保
護
者
の
生
活
上
の
自
己
決

定
・
自
由
の
尊
重
と
、
生
活
保
護
法
上
の
指
導
指
示
の
相
当
性
に
つ

い
て
判
示
し
た
事
例
で
あ
乙
。

　
本
件
の
争
点
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
重
要
な
も
の
は
O
り
本
件
指
示

の
違
法
性
及
び
ω
本
件
指
示
違
反
に
基
づ
く
本
件
処
分
の
相
当
性
、

の
二
点
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
以
下
こ
れ
ら
に
限
定
し
て
順

に
検
討
す
る
。

　
二
　
ω
　
ま
ず
本
件
は
、
本
件
指
示
の
適
法
性
に
つ
い
て
判
示
し

て
い
る
。
そ
も
そ
も
法
二
七
条
は
、
「
市
町
村
長
が
被
保
護
者
に
規

律
あ
る
生
活
を
維
持
さ
せ
、
こ
れ
が
健
全
な
社
会
の
一
員
と
し
て
自

立
し
て
行
く
た
め
に
必
要
と
認
め
る
指
導
及
び
指
示
を
な
し
得
る
こ

と
を
定
め
た
も
の
」
（
小
山
進
次
郎
『
生
活
保
護
法
の
解
釈
と
運
用
』
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（
日
本
社
会
事
業
協
会
、
一
九
五
〇
年
）
二
三
〇
頁
）
と
さ
れ
る
。

そ
し
て
法
二
七
条
の
指
導
指
示
に
つ
い
て
は
、
被
保
護
者
の
生
活
の

維
持
、
向
上
そ
の
他
保
護
の
目
的
達
成
に
必
要
な
指
導
指
示
で
あ
り

（
法
二
七
条
一
項
）
、
被
保
護
者
の
自
由
を
尊
重
し
、
必
要
の
最
小
限

度
に
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
同
条
二
項
）
、
ま
た
被
保
護
者
の
意

に
反
し
て
、
強
制
し
得
る
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
（
同
条
三

項
）
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
指
導
指
示
の
態
様
は
、
原
則
と
し
て
ま
ず

口
頭
で
行
い
、
目
的
を
達
せ
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
書
面
で
行
う
こ
と

と
さ
れ
、
ま
た
書
面
に
よ
る
指
示
違
反
で
な
け
れ
ば
、
法
六
二
条
三

項
に
よ
る
保
護
の
変
更
・
停
止
・
廃
止
処
分
を
行
え
な
い
（
法
施
行

規
則
一
八
条
）
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
裁
判
例
に

お
い
て
も
「
生
活
保
護
が
、
要
保
護
者
の
憲
法
に
由
来
す
る
権
利
と

し
て
行
わ
れ
て
い
る
以
上
、
被
保
護
者
の
生
活
に
対
す
る
干
渉
は
極

力
抑
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
理
念
に
基
づ
く
も
の
」
（
前
掲

秋
田
地
裁
判
決
、
判
時
一
四
五
九
号
五
九
頁
）
と
解
さ
れ
て
い
る
。

X
は
、
本
件
指
示
に
つ
い
て
①
X
が
離
婚
す
る
以
前
に
生
活
保
護
を

受
給
し
て
い
た
際
の
A
に
関
す
る
自
動
車
使
用
の
事
情
を
と
ら
え
て

な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
法
二
七
条
指
示
に
は
当
た
ら
な
い
、

②
X
に
関
す
る
自
動
車
使
用
の
必
要
性
等
を
検
討
し
な
い
ま
ま
、
所

有
の
み
な
ら
ず
借
用
ま
で
禁
止
し
た
も
の
で
、
法
二
七
条
に
反
す
る
、

と
主
張
し
て
い
る
。

　
②
　
上
記
①
に
つ
い
て
、
本
件
で
は
、
本
件
指
示
が
本
件
保
護
の

開
始
直
後
に
文
書
で
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
本
件
保
護
に
つ
い

て
、
口
頭
に
よ
る
指
導
を
経
ず
に
文
書
に
よ
る
指
示
を
必
要
と
す
る

根
拠
と
し
て
、
旧
世
帯
が
自
動
車
の
購
入
を
理
由
に
第
二
次
保
護
を

廃
止
さ
れ
た
と
い
う
保
護
の
経
緯
や
、
旧
世
帯
及
び
X
が
本
件
申
請

の
直
前
ま
で
自
動
車
を
所
有
し
て
い
た
こ
と
を
挙
げ
て
お
り
、
そ
れ

ゆ
え
Y
が
文
書
に
よ
る
本
件
指
示
を
必
要
で
あ
る
と
判
断
し
た
こ
と

に
つ
い
て
は
一
応
合
理
性
あ
り
と
判
示
す
る
。
確
か
に
Y
が
行
っ
た

調
査
結
果
か
ら
す
る
に
、
X
に
対
し
て
法
二
七
条
に
基
づ
く
何
ら
か

の
指
導
指
示
を
行
う
必
要
性
は
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
こ
こ

で
は
、
旧
世
帯
の
態
様
に
基
づ
い
て
本
件
指
示
を
行
っ
た
こ
と
よ
り
、

Y
は
A
を
世
帯
主
と
す
る
旧
世
帯
と
、
A
と
X
と
の
離
婚
後
に
形
成

さ
れ
、
X
を
世
帯
主
と
す
る
X
世
帯
と
は
同
一
の
、
ま
た
は
連
続
性

の
あ
る
世
帯
と
し
て
扱
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
世
帯
と
は
「
日
常
的
な
居
住
と
生
計
（
家
計
）
の
同
一
と
い
う
生

活
共
同
の
事
実
を
本
来
的
要
件
と
し
て
成
立
す
る
事
実
的
概
念
」

（
古
賀
昭
典
編
著
『
新
版
現
代
公
的
扶
助
法
論
』
（
法
律
文
化
社
、
一

九
九
七
年
）
一
四
七
頁
）
で
あ
る
が
、
出
か
せ
ぎ
・
寄
宿
・
入
院
な

ど
の
、
目
的
の
達
成
後
に
帰
来
が
予
定
さ
れ
て
い
る
場
合
は
居
住
が
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同
一
で
な
く
て
も
同
一
世
帯
と
認
定
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
X

世
帯
の
場
合
、
世
帯
主
は
X
で
あ
り
、
A
と
X
は
離
婚
後
に
同
居
し

て
い
る
事
実
は
な
い
こ
と
、
ま
た
X
の
就
労
に
よ
っ
て
X
世
帯
の
生

計
を
支
え
て
い
た
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
旧
世
帯
と
X
世
帯
に
つ
い
て
－

は
、
生
計
同
一
性
の
要
件
を
欠
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
ゆ
え

に
旧
世
帯
と
X
世
帯
と
は
同
一
性
ま
た
は
連
続
性
は
な
く
、
そ
れ
ぞ

れ
別
個
の
世
帯
と
し
て
扱
う
べ
き
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
ま
た
文
書

に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
本
件
指
示
に
つ
い
て
は
、
違
反
に
よ
る
不
利
益

処
分
が
な
さ
れ
る
と
い
う
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
併
せ
考
え
る
と
、

本
件
指
示
を
口
頭
に
よ
る
こ
と
な
く
文
書
で
行
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、

裁
量
権
の
逸
脱
な
し
と
し
た
本
判
決
に
は
疑
問
が
残
る
。

　
⑧
　
上
記
②
に
つ
い
て
、
本
件
で
は
ま
ず
法
四
条
一
項
の
「
資
産

の
活
用
」
に
つ
い
て
判
示
し
て
い
る
。
ま
ず
本
判
決
に
お
い
て
「
資

産
」
と
は
、
「
要
保
護
者
が
所
有
権
な
い
し
こ
れ
に
準
ず
る
権
利
を

有
す
る
も
の
」
と
解
し
ヤ
「
借
用
し
た
も
の
」
に
つ
い
て
は
、
要
保

護
者
に
処
分
権
限
が
な
い
の
で
「
資
産
」
に
含
ま
れ
な
い
と
す
る
一

方
で
、
借
用
物
の
使
用
に
よ
る
利
益
を
全
く
考
慮
せ
ず
に
、
他
の
要

保
護
者
と
同
等
の
保
護
を
受
給
で
き
る
と
い
う
の
で
は
、
低
所
得
者

と
の
関
係
で
均
衡
を
失
す
る
の
み
な
ら
ず
、
「
そ
も
そ
も
最
低
限
度

の
生
活
の
需
要
を
満
た
し
つ
つ
こ
れ
を
超
え
な
い
範
囲
で
保
障
し
よ

う
と
す
る
法
の
趣
旨
」
に
も
反
す
る
と
し
、
「
最
低
限
度
の
生
活
に

相
応
し
く
な
い
も
の
」
は
所
有
の
み
な
ら
ず
、
利
用
も
容
認
し
な
い

と
す
る
。

　
こ
こ
で
本
件
に
即
し
て
考
え
る
と
、
自
動
車
は
生
活
保
護
の
被
保

護
世
帯
に
と
っ
て
「
最
低
限
度
の
生
活
に
相
応
し
く
な
い
も
の
」
で

あ
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。
課
長
通
達
に
お
け
る
自

動
車
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
時
代
的
、
社
会
的
変
化
に
応
じ
て
変

更
が
加
え
ら
れ
て
き
た
。
法
制
定
当
初
は
、
自
動
車
の
保
有
が
認
め

ら
れ
る
余
地
が
全
く
存
在
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
身
体
障
害
者
又

は
山
間
へ
き
地
響
地
理
的
条
件
、
気
象
的
条
件
が
悪
い
地
域
に
居
住

す
る
者
が
通
勤
用
に
保
有
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
他
の
通
勤
手
段
が

な
い
か
又
は
非
常
に
困
難
で
、
か
つ
そ
の
保
有
が
社
会
的
に
適
当
と

認
め
ら
れ
る
場
合
に
自
動
車
の
保
有
が
認
め
ら
れ
（
身
体
障
害
者
は

昭
和
四
八
年
、
山
間
へ
き
地
等
は
昭
和
五
三
年
か
ら
）
、
さ
ら
に
昭

和
五
六
年
か
ら
は
、
身
体
障
害
者
（
児
）
の
通
院
等
の
た
め
に
自
動

車
が
必
要
で
あ
っ
て
、
諸
条
件
を
満
た
し
て
か
つ
、
そ
の
保
有
が
社

会
的
に
適
当
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
も
保
有
を
認
め
て
い
る
。
し
か

し
、
右
記
の
場
合
に
は
い
ず
れ
も
「
社
会
通
念
上
処
分
さ
せ
る
こ
と

を
適
当
と
し
な
い
も
の
」
に
当
て
は
ま
る
場
合
に
の
み
保
有
が
認
め

ら
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
課
長
通
達
で
は
、
自
動
車
の
保
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有
を
認
め
る
こ
と
が
真
に
必
要
で
あ
る
と
す
る
特
段
の
事
情
が
あ
る

と
き
は
、
そ
の
保
有
の
容
認
に
つ
き
事
前
に
協
議
す
る
も
の
と
す
る
、

と
も
さ
れ
て
い
る
。
本
件
に
お
い
て
Y
は
、
自
動
車
の
保
有
は
、
被

保
護
者
以
外
の
低
所
得
者
層
と
の
均
衡
か
ら
し
て
、
社
会
通
念
上
最

低
限
度
の
生
活
の
内
容
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
こ

れ
を
受
け
て
本
判
決
で
は
、
自
動
車
本
体
の
価
格
が
高
価
で
あ
る
こ

と
、
維
持
費
等
の
負
担
が
相
当
額
に
の
ぼ
る
こ
と
を
理
由
に
、
本
件

指
示
時
及
び
本
件
処
分
時
に
お
い
て
も
な
お
一
般
的
に
は
最
低
限
度

の
生
活
に
は
相
応
し
く
な
い
高
価
な
生
活
用
品
で
あ
る
と
の
観
念
が

残
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
X
の
自
動
車
の
使
用
に
関
す
る
Y
へ
の
通
報

が
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
国
民
感
情

の
表
わ
れ
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
そ
の
一
方
で
本
判
決
は
、
自
動
車

の
普
及
の
拡
大
や
低
価
格
の
中
古
車
も
出
回
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
の

社
会
情
勢
の
変
化
に
か
ん
が
み
て
、
「
例
外
的
に
保
有
を
容
認
す
べ

き
事
情
が
あ
る
場
合
」
に
は
そ
の
要
件
を
一
定
程
度
緩
和
し
た
解

釈
・
運
用
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
も
の
の
、
基
本
的
に
は
、
「
社
会
通

念
上
処
分
さ
せ
る
こ
と
を
適
当
と
し
な
い
も
の
」
に
当
た
る
場
合
を

除
い
て
は
、
自
動
車
の
保
有
を
原
則
と
し
て
認
め
な
い
と
す
る
課
長

通
達
に
沿
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
生
活
保
護
世
帯
の
自
動
車
の
保
有
を
相
応
し
く
な
い
と

す
る
国
民
感
情
が
ど
の
程
度
で
あ
る
か
と
い
う
具
体
的
な
指
標
は
存

在
せ
ず
、
実
際
上
こ
れ
に
基
づ
く
判
断
は
行
政
当
局
の
裁
量
に
よ
る

と
こ
ろ
と
な
る
。
確
か
に
自
動
車
の
維
持
漁
戸
を
保
護
費
で
賄
う
か

ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
、
国
家
の
財
政
支
出
に
も
影
響
す
る
の
で
、

国
民
感
情
を
完
全
に
無
視
す
る
よ
う
な
裁
量
は
困
難
で
あ
る
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
資
産
の
保
有
を
認
め
る
要
件
と
し
て
ま
ず
第
一

に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
は
「
そ
の
資
産
が
現
実
に
最
低
限
度
の
生

活
維
持
の
た
め
に
活
用
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
処
分
す
る
よ
り
も
保

有
し
て
い
る
ほ
う
が
生
活
維
持
及
び
自
立
の
助
長
に
実
効
が
あ
が
っ

て
い
る
も
の
」
（
次
官
通
達
第
三
）
の
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
を
自
動

車
の
使
用
の
場
合
に
当
て
は
め
る
と
、
右
に
挙
げ
た
保
有
を
認
め
る

場
合
の
ほ
か
に
も
、
例
え
ば
母
子
家
庭
に
お
い
て
、
母
親
が
通
勤
途

中
に
子
供
を
保
育
園
等
に
送
迎
す
る
場
合
や
、
障
害
者
の
通
勤
並
び

に
通
院
以
外
の
、
日
常
生
活
を
営
む
た
め
に
必
要
な
移
動
（
例
え
ば

買
い
物
）
の
場
合
等
、
実
際
上
自
立
助
長
に
実
効
あ
る
自
動
車
の
利

用
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
生
活
保
護
制
度
の
重
要
な
目

的
で
も
あ
る
自
立
助
長
に
実
効
あ
る
使
用
と
な
る
場
合
は
、
被
保
護

世
帯
に
自
動
車
を
保
有
す
る
こ
と
を
許
容
す
る
余
地
は
決
し
て
小
さ

く
な
い
。
加
え
て
、
生
活
用
品
に
つ
い
て
の
生
活
の
向
上
に
し
た

が
っ
て
保
有
を
認
め
る
基
準
と
し
て
、
局
長
通
達
の
コ
般
世
帯
と
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の
均
衡
を
失
す
る
こ
と
に
に
な
ら
な
い
」
場
合
と
は
、
具
体
的
に
保

護
の
実
施
機
関
の
所
轄
地
域
の
全
世
帯
の
う
ち
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
程

度
の
普
及
率
を
基
準
と
し
て
認
定
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
本
件

に
お
い
て
X
は
ふ
自
動
車
の
普
及
率
は
全
国
平
均
で
八
○
パ
ー
セ
ン

ト
を
超
え
て
い
る
と
主
張
し
て
お
り
、
本
判
決
も
自
動
車
の
普
及
率

の
向
上
に
つ
い
て
は
あ
る
程
度
認
め
て
い
る
。
よ
っ
て
、
資
産
活
用

の
見
地
か
ら
、
自
立
助
長
に
実
効
が
あ
り
、
か
つ
低
所
得
層
と
の
均

衡
か
ら
、
処
分
価
値
が
小
さ
い
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
被
保
護
世
帯

に
つ
い
て
も
保
有
を
認
め
て
も
、
何
ら
支
障
が
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
本
件
指
示
は
、
自
動
車
を
所
有
す
る
こ
と
と
同
様
に
、
自
動

車
を
借
用
し
て
使
用
す
る
こ
と
も
X
に
対
し
て
認
め
て
い
な
い
。
本

判
決
で
は
通
達
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
、
所
有
と
借
用
と
を
同
様
の

も
の
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
次
官
通
達
に
お
い
て
、
最
低
生
活
の
内

容
と
し
て
そ
の
所
有
又
は
利
用
を
容
認
す
る
に
適
し
な
い
資
産
は
、

原
則
と
し
て
売
却
等
の
処
分
に
よ
り
活
用
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、

皮
た
本
件
に
お
い
て
Y
は
、
被
保
護
者
が
自
動
車
を
使
用
し
て
い
る

場
合
、
こ
れ
が
借
用
か
所
有
か
を
正
確
に
判
断
す
る
こ
と
は
困
難
で

あ
り
、
ま
た
自
動
車
が
遊
興
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
で
、
国
民
の
生
活

保
護
制
度
へ
の
信
頼
を
失
い
、
制
度
の
安
定
的
運
営
を
損
な
う
お
そ

れ
が
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。

　
本
判
決
の
通
り
、
確
か
に
自
動
車
を
長
期
間
借
用
す
る
こ
と
は
、

外
見
上
所
有
と
区
別
で
き
な
い
場
合
も
あ
り
得
よ
う
。
し
か
し
《

「
資
産
の
活
用
」
と
い
っ
て
も
、
借
用
し
た
も
の
は
、
当
然
被
保
護

者
本
人
が
所
有
権
を
有
す
る
「
資
産
」
で
は
な
い
の
で
、
借
用
し
て

い
る
被
保
護
者
は
当
然
売
却
や
貸
与
な
ど
に
よ
る
活
用
は
で
き
ず
、

ま
た
貸
主
に
返
還
し
て
も
、
当
然
金
銭
が
得
ら
れ
な
い
。
そ
れ
ど
こ

ろ
か
、
む
し
ろ
自
動
車
が
使
用
で
き
な
い
こ
と
で
生
活
に
支
障
を
き

た
し
、
法
の
目
的
で
あ
る
自
立
助
長
に
逆
行
す
る
場
合
が
あ
る
こ
と

も
大
い
に
考
え
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
自
動
車
を
使
用
す
る

か
し
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
は
、
個
人
の
生
活
上
の
自
己
決
定
の
範

囲
内
に
あ
る
と
栄
え
ら
れ
る
の
で
、
Y
の
主
張
す
る
問
題
点
は
、
被

保
護
者
の
自
立
助
長
に
と
っ
て
適
切
な
ケ
ー
ス
ワ
ー
ク
を
行
え
ば
解

決
で
き
よ
う
。
よ
っ
て
、
本
件
で
は
、
借
用
が
一
時
的
で
あ
る
場
合
、

禁
止
す
べ
き
度
合
い
は
小
さ
く
な
る
旨
指
摘
し
て
い
る
も
の
の
、
自

動
車
に
つ
い
て
は
所
有
に
関
す
る
議
論
が
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
と

し
た
判
示
に
は
疑
問
が
あ
る
。
被
保
護
者
の
自
立
助
長
の
観
点
か
ら
、

資
産
を
借
用
し
て
使
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
資
産
を
所
有
す
る
場

合
と
は
異
な
る
基
準
が
設
定
さ
れ
て
も
良
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
ω
　
本
件
で
は
、
本
件
指
示
の
表
現
に
つ
い
て
い
さ
さ
か
適
切
さ

を
欠
い
て
い
る
と
し
つ
つ
も
、
問
題
は
実
際
の
運
用
で
あ
る
の
で
、
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直
ち
に
本
件
指
示
が
そ
の
内
容
に
お
い
て
違
法
性
を
有
す
る
こ
と
に

は
な
ら
な
い
、
と
判
示
す
る
。
法
制
定
当
時
の
解
釈
に
お
い
て
、
法

二
七
条
の
指
導
指
示
は
「
法
第
六
二
条
に
規
定
す
る
被
保
護
者
の
服

従
又
は
そ
の
違
反
に
対
す
る
制
裁
と
い
う
法
律
的
効
果
を
随
伴
す
る

も
の
で
あ
る
か
ら
、
一
つ
の
行
政
処
分
で
あ
る
こ
と
が
多
い
」
（
前

掲
小
山
二
三
一
頁
）
と
さ
れ
る
。
前
掲
秋
田
地
裁
判
決
で
は
こ
れ
と

同
様
の
判
示
が
な
さ
れ
つ
つ
も
、
場
合
に
よ
っ
て
は
「
そ
の
内
容
が

被
保
護
者
に
対
し
一
般
的
抽
象
的
に
生
活
上
の
努
力
義
務
を
課
す
る

に
と
ど
ま
る
こ
と
も
あ
り
得
る
」
（
前
掲
秋
田
地
裁
判
決
、
判
時
一

四
五
九
号
五
九
頁
）
と
す
る
。
本
件
で
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、

文
書
で
な
さ
れ
た
本
件
指
示
に
つ
い
て
は
、
そ
の
違
反
が
不
利
益
処

分
に
通
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
行
政
処
分
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
よ
う
。
指
導
指
示
が
不
適
切
で
あ
る
場
合
、
い
く
ら
実
際
に
は

ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー
ス
で
対
応
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
違
反
に
基
づ
い

て
な
さ
れ
る
不
利
益
処
分
も
不
適
切
と
な
り
、
ゆ
え
に
自
立
生
活
へ

の
基
盤
と
し
て
の
最
低
限
度
の
生
活
が
維
持
で
き
な
く
な
る
お
そ
れ

が
あ
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
の
で
、
本
件
指
示
の
内
容
の
違
法

性
の
有
無
に
つ
い
て
は
、
法
二
七
条
の
各
規
定
と
照
ら
し
合
わ
せ
た

判
断
を
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

　
本
件
指
示
に
違
法
性
あ
り
と
判
断
す
る
た
め
に
は
、
法
二
七
条
の

各
規
定
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
、
本
件
指
示
に
「
重
大
か
つ
明
白
な
違

法
」
（
前
掲
秋
田
地
裁
判
決
、
判
時
一
四
五
九
号
五
九
頁
）
が
あ
る

こ
と
が
要
件
と
な
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
本
件
の
場
合
、
少
な
く
と

も
本
件
保
護
開
始
当
時
に
は
X
に
つ
い
て
自
動
車
を
保
有
す
る
事
情

は
あ
っ
た
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
の
で
、
本
件
申
請
時
に
お
け
る

Y
の
調
査
結
果
と
併
せ
考
慮
す
る
と
、
本
件
保
護
開
始
時
に
法
二
七

条
に
基
づ
く
何
ら
か
の
指
導
指
示
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
自
体
に
つ

い
て
の
疑
問
は
な
い
。
し
か
し
少
な
く
と
も
、
借
用
も
含
め
自
動
車

の
使
用
は
一
切
認
め
ら
れ
な
い
旨
の
記
載
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
つ

い
て
は
、
必
要
の
最
小
限
度
を
超
え
て
お
り
、
違
法
性
が
な
い
と
は

い
い
き
れ
な
い
。

　
三
　
本
件
処
分
の
相
当
性
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
右
記
の
本
件
指
示

の
態
様
、
内
容
に
つ
い
て
の
問
題
点
に
加
え
て
、
実
際
の
運
用
に
つ

い
て
も
、
X
の
自
動
車
使
用
の
必
要
性
に
対
す
る
配
慮
を
欠
き
、
通

達
、
問
答
集
、
本
件
指
示
の
内
容
を
形
式
的
に
適
用
し
て
対
応
し
て

い
た
傾
向
が
あ
る
と
の
問
題
点
を
指
摘
し
、
本
件
処
分
の
相
当
性
判

断
に
つ
い
て
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
と
判
示
し
て
い
る
。

　
さ
ら
に
本
判
決
で
は
、
本
件
処
分
に
至
る
ま
で
X
に
対
す
る
Y
の

指
導
は
誓
約
書
を
提
出
さ
せ
た
平
成
四
年
一
二
月
二
日
に
な
さ
れ
た

の
み
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
の
前
提
と
な
る
主
要
な
違
反
行
為
が
、
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自
動
車
使
用
の
相
当
性
が
認
め
ら
れ
た
、
X
が
M
へ
の
通
勤
の
た
め

に
自
動
車
を
使
用
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
で
き
る
限
り
X

世
帯
に
不
利
益
が
及
ぶ
こ
と
の
な
い
よ
う
に
最
後
ま
で
十
分
な
指
導

を
尽
く
す
べ
き
な
の
に
、
む
し
ろ
こ
れ
と
反
対
の
姿
勢
と
も
映
り
か

ね
な
い
、
と
す
る
。

　
法
六
二
条
三
項
に
基
づ
く
保
護
の
変
更
等
の
処
分
は
、
「
義
務
違

反
の
あ
っ
た
場
合
に
必
ず
行
わ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
て
、
市
町
村

長
の
裁
量
に
よ
り
、
必
要
と
認
め
た
と
き
に
『
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
』
と
い
う
性
質
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
義
務
違
反
が
あ
っ
た
か

ら
と
て
直
ち
に
本
項
の
措
置
を
と
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
更
に
、

今
一
度
義
務
の
履
行
を
求
め
る
と
共
に
、
若
し
そ
れ
で
も
違
反
す
る

場
合
に
は
本
項
の
処
分
を
す
る
旨
を
も
併
せ
通
知
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
」
（
前
掲
小
山
三
六
六
頁
）
。
本
件
で
は
と
り
わ
け
保
護
の
廃

止
に
つ
い
て
、
被
保
護
者
の
最
低
限
度
の
生
活
の
保
障
を
奪
う
重
大

な
処
分
で
あ
る
か
ら
、
違
反
行
為
に
至
る
経
緯
や
違
反
行
為
の
内
容

等
を
総
合
的
に
考
慮
し
、
違
反
の
程
度
が
廃
止
に
相
当
す
る
よ
う
な

重
大
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
に
至
ら
な
い
程
度

の
違
反
行
為
に
つ
い
て
は
よ
り
軽
い
処
分
を
選
択
す
べ
き
で
あ
る
と

判
示
す
る
。
そ
し
て
本
判
決
は
、
X
世
帯
の
高
い
要
保
護
性
や
、
上
－

述
し
た
本
件
指
示
の
態
様
、
内
容
並
び
に
実
際
の
運
用
に
つ
い
て
の

岡
題
、
ま
た
実
際
の
指
導
状
況
を
考
慮
し
て
、
本
件
処
分
は
裁
量
を
・

逸
脱
し
、
違
法
な
処
分
で
あ
る
と
す
る
。

　
保
護
の
廃
止
処
分
は
、
保
護
の
変
更
並
び
に
停
止
処
分
と
は
異
な

り
、
要
保
護
者
と
運
営
主
体
と
の
要
保
障
関
係
が
完
全
に
断
絶
し
て

し
ま
う
の
で
、
結
果
と
し
て
自
立
助
長
に
マ
イ
ナ
ス
と
な
る
ど
こ
ろ

か
、
最
低
限
度
の
生
活
さ
え
維
持
で
き
な
く
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

よ
っ
て
、
事
前
の
適
切
な
指
導
や
、
軽
微
な
処
分
な
く
し
て
い
き
な

り
保
護
を
廃
止
し
た
本
件
処
分
を
違
法
で
あ
る
と
し
た
結
論
自
体
は

妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
。
し
か
し
、
本
件
処
分
の
前
提
で
あ
る
本
件

指
示
自
体
の
違
法
性
を
覆
す
に
は
至
ら
な
い
と
し
た
、
本
件
指
示
の

さ
ま
ざ
ま
な
問
題
点
を
、
本
件
処
分
の
相
当
性
の
判
断
要
素
に
加
え

て
い
る
こ
と
か
ら
、
全
体
と
し
て
一
貫
性
を
欠
く
判
示
と
な
っ
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
四
　
Y
が
控
訴
し
な
か
っ
た
た
め
、
本
件
は
既
に
確
定
し
て
い
る
。

本
件
処
分
は
違
法
と
し
つ
つ
も
、
本
件
指
示
は
違
法
性
を
有
し
な
い

と
し
た
点
で
、
前
掲
秋
田
地
裁
判
決
や
前
掲
福
岡
高
裁
判
決
で
争
わ

れ
た
預
貯
金
並
び
に
保
険
等
と
は
異
な
り
、
自
動
車
は
最
低
限
度
の

生
活
に
は
相
応
し
く
な
い
の
で
、
被
保
護
世
帯
に
つ
い
て
、
社
会
通

念
上
処
分
す
る
に
相
応
し
く
な
い
場
合
を
除
い
て
は
自
動
車
を
保
有

で
き
な
い
ふ
，
と
い
う
原
則
は
本
判
決
で
も
維
持
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
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法
二
七
条
の
指
導
指
示
は
、
被
保
護
世
帯
の
日
常
生
活
上
の
自
由
な

い
し
自
己
決
定
に
過
度
に
干
渉
す
る
こ
と
な
く
、
最
低
限
度
の
生
活

保
障
と
並
ぶ
重
要
な
生
活
保
護
制
度
の
目
的
で
あ
る
、
要
保
護
者
の

自
立
助
長
に
実
効
あ
る
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か

し
本
判
決
は
、
本
件
指
示
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
点
を
指
摘
し
、

そ
れ
を
本
件
処
分
の
相
当
性
判
断
の
一
要
素
と
し
て
扱
い
つ
つ
も
、

X
世
帯
に
対
し
て
、
自
動
車
の
使
用
を
そ
の
保
有
形
態
に
か
か
わ
ら

ず
一
律
に
禁
じ
た
本
件
指
示
自
体
に
つ
い
て
違
法
と
は
判
断
し
て
い

な
い
。
こ
の
点
で
本
判
決
の
理
由
付
け
に
は
疑
問
が
残
る
。
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