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岡
本
：
こ
ん
に
ち
は
、
最
高
裁
判
所
は
、
二
〇
二
三
年
三
月
二
十
四
日
、

熊
本
県
内
で
発
生
し
、
第
一
審
、
第
二
審
で
有
罪
判
決
が
出
た
死
体
遺
棄

事
件
に
つ
き
、
無
罪
判
決
を
言
い
渡
し
ま
し
た
。
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、

そ
の
事
件
に
お
い
て
主
任
弁
護
人
と
し
て
当
事
件
に
関
与
さ
れ
た
本
学
法

学
部
出
身
の
石
黒
先
生
に
事
件
の
弁
護
活
動
及
び
概
要
に
つ
い
て
お
話
し

い
た
だ
き
、
そ
の
後
に
刑
法
関
係
の
澁
谷
先
生
、
内
藤
先
生
、
岡
田
先
生

の
順
で
ご
登
壇
い
た
だ
き
、
そ
の
後
質
疑
応
答
を
し
て
、
終
わ
り
た
い
と

思
い
ま
す
。

　

最
初
に
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
趣
旨
に
つ
き
ま
し
て
、
岡
田
先
生
か
ら
ご

説
明
が
ご
ざ
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

岡
田
：
み
な
さ
ん
こ
ん
に
ち
は
。
熊
本
大
学
法
学
部
の
岡
田
と
申
し
ま

す
。
本
日
は
、「
死
体
遺
棄
事
件
最
高
裁
判
決
を
め
ぐ
っ
て
」
と
い
う
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
ご
参
加
い
た
だ
き
ま
し
て
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。
今
ご
紹
介
に
も
あ
っ
た
通
り
、
今
年
、
二
〇
二
三
年
三
月
二
十
四
日

に
最
高
裁
判
所
が
、
熊
本
で
発
生
し
、
熊
本
地
方
裁
判
所
が
有
罪
、
福
岡

高
等
裁
判
所
が
有
罪
と
し
た
死
体
遺
棄
事
件
に
つ
き
、
こ
れ
ら
の
有
罪
判

決
を
破
棄
し
、
無
罪
判
決
を
言
い
渡
し
ま
し
た
。
こ
れ
を
契
機
に
、
こ
の

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
企
画
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
下
級
審
で
出
さ
れ

た
有
罪
判
決
を
破
棄
し
て
最
高
裁
判
所
が
直
ち
に
無
罪
を
言
い
渡
す
、
と

い
う
の
は
実
は
そ
ん
な
に
多
く
な
い
そ
う
で
し
て
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
方

に
聞
い
た
話
だ
と
、
戦
後
二
十
数
件
し
か
な
い
、
つ
ま
り
年
に
一
度
も
な

い
、
何
年
に
一
回
し
か
な
い
事
件
が
、
こ
こ
熊
本
で
起
こ
っ
た
と
い
う
わ

け
で
す
。
こ
の
よ
う
に
非
常
に
珍
し
い
ケ
ー
ス
な
わ
け
で
す
が
、
こ
の
事

件
は
熊
本
で
起
こ
っ
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、	

熊
本
大
学
法
学
部
を
卒
業

し
た
、
つ
ま
り
こ
こ
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
多
く
の
皆
さ
ん
に
と
っ
て
の
先
輩

で
、
澁
谷
先
生
の
ゼ
ミ
で
学
ば
れ
た
石
黒
弁
護
士
が
主
任
弁
護
人
と
し
て

関
わ
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
い
う
事
件
で
も
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
熊
本
大
学
法
学
部
に
大
変
ご
縁
の
あ
る
弁
護
士
さ
ん
が

こ
の
事
件
の
主
任
弁
護
人
を
務
め
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
い
う
こ
と
も
あ

り
、
熊
本
大
学
法
学
部
の
刑
事
法
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
、
こ
の
事
件
に
つ
い

て
刑
事
法
に
関
わ
る
検
討
を
加
え
て
、
こ
の
検
討
の
成
果
と
い
う
の
を
世

に
問
う
と
い
う
こ
と
は
と
て
も
大
事
な
の
で
な
い
か
、
と
考
え
て
今
年
の

五
月
か
ら
企
画
を
練
っ
て
、
本
日
ご
報
告
し
て
い
た
だ
く
先
生
方
に
ご
協

力
頂
く
、
と
い
う
形
に
な
っ
た
次
第
で
す
。
今
日
ご
参
加
の
、
特
に
学
部

生
の
皆
さ
ん
は
、
私
た
ち
の
検
討
結
果
を
聞
い
て
、
学
ぶ
糧
と
し
て
い
た

だ
け
た
ら
大
変
あ
り
が
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。以
上
で
簡
単
で
す
が
、

私
か
ら
の
あ
い
さ
つ
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

岡
本
：
岡
田
先
生
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
、
続
き
ま
し

て
石
黒
先
生
か
ら
ご
報
告
い
た
だ
き
ま
す
。

石
黒
：
み
な
さ
ん
こ
ん
に
ち
は
。
只
今
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
、
熊
本

県
弁
護
士
会
に
所
属
し
て
お
り
ま
す
、	

弁
護
士
の
石
黒
大
貴
と
申
し
ま

す
。
先
ほ
ど
岡
田
先
生
か
ら
お
話
が
あ
っ
た
通
り
、
熊
本
に
お
い
て
被
告

人
に
な
っ
た
女
性
は
、
こ
こ
に
い
る
皆
さ
ん
と
同
世
代
、
同
い
年
に
近
い

資　　　料
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く
ら
い
の
人
で
す
。
し
か
も
、
ベ
ト
ナ
ム
と
い
う
、
日
本
か
ら
遠
く
離
れ

た
国
か
ら
、
労
働
者
、
技
能
実
習
生
と
し
て
来
日
し
、
だ
れ
に
も
相
談
で

き
ず
に
妊
娠
、
そ
し
て
出
産
し
て
死
産
さ
れ
た
、
そ
の
時
の
彼
女
の
行
動

が
死
体
遺
棄
罪
と
い
う
、
刑
法
一
九
〇
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
犯
罪
に
問

わ
れ
た
と
い
う
事
案
に
な
り
ま
す
。

　

私
は
、
平
成
二
六
年
に
熊
本
大
学
法
学
部
を
卒
業
し
て
お
り
ま
す
。
一

年
生
の
時
に
基
礎
演
習
Ⅰ
が
澁
谷
先
生
、
基
礎
演
習
Ⅱ
が
岡
田
先
生
、
演

習
Ⅰ
と
Ⅱ
が
澁
谷
先
生
の
刑
法
ゼ
ミ
で
し
た
。
ほ
か
の
先
生
の
ゼ
ミ
に
も

遊
び
に
行
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
副
ゼ
ミ
と
い
っ
て
い
い
の
か
分
か
り

ま
せ
ん
け
れ
ど
も
…
。
皆
さ
ん
も
、
ぜ
ひ
ひ
と
つ
の
ゼ
ミ
に
限
ら
ず
、
顔

出
し
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
い
ろ
い
ろ
学
ば
れ
た
方
が
い
い
と
思
い
ま
す
。

二
年
生
の
時
は
、
当
時
ま
だ
提
携
の
あ
っ
た
ア
メ
リ
カ
の
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ

ア
州
に
あ
る
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
大
学
に
、
交
換
留
学
と
し
て
約
一
年
間
行
か

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
交
換
留
学
の
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
、
実
際
に

皆
さ
ん
が
他
の
国
の
大
学
に
行
く
と
き
、
例
え
ば
ア
メ
リ
カ
だ
と
す
ご
く

授
業
料
が
高
く
、
年
間
三
百
万
円
と
か
す
る
の
で
、
そ
の
よ
う
な
と
こ
ろ

に
熊
本
大
学
の
授
業
料
を
払
い
な
が
ら
一
年
間
行
け
る
と
い
う
と
こ
ろ
が

あ
り
ま
す
。
法
学
部
の
皆
さ
ん
で
あ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
に
は
法
学
部
が
な

い
の
で
、
法
学
準
備
コ
ー
ス
の
授
業
に
参
加
す
る
と
い
う
貴
重
な
経
験
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
ぜ
ひ
熊
本
大
学
法
学
部
に
い
る
皆
さ
ん
、
色

ん
な
経
験
が
で
き
る
チ
ャ
ン
ス
は
眠
っ
て
い
る
し
、
ど
ん
な
キ
ャ
リ
ア
に

進
も
う
と
も
、
そ
の
経
験
は
大
事
に
な
る
の
で
、
最
大
限
フ
ル
活
用
し
て

ほ
し
い
で
す
。
コ
ロ
ナ
が
落
ち
着
い
た
…
と
い
っ
て
い
い
の
か
分
か
り
ま

せ
ん
け
れ
ど
も
、い
ろ
ん
な
所
に
行
け
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
、ぜ
ひ
チ
ャ

レ
ン
ジ
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
な
、
と
い
う
こ
と
で
、
少
し
先
輩
と
し
て
お

話
を
し
ま
し
た
。

　

卒
業
後
は
神
戸
大
学
の
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
に
進
学
を
い
た
し
ま
し
た
。
そ

こ
で
二
年
間
学
び
ま
し
て
、
二
〇
一
六
年
に
司
法
試
験
に
合
格
し
て
、
二

〇
一
七
年
に
弁
護
士
登
録
を
し
ま
し
た
。
弁
護
士
に
は
「
期
」
と
い
う
の

が
あ
っ
て
、
何
期
か
で
弁
護
士
と
し
て
何
年
目
な
の
か
わ
か
る
ん
で
す
け

れ
ど
も
、
私
は
七
〇
期
で
、
司
法
試
験
に
受
か
る
と
司
法
修
習
が
あ
り
、

今
が
七
十
六
期
な
の
で
、
弁
護
士
六
年
目
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

私
は
普
段
、
裁
判
所
な
ど
が
あ
る
京
町
の
事
務
所
で
働
い
て
お
り
、
色

ん
な
事
件
を
担
当
し
て
お
り
ま
す
。
労
働
問
題
だ
っ
た
り
、
離
婚
問
題

だ
っ
た
り
、
交
通
事
故
、
刑
事
事
件
、
相
続
だ
っ
た
り
を
扱
い
ま
す
。
で

す
け
れ
ど
も
、
私
自
身
弁
護
士
と
し
て
自
分
の
で
き
る
こ
と
を
果
た
し
て

い
き
た
い
な
と
い
う
気
持
ち
が
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
フ
ィ
ー
ル
ド
で
や
れ

る
の
か
な
、
と
思
っ
て
い
た
の
が
、
外
国
人
の
方
が
当
事
者
に
な
っ
た
事

件
に
つ
い
て
し
っ
か
り
と
司
法
の
リ
ー
ガ
ル
サ
ー
ビ
ス
を
ご
提
供
で
き
れ

ば
な
、
と
思
っ
て
、
今
こ
の
よ
う
な
外
国
人
の
方
の
労
働
事
件
を
中
心
に

権
利
擁
護
の
団
体
に
所
属
し
た
り
も
し
て
い
ま
す
。
ス
ラ
イ
ド
に
法
学
特

修
演
習
Ⅱ
と
あ
る
よ
う
に
、
法
曹
コ
ー
ス
の
皆
さ
ん
に
お
話
を
す
る
機
会

も
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
経
歴
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
今
日
お
話
す
る

テ
ー
マ
と
し
て
、
今
年
の
三
月
二
十
四
日
、
技
能
実
習
生
の
孤
立
死
産
死

体
遺
棄
事
件
に
つ
き
、
最
高
裁
が
無
罪
判
決
を
言
い
渡
し
た
と
い
う
こ
と
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で
、
な
ぜ
、
一
審
二
審
が
有
罪
判
決
を
出
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
最
高
裁

が
無
罪
判
決
を
言
い
渡
し
た
の
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
も
大
事
な
ん
で
す
け

れ
ど
も
、
ど
う
い
う
背
景
が
こ
の
事
件
に
あ
る
の
か
も
踏
ま
え
て
考
え
て

い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
特
に
こ
の
事
件
が
報
道
さ
れ
た
時
に
は
、

皆
さ
ん
よ
く
見
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
が
、
ヤ
フ
ー
ニ
ュ
ー
ス
な
ど
の
コ
メ

ン
ト
欄
で
バ
ッ
シ
ン
グ
の
コ
メ
ン
ト
が
い
っ
ぱ
い
あ
っ
た
り
し
ま
す
。
こ

こ
に
い
る
学
生
の
皆
さ
ん
も
、
事
件
の
表
層
だ
け
見
れ
ば
、
な
ぜ
周
り
に

相
談
し
な
か
っ
た
の
？
と
疑
問
に
思
う
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
で
し
ょ
う

し
、
お
な
か
に
命
を
宿
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
ど
う
し
て
責
任
を
も
っ

て
出
産
し
な
か
っ
た
の
？
と
思
う
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
今
の
日
本
社
会
の
お
そ
ら
く
多
数
派
の
人
た
ち
は
、
そ
う
思
う
傾
向

に
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
た
だ
、
果
た
し
て
そ
れ
だ
け
で
片
付
け
て
い

い
問
題
な
の
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
と
、
自
己
責
任
と
い
う
言
葉
、
わ
れ
わ

れ
日
本
人
は
好
き
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
自
己
責
任
と
い
う
言
葉
だ
け
で

一
人
の
女
性
を
追
い
詰
め
る
よ
う
な
形
に
な
っ
て
、
最
終
的
に
犯
罪
に
問

う
て
し
ま
っ
て
い
い
の
か
、
と
い
う
事
例
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
事
件
を
私
が
受
任
す
る
ま
で
の
話
を
少
し
遡
っ

て
お
話
し
ま
す
。
私
が
な
ぜ
ア
メ
リ
カ
に
行
き
た
か
っ
た
か
と
い
う
と
、

最
初
は
そ
こ
ま
で
弁
護
士
に
な
り
た
い
と
当
時
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
、

半
々
く
ら
い
の
気
持
ち
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
も
う
五
〇
％
は
何
か
と
い
う

と
、
ア
メ
リ
カ
で
仕
事
が
し
た
か
っ
た
ん
で
す
ね
。
ミ
ー
ハ
ー
な
と
こ
ろ

で
も
あ
る
ん
で
す
け
ど
、
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
が
す
ご
く
好
き
で
、
中
学
生

の
時
は
、
ハ
リ
ウ
ッ
ド
で
映
画
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
に
な
る
ん
だ
と
平
気
で

思
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
、
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
は
弁
護
士
資
格
を

持
っ
て
い
る
、
で
も
私
は
日
本
人
だ
、
日
本
人
の
私
が
ア
メ
リ
カ
で
弁
護

士
資
格
を
と
る
一
番
時
間
の
か
か
ら
な
い
方
法
は
、
ま
ず
母
国
で
弁
護
士

資
格
を
取
っ
て
、
そ
れ
で
ア
メ
リ
カ
に
一
年
く
ら
い
留
学
し
て
、
司
法
試

験
の
受
験
資
格
を
得
て
、
ア
メ
リ
カ
の
弁
護
士
資
格
を
取
る
と
い
う
こ
と

で
し
た
。
そ
う
す
る
と
、
弁
護
士
は
一
番
最
初
の
ス
タ
ー
ト
だ
か
ら
、
高

校
を
経
て
、
熊
本
大
学
に
入
学
し
て
、
色
ん
な
人
と
出
会
っ
て
色
ん
な
経

験
を
し
て
い
る
と
、
自
分
の
中
の
興
味
関
心
は
変
わ
っ
て
い
く
し
、
実
際

に
留
学
を
し
て
、
法
学
と
い
う
学
問
の
面
白
さ
も
す
ご
く
感
じ
る
よ
う
に

な
っ
て
、
段
々
五
〇
％
だ
っ
た
も
の
が
六
〇
％
、
七
〇
％
と
な
っ
て
い
っ

た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
神
戸
大
学
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
に
行
っ

た
の
で
す
が
、
熊
本
大
学
で
充
実
し
た
毎
日
を
送
っ
て
い
た
つ
も
り
だ
っ

た
の
で
す
が
、
い
ざ
神
戸
大
に
行
く
と
、
当
た
り
前
で
す
が
、
自
分
よ
り

で
き
る
学
生
さ
ん
が
た
く
さ
ん
い
た
ん
で
す
ね
。
皆
さ
ん
、
な
ん
と
な
く

気
持
ち
は
わ
か
る
か
も
し
れ
な
い
ん
で
す
が
、
高
校
で
成
績
が
良
く
て
熊

大
に
来
て
、
熊
大
の
中
で
も
さ
ら
に
成
績
が
い
い
学
生
さ
ん
に
相
対
し
た

り
す
る
と
、
何
と
な
く
今
ま
で
自
分
が
い
た
世
界
と
違
う
と
思
っ
た
り
す

る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
感
覚
が
ま
さ
に
私
は
神
戸
の
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
に

入
っ
た
と
き
に
降
り
か
か
っ
て
き
て
、
司
法
試
験
一
位
で
合
格
し
た
人
が

同
級
生
に
い
た
り
も
し
た
の
で
、
相
当
劣
等
感
を
感
じ
て
目
標
を
失
っ
て

し
ま
っ
た
と
い
う
か
、
自
分
が
例
え
ば
こ
れ
か
ら
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン

ト
法
と
い
う
フ
ィ
ー
ル
ド
や
知
的
財
産
の
関
係
で
活
躍
し
た
い
と
思
っ
て

も
、
そ
う
い
う
こ
と
も
な
く
な
っ
て
、
い
っ
た
い
何
を
す
べ
き
な
の
か
、
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と
ず
っ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
う
い
う
中
で
、
今
い
る
熊
本
中
央
法
律

事
務
所
の
所
長
弁
護
士
に
出
会
っ
て
、
熱
血
漢
な
弁
護
士
な
ん
で
す
が
、

彼
に
出
会
う
こ
と
で
自
分
の
悩
み
が
ち
っ
ぽ
け
な
も
の
に
も
感
じ
て
、
自

分
の
最
初
の
キ
ャ
リ
ア
と
し
て
、
所
長
の
板
井
俊
介
弁
護
士
の
下
で
働
こ

う
と
思
い
、
入
所
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
う
ち
の
事
務
所
は
あ

り
が
た
い
こ
と
に
色
ん
な
事
件
が
来
る
事
務
所
で
、
四
十
年
以
上
の
歴
史

が
あ
り
ま
す
。
そ
の
過
程
の
中
で
、
水
俣
病
の
裁
判
や
ハ
ン
セ
ン
病
の
裁

判
だ
っ
た
り
と
か
、『
憲
法
判
例
百
選
』
に
も
載
っ
て
い
る
南
九
州
税
理

士
会
事
件
な
ど
、
た
く
さ
ん
の
事
件
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
自
分
の
存

在
意
義
っ
て
何
だ
ろ
う
と
か
、
そ
う
い
う
思
い
も
あ
っ
た
り
し
た
ん
で
す

ね
。
自
分
の
留
学
し
た
経
験
な
ど
を
活
か
し
て
、
外
国
か
ら
い
ら
し
た
方

の
ご
相
談
や
ご
案
件
を
き
ち
ん
と
受
け
て
や
っ
て
い
く
の
も
一
つ
の
形
な

の
で
は
な
い
か
と
漠
然
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
中
で
出
会
っ
た
の

が
ス
リ
ラ
ン
カ
料
理
店
の
労
働
審
判
事
件
で
し
た
。
ど
う
い
っ
た
事
件
か

と
い
う
と
、
詳
細
は
避
け
ま
す
が
、
あ
る
ス
リ
ラ
ン
カ
料
理
店
で
残
業
代

が
一
切
払
わ
れ
て
な
い
と
、
そ
う
い
う
事
件
で
し
た
。
そ
こ
で
労
働
審
判

を
提
起
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
て
、
そ
の
中
で
気
づ
い
た
こ
と
が
あ
っ
た

ん
で
す
ね
。
実
際
に
ス
リ
ラ
ン
カ
は
シ
ン
ハ
ラ
語
と
い
う
言
語
に
な
る
ん

で
す
が
、
熊
本
で
シ
ン
ハ
ラ
語
の
通
訳
さ
ん
を
見
つ
け
る
の
っ
て
す
ご
い

大
変
な
ん
で
す
よ
ね
。
シ
ン
ハ
ラ
語
か
ら
日
本
語
、
し
か
も
、
労
働
審
判

で
す
か
ら
、
残
業
代
っ
て
シ
ン
ハ
ラ
語
で
な
ん
て
言
う
の
っ
て
い
う
と
こ

ろ
か
ら
始
ま
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
す
ご
く
難
し
い
。
だ
か
ら
、
司
法
通

訳
っ
て
い
う
ジ
ャ
ン
ル
で
申
し
上
げ
れ
ば
、
本
当
に
少
数
言
語
の
話
者
で

い
ら
っ
し
ゃ
る
外
国
の
方
は
す
ご
く
司
法
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
垣
根
が
高
い

ん
で
す
ね
。
な
お
か
つ
、
熊
本
県
弁
護
士
会
と
し
て
も
、
そ
の
問
題
に
つ

い
て
は
当
然
認
識
し
て
い
る
ん
だ
け
れ
ど
も
、
ど
の
よ
う
に
し
て
司
法
通

訳
の
方
を
確
保
し
て
い
く
の
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
で
、
な
か
な
か
仕
組
み
の
よ
う
な

も
の
を
作
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
私
が
問
題
意
識
を
感
じ
取
っ
た
以
上

は
、
き
ち
ん
と
や
る
べ
き
だ
、
と
い
う
意
識
を
も
っ
て
、
協
力
通
訳
人
の

名
簿
の
作
成
と
か
そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
始
め
た
り
も
し
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
中
、
二
〇
二
〇
年
十
一
月
十
五
日
の
、
こ
の
孤
立
死
産
事
件
が

起
き
る
ん
で
す
ね
。
私
が
こ
の
事
件
を
知
っ
た
の
は
、
弁
護
人
と
し
て
で

は
な
く
、
十
一
月
下
旬
に
、
今
日
の
主
人
公
で
あ
る
リ
ン
さ
ん
に
関
す
る

記
事
を
地
元
紙
熊
日
さ
ん
で
見
た
の
が
最
初
で
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
以
前

は
、
技
能
実
習
生
は
外
国
人
研
修
生
と
い
わ
れ
て
い
た
ん
で
す
が
、
う
ち

の
事
務
所
に
い
た
Ｏ
Ｂ
の
小
野
寺
信
勝
弁
護
士
が
、
外
国
人
研
修
生
問
題

に
取
り
組
ん
で
お
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
小
野
寺
弁
護
士
と
一
緒
に
闘
っ
て

い
た
の
が
、「
コ
ム
ス
タ
カ　

外
国
人
と
共
に
生
き
る
会
」
で
あ
り
、
外

国
人
の
方
の
支
援
団
体
な
の
で
す
が
、
そ
の
代
表
中
島
眞
一
郎
さ
ん
と
い

う
方
が
こ
の
熊
日
の
記
事
で
コ
メ
ン
ト
を
残
さ
れ
て
い
た
ん
で
す
ね
。
そ

こ
で
中
島
さ
ん
に
メ
ー
ル
を
送
り
ま
し
た
。
自
分
が
外
国
人
事
件
に
関
し

て
ど
の
よ
う
な
問
題
意
識
が
あ
っ
て
、
県
内
の
弁
護
士
が
一
人
で
も
そ
こ

に
問
題
意
識
を
持
っ
て
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
の
で
、
一
度
お
会
い
さ
せ

て
く
だ
さ
い
と
連
絡
し
ま
し
た
。
こ
れ
が
事
件
に
関
わ
る
き
っ
か
け
だ
っ

た
ん
で
す
ね
。
な
の
で
、
実
は
私
は
最
初
か
ら
弁
護
人
で
は
な
か
っ
た
ん
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で
す
。
そ
の
時
点
で
は
別
の
先
生
が
つ
い
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
で
す
ね
、

中
島
さ
ん
か
ら
言
わ
れ
た
の
は
、
技
能
実
習
生
や
留
学
生
は
、
例
え
ば
日

本
で
妊
娠
し
た
、
と
な
っ
た
と
き
、
そ
れ
が
予
期
せ
ぬ
妊
娠
、
望
ま
な
い

妊
娠
で
あ
っ
た
場
合
に
、
一
つ
の
選
択
肢
と
し
て
、
中
絶
と
い
う
選
択
肢

が
あ
り
ま
す
よ
ね
。
母
国
で
認
め
ら
れ
て
い
る
中
絶
が
日
本
で
は
当
然
認

め
ら
れ
て
い
な
い
、
し
か
し
そ
の
認
め
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
現
実
を
、

自
分
が
妊
娠
し
た
と
き
に
、そ
こ
で
知
る
わ
け
で
す
よ
ね
。
そ
う
す
る
と
、

そ
の
方
に
と
っ
て
は
、
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
わ
か
ら
な
く
な
る
。
か
と

い
っ
て
、
中
絶
が
で
き
な
い
と
な
る
と
、
他
の
周
り
の
人
に
ど
う
や
っ
て

相
談
し
た
ら
い
い
か
、
相
談
先
す
ら
も
わ
か
ら
な
い
と
い
う
問
題
に
も
直

面
す
る
の
で
、
日
本
で
妊
娠
し
た
と
き
に
、
ど
う
い
う
制
度
が
あ
っ
て
ど

う
い
う
サ
ポ
ー
ト
が
受
け
ら
れ
て
、
外
国
の
方
だ
っ
た
ら
在
留
資
格
と
い

う
問
題
に
直
面
す
る
の
で
、
子
ど
も
の
在
留
資
格
は
ど
う
な
る
の
か
、
そ

う
い
っ
た
の
問
題
が
出
て
く
る
の
で
、「
に
ほ
ん
で
の
に
ん
し
ん
」
と
い

う
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
作
成
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
制
作
メ
ン
バ
ー
に
入

れ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。「
に
ほ
ん
で
の
に
ん
し
ん
」
と
調
べ
る
と
出
て

き
ま
す
の
で
、
も
し
よ
か
っ
た
ら
調
べ
て
み
て
く
だ
さ
い
。
こ
れ
が
一
番

最
初
の
経
緯
で
す
ね
。

　

そ
れ
か
ら
、
受
任
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
く
の
で
す
が
、
先
ほ
ど
お
話

し
ま
し
た
コ
ム
ス
タ
カ
の
皆
さ
ん
が
リ
ン
さ
ん
の
逮
捕
当
時
か
ら
支
援
を

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
捜
査
段
階
で
は
松
野
信
夫
弁
護
士
が
担
当
を
さ
れ
て

い
ま
し
た
。
松
野
弁
護
士
が
リ
ン
さ
ん
に
接
見
に
い
っ
た
と
き
、
彼
女
は

自
分
が
何
で
逮
捕
さ
れ
た
の
か
が
理
解
で
き
ず
に
怯
え
て
い
た
、
と
書
い

て
い
ま
す
。
当
初
の
弁
護
方
針
と
し
て
は
、
二
〇
二
〇
年
十
二
月
十
日
に

彼
女
は
起
訴
さ
れ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
う
し
た
孤
立
出
産
・
死

産
で
死
体
遺
棄
罪
に
問
わ
れ
た
事
例
は
、
基
本
的
に
は
前
科
等
が
な
け
れ

ば
執
行
猶
予
に
な
り
ま
す
。
お
お
む
ね
懲
役
一
年
六
月
執
行
猶
予
三
年
と

い
う
よ
う
な
量
刑
相
場
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
一
年
六
月
か
ら

ど
こ
ま
で
下
が
る
か
と
い
う
問
題
は
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
ね
。

そ
こ
で
、
と
に
か
く
早
く
身
柄
を
解
放
し
て
あ
げ
た
い
、
と
い
う
と
こ
ろ

が
初
期
の
方
針
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
十
二
月
十
日
に
起
訴
さ
れ
た
時
の
公

訴
事
実
は
、「
嬰
児
二
名
の
死
体
を
段
ボ
ー
ル
箱
に
い
れ
た
上
、
自
室
内

棚
上
に
放
置
し
、
も
っ
て
死
体
を
遺
棄
し
た
」
と
、
そ
う
い
う
公
訴
事
実

で
起
訴
さ
れ
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
初
期
の
こ
ろ
は
い
わ
ゆ
る
「
認
め
」

な
ん
で
す
ね
。
そ
れ
が
本
当
に
「
認
め
」
な
の
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
が
ま

さ
に
一
審
二
審
が
有
罪
で
出
し
て
最
高
裁
が
無
罪
、
と
い
う
分
か
れ
目
に

も
か
か
わ
っ
て
く
る
話
で
す
。
す
ご
く
よ
か
っ
た
の
は
、
翌
年
一
月
二
十

日
に
保
釈
許
可
決
定
が
出
た
ん
で
す
。
つ
ま
り
、
拘
置
所
か
ら
釈
放
さ
れ

る
ん
で
す
ね
。
保
釈
と
い
う
の
は
、	

保
釈
保
証
金
を
支
払
っ
て
出
る
の
で
、

逃
走
し
た
り
す
る
と
そ
れ
が
没
取
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
す
が
、
支

援
者
の
方
の
協
力
を
得
て
、
保
釈
保
証
金
は
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
そ
う
す
る
と
、
元
々
の
方
針
は
身
柄
を
早
期
に
解
放
し
て
あ
げ
た
い

と
い
う
こ
と
で
し
た
が
、
保
釈
さ
れ
た
の
で
、
彼
女
は
落
ち
着
き
を
取
り

戻
し
ま
す
。
彼
女
の
話
と
し
て
は
赤
ち
ゃ
ん
を
捨
て
て
い
な
い
し
、
ど
う

し
て
い
い
か
分
か
ら
な
か
っ
た
と
、
体
が
き
つ
か
っ
た
、
ま
さ
に
死
産
し

た
当
日
の
行
動
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
、
体
が
き
つ
く
て
ど
う
し
た
ら
い
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い
の
か
分
か
ら
な
か
っ
た
と
言
っ
て
い
て
、
自
分
が
な
ぜ
捕
ま
っ
た
の
か

が
本
当
に
わ
か
ら
な
い
、
と
い
っ
て
い
た
ん
で
す
ね
。
そ
こ
で
、
彼
女
の

意
志
を
聞
い
て
、無
罪
主
張
を
す
る
こ
と
に
決
め
た
ん
で
す
ね
。
そ
こ
で
、

同
じ
事
務
所
の
久
保
田
紗
和
弁
護
士
と
い
う
女
性
の
弁
護
士
と
私
が
加
わ

り
、
松
野
先
生
と
三
人
体
制
で
弁
護
団
を
結
成
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
そ
れ
で
、
死
体
遺
棄
事
件
は
裁
判
員
裁
判
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、

公
判
前
整
理
手
続
と
い
う
の
は
必
ず
し
も
開
く
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
公

判
前
整
理
手
続
の
請
求
は
弁
護
人
の
方
か
ら
請
求
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ

て
ま
す
の
で
、
こ
ち
ら
の
方
で
手
続
を
請
求
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
な
ぜ
か

と
い
う
と
、
無
罪
主
張
に
な
る
の
で
争
点
整
理
を
き
ち
ん
と
充
実
化
さ
せ

て
、
そ
し
て
公
判
で
証
拠
も
含
め
て
勝
負
し
た
い
と
い
う
思
い
が
あ
っ
た

ん
で
す
ね
。

　

彼
女
の
し
た
行
為
と
い
う
の
を
改
め
て
み
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
、彼
女
は
二
〇
二
〇
年
十
一
月
十
五
日
午
前
九
時
頃
に
死
産
し
ま
す
。

双
子
の
男
の
子
の
赤
ち
ゃ
ん
で
す
。
そ
の
前
日
の
夜
か
ら
、
彼
女
は
最
初

腹
痛
だ
と
思
っ
た
み
た
い
で
す
が
、
激
し
い
陣
痛
に
襲
わ
れ
ま
す
。
そ
し

て
、
彼
女
の
表
現
を
借
り
る
と
、「
家
を
壊
し
そ
う
に
な
る
ほ
ど
の
痛
み
」

の
な
か
で
、
一
晩
耐
え
て
、
九
時
に
赤
ち
ゃ
ん
を
出
産
す
る
ん
で
す
ね
。

こ
れ
は
早
産
な
ん
で
す
ね
。
予
定
日
よ
り
も
割
と
早
い
早
産
で
し
た
。
赤

ち
ゃ
ん
に
は
も
う
救
命
可
能
性
が
な
い
こ
と
は
証
拠
上
明
ら
か
に
な
っ
て

い
ま
す
。
息
も
し
て
い
な
い
、
産
声
を
全
く
あ
げ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と

で
す
ね
。
そ
の
時
彼
女
が
し
た
の
は
、
ご
遺
体
を
タ
オ
ル
で
包
ん
で
、
そ

し
て
枕
元
に
あ
っ
た
茶
色
の
段
ボ
ー
ル
箱
を
組
み
立
て
て
入
れ
て
、
タ
オ

ル
を
乗
せ
る
ん
で
す
ね
。
そ
し
て
そ
の
タ
オ
ル
も
、
使
い
古
し
の
タ
オ
ル

と
か
で
は
な
く
て
、
箪
笥
か
ら
ち
ゃ
ん
と
洗
濯
さ
れ
た
タ
オ
ル
を
ち
ゃ
ん

と
敷
い
て
あ
げ
て
、
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
し
て
、
死
産
直
後
で
す
か

ら
、
大
量
に
血
が
流
れ
て
、
す
ご
く
き
つ
い
し
、
や
っ
ぱ
り
妊
娠
を
誰
に

も
言
え
な
か
っ
た
ん
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
も
目
の
前
で
我
が
子
が
亡
く

な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
よ
ね
。
だ
か
ら
精
神
的
に
本
当
に
き
つ
い
状
態
で

も
あ
っ
た
ん
だ
け
れ
ど
も
、
赤
ち
ゃ
ん
の
名
前
を
考
え
て
、
生
年
月
日
と
、

名
前
と
、
お
詫
び
の
言
葉
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
弔
い
の
趣
旨
の
言
葉
、

天
国
で
安
ら
か
に
眠
っ
て
ね
と
い
う
言
葉
の
お
手
紙
を
入
れ
ま
す
。
い
ま

表
示
し
て
い
る
の
が
実
際
の
手
紙
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
手
紙
を
タ

オ
ル
の
上
に
の
せ
て
、
そ
の
段
ボ
ー
ル
箱
に
封
を
し
ま
す
。
一
番
上
の
写

真
の
箱
は
産
婦
人
科
で
亡
く
な
っ
た
赤
ち
ゃ
ん
を
安
置
す
る
箱
で
す
が
、

こ
の
シ
ュ
ー
ズ
ボ
ッ
ク
ス
の
よ
う
な
蓋
が
あ
る
も
の
で
あ
れ
ば
封
を
し
な

く
て
も
い
い
で
す
よ
ね
。
し
か
し
、
彼
女
の
周
り
に
あ
っ
た
の
は
段
ボ
ー

ル
箱
で
、
封
を
し
な
い
と
そ
の
ま
ま
自
然
と
パ
カ
ッ
と
開
く
じ
ゃ
な
い
で

す
か
。
だ
か
ら
彼
女
と
し
て
は
、
蓋
を
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
と
い
う
こ
と

で
、
道
具
も
い
ず
れ
も
自
分
の
周
り
に
あ
る
も
の
な
ん
で
す
が
、
薄
い
セ

ロ
ハ
ン
テ
ー
プ
で
封
を
し
た
と
。で
も
セ
ロ
ハ
ン
テ
ー
プ
っ
て
細
い
の
で
、

や
っ
た
こ
と
が
あ
る
方
は
分
か
る
と
思
い
ま
す
け
ど
、
一
回
や
っ
た
だ
け

じ
ゃ
、
自
然
に
ぺ
り
ぺ
り
っ
て
は
が
れ
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
だ
か
ら
、

何
回
か
セ
ロ
ハ
ン
テ
ー
プ
を
巻
く
ん
で
す
ね
。
さ
ら
に
十
一
月
十
五
日
な

の
で
、
赤
ち
ゃ
ん
が
寒
く
な
い
よ
う
に
と
い
う
こ
と
で
別
の
白
い
箱
の
中

に
入
れ
て
あ
げ
ま
す
。
そ
し
て
さ
ら
に
セ
ロ
ハ
ン
テ
ー
プ
で
封
を
し
ま
す
。
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そ
し
て
一
晩
一
緒
に
過
ご
し
て
、
彼
女
は
翌
日
の
朝
に
監
理
団
体
に
病
院

に
連
れ
て
行
か
れ
ま
す
。
監
理
団
体
と
い
う
組
織
で
す
が
、
技
能
実
習
生

の
場
合
、
雇
い
主
と
の
関
係
だ
け
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
。
三
〇
年
以
上
続
い

て
い
る
こ
の
制
度
で
す
け
れ
ど
も
、
人
権
侵
害
事
例
っ
て
言
う
の
が
た
く

さ
ん
あ
っ
た
、
技
能
実
習
生
の
サ
ポ
ー
ト
役
と
い
う
か
、
ち
ゃ
ん
と
技
能

実
習
が
行
わ
れ
て
い
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
を
監
督
す
る
よ
う
な
民
間
の
機

関
が
監
理
団
体
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
こ
の
監
理
団
体
が
、
い
ま
そ
の
機
能
を
果
た
し
て
い
る
か
と
い
え

ば
、
疑
問
符
は
つ
く
と
こ
ろ
で
す
。
そ
し
て
、
病
院
に
連
れ
て
行
か
れ
た

彼
女
は
、
死
産
し
た
日
の
翌
十
六
日
の
午
後
九
時
に
自
分
の
死
産
を
告
白

す
る
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
彼
女
が
死
産
し
て
、
自
分
の
死
産
を
周
り
に
告

白
し
た
時
間
ま
で
、
三
十
三
時
間
な
ん
で
す
ね
。

　

技
能
実
習
制
度
の
話
が
少
し
出
て
き
ま
し
た
が
、
皆
さ
ん
は
ニ
ュ
ー
ス

等
で
、
実
習
制
度
と
い
う
も
の
が
大
き
く
変
わ
ろ
う
と
い
う
か
、
な
く
な

ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
ご
存
じ
で
す
か
？
去
年
の
秋
か
ら
設
置
さ
れ
て

い
る
有
識
者
会
議
が
約
一
年
の
議
論
を
経
て
、
最
終
報
告
を
出
し
た
、
と

い
う
ニ
ュ
ー
ス
が
最
近
あ
り
ま
し
た
。
少
し
そ
の
お
話
を
し
た
い
と
思
い

ま
す
。
技
能
実
習
制
度
と
い
う
の
は
い
っ
た
い
何
か
と
い
う
と
、実
際
に
、

皆
さ
ん
が
こ
こ
熊
本
で
会
っ
た
り
、
イ
メ
ー
ジ
す
る
、
い
わ
ゆ
る
外
国
か

ら
来
た
方
っ
て
、日
本
人
と
結
婚
し
た
方
が
ま
ず
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
ね
。

あ
と
、
働
い
て
い
る
方
で
は
、
日
本
の
会
社
で
働
い
て
ま
す
、
と
か
、
通

訳
の
仕
事
を
し
て
い
ま
す
と
か
、
あ
と
、
イ
ン
ド
料
理
屋
さ
ん
と
か
外
国

料
理
屋
さ
ん
で
働
い
て
い
る
方
と
か
、
い
ろ
い
ろ
思
い
浮
か
べ
ら
れ
る
と

思
う
ん
で
す
け
ど
、
そ
う
し
た
在
留
資
格
、
ビ
ザ
っ
て
い
う
の
は
、
配
偶

者
ビ
ザ
な
ど
の
身
分
系
の
在
留
資
格
だ
け
で
は
な
く
、
就
労
系
の
在
留
資

格
と
し
て
昔
か
ら
あ
る
ん
で
す
ね
。
た
だ
そ
こ
に
は
一
定
の
専
門
性
が
必

要
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
熟
練
し
た
労
働
者
、
ス
キ
ル
を
持
っ

た
労
働
者
で
あ
る
こ
と
が
前
提
な
ん
で
す
ね
。
一
方
、
技
能
実
習
生
と
い

う
の
は
非
熟
練
労
働
者
で
す
。
つ
ま
り
専
門
性
が
な
い
ん
で
す
ね
。
日
本

に
、
単
純
労
働
者
を
受
け
入
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
元
々
の
制
度
の
狙
い

な
ん
で
す
け
ど
も
、
た
だ
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
と
、
移
民
労

働
者
を
受
け
入
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
、
移
民
政
策
を
採
ら
な
い

日
本
と
し
て
は
、
技
能
実
習
だ
と
、
あ
く
ま
で
こ
れ
は
研
修
で
あ
り
、
日

本
の
優
れ
た
技
術
を
途
上
国
の
方
に
移
転
す
る
国
際
貢
献
の
よ
う
な
制
度

趣
旨
を
わ
ざ
わ
ざ
作
っ
て
、
そ
し
て
技
能
実
習
制
度
を
作
っ
た
ん
で
す
。

正
確
に
は
、
そ
の
前
身
が
研
修
生
制
度
と
い
い
ま
す
。
こ
の
技
能
実
習
制

度
は
、
制
度
の
建
前
と
本
音
と
い
う
も
の
が
違
う
の
で
、
本
当
は
労
働
者

な
ん
だ
け
れ
ど
も
、
あ
な
た
は
実
習
に
来
て
る
ん
で
し
ょ
、
学
び
に
来
て

る
ん
で
し
ょ
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
す
ご
く
強
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
う

す
る
と
、
妊
娠
し
た
と
な
っ
た
と
き
に
、「
学
び
に
来
た
の
に
何
で
妊
娠

し
て
ん
で
す
か
」
っ
て
い
う
の
が
ま
ず
出
て
く
る
わ
け
で
す
ね
。
心
無
い

使
用
者
の
方
か
ら
は
そ
う
い
う
こ
と
が
た
く
さ
ん
こ
れ
ま
で
あ
っ
た
と
。

数
字
も
そ
れ
を
物
語
っ
て
い
て
、
二
〇
一
七
年
か
ら
二
〇
二
二
年
の
五
年

間
の
間
、
妊
娠
を
理
由
に
実
習
が
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
、
と
い
う
事
例

が
千
百
三
十
四
件
存
在
し
ま
す
。
そ
の
う
ち
、
実
習
再
開
が
で
き
た
の
は

二
十
三
件
な
ん
で
す
。
皆
さ
ん
に
念
押
し
し
て
お
き
た
い
の
が
、
労
働
者
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が
、
妊
娠
し
て
産
休
、
育
休
を
取
り
た
い
で
す
と
い
え
ば
、
当
然
そ
の
権

利
は
あ
り
ま
す
よ
ね
。
妊
娠
し
た
こ
と
を
理
由
に
不
利
益
な
取
り
扱
い
を

す
る
と
、
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
と
い
う
法
律
に
違
反
し
ま
す
。
当
然
労

働
基
準
法
に
も
違
反
し
ま
す
ね
。
で
す
が
、
実
際
再
開
で
き
た
の
は
こ
れ

だ
け
し
か
な
い
ん
で
す
。	

二
十
三
人
し
か
い
な
い
ん
で
す
。
技
能
実
習

生
っ
て
い
ま
日
本
に
だ
い
た
い
三
五
万
人
く
ら
い
い
る
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
一
時
期
四
〇
万
人
く
ら
い
い
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
半
分
が
女

性
で
、
若
い
ん
で
す
ね
、
二
十
代
三
十
代
く
ら
い
で
す
。
そ
の
と
き
に
、

果
た
し
て
彼
女
た
ち
は
労
働
者
と
し
て
の
権
利
を
行
使
で
き
て
い
る
の

か
、
と
い
う
点
も
す
ご
く
大
事
な
ん
で
す
。
実
際
ベ
ト
ナ
ム
の
方
も
す
ご

く
、
な
か
な
か
シ
ビ
ア
な
環
境
に
い
て
で
す
ね
、
ベ
ト
ナ
ム
に
限
っ
て
言

え
ば
、一
〇
〇
％
妊
娠
し
た
ら
罰
金
で
す
よ
な
ど
の
警
告
を
受
け
て
い
た
、

と
い
う
こ
と
も
研
究
者
の
と
あ
る
調
査
で
は
明
ら
か
に
な
っ
た
り
も
し
て

い
ま
す
。
そ
し
て
、
国
が
行
っ
て
い
る
調
査
で
も
、
四
人
に
一
人
、
二

六.

五
％
の
実
習
生
が
妊
娠
し
た
ら
仕
事
を
辞
め
て
も
ら
う
な
ど
、
そ
う

い
っ
た
発
言
を
受
け
た
と
し
て
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
現
場
で
働
い
て

い
る
実
習
生
た
ち
は
ど
う
い
う
情
報
を
手
に
入
れ
る
か
と
い
う
と
、
絶
対

に
妊
娠
は
す
る
な
、
妊
娠
す
る
と
帰
国
さ
せ
ら
れ
る
ぞ
、
と
い
っ
た
こ
と

な
ん
で
す
。
そ
し
て
今
回
の
彼
女
の
場
合
も
、ベ
ト
ナ
ム
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
、フ
ェ

イ
ス
ブ
ッ
ク
等
で
そ
う
い
う
事
実
、
妊
娠
し
た
ら
帰
国
さ
せ
ら
れ
る
と
い

う
こ
と
は
周
知
と
い
う
か
、出
回
っ
て
い
て
そ
う
し
た
情
報
を
目
に
す
る
。

彼
女
の
日
本
語
能
力
が
高
け
れ
ば
、
自
分
に
労
働
者
と
し
て
の
権
利
が
ど

こ
ま
で
認
め
ら
れ
て
い
る
か
を
理
解
で
き
た
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
行
使

が
非
常
に
難
し
い
と
い
う
こ
と
は
あ
る
に
し
て
も
、
情
報
に
接
す
る
量
と

し
て
は
、
非
常
に
限
ら
れ
て
し
ま
う
。
彼
女
が
話
せ
る
日
本
語
と
い
う
の

は
本
当
に
簡
単
な
あ
い
さ
つ
程
度
の
も
の
し
か
な
か
っ
た
ん
で
す
。
そ
し

て
、
彼
女
と
し
て
は
、
妊
娠
し
て
帰
国
さ
せ
ら
れ
る
と
な
っ
た
と
き
に
、

や
っ
ぱ
り
ど
う
し
て
も
帰
れ
な
い
と
い
う
理
由
も
あ
っ
て
、
彼
女
は
、
ベ

ト
ナ
ム
の
年
収
の
五
倍
の
手
数
料
を
支
払
っ
て
来
日
を
し
て
い
る
ん
で
す

ね
。
母
国
に
は
家
族
が
い
ま
す
が
、
そ
の
ご
家
族
も
彼
女
の
稼
ぎ
を
待
っ

て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
い
う
わ
け
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
彼
女
と
し
て
は
ご

家
族
の
期
待
を
受
け
て
日
本
で
働
い
て
、
お
金
を
送
金
し
て
、
と
い
う
生

活
を
続
け
て
い
ま
し
た
が
、
な
か
な
か
彼
女
自
身
、
自
分
が
妊
娠
し
た
と

い
う
こ
と
を
母
国
の
方
に
言
い
出
し
に
く
い
で
す
。
さ
ら
に
は
、
実
習
生

の
場
合
、
来
日
し
て
最
初
の
一
ヶ
月
は
、
研
修
を
受
け
る
ん
で
す
け
れ
ど

も
、
実
際
の
研
修
の
中
で
妊
娠
に
関
す
る
研
修
も
受
け
て
い
ま
せ
ん
で
し

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
然
、
妊
娠
す
る
と
、
特
に
今
回
は
、
多
胎
妊
娠

に
な
り
ま
す
か
ら
、
お
な
か
は
大
き
く
な
る
わ
け
で
す
よ
ね
。
そ
う
す
る

と
、監
理
団
体
や
雇
い
主
は
リ
ン
さ
ん
の
妊
娠
を
疑
っ
て
い
た
ん
で
す
ね
。

そ
の
時
点
で
、
手
を
差
し
伸
べ
て
あ
げ
た
ら
よ
か
っ
た
の
で
す
が
そ
う

じ
ゃ
な
か
っ
た
ん
で
す
ね
。
妊
娠
検
査
薬
を
使
っ
て
、
目
の
前
で
そ
の
結

果
を
教
え
ろ
と
い
う
よ
う
な
話
を
し
た
り
と
か
、
そ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー

チ
の
仕
方
し
か
し
て
い
な
い
ん
で
す
ね
。
そ
れ
は
、
例
え
ば
皆
さ
ん
が
バ

イ
ト
先
か
な
ん
か
で
言
わ
れ
た
ら
、
絶
対
そ
ん
な
の
お
か
し
い
っ
て
思
う

じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
妊
娠
検
査
薬
を
今
か
ら
使
っ
て
、
そ
の
結
果
を
教
え

て
く
だ
さ
い
と
言
わ
れ
る
と
い
う
の
は
。
で
も
そ
れ
が
や
っ
ぱ
り
実
習
生
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の
中
で
、
そ
う
い
う
扱
い
方
を
し
て
も
い
い
よ
ね
、
と
い
う
そ
う
い
う
雰

囲
気
は
確
か
に
あ
る
ん
で
す
よ
。
そ
う
す
る
と
、
そ
う
い
っ
た
監
理
団
体

や
雇
い
主
と
の
間
で
信
頼
関
係
の
構
築
は
で
き
な
い
で
す
よ
ね
。
そ
う
い

う
情
勢
が
あ
っ
て
、彼
女
は
誰
に
も
妊
娠
を
言
え
ず
に
孤
立
出
産
し
た
と
、

そ
う
い
う
経
緯
が
あ
る
ん
で
す
。

　

話
を
裁
判
に
戻
す
と
、
私
た
ち
は
裁
判
所
に
こ
の
事
件
を
公
判
前
整
理

手
続
に
付
す
よ
う
に
請
求
し
ま
し
た
。
こ
の
後
の
先
生
方
の
お
話
に
も
出

て
き
ま
す
が
、
実
行
行
為
っ
て
言
う
の
が
す
ご
く
問
題
に
な
り
ま
す
。
検

察
官
の
い
う
実
行
行
為
、
段
ボ
ー
ル
箱
の
中
に
入
れ
て
、
そ
し
て
死
体
を

放
置
し
た
と
、
い
う
こ
と
で
す
ね
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
曖
昧
な
の

で
、
実
行
行
為
に
つ
い
て
、
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
求
め
ま
し
た
が
、
な

か
な
か
明
ら
か
に
し
て
く
れ
な
か
っ
た
ん
で
す
。
我
々
と
し
て
は
、
無
罪

主
張
す
る
上
で
、「
死
体
遺
棄
罪
と
は
何
か
」
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
始
め

て
い
き
ま
す
。
死
体
遺
棄
罪
の
保
護
法
益
と
い
う
の
は
、
亡
く
な
ら
れ
た

方
の
利
益
で
は
な
く
、
わ
か
り
や
す
く
い
え
ば
、
こ
こ
に
い
る
皆
さ
ん
が
、

亡
く
な
っ
た
方
に
対
し
て
ど
う
い
う
感
情
を
持
っ
て
い
て
、
皆
さ
ん
が
こ

の
ご
遺
体
、
亡
く
な
ら
れ
た
方
に
対
し
て
ど
う
い
う
扱
い
を
し
た
ら
皆
さ

ん
が
気
分
を
害
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
こ
れ
を
死
者
に
対
す

る
一
般
的
な
宗
教
的
感
情
と
い
い
ま
す
。
刑
法
の
保
護
法
益
を
学
ば
れ
ま

し
た
と
思
い
ま
す
が
、
殺
人
だ
っ
た
ら
生
命
と
か
、
窃
盗
だ
っ
た
ら
財
産

と
か
、
一
定
の
利
益
を
保
護
し
て
い
る
ん
で
す
。
死
体
遺
棄
罪
の
場
合
、

死
者
に
対
す
る
一
般
的
な
宗
教
的
感
情
が
保
護
法
益
と
解
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
そ
れ
だ
け
で
も
わ
か
り
に
く
い
で
す
よ
ね
。
一
般
の
宗
教
的
感
情
と

は
果
た
し
て
何
で
す
か
、
と
言
う
疑
問
が
出
て
き
ま
す
が
、
私
た
ち
の
主

張
は
、
彼
女
の
や
っ
た
行
為
は
、
少
な
く
と
も
死
者
に
対
す
る
冒
涜
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
段
ボ
ー
ル
箱
を
棺
に
見
立
て
て
納
棺

し
、
ご
遺
体
を
安
置
し
た
と
い
う
主
張
で
す
。
た
だ
、
そ
れ
が
皆
さ
ん
が

想
像
す
る
よ
う
な
納
棺
と
安
置
だ
っ
た
ら
、
葬
儀
会
場
を
手
配
し
た
り
し

て
、
木
の
棺
を
準
備
し
て
、
っ
て
い
う
の
を
想
像
さ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、彼
女
の
身
の
回
り
に
は
限
ら
れ
た
品
々
し
か
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。

段
ボ
ー
ル
箱
に
し
て
も
タ
オ
ル
に
し
て
も
、セ
ロ
ハ
ン
テ
ー
プ
に
し
て
も
、

そ
う
し
た
中
で
彼
女
は
ぎ
り
ぎ
り
の
状
態
で
や
っ
た
と
い
う
こ
と
も
重
要

な
事
情
で
す
。
孤
立
出
産
の
母
体
の
状
態
、
す
な
わ
ち
肉
体
的
状
態
、
精

神
的
状
態
で
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
も
当
時
の
彼
女
の
状
況
を
把
握
す
る

上
で
重
要
で
あ
り
、
産
婦
人
科
医
の
先
生
に
意
見
書
の
作
成
を
依
頼
し
ま

し
た
。
た
だ
、
こ
の
意
見
書
の
採
用
に
つ
い
て
も
紆
余
曲
折
は
あ
り
、
本

当
は
、
証
人
と
し
て
裁
判
官
に
孤
立
出
産
後
の
母
体
の
状
況
に
つ
い
て
証

言
い
た
だ
き
た
か
っ
た
の
で
す
が
、
叶
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
本
件
は
「
葬
祭
義
務
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
も
一
つ
の
カ

ギ
に
な
り
ま
す
。
皆
さ
ん
は
、
刑
法
の
講
義
で
不
真
正
不
作
為
犯
を
学
ん

だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
時
、
作
為
義
務
っ
て
出
て
き
ま
す
ね
。
作
為
犯

と
不
作
為
犯
の
区
別
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
死
体
遺
棄
罪
に
は
不
真
正

不
作
為
犯
が
あ
る
と
い
う
前
提
で
お
話
す
る
と
、
葬
祭
義
務
者
、
簡
単
に

い
う
と
同
居
し
て
い
る
親
族
が
亡
く
な
っ
た
ご
遺
体
を
目
の
前
に
し
た
と

き
に
、
弔
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
そ
う
い
う
作
為
義
務
が
あ
り
ま
す
。

弁
護
側
の
安
置
の
主
張
は
、
こ
う
し
た
葬
祭
義
務
に
違
反
し
て
い
な
い
と
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い
う
主
張
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
余
談
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
実
は
、
捜

査
機
関
は
、
ご
遺
体
を
半
年
も
返
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
警
察
署
の
中
で
ご

遺
体
は
冷
凍
保
存
さ
れ
て
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
そ
の
間
、

葬
祭
義
務
の
履
行
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
皮
肉
な
状
況
で
も
あ
り
ま
し

た
。

　

こ
う
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
第
一
審
の
熊
本
地
方
裁
判
所
は
懲
役
八
月

執
行
猶
予
三
年
と
い
う
、
判
決
を
言
い
渡
し
ま
し
た
。
検
察
官
の
求
刑
は

一
年
で
す
ね
。
一
審
判
決
は
、
段
ボ
ー
ル
箱
に
入
れ
た
作
為
と
放
置
し
た

不
作
為
を
認
定
し
て
い
ま
す
が
、
不
作
為
の
論
証
も
あ
ま
り
十
分
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。	

構
成
要
件
的
な
同
価
値
性
の
検
討
が
さ
れ
て
い
な
い
の
で

す
。
二
審
の
福
岡
高
裁
か
ら
、
本
日
も
お
見
え
に
な
ら
れ
て
い
る
西
南
学

院
大
学
の
福
永
俊
輔
先
生
の
ご
協
力
を
い
た
だ
い
て
、
一
審
判
決
の
検
討

を
し
ま
し
た
が
、
一
審
で
、
ど
こ
ま
で
彼
女
の
行
為
を
き
ち
ん
と
分
け
て

考
え
て
い
た
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
は
分
か
ら
な
い
し
、
な
お
か
つ
、
実
は

我
々
弁
護
人
と
し
て
も
で
す
ね
、
公
判
前
の
争
点
整
理
が
全
く
う
ま
く

い
っ
て
い
な
い
結
果
、
彼
女
が
起
訴
さ
れ
た
実
行
行
為
っ
て
一
体
何
な
の

か
、
と
い
う
と
こ
ろ
を
つ
か
む
の
に
も
苦
労
し
た
、
と
い
う
の
も
あ
っ
た

り
し
ま
す
。今
の
話
っ
て
刑
事
訴
訟
法
の
と
こ
ろ
で
も
出
て
き
ま
す
の
で
、

ぜ
ひ
覚
え
て
お
い
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
で
す
ね
、

控
訴
審
で
は
、
立
命
館
大
学
の
松
宮
孝
明
先
生
、
と
い
う
大
先
生
の
ご
協

力
も
い
た
だ
い
て
、
ま
ず
、
そ
も
そ
も
一
審
判
決
は
理
論
的
に
お
か
し
い

よ
ね
っ
て
こ
と
を
理
論
的
に
固
め
る
、
そ
う
い
う
作
業
か
ら
始
ま
っ
た
ん

で
す
ね
。
ま
た
、
理
論
面
以
外
で
も
、
控
訴
審
か
ら
、
変
わ
っ
て
い
っ
た

の
が
、
世
の
中
の
こ
の
事
件
に
対
す
る
態
度
で
し
た
。
ネ
ッ
ト
ニ
ュ
ー
ス

の
コ
メ
ン
ト
欄
に
は
、
な
ん
で
学
び
に
来
た
の
に
妊
娠
し
て
、
な
ん
て
無

責
任
な
ん
だ
っ
て
、
そ
う
い
う
コ
メ
ン
ト
が
ほ
と
ん
ど
で
し
た
が
、
望
月

優
大
さ
ん
の
「
ニ
ッ
ポ
ン
複
雑
紀
行
」
と
い
う
ウ
ェ
ブ
マ
ガ
ジ
ン
を
き
っ

か
け
に
大
き
く
変
わ
り
ま
し
た
。
二
部
構
成
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
か
な

り
深
堀
り
し
て
取
材
し
て
、
世
に
出
し
て
く
れ
た
ん
で
す
ね
。
こ
れ
も
一

つ
の
転
換
期
だ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
、
と
思
い
ま
す
し
、
先
ほ
ど
言
っ

た
よ
う
に
、
学
者
の
先
生
な
ど
多
く
の
支
援
者
の
方
の
、「
こ
れ
で
有
罪
に

な
る
っ
て
お
か
し
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
っ
て
い
う
、
そ
う
い
う
感
覚
を
持

た
れ
る
方
が
ど
ん
ど
ん
増
え
て
い
っ
た
ん
で
す
ね
。	

そ
う
な
る
と
、
も
っ

と
そ
う
い
う
人
た
ち
を
増
や
さ
な
い
と
い
け
な
い
、
も
っ
と
そ
う
い
う
声

を
裁
判
所
に
届
け
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
思
い
か
ら
も
、
メ
デ
ィ
ア
っ

て
す
ご
く
大
事
だ
な
っ
て
こ
と
を
自
覚
し
た
の
も
、
そ
の
時
で
も
あ
り
ま

す
。

　

い
ろ
い
ろ
と
ほ
ん
と
に
主
張
し
て
、
一
部
私
た
ち
の
主
張
を
認
め
た
の

が
二
審
判
決
、
福
岡
高
裁
令
和
四
年
一
月
十
九
日
判
決
で
す
。
原
判
決
を

破
棄
す
る
と
い
う
の
が
、
主
文
の
始
ま
り
で
し
た
。
高
裁
の
場
合
、
ま
ず

主
文
を
読
み
上
げ
る
と
き
に
、「
本
件
控
訴
を
棄
却
す
る
」
と
い
う
話
で

あ
れ
ば
、
も
う
一
審
の
判
決
は
変
わ
ら
な
い
わ
け
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
、

 
「
原
判
決
を
破
棄
す
る
」
と
い
う
よ
う
な
主
文
で
あ
れ
ば
、「
破
棄
」
で

す
か
ら
、
無
罪
の
期
待
が
高
ま
り
ま
す
よ
ね
。
で
す
が
、
実
際
に
そ
の
後
、

 

「
被
告
人
は
無
罪
」
で
は
な
く
「
被
告
人
を
」
と
続
き
、
懲
役
三
月
執
行

猶
予
二
年
と
い
う
判
決
が
出
ま
し
た
。
ど
う
い
う
中
身
だ
っ
た
か
と
い
う
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と
、
リ
ン
さ
ん
が
医
師
に
死
産
を
告
白
す
る
ま
で
、
十
五
日
の
午
前
九
時

か
ら
翌
十
六
日
の
午
後
六
時
の
三
十
三
時
間
ま
で
の
間
、
葬
祭
義
務
と
い

う
、
ご
遺
体
を
弔
う
義
務
を
履
行
す
る
だ
け
の
相
当
な
期
間
が
経
過
し
た

と
い
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
不
作
為
を
否
定
し
ま
し
た
。
つ
ま
り
作
為

義
務
違
反
を
否
定
し
、
不
作
為
の
死
体
遺
棄
罪
は
否
定
し
た
ん
で
す
ね
。

そ
の
意
味
で
、
一
部
認
め
て
く
れ
た
ん
で
す
。
た
だ
、	

さ
っ
き
言
っ
た
、
寒

く
な
い
よ
う
に
と
い
う
こ
と
で
箱
を
二
重
に
し
た
り
と
か
、
あ
と
セ
ロ
ハ

ン
テ
ー
プ
、
細
い
セ
ロ
ハ
ン
テ
ー
プ
で
す
よ
、
で
封
を
し
た
と
い
う
行
為

を
取
り
出
す
形
で
、
作
為
の
死
体
遺
棄
を
認
め
て
し
ま
い
ま
し
た
。
彼
女

の
妊
娠
を
周
り
に
明
か
せ
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
、
死
産
の
事
実
も
言
え

な
か
っ
た
以
上
、
彼
女
の
や
っ
た
行
為
は
、
葬
祭
上
の
プ
ロ
セ
ス
、
つ
ま

り
、
行
為
に
葬
祭
の
意
味
を
持
た
せ
ず
に
、
あ
く
ま
で
そ
れ
は
隠
す
た
め

の
行
為
、
隠
匿
だ
と
言
っ
た
ん
で
す
ね
。
こ
こ
で
は
じ
め
て
隠
匿
と
い
う

言
葉
が
出
て
き
た
と
思
い
ま
す
。
こ
の
隠
匿
に
よ
る
遺
棄
と
は
何
か
、
と

い
う
話
に
も
な
っ
て
き
ま
す
ね
。
皆
さ
ん
、
こ
こ
で
疑
問
に
思
う
で
し
ょ

う
が
、
刑
法
一
九
〇
条
に
は
実
行
行
為
を
「
遺
棄
」
と
し
か
書
い
て
ま
せ

ん
。
隠
匿
な
ん
て
な
い
ん
で
す
。
じ
ゃ
あ
な
ん
で
隠
匿
に
よ
る
遺
棄
が
認

め
ら
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
も
ぜ
ひ
疑
問
に
思
っ
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
、
高
裁
判
決
を
受
け
て
、
ほ
ん
と
に
絶
望
と
い
う
か
、
控
訴
審

の
段
階
で
、
一
審
も
、
な
か
な
か
充
実
し
な
か
っ
た
公
判
前
も
含
め
て
で

す
ね
、
ほ
ん
と
に
そ
こ
か
ら
ど
う
盛
り
返
し
て
い
く
の
か
と
い
う
と
こ
ろ

も
意
識
し
て
ま
し
た
し
、
か
な
り
き
つ
か
っ
た
で
す
。
た
だ
、
記
者
会
見

の
中
で
の
リ
ン
さ
ん
の
言
葉
が
あ
り
ま
し
て
、
裁
判
所
が
、
裁
判
官
が
私

の
よ
う
に
妊
娠
を
誰
に
も
言
え
な
い
女
性
の
こ
と
を
わ
か
っ
て
く
れ
て
い

た
ら
結
果
は
違
っ
た
と
思
う
、
と
い
う
こ
と
を
彼
女
は
言
っ
た
ん
で
す
。

彼
女
は
一
審
の
時
に
比
べ
て
ほ
ん
と
に
前
向
き
な
こ
と
を
言
っ
て
く
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
う
い
う
言
葉
も
あ
り
ま
し
た
。
会
見
の
中

で
、
さ
っ
き
中
島
さ
ん
の
話
も
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
も
う
一
審
で
有
罪

で
す
ね
、
フ
ル
で
認
定
さ
れ
て
有
罪
と
、
二
審
で
一
部
無
罪
と
い
う
か
、

不
作
為
に
関
し
て
は
落
ち
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
、
隠
匿
に
よ
る

遺
棄
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
、
ホ
ッ
プ
ス
テ
ッ
プ

ジ
ャ
ン
プ
と
表
現
し
て
い
ま
し
た
。
最
後
は
、
最
高
裁
で
無
罪
を
と
る
ん

だ
、
と
い
う
こ
と
で
、
決
意
を
新
た
に
し
て
、
無
罪
判
決
に
向
け
て
、
最

高
裁
に
上
告
を
し
た
ん
で
す
ね
。
そ
の
同
時
期
頃
に
神
戸
大
学
の
ロ
ー
ス

ク
ー
ル
時
代
の
木
下
昌
彦
先
生
、
こ
の
方
か
ら
憲
法
を
教
わ
っ
て
い
ま
し

た
が
、
そ
の
先
生
か
ら
メ
ー
ル
を
い
た
だ
い
た
ん
で
す
ね
。
ど
う
い
う

メ
ー
ル
だ
っ
た
か
っ
て
い
う
と
、「
実
は
こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
自
分
も

教
え
子
で
あ
る
石
黒
君
だ
っ
た
の
で
注
目
し
て
み
て
ま
し
た
」
と
あ
り
が

た
い
メ
ー
ル
で
し
た
。
そ
れ
で
「
こ
の
流
れ
を
見
て
る
と
、
た
ぶ
ん
最
高

裁
は
弁
論
を
開
く
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思
っ
て
ま
す
」と
い
う
メ
ー
ル
を
、

ま
だ
、
上
告
趣
意
書
出
し
て
な
い
の
に
そ
う
い
う
メ
ー
ル
が
来
た
ん
で
す

ね
。
そ
れ
は
す
ご
く
励
み
に
な
る
ん
だ
け
れ
ど
も
、
た
だ
や
っ
ぱ
り
、
そ

の
当
時
私
弁
護
士
四
年
目
か
五
年
目
く
ら
い
で
、
ま
あ
去
年
の
話
だ
っ
た

の
で
、
そ
う
い
う
経
験
も
ま
だ
無
い
中
で
す
か
ら
、
す
が
る
気
持
ち
で
先

生
に
ご
面
談
を
お
願
い
し
ま
し
た
。
こ
の
出
来
事
が
、
上
告
審
の
弁
護
団
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の
メ
ン
バ
ー
に
加
わ
っ
て
い
た
だ
い
た
平
野
敬
先
生
と
の
出
会
い
に
繋
が

り
ま
す
。
高
裁
判
決
の
前
年
に
弁
論
が
開
か
れ
た
コ
イ
ン
ハ
イ
ブ
事
件
が

あ
り
ま
す
。
こ
の
コ
イ
ン
ハ
イ
ブ
事
件
は
最
高
裁
で
無
罪
判
決
が
出
る
の

で
す
が
、
こ
の
事
件
で
主
任
を
務
め
て
お
ら
れ
た
平
野
弁
護
士
を
紹
介
し

て
い
た
だ
い
た
ん
で
す
ね
。
そ
し
て
、
木
下
先
生
の
方
か
ら
も
、
意
見
書

の
ご
協
力
も
い
た
だ
き
ま
し
た
。
素
晴
ら
し
い
布
陣
で
、
新
た
な
ス
タ
ー

ト
を
切
る
こ
と
に
な
っ
た
ん
で
す
ね
。

　

で
は
、
最
高
裁
で
無
罪
を
と
る
た
め
に
は
ど
う
や
っ
て
戦
っ
て
い
か
な

き
ゃ
い
け
な
い
の
か
、
と
な
る
と
、
一
回
福
岡
高
裁
の
ロ
ジ
ッ
ク
を
確
認

す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
を
お
話
し
ま
す
。
ま
ず
、
そ
も

そ
も
、
福
岡
高
裁
が
言
っ
た
隠
匿
に
よ
る
遺
棄
、
大
正
昭
和
の
時
代
か

ら
、
死
体
の
隠
匿
は
死
体
遺
棄
罪
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
、
と
い
う
歴
史

が
あ
り
ま
す
。
実
は
、
皆
さ
ん
軽
犯
罪
法
っ
て
ご
存
じ
で
す
よ
ね
、
そ
の

軽
犯
罪
法
の
前
身
で
あ
る
警
察
犯
処
罰
令
と
い
う
中
に
は
死
体
隠
匿
罪
と

い
う
も
の
も
あ
っ
た
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
隠
匿
と
い
う
行
為
類
型

が
死
体
遺
棄
罪
に
吸
収
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
過
程
も
あ
る
ん
で
す

ね
。
そ
れ
で
は
、
死
体
遺
棄
罪
に
よ
っ
て
、
な
ぜ
死
体
の
隠
匿
が
処
罰
さ

れ
る
ん
だ
ろ
う
と
い
う
と
こ
ろ
を
考
え
な
き
ゃ
い
け
な
い
の
で
す
が
、
こ

の
よ
う
に
教
科
書
的
に
は
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
ず
、
死
体
が
隠
れ
る

と
い
う
こ
と
は
、
隠
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
亡
く
な
っ
た
ご
遺
体
と
い
う

の
は
埋
葬
さ
れ
る
時
期
が
遅
れ
、
適
時
適
切
な
埋
葬
の
タ
イ
ミ
ン
グ
が
遅

れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
「
葬
祭
が
妨
害
さ
れ
る
」
と
い
う
ん
で
す
け
れ
ど

も
、
そ
う
す
る
と
葬
祭
義
務
者
、
つ
ま
り
ご
遺
族
の
葬
祭
と
い
う
も
の
が

妨
害
さ
れ
る
の
で
、
適
時
適
切
な
葬
祭
が
で
き
な
く
な
り
、
死
体
の
隠
匿

に
よ
っ
て
死
者
に
対
す
る
一
般
的
な
宗
教
的
感
情
が
害
さ
れ
る
と
い
う
説

明
で
す
。
こ
れ
を
教
科
書
的
に
は
、「
法
益
が
間
接
的
に
危
殆
化
す
る
」

と
、
そ
う
い
う
説
明
も
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
間
接
的
に
法
益
を
侵
害

す
る
と
い
う
説
明
に
疑
問
が
あ
り
ま
す
。「
隠
匿
」
＝
「
遺
棄
」
と
解
す

る
の
で
は
な
く
、
も
っ
と
丁
寧
に
見
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
と
思
い
ま

す
。
そ
も
そ
も
福
岡
高
裁
は
死
体
を
外
か
ら
見
え
な
く
す
る
行
為
を
隠
匿

と
し
、
こ
れ
が
葬
祭
の
準
備
ま
た
は
一
過
程
で
あ
れ
ば
、
死
体
遺
棄
で
は

な
い
と
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
棺
桶
に
遺
体
を
入
れ
る
行
為
は
、
隠
匿

に
は
当
た
り
ま
す
が
、
葬
祭
の
準
備
で
あ
る
た
め
、
死
体
遺
棄
罪
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
こ
う
い
う
ロ
ジ
ッ
ク
で
す
ね
。
た
だ
、
葬
祭
の
プ
ロ
セ
ス
上

の
行
為
と
評
価
で
き
な
け
れ
ば
、
全
て
隠
匿
に
よ
る
遺
棄
に
な
っ
て
し
ま

い
ま
す
。
彼
女
が
行
っ
た
一
連
の
行
為
、
こ
こ
に
書
い
て
あ
り
ま
す
け
れ

ど
も
、
ご
遺
体
を
タ
オ
ル
で
包
む
、
手
紙
を
入
れ
る
、
ご
遺
体
を
段
ボ
ー

ル
箱
に
入
れ
る
、
セ
ロ
ハ
ン
テ
ー
プ
で
止
め
る
、
箱
を
二
重
に
す
る
、
箱

を
棚
の
上
に
置
く
、
こ
う
い
う
一
連
の
行
為
の
中
で
、
蓋
を
テ
ー
プ
で
止

め
る
行
為
と
箱
を
二
重
に
し
た
行
為
、
こ
れ
が
葬
祭
の
プ
ロ
セ
ス
か
ら
外

れ
て
る
ん
だ
と
、
と
い
う
こ
と
を
言
っ
た
ん
で
す
ね
。
普
段
の
葬
祭
で
は

こ
う
い
う
こ
と
を
し
な
い
で
し
ょ
、
そ
う
言
っ
た
ん
で
す
。
こ
の
是
非
は

ま
た
皆
さ
ん
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。
死
体
を
棺
だ
ろ
う
と
、
ダ
ン
ボ
ー

ル
で
あ
ろ
う
と
梱
包
し
た
場
合
、
そ
の
行
為
が
遺
棄
に
該
当
す
る
か
ど
う

か
、と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、葬
祭
の
準
備
ま
た
は
一
過
程
と
し
て
行
っ

た
行
為
な
の
か
、
そ
う
じ
ゃ
な
い
行
為
な
の
か
、
そ
れ
で
死
体
遺
棄
か
ど
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う
か
決
ま
り
ま
す
と
言
っ
て
い
る
ん
で
す
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
振
り
分

け
が
正
し
い
の
か
、
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
あ
ま
り

想
像
し
た
く
な
い
こ
と
で
す
け
ど
、
こ
こ
で
立
ち
止
ま
ら
な
い
と
い
け
な

い
の
が
お
身
内
の
死
に
接
し
た
場
合
に
、	皆
さ
ん
冷
静
に
対
応
で
き
ま
す

か
、
と
い
う
と
こ
ろ
な
ん
で
す
ね
。
身
内
の
死
に
接
し
た
す
べ
て
の
行
為

の
、
一
か
ら
十
ま
で
の
行
為
の
全
て
が
葬
祭
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
で
す
よ
ね
。
例
え
ば
、
こ
の
ま
ま
じ
ゃ
寒
く
て
か
わ
い
そ
う
だ

か
ら
っ
て
毛
布
を
掛
け
て
あ
げ
た
り
と
か
、
亡
く
な
っ
た
ご
遺
体
を
、
流

産
の
ケ
ー
ス
で
実
際
あ
っ
た
事
件
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
冷
蔵
庫
の
中
で

保
管
す
る
行
為
、
こ
の
方
は
、、
実
は
死
体
遺
棄
罪
で
逮
捕
さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
あ
と
、
釈
放
さ
れ
て
も
ち
ろ
ん
不
起
訴
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す

け
れ
ど
も
、
そ
う
し
た
行
為
と
い
う
の
は
、
葬
祭
の
意
味
を
持
た
な
い
と

い
う
こ
と
も
言
え
ま
す
。
し
か
し
、
亡
く
な
っ
た
方
に
対
す
る
冒
涜
の
よ

う
な
行
為
、
宗
教
的
感
情
を
害
す
る
行
為
と
い
え
る
か
と
い
う
と
そ
う
で

は
な
い
と
思
い
ま
す
。
葬
祭
の
準
備
ま
た
は
一
過
程
の
行
為
が
あ
る
に
し

て
も
、
そ
れ
以
外
の
行
為
が
す
べ
て
死
体
遺
棄
罪
の
行
為
に
あ
た
る
と
い

う
の
は
あ
ま
り
に
広
き
に
解
し
す
ぎ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
わ
け

で
す
。
亡
く
な
っ
た
ご
遺
体
の
一
時
保
管
だ
っ
た
り
、
そ
う
い
っ
た
行
為

に
つ
い
て
も
葬
祭
の
準
備
と
裁
判
所
が
評
価
で
き
な
け
れ
ば
遺
棄
と
言
い

切
っ
て
良
い
の
か
、
と
思
い
ま
す
。
も
う
一
つ
の
問
題
で
す
が
、
葬
祭
の

準
備
ま
た
は
一
過
程
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
が
判
断
す
る
こ
と
に

危
う
さ
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
亡
く
な
ら
れ
た
方
に
対
す
る
弔
い
の
形
の

表
し
方
は
人
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
り
、
幅
が
あ
る
は
ず
で
す
。
し
か
し
裁
判
所

と
し
て
は
、
幅
の
あ
る
葬
法
に
つ
い
て
、
範
囲
を
決
め
て
し
ま
い
、
わ
か

り
や
す
く
言
え
ば
日
本
の
昔
か
ら
あ
る
よ
う
な
、
葬
法
に
限
定
し
て
、
そ

れ
以
外
の
葬
法
だ
っ
た
ら
全
部
死
体
遺
棄
と
し
て
し
ま
う
よ
う
な
、
そ
う

い
う
限
定
も
極
端
な
話
、
可
能
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
結
局
は
、
規
範

と
し
て
す
ご
く
不
安
定
な
ん
で
す
。
こ
れ
っ
て
、
皆
さ
ん
は
憲
法
で
学
ば

れ
た
と
思
い
ま
す
け
ど
、
葬
祭
っ
て
言
う
の
は
、
宗
教
的
行
為
の
自
由
の

一
つ
で
あ
り
、
信
教
の
自
由
を
侵
害
し
て
い
る
可
能
性
も
高
い
規
範
と
言

わ
れ
か
ね
ま
せ
ん
。
上
告
審
で
は
こ
う
い
う
こ
と
も
言
っ
た
り
も
し
ま
し

た
。
そ
し
て
、
い
ま
孤
立
出
産
の
話
を
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
皆
さ
ん
に

も
か
か
わ
っ
た
り
し
て
き
ま
す
。
八
十
五
十
問
題
、
で
す
ね
。
年
老
い
た

親
と
子
の
二
人
暮
ら
し
だ
っ
た
場
合
に
、
お
父
さ
ん
か
お
母
さ
ん
が
亡
く

な
っ
た
と
、
ず
っ
と
近
所
づ
き
あ
い
も
ほ
と
ん
ど
な
い
、
ご
家
庭
の
中
で
、

亡
く
な
っ
た
自
分
の
お
母
さ
ん
か
ら
離
れ
た
く
な
い
、
と
い
う
気
持
ち
も

あ
り
ま
す
ね
。
も
っ
と
一
緒
に
い
た
い
と
い
う
気
持
ち
、
そ
う
い
う
気
持

ち
で
な
か
な
か
ご
遺
体
に
対
し
て
、
何
か
ひ
ど
い
こ
と
を
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
ん
だ
け
れ
ど
も
、
放
置
と
い
う
こ
と
で
逮
捕
さ
れ
た
り
と
か
、

死
体
遺
棄
罪
で
、
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
り
し
ま
す
。
実
際
ど
う
し
た
ら

い
い
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
で
逮
捕
さ
れ
た
り
も
し
ま
す
。
実
際

そ
う
い
っ
た
こ
と
っ
て
ニ
ュ
ー
ス
で
皆
さ
ん
よ
く
見
る
と
思
い
ま
す
。
こ

う
し
た
死
体
遺
棄
罪
の
解
釈
っ
て
孤
立
出
産
に
し
て
も
八
十
五
十
問
題
に

し
て
も
、
本
来
法
が
想
定
し
て
い
る
適
用
の
さ
れ
方
な
の
か
な
と
い
う
疑

問
も
あ
り
ま
し
た
。
死
体
遺
棄
罪
は
、
例
え
ば
山
の
中
で
ご
遺
体
が
発
見

さ
れ
ま
し
た
っ
て
な
っ
た
と
き
に
、
埋
め
た
人
物
を
特
定
し
て
、
死
体
遺
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棄
罪
で
逮
捕
し
て
、
そ
こ
で
次
の
殺
人
容
疑
に
切
り
替
え
る
と
い
う
、
捜

査
機
関
に
と
っ
て
あ
る
意
味
、
便
利
に
よ
く
使
わ
れ
て
き
た
犯
罪
で
す
よ

ね
。
け
ど
、
こ
う
い
う
地
域
社
会
の
中
で
孤
立
し
た
技
能
実
習
生
に
し
て

も
、
孤
立
出
産
し
た
女
性
に
し
て
も
、
そ
し
て
、
年
老
い
た
ご
両
親
と
一

緒
に
暮
ら
し
て
い
る
方
に
し
て
も
、
そ
う
い
っ
た
方
の
死
に
対
す
る
向
き

合
い
方
を
処
罰
す
る
た
め
の
犯
罪
で
は
当
然
な
い
は
ず
で
あ
る
の
に
、
実

際
に
こ
う
い
う
運
用
に
な
っ
て
い
る
の
は
良
く
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。本
来
こ
う
い
っ
た
方
々
は
福
祉
で
守
っ
て
あ
げ
る
べ
き
で
あ
り
、

そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
も
問
題
意
識
と
し
て
あ
る
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

　

信
教
の
自
由
に
話
を
戻
し
ま
す
と
、
実
は
日
本
古
来
の
葬
法
と
い
う
の

は
な
い
ん
で
す
ね
。
日
本
は
今
で
こ
そ
九
十
九
％
以
上
が
火
葬
で
す
け
れ

ど
も
、
昔
は
土
葬
だ
っ
た
り
し
た
わ
け
で
す
よ
ね
。
な
お
か
つ
、
地
域
に

よ
っ
て
は
違
う
ん
で
す
よ
ね
。
ま
た
、
時
代
に
よ
っ
て
火
葬
が
禁
止
さ
れ

た
り
も
し
た
時
代
も
あ
り
ま
し
た
。
江
戸
時
代
と
か
明
治
時
代
と
か
、
そ

う
い
う
時
代
も
あ
り
ま
し
た
。
習
俗
上
の
埋
葬
を
定
義
す
る
の
は
本
当
に

難
し
い
ん
で
す
。
ま
た
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
共
生
社
会
の
今
で
は
、
日
本
以

外
の
国
の
葬
祭
文
化
も
問
題
に
な
る
。
例
え
ば
、
イ
ス
ラ
ム
教
の
方
っ
て

火
葬
は
絶
対
に
禁
忌
な
ん
で
す
。で
も
日
本
に
は
土
葬
す
る
設
備
は
な
い
。

葬
儀
屋
も
す
ぐ
に
対
応
で
き
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
母
国
に
お
け
る
イ
ン

フ
ラ
整
備
に
よ
っ
て
も
葬
法
は
変
わ
っ
た
り
し
ま
す
。
で
す
か
ら
、
そ
う

い
っ
た
こ
と
も
あ
る
中
で
、習
俗
上
の
葬
祭
っ
て
こ
う
い
う
こ
と
で
す
よ
、

こ
こ
か
ら
外
れ
た
ら
死
体
遺
棄
な
ん
で
す
よ
っ
て
こ
と
が
い
か
に
乱
暴
な

議
論
か
っ
て
こ
と
が
皆
さ
ん
分
か
り
ま
す
よ
ね
。
こ
こ
に
書
い
て
い
る
ん

で
す
け
ど
、
故
人
を
思
っ
て
、
真
心
を
も
っ
て
弔
っ
た
行
為
に
、
本
来
で

あ
れ
ば
司
法
権
っ
て
権
力
は
謙
抑
的
で
あ
る
べ
き
っ
て
私
は
思
い
ま
す
。

　

最
高
裁
の
話
を
進
め
ま
し
ょ
う
。
先
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
平
野
敬
弁

護
士
と
、
山
下
幸
夫
弁
護
士
が
弁
護
団
に
新
し
く
加
わ
り
、
五
人
体
制
に

な
り
ま
し
た
。
三
人
か
ら
五
人
で
す
ね
。
上
告
趣
意
書
の
提
出
期
限
が
だ

い
た
い
、
上
告
し
て
か
ら
三
か
月
強
く
ら
い
あ
り
ま
す
。
こ
の
三
か
月
強

の
中
で
い
ろ
い
ろ
準
備
を
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
。
な
ぜ
こ
の
事
件
が
無
罪

な
の
か
説
明
し
た
上
告
趣
意
書
を
提
出
し
、
専
門
家
の
意
見
も
提
出
し
ま

し
た
。
今
回
、
な
か
な
か
ほ
か
の
事
件
に
は
な
い
と
思
い
ま
す
け
れ
ど

も
、
一
般
意
見
書
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、
と
い
う
の
も
行
い
ま
し
た
。
そ
れ

が
、
こ
の
「
孤
立
出
産
．
ｊ
ｐ
」
と
い
う
も
の
で
す
。
良
け
れ
ば
、
ま
だ

こ
な
い
だ
確
認
し
ま
し
た
ら
残
っ
て
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
で
読

み
取
っ
て
い
た
だ
き
た
い
ん
で
す
が
、
こ
れ
は
平
野
弁
護
士
に
よ
る
ア
イ

デ
ア
な
ん
で
す
ね
。
突
然
で
す
が
、
死
体
遺
棄
罪
の
保
護
法
益
は
ど
ん
な

法
益
か
、
わ
か
り
ま
す
か
。
殺
人
だ
っ
た
ら
生
命
で
す
し
、
窃
盗
で
あ
れ

ば
財
産
で
す
よ
ね
。
そ
う
い
う
の
っ
て
個
人
的
法
益
っ
て
言
い
ま
す
よ
ね
。

死
体
遺
棄
罪
は
社
会
的
法
益
な
ん
で
す
。
つ
ま
り
み
ん
な
が
ど
う
思
う

か
っ
て
話
な
ん
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
だ
っ
た
ら
リ
ン
さ
ん
の
行
為
を
み

ん
な
が
ど
う
思
う
か
最
高
裁
に
届
け
よ
う
と
い
う
こ
と
で
、
意
見
書
と
い

う
方
法
を
取
り
入
れ
ま
し
た
。
募
集
を
始
め
て
か
ら
二
か
月
、
募
集
期
間

が
あ
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
一
二
七
通
集
ま
り
ま
し
た
。
そ
の
ほ
と
ん

ど
が
女
性
で
、
出
産
の
経
験
を
さ
れ
た
女
性
が
そ
の
経
験
さ
れ
た
体
験
を

踏
ま
え
て
、
リ
ン
さ
ん
の
行
為
を
ど
う
思
う
の
か
、
と
い
う
の
を
、
数
行

シンポジウム「死体遺棄事件最高裁判決をめぐって」

97 （熊本法学160号 ’24）



程
度
で
は
な
く
、
Ａ
４
で
何
枚
も
書
い
て
い
た
だ
い
た
り
し
ま
し
た
。
こ

の
「
孤
立
出
産
．
ｊ
ｐ
」
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
皆
さ
ん
読
み
取
っ
て
い
た

だ
け
れ
ば
、
結
構
立
派
な
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
だ
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、

誰
が
つ
く
っ
た
か
と
い
う
と
、
さ
き
ほ
ど
の
コ
イ
ン
ハ
イ
ブ
事
件
で
、
無

罪
と
な
っ
た
方
が
つ
く
っ
て
く
れ
た
ん
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
実
際
に
最

高
裁
の
無
罪
判
決
が
、
ま
た
次
の
無
罪
判
決
を
つ
な
い
だ
、
と
い
う
意
味

合
い
も
あ
っ
た
り
し
ま
す
。
こ
の
手
法
で
す
が
、
英
米
法
の
国
で
行
わ
れ

て
い
る
ア
ミ
カ
ス
キ
ュ
リ
エ
と
い
う
、
意
見
募
集
制
度
の
よ
う
な
も
の
を

参
考
に
し
ま
し
た
。

　

そ
れ
以
外
に
も
、
メ
デ
ィ
ア
対
応
も
最
高
裁
で
は
よ
り
一
層
注
力
し
ま

し
た
。
記
者
の
方
た
ち
と
の
交
流
を
深
め
、
分
か
っ
て
も
ら
う
ま
で
、
と

に
か
く
こ
の
事
件
っ
て
こ
う
い
う
こ
と
な
ん
で
す
よ
、
と
い
う
説
明
や
自

己
責
任
で
片
付
け
ら
れ
る
問
題
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
と
、
こ
の
よ
う
な
意
義

が
あ
る
ん
で
す
と
い
う
話
も
し
た
り
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
何
を
強
調
す

べ
き
か
と
い
う
話
も
書
い
て
ま
す
け
ど
、
こ
の
事
件
を
メ
デ
ィ
ア
の
力
を

借
り
て
み
ん
な
に
わ
か
っ
て
も
ら
う
上
で
は
、
色
ん
な
切
り
口
が
で
き
る

じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
さ
っ
き
言
っ
た
八
十
五
十
問
題
の
切
り
口
も
で
き
る

し
、
実
習
生
の
問
題
と
し
て
も
で
き
る
し
、
孤
立
出
産
の
問
題
と
し
て
も

で
き
る
。
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
そ
こ
の
ち
ゃ
ん
と
区
別
を
意
識
し
な
が
ら

話
を
す
る
、
と
い
う
の
も
大
事
で
す
ね
。

　

そ
う
い
う
結
果
を
踏
ま
え
て
、
い
ろ
い
ろ
弁
護
団
・
支
援
者
、
ほ
ん
と

に
皆
さ
ん
た
く
さ
ん
の
努
力
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
や
っ

ぱ
り
、
い
つ
上
告
棄
却
決
定
の
通
知
が
来
て
も
お
か
し
く
な
い
状
況
で
し

た
。
し
か
も
棄
却
の
通
知
っ
て
郵
便
で
く
る
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
事
務
所

に
い
る
と
、郵
便
局
員
の
方
が「
郵
便
で
す
」っ
て
入
っ
て
く
る
の
で
す
が
、

棄
却
の
通
知
は
、
特
別
送
達
で
き
ま
す
か
ら
、
私
の
名
前
が
事
務
所
の
自

分
の
机
の
後
ろ
で
呼
ば
れ
る
ん
で
す
よ
。
う
ち
事
務
所
に
弁
護
士
が
四
人

い
る
の
で
、
ど
の
弁
護
士
に
来
て
る
か
っ
て
い
う
こ
と
で
確
認
を
さ
れ
る

ん
で
す
ね
。
そ
こ
で
「
石
黒
大
貴
さ
ん
」
み
た
い
な
こ
と
を
言
わ
れ
る
と
、

上
告
棄
却
の
郵
便
が
来
た
の
か
な
っ
て
や
っ
ぱ
り
思
う
ん
で
す
。
毎
日
郵

便
に
お
び
え
る
よ
う
な
日
々
で
し
た
。
そ
ん
な
中
で
、
最
高
裁
の
方
か
ら

で
す
ね
、
昨
年
の
十
一
月
に
電
話
が
あ
り
ま
し
た
。「
リ
ン
さ
ん
の
件
で

弁
論
を
開
く
こ
と
を
考
え
て
い
ま
す
」
と
。
ま
だ
無
罪
の
道
が
閉
ざ
さ
れ

て
い
な
い
の
だ
と
思
う
と
、
嬉
し
か
っ
た
で
す
。

　

実
際
に
最
高
裁
の
弁
論
で
す
ね
、
今
年
の
二
月
二
十
四
日
に
開
か
れ
ま

し
た
。
本
当
に
緊
張
の
十
五
分
間
で
し
た
。
上
告
趣
意
書
は
、
全
体
で
百

ペ
ー
ジ
く
ら
い
あ
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
そ
れ
を
十
五
分
に
ギ
ュ
ッ
と
ま
と

め
て
エ
ッ
セ
ン
ス
を
取
り
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
結
構
大
変
で
し

た
。
そ
ん
な
中
、
最
高
検
の
弁
論
趣
旨
で
は
、
と
に
か
く
リ
ン
さ
ん
は
遺

体
を
捨
て
る
こ
と
し
か
考
え
て
な
か
っ
た
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
こ
と
を

言
っ
て
い
ま
し
た
。
た
だ
、
特
筆
す
べ
き
な
の
が
、「
死
体
遺
棄
罪
の
検

挙
と
い
う
の
が
、
殺
人
等
の
重
大
犯
罪
の
解
明
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と

に
鑑
み
る
と
、
弁
護
人
の
主
張
は
、
死
体
遺
棄
罪
の
解
釈
を
狭
め
る
も
の

で
あ
り
、
捜
査
に
支
障
が
生
じ
る
」
と
言
い
ま
し
た
。
た
だ
、
あ
く
ま
で

も
そ
れ
は
死
体
遺
棄
罪
は
死
体
遺
棄
罪
な
の
で
あ
っ
て
、
殺
人
罪
の
た
め

に
死
体
遺
棄
罪
を
解
釈
す
る
と
い
う
の
は
お
か
し
い
で
す
よ
ね
。
検
察
の

資　　　料
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本
音
が
垣
間
見
え
た
、
そ
う
い
う
弁
論
だ
っ
た
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

二
〇
二
三
年
三
月
二
四
日
、弁
論
の
一
月
後
に
無
罪
判
決
が
出
ま
し
た
。

最
高
裁
は
、
福
岡
高
裁
が
立
て
た
規
範
で
あ
る
、
葬
祭
の
準
備
ま
た
は
一

過
程
だ
け
を
検
討
す
る
の
で
は
足
り
な
い
と
判
断
し
ま
し
た
。
ま
ず
、
死

体
遺
棄
罪
と
い
う
の
は
習
俗
上
の
埋
葬
と
は
認
め
ら
れ
な
い
態
様
で
死
体

を
放
置
又
は
隠
匿
す
る
行
為
が
死
体
遺
棄
罪
の
遺
棄
に
あ
た
る
と
解
す
る

の
が
相
当
で
あ
る
と
、
死
体
遺
棄
罪
の
遺
棄
の
定
義
に
つ
い
て
述
べ
て
い

ま
す
。
そ
の
上
で
、
他
者
が
死
体
を
発
見
す
る
の
を
困
難
に
す
る
行
為
が

隠
匿
行
為
と
な
り
ま
す
が
、
こ
の
行
為
が
葬
祭
の
準
備
ま
た
は
一
過
程
と

し
て
行
わ
れ
た
か
ど
う
か
だ
け
で
は
遺
棄
該
当
性
を
判
断
で
き
ず
、
態
様

自
体
が
習
俗
上
の
埋
葬
と
相
容
れ
な
い
処
置
と
い
え
る
の
か
ど
う
か
を
判

断
す
べ
き
と
判
示
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、リ
ン
さ
ん
の
や
っ
た
行
為
は
、

習
俗
上
の
埋
葬
と
相
容
れ
な
い
と
は
言
え
な
い
と
い
う
評
価
に
な
り
、
死

体
遺
棄
罪
が
否
定
さ
れ
ま
し
た
。
彼
女
の
行
っ
た
態
様
、
今
日
の
冒
頭
で

お
話
し
ま
し
た
ね
。
ほ
ん
と
に
明
ら
か
に
ご
み
の
よ
う
な
扱
い
み
た
い
な

こ
と
を
し
た
り
と
か
、
ト
イ
レ
の
中
に
流
し
て
し
ま
っ
た
り
と
か
、
そ
う

い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
明
ら
か
に
死
者
の
冒
涜
に
あ
た
る
よ
う
な
そ
う

い
う
行
為
に
遺
棄
の
該
当
性
を
絞
っ
て
く
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
も
ち
ろ
ん
、
習
俗
上
の
埋
葬
等
と
相
容
れ
な
い
と
い
う
の
も
、
難
し

い
と
こ
ろ
で
は
あ
る
ん
で
す
ね
。
何
を
も
っ
て
「
習
俗
上
」
と
言
え
る
の

か
、「
相
容
れ
な
い
処
置
」
と
い
え
る
か
ど
う
か
、
は
難
し
い
。
し
か
し
、

無
限
に
広
が
り
得
た
隠
匿
に
よ
る
遺
棄
概
念
に
一
線
を
引
い
て
く
れ
た
の

か
な
と
弁
護
団
と
し
て
は
評
価
を
し
て
い
ま
す
。

　

も
う
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
私
の
話
を
終
わ
り
に
し
た
い
と
思
い

ま
す
が
、
ま
ず
、
皆
さ
ん
に
お
伝
え
し
た
か
っ
た
の
は
、
そ
も
そ
も
私
だ

け
で
は
当
然
無
罪
判
決
に
ま
で
行
き
着
く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
し
て
弁
護
団
だ
け
で
、
で
き
た
こ
と
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
本
当
に
こ
の

事
件
は
、
た
く
さ
ん
の
人
た
ち
の
協
力
が
あ
っ
て
で
き
た
ん
で
す
。
そ
う

で
な
け
れ
ば
、
最
高
裁
の
、
あ
る
意
味
非
常
に
重
た
い
扉
っ
て
い
う
の
は

開
か
な
か
っ
た
ん
で
す
ね
。
も
ち
ろ
ん
死
体
遺
棄
罪
っ
て
い
う
と
こ
ろ
、

皆
さ
ん
が
人
生
の
な
か
で
死
体
遺
棄
罪
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
っ
て
、
法

学
部
の
中
に
い
な
い
と
、
ほ
と
ん
ど
な
い
と
思
い
ま
す
け
ど
、
そ
れ
で
も

多
く
の
人
が
こ
の
事
件
に
共
感
し
て
く
れ
て
、
な
ん
で
こ
れ
が
犯
罪
に
問

わ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
疑
問
に
思
っ
て
、
そ
し
て
学
者
の
先
生
や
支

援
者
の
方
や
、
も
ち
ろ
ん
我
々
弁
護
士
含
め
て
で
す
け
れ
ど
も
、
た
く
さ

ん
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
う
い
う
事
件
で
色
ん
な

人
の
協
力
を
得
な
が
ら
、
最
終
的
に
最
高
裁
か
ら
無
罪
が
言
い
渡
さ
れ
た

こ
と
は
ほ
ん
と
に
良
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
弁
護
士
と
し
て
の

悩
み
っ
て
言
う
の
は
、
今
後
も
こ
れ
か
ら
も
尽
き
な
い
わ
け
で
す
け
れ
ど

も
、
私
と
し
て
は
、
い
ろ
い
ろ
こ
の
事
件
を
通
じ
て
で
す
ね
、
や
っ
ぱ
り

孤
立
出
産
と
い
う
問
題
に
対
し
て
も
っ
と
真
摯
に
考
え
て
、
深
く
深
く
向

き
合
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
孤
立
出
産
が
な
く
な
る
社
会
に
な
る

よ
う
に
、
法
曹
と
し
て
何
が
で
き
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
自
問
自
答
し
て

い
き
な
が
ら
で
す
ね
、
頑
張
っ
て
い
け
れ
ば
な
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

ち
ょ
っ
と
時
間
を
オ
ー
バ
ー
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
大
変
申
し
訳
ご
ざ

い
ま
せ
ん
。
私
の
話
は
こ
れ
で
以
上
で
す
。
ど
う
も
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
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ご
ざ
い
ま
し
た
。

岡
本
：
石
黒
先
生
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
、

澁
谷
先
生
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

澁
谷
：
法
学
部
の
澁
谷
で
す
。
今
日
は
刑
法
の
実
体
法
の
諸
問
題
と
い
う

こ
と
で
、
本
事
件
、
と
り
わ
け
最
高
裁
無
罪
判
決
（
最
判
令
和
五
年
三
月

二
四
日
）
に
つ
い
て
、
分
析
を
試
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
本
報
告
の
内
容

は
四
点
で
す
。
お
手
元
に
レ
ジ
ュ
メ
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
内

容
を
圧
縮
し
た
も
の
で
、
ス
ラ
イ
ド
に
は
そ
れ
を
少
し
膨
ら
ま
せ
た
内
容

を
載
せ
て
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
レ
ジ
ュ
メ
Ⅰ
の
「
本
報
告
の
対
象
と
課
題
」
は
、
石
黒
弁
護
士

の
ご
報
告
に
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
控
訴
審
判
決
を
破
棄
し
て
被
告
人
が

無
罪
と
な
っ
た
事
例
と
い
う
こ
と
で
、
判
決
理
由
も
含
め
、
事
案
の
詳
細

は
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
五
一
〇
号
一
六
三
頁
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
本
事

例
は
最
高
裁
刑
事
判
例
集
七
七
巻
三
号
に
登
載
予
定
と
の
こ
と
で
、
重
要

な
最
高
裁
判
決
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。
現
時
点
で
は
判
例
タ

イ
ム
ズ
を
参
照
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
中
で
、
上
告
趣
意
は
適
法
な
上
告

理
由
に
当
た
ら
な
い
と
さ
れ
た
も
の
の
、
刑
訴
法
四
一
一
条
一
号
、
三
号

に
よ
り
破
棄
を
免
れ
な
い
。
そ
の
理
由
が
、
石
黒
報
告
に
あ
り
ま
し
た
よ

う
に
、
と
り
わ
け
隠
匿
に
よ
る
遺
棄
が
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
し

た
。
ス
ラ
イ
ド
に
は
少
し
長
く
判
決
文
を
載
せ
て
い
ま
す
。
重
要
な
と
こ

ろ
は
レ
ジ
ュ
メ
Ⅲ
に
示
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
こ
こ
は
あ
ま
り
時
間
を
か

け
て
読
み
上
げ
ま
せ
ん
。
公
訴
事
実
の
要
旨
で
確
認
さ
れ
た
行
為
が
必
ず

し
も
そ
の
ま
ま
維
持
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
少
し
ず
つ
力
点
あ
る
い
は
判

断
の
対
象
が
動
き
な
が
ら
、
作
為
と
不
作
為
な
の
か
、
作
為
に
該
当
す
る

の
か
と
い
う
こ
と
で
、
最
終
的
に
は
作
為
も
不
作
為
も
遺
棄
に
該
当
し
な

い
と
い
う
判
断
に
至
っ
た
の
が
本
件
で
す
。
刑
法
一
九
〇
条
を
参
照
し
て

く
だ
さ
い
と
石
黒
弁
護
士
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。
同
条
に
い
う
死

体
遺
棄
罪
が
ど
う
い
う
文
言
で
規
定
さ
れ
て
い
る
の
か
が
出
発
点
と
な
り

ま
す
。

　

さ
て
、
本
報
告
の
課
題
で
す
が
、
私
は
実
体
法
研
究
者
で
す
の
で
、
①

死
体
遺
棄
罪
の
解
釈
論
上
ど
の
よ
う
な
問
題
点
が
あ
る
の
か
、
こ
れ
を
整

理
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
上
で
、
②
本
件
に
お
け
る
裁
判

所
の
判
断
を
よ
り
詳
し
く
見
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
③
最
高

裁
判
決
の
意
義
や
射
程
に
つ
い
て
検
討
し
、
今
後
の
課
題
と
せ
ざ
る
を
得

ま
せ
ん
が
、
④
死
体
遺
棄
罪
の
立
法
論
、
あ
る
い
は
こ
れ
ま
で
の
解
釈
や

運
用
に
対
す
る
反
省
を
踏
ま
え
て
望
ま
し
い
解
釈
論
を
展
開
し
て
い
く
に

は
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
必
要
な
の
か
に
つ
い
て
ご
報
告
し
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、レ
ジ
ュ
メ
Ⅱ
の
「
死
体
遺
棄
罪
の
諸
論
点
」
に
入
り
ま
す
。

条
文
は
、
刑
法
一
九
〇
条
で
す
。
ポ
イ
ン
ト
は
、「
死
体
を
遺
棄
し
」
を

ど
の
よ
う
に
解
釈
し
、
そ
し
て
本
件
に
適
用
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

先
ほ
ど
、死
体
遺
棄
罪
の
保
護
法
益
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
て
い
ま
し
た
。

も
ち
ろ
ん
色
々
な
考
え
方
が
対
立
す
る
部
分
は
あ
り
ま
す
が
、本
罪
は「
死

者
に
対
す
る
社
会
的
習
俗
と
し
て
の
宗
教
的
感
情
」
を
保
護
す
る
も
の
と

解
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
石
黒
弁
護
士
の
ご
報
告
で
は
、「
一
般
的
な
宗
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教
的
感
情
」
と
は
何
を
意
味
す
る
ん
で
し
ょ
う
か
、
か
な
り
抽
象
的
な
保

護
法
益
が
観
念
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
お
話
が
あ
り
ま
し

た
。
保
護
法
益
は
、
誰
か
が
勝
手
に
決
め
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
そ

の
犯
罪
が
設
け
ら
れ
て
い
る
理
由
は
何
か
、
何
を
保
護
し
て
い
る
の
か
と

い
う
こ
と
、こ
の
点
か
ら
争
い
が
あ
る
領
域
で
す
。
保
護
法
益
に
つ
い
て
、

同
じ
か
ど
う
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、「
死
者
に
対
す
る
一
般
の
敬
虔
感
情
」

と
い
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
①
死
者
の
生
前
の
意
思
が
害
さ
れ
て
い

る
か
否
か
、
②
埋
葬
の
権
利
義
務
を
持
つ
者
、
先
ほ
ど
「
葬
祭
義
務
者
」

と
い
う
言
葉
が
出
て
き
ま
し
た
が
、
②
埋
葬
す
る
権
利
な
い
し
義
務
を
有

す
る
者
の
意
思
に
合
致
し
て
い
る
か
否
か
、
お
よ
び
③
社
会
の
死
体
の
取

り
扱
い
に
関
す
る
一
般
的
な
理
解
（
葬
礼
風
俗
）、
こ
の
三
つ
を
い
わ
ば

中
間
項
と
し
て
、
そ
れ
ら
に
反
し
た
死
体
の
取
扱
い
が
な
さ
れ
る
こ
と
で

実
質
的
に
保
護
法
益
が
害
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
、
こ
う
い
う
分

析
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
中
間
項
を
観
念
せ
ざ
る
を
得
な
い

と
こ
ろ
に
、
保
護
法
益
が
非
常
に
抽
象
的
で
あ
る
こ
と
が
現
れ
て
い
る
と

み
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
保
護
法
益
に
つ
い
て
、
従
来
か
ら
そ
れ
以
上
の

立
ち
入
っ
た
検
討
が
な
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
や
は
り
死

体
遺
棄
罪
は
、
殺
人
罪
に
付
随
す
る
よ
う
な
犯
罪
と
い
う
か
、
刑
法
典
に

規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
よ
り
注
目
し
て
徹
底
的
に
分
析
す
る
と
い
う

対
象
に
な
っ
て
こ
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
問
題
は
も
ち
ろ
ん
あ

り
ま
し
て
、
ま
ず
感
情
と
い
う
も
の
を
刑
法
的
に
保
護
す
る
こ
と
の
是
非

が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
宗
教
的
感
情
を
刑
法
的
保
護
の
対
象
、
保
護
法
益

と
し
て
取
り
込
む
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
な
の
か
と
い
う
も
の

で
す
。
ま
た
、
死
体
が
客
体
で
す
の
で
、
死
者
の
人
格
権
を
ど
の
よ
う
に

取
り
扱
い
、
保
護
法
益
と
の
関
係
を
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
の
か
な
ど
が
論

点
で
し
ょ
う
。

　

本
罪
の
客
体
に
つ
い
て
、こ
こ
で
は
死
体
だ
け
を
取
り
上
げ
ま
す
。「
死

体
」
と
は
「
死
亡
し
た
人
の
身
体
を
い
う
」
も
の
と
さ
れ
、
死
者
の
身
体

の
一
部
や
、
議
論
の
あ
る
得
る
と
こ
ろ
で
す
が
脳
死
体
と
か
死
胎
も
こ
れ

に
含
ま
れ
る
と
解
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
そ
の
限
界
は
、
明
ら
か
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
な
お
、
死
体
と
い
う
の
は
、
そ
の
特
殊
性
を
考
慮
し
て
お

く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
、
腐
敗
の
進
行
を
防
止
す

る
た
め
に
埋
葬
慣
行
が
確
立
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
遺

骨
や
遺
灰
、
遺
髪
な
ど
の
他
の
客
体
と
は
性
質
が
違
う
も
の
で
あ
る
と
。

そ
し
て
、
本
罪
の
成
否
を
判
断
す
る
際
に
は
死
体
の
特
殊
性
、
特
質
に
も

配
慮
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、

ど
の
よ
う
に
こ
れ
を
配
慮
す
る
か
は
、
な
お
今
後
の
課
題
で
す
が
、
保
護

法
益
の
危
殆
化
、
あ
る
い
は
侵
害
の
有
無
を
考
え
る
上
で
見
過
ご
す
こ
と

の
で
き
な
い
特
徴
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

本
罪
の
行
為
に
つ
い
て
、
こ
れ
が
リ
ン
さ
ん
の
事
件
で
は
最
も
大
き
な

問
題
で
す
。
本
罪
に
い
う
「
遺
棄
」
と
い
う
言
葉
は
、判
例
に
よ
れ
ば
、「
習

俗
上
の
埋
葬
等
と
み
ら
れ
る
方
法
に
よ
ら
な
い
で
死
体
等
を
放
棄
す
る
こ

と
」
と
理
解
さ
れ
、
こ
れ
に
は
作
為
形
態
と
不
作
為
形
態
と
が
あ
る
と
理

解
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
実
際
、
本
判
決
で
も
「
習
俗
上
の
埋
葬
等
」
と
い

う
言
葉
が
出
て
き
て
お
り
、
そ
れ
が
一
体
何
を
意
味
す
る
の
か
、
あ
る
い

は
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
判
断
す
る
の
か
が
難
し
い
問
題
で
す
。
ま
ず
、「
遺

シンポジウム「死体遺棄事件最高裁判決をめぐって」
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棄
」と
い
う
言
葉
が
刑
法
典
上
い
く
つ
か
の
条
文
で
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

二
一
七
条
や
二
一
八
条
は
「
遺
棄
」
を
規
定
し
、
二
一
八
条
は
さ
ら
に
不

保
護
と
い
う
真
正
不
作
為
も
規
定
し
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
条
文
の
解

釈
と
比
較
し
た
と
き
、
一
九
〇
条
に
い
う
「
遺
棄
」
を
二
一
七
条
や
二
一

八
条
に
い
う
遺
棄
と
同
様
、
移
置
又
は
置
去
り
と
い
う
よ
う
に
解
釈
す
る

か
、
場
所
的
離
隔
が
必
要
な
の
か
が
問
題
に
な
り
そ
う
で
す
。
本
件
に
お

い
て
、
リ
ン
さ
ん
は
嬰
児
の
死
体
を
自
宅
の
棚
の
上
に
置
き
続
け
、
そ
の

そ
ば
か
ら
離
れ
て
お
ら
ず
、嬰
児
の
死
体
を
離
れ
た
場
所
に
移
動
さ
せ
た
、

例
え
ば
山
奥
に
捨
て
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な
と
き
、
遺

棄
と
い
え
る
の
は
ど
の
よ
う
な
場
合
な
の
か
と
い
う
こ
と
が
一
つ
の
問
題

と
な
る
で
し
ょ
う
。
あ
る
い
は
、
場
所
的
離
隔
が
な
く
て
も
、
い
わ
ゆ
る

「
隠
匿
に
よ
る
遺
棄
」
の
問
題
、
こ
れ
が
本
件
最
高
裁
で
争
わ
れ
、
そ
の

該
当
性
が
否
定
さ
れ
た
と
い
う
点
で
、
非
常
に
貴
重
な
判
断
が
示
さ
れ
て

い
る
わ
け
で
す
。「
隠
匿
」
と
い
う
言
葉
が
遺
棄
と
同
義
で
あ
る
と
は
少

し
考
え
に
く
い
で
す
。
こ
の
点
は
、
石
黒
弁
護
士
の
報
告
か
ら
推
測
で
き

る
と
思
い
ま
す
。
あ
ら
ゆ
る
隠
匿
が
遺
棄
に
当
た
る
か
と
い
う
と
、
そ
う

と
は
い
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
い
か
な
る
隠
匿
が

遺
棄
に
該
当
し
、
い
か
な
る
隠
匿
が
遺
棄
に
該
当
し
な
い
の
か
、
あ
る
い

は
隠
匿
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
遺
棄
該
当
性
を
説
明
す
る
こ
と
に
ど
れ
ほ

ど
の
意
味
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
り
そ

う
で
す
。
さ
ら
に
、
不
作
為
犯
、
と
り
わ
け
不
真
正
不
作
為
犯
に
つ
い
て
、

一
年
生
の
方
も
、
す
で
に
刑
法
総
論
で
勉
強
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
思
い
ま

す
。
遺
棄
と
い
う
の
は
、通
常
、「
残
し
捨
て
る
こ
と
」
を
い
い
ま
す
の
で
、

山
奥
に
捨
て
に
行
く
と
い
う
「
作
為
」
が
遺
棄
の
一
般
的
な
イ
メ
ー
ジ
で

す
が
、
こ
れ
を
不
作
為
に
よ
り
実
現
す
る
場
合
が
問
題
と
な
り
ま
す
。
殺

人
行
為
、
つ
ま
り
「
人
を
殺
す
」
と
い
う
こ
と
を
不
作
為
に
よ
り
実
現
す

る
こ
と
は
不
可
能
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
見
殺
し
に
す
る
と
か
で
す
ね
。
そ

れ
と
同
様
、「
遺
棄
」
と
い
う
行
為
の
中
に
も
不
作
為
が
含
ま
れ
る
と
す

る
と
、
問
題
と
な
る
の
は
そ
の
成
立
要
件
で
す
ね
。
こ
こ
で
い
う
遺
棄
が

不
真
正
不
作
為
犯
な
の
か
と
い
う
問
題
も
あ
り
得
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
一

般
的
理
解
に
よ
る
と
、
作
為
義
務
が
誰
に
い
つ
発
生
す
る
か
、
作
為
可
能

性
が
あ
る
か
な
ど
が
問
題
と
な
る
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
注
目
さ
れ
る
の

が
、控
訴
審
判
決
で
判
示
さ
れ
て
い
る
「
相
当
な
期
間
が
あ
っ
た
か
否
か
」

で
す
。
通
常
、
殺
人
罪
で
は
、
作
為
義
務
が
所
定
の
諸
事
実
か
ら
認
め
ら

れ
る
の
に
そ
の
履
行
を
怠
っ
た
と
い
う
と
き
、
不
作
為
に
よ
る
殺
人
罪
が

成
立
し
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
死
体
遺
棄
罪
に
関
し
て
は
、「
相
当
な

期
間
」
と
い
う
点
が
付
加
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
は
、
通
常
の

一
般
的
な
不
真
正
不
作
為
犯
論
と
、
死
体
遺
棄
罪
に
お
け
る
不
真
正
不
作

為
犯
論
と
い
う
の
は
完
全
に
重
な
り
合
う
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
後
者

に
は
特
別
な
考
慮
が
働
い
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
気
に
な
り
ま
す
。

「
不
作
為
に
よ
る
遺
棄
」
と
ひ
と
言
で
い
っ
て
も
、
様
々
な
問
題
が
課
題

に
な
っ
て
き
ま
す
。
も
っ
と
も
、
不
作
為
に
よ
る
遺
棄
の
点
は
、
控
訴
審

で
す
で
に
否
定
さ
れ
た
た
め
、
最
高
裁
で
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
ま
せ

ん
の
で
、
本
判
決
の
射
程
そ
の
も
の
に
は
含
ま
れ
て
こ
な
い
で
し
ょ
う
。

た
だ
、
理
論
的
に
は
、
こ
の
よ
う
な
論
点
も
行
為
と
い
う
概
念
な
い
し
要

件
の
中
に
は
含
ま
れ
ま
す
。
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こ
れ
ま
で
、
死
体
遺
棄
罪
に
つ
い
て
非
常
に
詳
細
な
研
究
が
必
ず
し
も

多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
本
事
件
が
最
高
裁
で
無
罪
判
決

に
至
る
中
で
か
な
り
先
鋭
化
し
た
、
従
来
あ
ま
り
議
論
が
詰
め
ら
れ
て
い

な
か
っ
た
た
め
こ
う
し
た
結
果
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
う
い
う
意

味
で
、
死
体
遺
棄
罪
を
め
ぐ
る
議
論
状
況
は
こ
こ
数
年
で
よ
り
活
発
に

な
っ
た
、
色
々
と
研
究
さ
れ
て
い
る
方
が
登
場
し
た
印
象
を
受
け
る
問
題

領
域
に
な
っ
た
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
そ
の
理
由
の
一
つ
に
は
、
社
会
の
変

化
が
挙
げ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
社
会
が
変
化
し
、
死
者
に
対
し
て
抱
く
感

情
、
埋
葬
方
法
と
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
か
と
い
っ
た
と
こ
ろ
が

お
そ
ら
く
多
様
化
し
て
い
る
で
し
ょ
う
。
日
本
人
で
あ
っ
た
と
し
て
も
一

枚
岩
で
は
な
い
の
に
、
本
事
件
の
よ
う
に
外
国
籍
を
持
つ
方
々
が
多
数
暮

ら
し
て
い
る
と
い
う
日
本
社
会
の
変
化
が
、
ひ
い
て
は
社
会
的
法
益
を
保

護
し
よ
う
と
す
る
死
体
遺
棄
罪
の
成
否
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
い
う
の
は
、

む
し
ろ
当
然
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

こ
の
点
、
①
近
時
は
、
新
た
な
弔
い
方
、
埋
葬
方
法
等
が
出
現
し
て
い

ま
す
。
日
本
は
火
葬
が
九
九
パ
ー
セ
ン
ト
だ
と
石
黒
弁
護
士
の
報
告
に
あ

り
ま
し
た
が
、
残
る
一
パ
ー
セ
ン
ト
の
人
た
ち
の
信
教
の
自
由
、
宗
教
的

行
為
の
自
由
を
国
家
が
制
限
し
て
よ
い
の
か
と
い
う
こ
と
に
繋
が
っ
て
い

く
わ
け
で
す
。
死
者
の
遺
志
な
い
し
遺
族
の
意
思
に
則
っ
た
自
由
な
葬
送

方
法
を
選
ぶ
こ
と
を
国
家
が
死
体
遺
棄
罪
を
経
由
し
て
妨
げ
て
よ
い
の
か

と
い
う
点
が
問
題
と
し
て
出
て
く
る
で
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
②
本
罪
の
成
立
時
期
お
よ
び
終
了
時
期
の
問
題
も
あ
り
ま
す
。

先
ほ
ど
不
作
為
に
よ
る
遺
棄
の
議
論
を
簡
単
に
紹
介
し
ま
し
た
が
、
葬
祭

義
務
者
の
い
か
な
る
行
為
に
よ
り
本
罪
が
成
立
し
、
ま
た
い
つ
本
罪
が
終

了
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
―
―
刑
法
総
論
で
勉
強
し
ま
す
が
―
―
本
罪

が
状
態
犯
な
の
か
継
続
犯
な
の
か
と
い
う
問
題
と
関
係
し
、
ま
た
公
訴
時

効
の
起
算
点
（
刑
訴
法
二
五
三
条
一
項
）
に
も
影
響
す
る
と
い
う
こ
と
で
、

訴
訟
法
上
の
問
題
と
の
繋
が
り
が
出
て
き
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
何
よ
り
も
本
報
告
の
課
題
、
問
題
意
識
と
し
て
、
③
「
死
体

へ
の
軽
度
の
働
き
か
け
」
を
刑
法
的
に
ど
の
よ
う
に
評
価
す
べ
き
か
、
は

た
し
て
死
体
遺
棄
罪
に
い
う
「
隠
匿
を
通
じ
た
遺
棄
」
に
該
当
す
る
と
考

え
る
べ
き
か
否
か
が
問
題
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

死
体
遺
棄
罪
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
①
②
③
の
問
題
も
あ
る
わ
け
で
す

が
、
と
り
わ
け
本
判
決
が
投
げ
か
け
た
問
題
が
③
で
あ
る
と
理
解
し
た
上

で
、
各
裁
判
所
の
判
断
に
つ
い
て
、
順
番
に
み
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　

レ
ジ
ュ
メ
Ⅲ
の
「
各
裁
判
所
の
判
断
と
そ
の
分
析
」
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。
ま
ず
、
熊
本
地
判
令
和
三
年
七
月
二
〇
日
は
、「
被
告
人
は
嬰
児
二

名
の
死
体
を
段
ボ
ー
ル
に
入
れ
た
上
、
自
室
に
置
き
続
け
、
も
っ
て
死
体

を
遺
棄
し
た
」
と
い
う
事
実
が
死
体
遺
棄
に
該
当
す
る
と
判
断
し
て
い
ま

す
。
石
黒
弁
護
士
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
実
行
行
為
が
作
為
か
不
作
為
か
が

よ
く
分
か
ら
ず
、
手
続
法
上
の
求
釈
明
を
し
た
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
本

件
の
実
行
行
為
に
不
作
為
が
含
ま
れ
て
い
る
、
あ
る
い
は
不
作
為
そ
の
も

の
を
処
罰
し
て
い
る
と
い
う
趣
旨
で
あ
れ
ば
、「
作
為
義
務
」
や
「
作
為

と
の
構
成
要
件
的
同
価
値
性
」
と
い
っ
た
こ
と
を
論
証
す
る
必
要
が
あ
る

で
し
ょ
う
。
第
一
審
判
決
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
検
討
を
十
分
に
は
尽

く
せ
て
い
な
い
と
い
う
批
判
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
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ま
た
、
控
訴
趣
意
書
や
福
永
俊
輔
教
授
に
よ
る
第
一
審
判
決
の
判
例
評

釈
に
書
か
れ
て
い
る
と
お
り
、
第
一
審
判
決
は
「
私
的
に
埋
葬
す
る
た
め

の
準
備
で
あ
り
、
正
常
な
埋
葬
の
た
め
の
準
備
で
は
な
い
か
ら
国
民
の
一

般
的
な
宗
教
的
感
情
を
害
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
」
と
判
示
し
て
い

る
と
こ
ろ
、
私
的
埋
葬
の
準
備
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
直
ち
に
こ
れ

を
遺
棄
と
い
っ
て
し
ま
っ
て
い
い
の
か
が
問
題
で
す
。死
体
遺
棄
罪
に
は
、

殺
人
罪
な
ど
と
は
異
な
り
、
未
遂
や
予
備
を
処
罰
す
る
規
定
が
あ
り
ま
せ

ん
。「
準
備
」
と
い
う
と
、
通
常
、
実
行
行
為
に
至
っ
て
い
な
い
段
階
の

行
為
を
い
い
ま
す
。
第
一
審
判
決
の
判
示
を
そ
の
額
面
ど
お
り
に
受
け
止

め
る
と
、
実
質
的
に
は
死
体
遺
棄
罪
の
予
備
行
為
を
死
体
遺
棄
罪
と
し
て

処
罰
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
が
生
じ
ま
す
。
こ
れ
ら
の
点

に
必
ず
し
も
不
明
確
な
部
分
を
残
し
た
判
決
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。

私
が
参
照
し
た
い
く
つ
か
の
判
例
評
釈
の
基
本
的
な
論
調
は
、
第
一
審
判

決
に
対
し
て
こ
う
し
た
疑
問
を
呈
す
る
と
い
う
も
の
で
し
た
。

　

被
告
人
側
の
控
訴
を
受
け
て
、
福
岡
高
判
令
和
四
年
一
月
十
九
日
は
、

ま
ず
、
第
一
審
判
決
が
い
か
な
る
行
為
を
遺
棄
の
実
行
行
為
と
認
め
た
か

に
つ
い
て
、「
作
為
に
よ
る
遺
棄
」
と
「
不
作
為
に
よ
る
遺
棄
」
に
そ
れ

ぞ
れ
当
た
る
と
判
断
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
見
方
を
示
し
て
い
ま
す
。

こ
の
点
に
つ
き
、
全
体
と
し
て
一
個
の
実
行
行
為
な
の
か
、
行
為
を
分
け

た
上
で
ど
れ
が
作
為
、
ど
れ
が
不
作
為
な
の
か
と
い
う
問
い
の
立
て
方
、

実
行
行
為
の
特
定
方
法
に
関
し
て
、
松
原
芳
博
教
授
は
、
控
訴
審
判
決
の

実
行
行
為
の
特
定
方
法
で
あ
る
分
析
的
思
考
方
法
、
つ
ま
り
最
初
の
部
分

が
作
為
で
後
半
部
分
が
不
作
為
で
あ
る
と
一
旦
分
け
る
と
い
う
方
法
は
、

そ
う
で
な
く
作
為
と
不
作
為
と
が
一
連
の
実
行
行
為
で
あ
る
と
い
う
よ
う

な
全
体
的
思
考
方
法
に
比
べ
て
、
行
為
者
の
問
責
対
象
行
為
な
い
し
実
行

行
為
と
保
護
法
益
の
危
殆
化
と
の
間
の
因
果
関
係
、
不
作
為
犯
の
作
為
義

務
や
作
為
可
能
性
、
問
責
対
象
行
為
と
責
任
要
件
と
の
同
時
存
在
の
検
討

な
い
し
確
認
な
ど
の
必
要
性
に
目
を
向
け
さ
せ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
優

れ
て
い
る
と
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

次
に
、
控
訴
審
判
決
は
被
告
人
の
実
行
行
為
の
作
為
と
不
作
為
の
二
つ

に
分
け
て
い
ま
す
の
で
、
先
に
不
作
為
に
関
す
る
判
断
に
つ
い
て
み
て
い

き
ま
し
ょ
う
。
も
っ
と
も
、
不
作
為
に
つ
い
て
は
、
石
黒
弁
護
士
に
相
当

部
分
を
報
告
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
、
私
が
付
け
加
え
る
内
容
は
そ

れ
ほ
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
石
黒
弁
護
士
は
、
本
事
件
の
主
任
弁
護
人
で
す
か

ら
ね
。

　

不
作
為
に
つ
い
て
、
控
訴
審
判
決
は
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
い
ま
す
。

す
な
わ
ち
、
①
「
埋
葬
義
務
者
が
死
体
の
存
在
を
認
識
し
た
後
、
直
ち
に

葬
祭
を
行
わ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
死
者
に
対
す
る
一
般

的
な
宗
教
的
感
情
や
敬
虔
感
情
を
害
す
る
と
は
い
え
な
い
。
死
体
の
葬
祭

義
務
を
負
う
者
が
葬
祭
を
行
わ
な
い
と
い
う
不
作
為
が
作
為
に
よ
る
遺
棄

と
構
成
要
件
的
に
同
価
値
の
も
の
に
な
っ
た
と
評
価
す
る
た
め
に
は
、
適

切
な
時
期
に
死
体
の
埋
葬
を
行
わ
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
、
上
記
の
法
益

を
害
す
る
と
い
え
る
こ
と
が
前
提
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ

て
、
死
体
の
葬
祭
義
務
を
負
う
者
が
葬
祭
を
行
わ
な
い
と
い
う
不
作
為
が

遺
棄
に
該
当
す
る
の
は
、
そ
の
者
が
死
体
の
存
在
を
認
識
し
て
か
ら
同
義

務
を
履
行
す
べ
き
相
当
の
期
間
内
に
葬
祭
を
行
わ
な
か
っ
た
場
合
に
限
ら

資　　　料
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れ
る
」、
と
。
こ
れ
が
不
作
為
に
よ
る
遺
棄
に
関
す
る
一
般
論
で
す
。
そ

れ
で
は
、本
件
で
は
ど
う
か
と
い
う
と
、被
告
人
は
一
日
と
約
九
時
間
（
三

三
時
間
）、葬
祭
せ
ず
に
い
た
わ
け
で
す
。
嬰
児
の
死
体
の
入
っ
た
段
ボ
ー

ル
箱
と
一
緒
に
。
そ
こ
で
控
訴
審
判
決
は
、
②
「
通
常
の
葬
祭
を
行
う
場

合
で
あ
っ
て
も
着
手
ま
で
に
そ
の
程
度
の
期
間
を
要
す
る
こ
と
も
あ
り
得

る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
期
間
の
経
過
を
も
っ
て
葬
祭
義

務
を
履
行
す
べ
き
相
当
の
期
間
が
経
過
し
た
と
は
い
え
ず
…
…
不
作
為
に

よ
る
死
体
の
『
遺
棄
』
に
当
た
ら
な
い
」
と
結
論
づ
け
ま
し
た
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
福
永
俊
輔
教
授
の
言
葉
を
借
り
ま
す
と
、
死
体
遺

棄
罪
の
不
真
正
不
作
為
犯
の
成
立
に
関
わ
る
極
め
て
重
要
な
指
標
を
示
し

た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。不
真
正
不
作
為
犯
で
す
か
ら
、

構
成
要
件
的
同
価
値
性
と
い
う
観
点
の
下
、
成
立
要
件
を
厳
密
に
見
て
い

か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
わ
け
で
す
。
ま
た
、
控
訴
審
判
決
は
、
①
の
一
般

論
を
導
く
上
で
、「
墓
地
及
び
埋
葬
に
関
す
る
法
律
」（
墓
埋
法
）
が
死
亡

又
は
死
産
後
二
十
四
時
間
を
経
過
し
な
い
う
ち
の
埋
葬
又
は
火
葬
を
原
則

と
し
て
禁
止
し
（
三
条
）、
火
葬
等
の
許
可
申
請
手
続
（
五
条
）
を
定
め

て
い
る
こ
と
、
戸
籍
法
が
死
亡
又
は
死
産
の
届
出
手
続
（
八
六
条
）
を
定

め
て
い
る
こ
と
な
ど
に
言
及
し
て
い
ま
す
。
先
ほ
ど
引
用
し
た
松
原
教
授

は
、
こ
の
点
を
、「
単
に
作
為
可
能
性
の
見
地
か
ら
不
作
為
犯
の
成
立
を

限
界
づ
け
た
も
の
で
は
な
く
、
本
罪
の
予
定
す
る
程
度
の
法
益
侵
害
の
危

険
を
法
制
度
の
面
か
ら
具
体
化
し
た
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
」
り
、「
隠

匿
か
ら
区
別
さ
れ
た
不
埋
葬
自
体
の
可
罰
性
を
検
討
す
る
と
と
も
に
不
埋

葬
の
処
罰
範
囲
を
本
罪
の
保
護
法
益
の
危
殆
化
に
よ
っ
て
限
界
づ
け
る
も

の
と
し
て
注
目
に
値
す
る
」
と
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
最
高
裁
の

判
断
に
も
繋
が
っ
て
い
く
と
こ
ろ
な
の
か
な
と
個
人
的
に
は
感
じ
て
い
ま

す
が
、
特
定
の
実
行
行
為
が
遺
棄
に
該
当
し
、
保
護
法
益
を
危
殆
化
し
、

又
は
こ
れ
を
害
し
た
と
い
う
た
め
に
は
、
や
は
り
相
応
の
留
意
が
必
要
で

あ
る
い
う
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ま
す
。

　

こ
う
し
て
、
本
件
に
お
け
る
不
埋
葬
と
い
う
不
作
為
は
遺
棄
に
該
当
し

な
い
と
い
う
の
が
控
訴
審
判
決
の
判
断
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、問
題
は
、

作
為
の
方
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
遺
棄
に
該
当
す
る
と
い
う
判
断
が
示
さ

れ
た
こ
と
で
、
最
高
裁
に
上
告
に
及
ん
だ
と
い
う
の
が
石
黒
弁
護
士
の
お

話
で
し
た
。

　

こ
の
作
為
に
つ
い
て
は
、
控
訴
審
判
決
は
、「
嬰
児
二
名
の
死
体
を
段

ボ
ー
ル
箱
に
入
れ
て
接
着
テ
ー
プ
で
封
を
し
、
そ
の
段
ボ
ー
ル
箱
を
別
の

段
ボ
ー
ル
箱
に
入
れ
て
接
着
テ
ー
プ
で
封
を
し
た
上
、
自
室
内
に
あ
っ
た

棚
の
上
に
置
い
た
」
も
の
と
し
て
い
ま
す
。
確
か
石
黒
弁
護
士
は
「
接
着

テ
ー
プ
」
と
い
う
よ
り
も
、
も
っ
と
張
り
つ
き
に
く
い
「
細
い
テ
ー
プ
」

で
あ
っ
た
と
報
告
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、判
文
上
は
こ
う
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
ひ
と
ま
ず
置
き
、
こ
の
よ
う
な
行
為
が
作
為
と
い
う
こ
と
で
、
葬

祭
を
行
う
準
備
あ
る
い
は
葬
祭
の
一
過
程
と
し
て
行
っ
た
も
の
で
は
な
く

死
体
を
隠
匿
す
る
行
為
で
あ
る
と
し
て
、
本
事
件
に
お
い
て
初
め
て
「
隠

匿
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
か
か
る
隠
匿
は
「
他
者

が
そ
れ
ら
の
死
体
を
発
見
す
る
こ
と
が
困
難
な
状
況
を
作
出
す
る
も
の
と

い
え
…
…
他
者
に
よ
り
適
切
な
時
期
に
埋
葬
が
行
わ
れ
る
可
能
性
を
著
し

く
減
少
さ
せ
た
と
い
う
点
に
お
い
て
、
死
者
に
対
す
る
一
般
的
な
宗
教
的
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感
情
や
敬
虔
感
情
を
害
す
る
も
の
と
い
え
る
」か
ら「『
遺
棄
』に
当
た
る
」

と
結
論
づ
け
て
い
ま
す
。
箱
に
入
れ
て
テ
ー
プ
で
止
め
て
置
く
と
い
う
作

為
が
隠
匿
で
あ
っ
て
遺
棄
に
当
た
る
と
い
う
点
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
石

黒
弁
護
士
や
判
例
評
釈
を
公
表
さ
れ
て
い
る
福
永
教
授
と
同
様
、
疑
問
を

感
じ
て
い
ま
す
。あ
る
行
為
が
葬
祭
準
備
や
葬
祭
の
一
過
程
で
あ
る
と
き
、

そ
れ
は
宗
教
的
感
情
を
害
さ
な
い
か
ら
遺
棄
に
当
た
ら
な
い
と
い
う
の
は

よ
く
分
か
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
一
過
程
に
な
い
か
ら
と
い
っ
て

常
に
遺
棄
に
該
当
す
る
と
い
う
の
が
適
切
と
い
え
る
か
ど
う
か
。
死
体
・

遺
体
と
い
う
の
は
で
き
る
だ
け
人
目
に
晒
す
べ
き
で
は
な
く
、
こ
れ
を
隠

す
と
い
う
の
が
あ
る
意
味
で
は
宗
教
的
風
俗
と
さ
え
い
え
る
で
し
ょ
う
。

ま
た
、
他
者
に
よ
る
適
時
適
切
な
葬
祭
の
履
行
可
能
性
を
「
著
し
く
」
減

少
さ
せ
た
と
本
当
に
言
え
る
の
か
も
疑
わ
し
い
。
事
実
を
ど
う
評
価
す
る

か
と
い
う
問
題
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
本
件
の
諸
事
情
を
理
由
に
死
者
に

対
す
る
追
悼
な
い
し
敬
虔
感
情
を
害
し
た
と
ま
で
は
い
え
な
い
の
で
は
な

い
か
。
被
告
人
は
葬
祭
義
務
者
で
あ
っ
て
、「
葬
祭
懈
怠
」
と
し
て
の
死

体
遺
棄
罪
が
成
立
す
る
か
否
か
を
正
面
か
ら
問
題
に
す
べ
き
だ
っ
た
の

に
、「
葬
祭
妨
害
」
と
し
て
の
死
体
遺
棄
罪
、
つ
ま
り
他
者
に
よ
る
葬
祭

の
可
能
性
を
著
し
く
妨
げ
た
と
い
う
枠
組
み
で
判
断
し
て
い
ま
す
。
既
に

松
宮
孝
明
教
授
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
う
な
る
の
に
は
お
そ
ら
く

理
由
が
あ
っ
て
、
本
判
決
の
論
理
自
体
に
は
問
題
が
あ
り
ま
す
が
、
被
告

人
自
身
は
葬
祭
意
思
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
私
的
埋
葬
を
す
る
た
め

に
、
た
だ
今
は
体
が
き
つ
く
て
動
け
な
い
と
い
う
理
由
で
埋
葬
し
て
い
な

い
。
そ
う
す
る
と
、
葬
祭
義
務
を
懈
怠
し
た
と
は
お
そ
ら
く
い
え
な
い
。

そ
う
だ
か
ら
こ
そ
翻
っ
て
、
別
の
人
の
葬
祭
を
邪
魔
し
た
か
ら
死
体
遺
棄

で
あ
る
と
い
う
判
断
を
下
す
こ
と
が
果
た
し
て
適
切
な
の
で
し
ょ
う
か
。

従
っ
て
、
本
事
案
は
、「
葬
祭
懈
怠
と
い
う
不
作
為
」
に
法
益
侵
害
な
い

し
処
罰
根
拠
が
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
隠
匿
そ
れ
自
体
が
本
罪
の

成
否
に
大
き
な
意
味
を
持
つ
わ
け
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
重
要

な
指
摘
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
葬
祭
の
準
備
な
い
し

一
過
程
で
あ
る
行
為
で
な
け
れ
ば
全
て
死
体
遺
棄
に
当
た
る
と
い
う
よ
う

な
理
解
は
必
ず
し
も
適
切
で
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
う
し
て
、
最
高
裁
判
決
に
至
る
わ
け
で
、
正
当
な
主
張
が
最
高
裁
に

届
い
て
よ
か
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。

　

最
高
裁
判
決
の
意
義
と
し
て
、
ま
ず
、
一
九
〇
条
の
保
護
法
益
に
つ
い

て
最
高
裁
が
判
断
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
社
会
的
習
俗

に
従
う
形
で
、「
一
般
的
な
宗
教
的
感
情
や
敬
虔
感
情
」
を
保
護
す
る
と

い
う
も
の
で
す
。

　

次
に
、
遺
棄
に
つ
い
て
、「
習
俗
上
の
埋
葬
と
は
認
め
ら
れ
な
い
態
様

で
死
体
等
を
遺
棄
又
は
隠
匿
す
る
こ
と
」
を
い
う
と
し
て
、
隠
匿
が
遺
棄

に
当
た
る
と
い
う
従
来
の
定
義
を
踏
襲
す
る
形
を
と
っ
て
い
ま
す
。
と
は

い
え
、こ
の
定
義
が
十
分
な
も
の
、遺
棄
概
念
を
明
確
化
す
る
も
の
と
な
っ

て
い
る
か
は
明
ら
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

さ
ら
に
、「
隠
匿
行
為
が
『
遺
棄
』
に
当
た
る
か
否
か
を
判
断
す
る
に

当
た
っ
て
は
、
そ
の
態
様
自
体
が
習
俗
上
の
埋
葬
と
相
い
れ
な
い
処
置
と

い
え
る
も
の
か
否
か
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
」と
し
て
、

隠
匿
行
為
が
遺
棄
に
当
た
る
か
否
か
を
判
断
す
る
方
法
と
そ
の
際
の
考
慮
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事
情
に
つ
い
て
判
示
し
て
い
ま
す
。「
相
い
れ
な
い
」
と
い
う
わ
け
で
す

か
ら
、
日
常
的
な
用
語
法
に
従
う
と
、
水
と
油
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
し
ょ

う
か
。
こ
う
し
て
、
最
高
裁
判
決
で
は
、
保
護
法
益
と
の
関
係
で
遺
棄
概

念
を
定
義
し
た
上
で
、
本
件
隠
匿
が
遺
棄
に
当
た
る
か
否
か
を
個
別
具
体

的
な
判
断
を
下
し
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、「
そ
れ
が
行
わ
れ
た
場
所
、
死

体
の
こ
ん
包
及
び
設
置
の
方
法
等
に
照
ら
す
と
、
そ
の
態
様
が
い
ま
だ
習

俗
上
の
埋
葬
等
と
相
い
れ
な
い
処
置
と
は
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
…
…
『
遺

棄
』
に
当
た
ら
な
い
」
と
し
て
、
無
罪
判
決
を
言
い
渡
し
て
い
ま
す
。
一

つ
重
要
な
の
が
、
隠
匿
行
為
の
場
所
や
方
法
を
考
慮
し
な
い
と
結
論
づ
け

る
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
っ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
遺

棄
を
否
定
し
た
と
こ
ろ
に
も
、
非
常
に
大
き
な
意
味
が
あ
り
ま
す
。
隠
匿

に
よ
る
遺
棄
の
「
一
つ
の
限
界
」
を
示
し
た
と
い
う
意
味
で
、
重
要
と
い

え
る
で
し
ょ
う
。

　

最
高
裁
判
決
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
か
ら
判
例
評
釈
が
た
く
さ
ん
出
て
く

る
と
思
い
ま
す
が
、
本
判
決
の
一
つ
の
受
け
止
め
方
と
し
て
、
こ
れ
ま
で

の
遺
棄
概
念
に
大
き
な
変
更
を
迫
る
も
の
で
は
な
さ
そ
う
で
、
こ
れ
ま
で

遺
棄
と
さ
れ
て
き
た
隠
匿
行
為
が
広
く
遺
棄
に
当
た
ら
な
く
な
る
と
い
う

こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
観
測
が
既
に
一
つ
示
さ
れ
て
い
ま
す
。ま
た
、

無
罪
判
決
が
、
自
室
内
で
あ
っ
た
こ
と
と
か
、
段
ボ
ー
ル
箱
に
入
れ
る
な

ど
、「
乱
雑
な
扱
い
を
し
て
い
な
い
こ
と
」
を
考
慮
し
た
結
果
で
あ
る
と

の
見
方
も
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
本
判
決
の
趣
旨
を
、
相
い
れ
な
い
と
い

う
点
で
法
益
と
の
関
係
で
の
有
害
性
を
積
極
的
に
示
す
べ
き
で
あ
る
と
し

た
も
の
と
い
う
理
解
も
あ
り
ま
す
。
い
ず
れ
の
理
解
も
そ
の
と
お
り
か
と

思
い
ま
す
。
私
と
し
て
は
、
保
護
法
益
が
抽
象
的
で
あ
り
、
か
つ
本
罪
が

抽
象
的
規
範
だ
と
捉
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
と
も
関
係
し
て
、
お
よ
そ
遺
棄

行
為
が
あ
れ
ば
法
益
危
殆
化
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
遺
棄

行
為
そ
の
も
の
に
そ
う
し
た
危
殆
化
の
契
機
を
し
っ
か
り
と
見
出
す
こ
と

が
必
要
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
り
、
埋
葬
等
の
過
程
か
ら
逸
れ
る
だ
け
で

な
く
、「
逸
脱
」
と
い
う
よ
う
に
大
き
く
離
れ
た
よ
う
な
行
為
で
あ
っ
て

初
め
て
法
益
危
殆
化
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で

は
な
い
か
、
む
し
ろ
そ
う
い
う
も
の
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
願
望
も
含

め
て
、
そ
う
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

最
後
に
、
本
判
決
の
意
義
や
射
程
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で

す
が
、
も
ち
ろ
ん
、
本
件
が
あ
く
ま
で
も
被
告
人
が
葬
祭
義
務
者
で
あ
っ

た
こ
と
、
葬
祭
義
務
者
で
あ
る
被
告
人
が
死
体
を
隠
匿
し
た
も
の
で
あ
る

こ
と
を
前
提
と
し
て
、
最
高
裁
が
「
習
俗
上
の
埋
葬
等
と
相
い
れ
な
い
処

置
と
は
認
め
ら
れ
な
い
」
と
し
て
、
遺
棄
に
該
当
し
な
い
と
い
う
否
定
的

判
断
を
下
し
た
と
い
う
意
味
で
、
上
記
の
諸
事
実
が
重
要
で
あ
る
と
は
思

い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、石
黒
弁
護
士
の
ご
報
告
に
も
あ
っ
た
と
お
り
、

本
件
は
、
そ
の
他
に
も
非
常
に
複
雑
な
事
情
、
問
題
が
絡
み
合
っ
た
事
件

で
し
た
。
外
国
人
技
能
実
習
生
の
問
題
や
孤
立
出
産
の
問
題
な
ど
が
死
体

遺
棄
罪
全
般
に
い
か
な
る
影
響
を
及
ぼ
す
の
か
を
は
じ
め
、
疑
問
は
尽
き

ま
せ
ん
。
本
判
決
が
一
つ
の
事
例
判
断
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
つ
も
り

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
射
程
を
過
度
に
限
定
す
る
べ
き
で
は
な
い
と
思

い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
レ
ジ
ュ
メ
Ⅳ
の
「
結
語
」
に
示
し
た
死
体
遺
棄
罪

の
望
ま
し
い
解
釈
論
に
も
繋
が
っ
て
い
き
ま
す
が
、
隠
匿
と
い
う
行
為
が
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遺
棄
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
か
を
改
め
て
考
え
て
み
た
と
き
、
葬

祭
義
務
者
に
よ
る
隠
匿
は
決
し
て
重
要
な
意
味
を
持
た
な
い
も
の
で
あ
る

こ
と
を
改
め
て
確
認
し
た
上
で
、
さ
ら
な
る
解
釈
論
に
進
ん
で
い
く
べ
き

な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
か
ら
で
す
。

　

ま
た
、
不
作
為
に
よ
る
遺
棄
の
成
立
要
件
に
つ
い
て
、
当
然
な
が
ら
本

判
決
は
何
も
触
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
控
訴
審
判
決
が
示
し
た
「
相
当
の
期

間
」
が
い
か
な
る
も
の
な
の
か
、
―
―
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
既
に
研
究

が
始
ま
っ
て
い
ま
す
が
―
―
、
そ
う
し
た
諸
要
件
を
明
確
化
す
る
こ
と
に

よ
り
、
作
為
に
よ
る
遺
棄
と
の
同
価
値
性
を
担
保
し
て
、
死
体
遺
棄
罪
を

正
当
な
範
囲
に
限
定
す
る
と
い
う
こ
と
も
必
要
に
な
っ
て
く
る
で
し
ょ

う
。
そ
の
た
め
に
は
、
や
は
り
解
釈
の
指
針
と
な
る
べ
き
保
護
法
益
を
詰

め
て
い
く
必
要
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、
抽
象
的
で
あ
る
「
一
般

的
な
宗
教
的
感
情
」
と
い
う
と
き
の
「
一
般
」
を
最
大
公
約
数
的
に
把
握

し
て
、
い
わ
ゆ
る
少
数
派
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
を
切
り
捨
て
て
し
ま
っ
て
い

い
の
か
、
い
や
そ
れ
は
適
切
で
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
本
罪
の
保

護
法
益
の
汲
み
取
り
方
は
非
常
に
難
し
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
保
護
法
益
の
汲
み
取
り
方
が
難
し
い
の
で
、
そ
れ
を
本
当
に

危
険
に
さ
ら
し
、
又
は
害
し
た
の
か
と
い
う
判
断
も
難
し
い
で
し
ょ
う
。

本
罪
が
抽
象
的
危
険
犯
で
あ
る
と
は
い
え
、
保
護
法
益
の
危
殆
化
の
な
い

と
こ
ろ
で
、
あ
る
行
為
が
「
遺
棄
」
に
該
当
す
る
と
い
う
の
は
適
切
と
思

え
ま
せ
ん
。
保
護
法
益
の
危
殆
化
が
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
こ
と
が
、「
相
容
れ
な
い
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
す
る
と
こ

ろ
で
は
な
い
か
と
解
し
て
い
ま
す
。
死
体
遺
棄
罪
を
濫
用
し
て
は
い
け
な

い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
一
九
〇
条
の
解
釈

論
を
し
っ
か
り
と
積
み
上
げ
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。
本
判
決
の
射
程

を
ど
う
見
定
め
、
ど
の
よ
う
に
し
て
望
ま
し
い
解
釈
論
を
構
築
し
て
い
く

か
は
、
私
自
身
に
と
っ
て
こ
れ
か
ら
の
課
題
で
す
の
で
、
今
後
も
勉
強
を

続
け
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
被
告
人
や
弁
護
人
、
支
援
団
体
の
方
々
を
は
じ

め
、
実
務
家
や
学
者
な
ど
、
本
事
件
を
支
え
て
こ
ら
れ
た
方
々
は
、
本
当

に
努
力
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
な
と
思
い
ま
す
。
そ
う
し
た
方
々
に
心
か
ら
敬

意
を
表
し
ま
す
と
と
も
に
、
無
罪
判
決
を
得
ら
れ
た
こ
と
に
賛
辞
を
申
し

上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
本
日
は
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

岡
本
：
澁
谷
先
生
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
続
き
ま
し
て
、
内
藤

先
生
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

内
藤
：
こ
ん
に
ち
は
。
刑
事
訴
訟
法
担
当
の
内
藤
で
す
。
よ
ろ
し
く
お
願

い
し
ま
す
。
で
は
私
か
ら
は
刑
事
訴
訟
法
上
の
問
題
点
に
つ
い
て
説
明
さ

せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

刑
事
訴
訟
法
上
の
問
題
点
と
い
う
の
は
、
ま
ず
公
判
前
整
理
手
続
で
明

示
さ
れ
た
争
点
と
控
訴
審
判
決
に
お
け
る
認
定
が
ず
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
点
に
あ
り
ま
す
。
そ
れ
以
外
に
も
あ
る
ん
で
し
ょ
う
け
ど
、

今
回
は
そ
の
点
に
限
定
し
て
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
す
な
わ
ち
、
死
体
を
放
置
し
た
と
い
う
検
察
官
の
主
張
に
対
し
て
、

死
体
を
隠
匿
し
た
と
い
う
認
定
を
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
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と
で
す
。

　

は
じ
め
に
検
察
官
の
主
張
と
事
実
認
定
の
流
れ
に
つ
い
て
確
認
し
て
お

き
た
い
と
思
い
ま
す
。
検
察
官
か
ら
は
、
被
告
人
は
被
告
人
宅
に
お
い
て

出
産
し
た
嬰
児
の
死
体
を
段
ボ
ー
ル
箱
に
入
れ
た
上
、
自
室
内
の
棚
上
に

放
置
す
る
こ
と
で
死
体
を
遺
棄
し
た
と
い
う
主
張
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ

は
公
訴
提
起
の
段
階
で
起
訴
状
に
記
載
さ
れ
た
も
の
で
す
。
た
だ
こ
れ
だ

と
よ
く
分
か
ら
な
い
の
で
、
弁
護
人
と
し
て
は
、
箱
に
入
れ
た
こ
と
、
す

な
わ
ち
作
為
と
、
そ
れ
か
ら
放
置
し
た
と
い
う
不
作
為
の
ど
ち
ら
を
問
題

と
す
る
の
か
不
明
で
あ
る
と
し
て
釈
明
を
求
め
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
対

し
、
公
判
前
整
理
手
続
で
検
察
官
は
、
被
告
人
は
上
記
の
行
為
に
よ
り
葬

祭
義
務
に
違
反
し
た
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
放
置
と
い

う
不
作
為
に
よ
る
死
体
遺
棄
を
主
張
す
る
か
の
よ
う
な
釈
明
を
行
っ
て
い

ま
す
。
こ
れ
に
対
し
、
控
訴
審
判
決
は
先
程
言
い
ま
し
た
よ
う
に
死
体
を

隠
匿
し
、
他
者
が
死
体
を
発
見
す
る
こ
と
が
困
難
な
状
況
を
作
出
し
た
と

い
う
こ
と
で
、
放
置
で
は
な
く
作
為
に
よ
る
死
体
遺
棄
を
認
定
し
た
と
い

う
も
の
で
し
た
。

　

刑
事
訴
訟
に
お
け
る
事
実
認
定
が
ど
う
い
う
も
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ

い
て
、
ま
ず
確
認
を
し
た
上
で
刑
事
訴
訟
法
上
の
問
題
点
に
入
っ
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。
多
く
の
人
が
刑
事
訴
訟
法
を
履
修
さ
れ
て
い
な
い
と

思
い
ま
す
の
で
簡
単
に
見
て
お
き
ま
す
ね
。

　

刑
事
訴
訟
に
登
場
す
る
の
は
裁
判
所
、
検
察
官
、
被
告
人
の
三
者
で
す
。

弁
護
人
と
い
う
の
は
被
告
人
の
側
に
つ
い
て
い
ま
す
。
検
察
官
の
公
訴
提

起
が
あ
っ
て
訴
訟
を
開
始
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
被
告
人
の
側
で
は
こ
れ
に

対
し
て
反
論
を
行
い
ま
す
。
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
で
す
ね
、

裁
判
所
は
こ
の
公
訴
さ
れ
た
事
実
と
い
う
の
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
と

い
う
視
点
か
ら
事
実
認
定
を
行
う
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
ね
。
こ
れ
に
対

し
て
、
裁
判
所
が
積
極
的
に
ど
の
よ
う
な
事
実
が
存
在
し
た
か
を
明
ら
か

に
す
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
も
あ
り
ま
す
。
ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス
な
ど
の
職

権
探
知
主
義
型
の
刑
事
訴
訟
を
採
用
し
て
い
る
国
で
あ
れ
ば
こ
う
い
う
視

点
か
ら
事
実
認
定
を
し
て
い
く
ん
で
す
が
、
わ
が
国
で
は
そ
う
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
あ
く
ま
で
も
裁
判
所
の
事
実
認
定
と
い
う
の
は
、
こ
こ
で
い
う

公
訴
の
内
容
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
を
専
門
的
に
は
不

告
不
理
の
原
則
、
あ
る
い
は
訴
え
な
け
れ
ば
裁
判
な
し
の
原
則
と
い
い
ま

す
。
今
回
、
特
に
こ
の
点
が
問
題
と
な
り
ま
す
。

　

こ
う
い
っ
た
検
察
官
と
被
告
人
の
両
当
事
者
の
主
張
、
立
証
を
重
点
的

に
見
て
い
く
と
い
う
や
り
方
を
簡
単
に
い
う
と
当
事
者
主
義
の
訴
訟
と
い

い
ま
す
。
こ
の
当
事
者
主
義
の
訴
訟
の
訴
訟
構
造
に
お
い
て
は
、
両
当
事

者
に
十
分
な
主
張
と
反
論
を
尽
く
さ
せ
る
こ
と
で
、
裁
判
所
に
よ
る
充
実

し
た
事
実
認
定
が
可
能
に
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
被
告
人
に
も
十
分
な
反

論
の
機
会
を
与
え
る
こ
と
が
前
提
で
す
。
と
い
う
こ
と
は
で
す
ね
、
検
察

官
が
何
を
訴
え
て
い
る
の
か
、
す
な
わ
ち
公
訴
の
内
容
が
被
告
人
に
と
っ

て
明
確
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
重
要
に
な
り
、
被
告
人
は
公
訴
事

実
の
有
無
に
つ
い
て
争
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
ポ
イ
ン
ト
に
な
る

の
が
、
訴
因
と
い
う
概
念
で
す
。
今
ス
ラ
イ
ド
に
は
公
訴
事
実
と
か
訴
因

と
い
う
名
前
が
出
て
き
ま
し
た
が
、
訴
因
と
い
う
制
度
に
つ
い
て
は
説
明

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
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検
察
官
は
公
訴
提
起
し
ま
す
。
そ
れ
を
ど
う
や
っ
て
行
う
か
と
い
う
と

起
訴
状
を
提
出
し
て
行
う
わ
け
で
す
ね
。
起
訴
状
と
い
う
の
は
ど
う
い
う

も
の
か
と
い
う
と
、
こ
れ
は
違
う
事
件
の
も
の
で
す
け
ど
こ
う
い
う
も
の

で
す
。
で
、
起
訴
状
に
ど
う
い
う
こ
と
を
記
載
す
る
か
と
い
う
と
、〔
ス

ラ
イ
ド
№
1
を
表
示
し
つ
つ
〕こ
う
い
っ
た
事
項
を
記
載
す
る
ん
で
す
が
、

特
に
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
の
が
公
訴
事
実
と
呼
ば
れ
る
部
分
で
す
。
で
、
公

訴
事
実
と
い
う
の
は
訴
因
を
も
っ
て
記
載
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
。
で
、
訴

因
と
い
う
の
は
で
き
る
限
り
日
時
、
場
所
及
び
方
法
を
も
っ
て
罪
と
な
る

べ
き
事
実
を
特
定
せ
よ
と
、
こ
う
い
う
風
に
な
っ
て
い
ま
す
。
起
訴
状
で

い
う
と
こ
の
部
分
で
す
ね
。
い
つ
ど
こ
で
ど
う
い
う
こ
と
を
や
っ
た
、
い

わ
ゆ
る
５
Ｗ
１
Ｈ
の
形
で
特
定
さ
れ
ま
す
。
で
、〔
ス
ラ
イ
ド
№
2
を
表

示
し
つ
つ
〕
こ
れ
は
起
訴
状
そ
の
も
の
で
は
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
控

訴
審
判
決
か
ら
み
え
る
起
訴
状
の
記
載
と
い
う
の
が
こ
ち
ら
に
な
り
ま

す
。被
告
人
が
令
和
二
年
の
何
月
何
日
頃
に
当
時
の
被
告
人
宅
に
お
い
て
、

同
日
頃
に
出
産
し
た
本
件
各
嬰
児
の
死
体
を
段
ボ
ー
ル
に
入
れ
た
上
、
自

室
の
棚
上
に
放
置
し
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
弁
護
人
も
争
っ
て
い
ま
せ

ん
。
問
題
は
次
で
す
。

　

こ
れ
に
対
し
弁
護
人
が
求
釈
明
を
し
て
―
―
つ
ま
り
検
察
官
に
釈
明
を

求
め
て
ど
の
行
為
が
問
題
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
聞
い
た
と
き
に
、
検
察

官
は
隠
し
た
行
為
と
そ
れ
を
放
置
し
続
け
た
行
為
と
二
つ
に
分
け
れ
る
ん

だ
け
れ
ど
も
、
実
行
行
為
は
本
件
公
訴
事
実
の
一
連
の
行
為
だ
と
述
べ
た

ん
で
す
ね
。
つ
ま
り
、
一
連
の
行
為
で
あ
っ
て
、
放
置
に
お
け
る
作
為
義

務
は
葬
祭
の
義
務
で
あ
る
と
い
う
風
に
説
明
を
し
て
い
ま
す
。

　

で
、
第
一
審
の
論
告
で
次
の
よ
う
に
検
察
官
は
主
張
し
ま
す
。
す
な
わ

ち
被
告
人
が
妊
娠
、
出
産
の
事
実
を
隠
そ
う
と
い
う
意
思
の
下
で
本
件
各

嬰
児
の
死
体
を
段
ボ
ー
ル
箱
に
梱
包
し
、
自
室
内
の
棚
上
に
置
い
て
隠
匿

し
た
上
、
そ
の
後
発
覚
す
る
ま
で
丸
一
日
以
上
放
置
し
て
隠
匿
状
態
を
継

続
さ
せ
た
行
為
が
作
為
及
び
不
作
為
に
よ
る
遺
棄
に
該
当
す
る
と
言
っ
て

い
る
ん
で
す
ね
。
こ
こ
で
、
作
為
と
不
作
為
と
両
方
あ
る
ん
だ
と
い
う
主

張
を
し
て
い
ま
し
た
。
で
、
こ
の
点
が
ど
う
い
う
風
に
変
化
し
て
い
っ
た

か
と
い
う
の
を
見
る
と
、
―
―
必
ず
し
も
正
確
じ
ゃ
な
い
部
分
も
あ
り
ま

す
け
れ
ど
も
―
―〔
ス
ラ
イ
ド
№
3
を
表
示
し
つ
つ
〕こ
う
い
う
流
れ
だ
っ

た
と
思
い
ま
す
。
当
初
の
主
張
と
し
て
は
放
置
と
い
う
不
作
為
に
よ
る
死

体
遺
棄
が
あ
っ
た
と
。
で
、
こ
れ
も
微
妙
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
一
審
の

論
告
で
は
作
為
及
び
不
作
為
に
よ
る
死
体
遺
棄
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、

両
方
と
も
主
張
し
て
い
る
ん
で
す
ね
。
で
、
控
訴
審
は
作
為
及
び
不
作
為

に
よ
る
死
体
遺
棄
は
あ
っ
た
か
と
い
う
観
点
か
ら
判
断
を
し
て
、
判
決
の

際
に
は
作
為
に
よ
る
、
つ
ま
り
隠
し
た
、
隠
匿
に
よ
る
死
体
遺
棄
が
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
を
認
定
し
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
の
は
、〔
ス
ラ
イ
ド
№
4
を
表
示
し
つ
つ
〕

こ
の
ブ
ル
ー
で
示
し
た
部
分
〔
上
段
の
「
被
告
人
の
と
っ
た
行
為
」
の
部

分
〕
の
行
為
を
ど
の
よ
う
に
法
的
に
評
価
し
て
認
定
す
る
か
と
い
う
こ
と

な
ん
で
す
ね
。
検
察
官
は
こ
れ
を
放
置
し
た
と
い
う
不
作
為
に
よ
る
死
体

遺
棄
の
構
成
で
主
張
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
検
察
官
も
多
分
ず

る
く
て
、
放
置
と
は
は
っ
き
り
言
い
切
っ
て
な
い
ん
で
す
ね
。
た
だ
弁
護

人
側
か
ら
す
る
と
、〝
こ
れ
は
放
置
を
問
題
に
し
て
い
る
で
し
ょ
う
〟
と
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い
う
態
度
が
多
々
見
受
け
ら
れ
た
よ
う
で
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
ほ
ど

説
明
し
ま
す
。
控
訴
審
は
こ
れ
に
対
し
て
死
体
を
隠
匿
し
他
者
が
死
体
を

発
見
す
る
こ
と
が
困
難
な
状
況
を
作
出
し
た
と
い
う
こ
と
で
認
定
を
し
て

い
る
の
で
、
こ
の
点
に
ず
れ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
〔
ス
ラ
イ
ド
№
5
を
表
示
し
つ
つ
〕
そ
れ
で
当
初
の
公
訴
事
実
で
す
ね
、

起
訴
状
に
記
載
さ
れ
て
い
た
部
分
と
い
う
の
は
概
ね
こ
の
内
容
で
す
。
死

体
を
タ
オ
ル
に
く
る
ん
で
段
ボ
ー
ル
箱
に
入
れ
、
棚
の
上
に
置
き
続
け
る

な
ど
し
た
。
こ
の
括
弧
書
き
は
私
が
追
記
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
何
が
問

題
か
と
い
う
と
、〔
ス
ラ
イ
ド
№
6
を
表
示
し
つ
つ
〕
行
為
と
し
て
は
隠

匿
が
あ
っ
て
、
こ
の
隠
匿
は
段
ボ
ー
ル
箱
に
入
れ
る
こ
と
で
あ
る
、
と
。

そ
う
で
は
な
く
、
こ
れ
を
放
置
と
し
て
見
た
場
合
に
そ
れ
を
継
続
的
に
置

き
続
け
る
こ
と
で
あ
る
、
と
。
こ
う
い
う
行
為
な
ん
で
す
ね
。
で
、
弁
護

人
に
よ
る
求
釈
明
は
、
被
告
人
が
訴
え
ら
れ
て
い
る
事
実
は
こ
の
①
隠

匿
、
②
放
置
の
い
ず
れ
か
が
分
か
ら
な
い
し
、
あ
る
い
は
そ
の
両
方
な
の

か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
確
認
を
求
め
る
も
の
で
、
検
察
官
は
こ
れ
に
対

す
る
釈
明
と
し
て
本
件
の
実
行
行
為
は
本
件
公
訴
事
実
の
一
連
の
行
為
で

あ
り
、
放
置
に
お
け
る
作
為
義
務
は
葬
祭
義
務
だ
と
い
う
風
に
言
っ
た
わ

け
で
す
。
こ
こ
で
、
弁
護
人
の
求
め
る
訴
因
の
特
定
は
達
成
さ
れ
た
と
い

え
る
で
し
ょ
う
か
。
ど
ち
ら
の
行
為
で
す
か
、
訴
因
は
何
で
す
か
と
聞
い

た
と
き
に
、
一
連
の
行
為
と
言
っ
た
上
で	

「
放
置
に
お
け
る
作
為
義
務
は

…
」、
と
い
う
不
作
為
犯
の
説
明
を
し
て
い
ま
す
。
で
、
こ
の
部
分
が
よ

く
分
か
ら
な
い
ん
で
す
ね
。
仮
に
訴
因
が
特
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
訴

因
と
し
て
明
示
さ
れ
た
の
は
①
の
行
為
、
②
の
行
為
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら

両
方
の
い
ず
れ
と
理
解
さ
れ
る
で
し
ょ
う
か
。
こ
こ
が
本
件
の
ポ
イ
ン
ト

だ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

で
、
な
ぜ
訴
因
の
話
に
こ
だ
わ
る
か
と
い
う
と
、
訴
因
の
違
い
に
よ
っ

て
防
御
方
法
―
―
防
御
方
法
と
い
う
の
は
一
般
に
被
告
人
側
が
反
論
す
る

こ
と
を
刑
事
訴
訟
で
は
防
御
っ
て
言
い
ま
す
け
れ
ど
も
―
―
防
御
方
法
が

変
わ
っ
て
く
る
ん
で
す
ね
。
訴
因
と
し
て
―
―
検
察
官
の
主
張
で
す
け
れ

ど
も
―
―
一
つ
考
え
ら
れ
る
の
は
死
体
を
隠
匿
0

0

し
て
遺
棄
し
た
ん
だ
と
い

う
主
張
、
そ
れ
か
ら
も
う
一
個
考
え
ら
れ
る
の
は
死
体
を
放
置
0

0

し
て
遺
棄

し
た
ん
だ
と
い
う
主
張
、
そ
れ
ぞ
れ
考
え
ら
れ
ま
す
。
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に

つ
い
て
防
御
方
法
を
考
え
て
み
た
場
合
、
違
い
が
出
て
く
る
わ
け
で
す
。

　

死
体
を
隠
匿
し
た
と
い
う
主
張
が
あ
っ
た
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、「
死

体
を
隠
し
た
わ
け
で
は
な
い
、
こ
の
ま
ま
で
は
か
わ
い
そ
う
だ
し
寒
い
だ

ろ
う
か
ら
と
っ
た
行
為
だ
、
葬
祭
の
一
過
程
な
ん
だ
。」、
こ
う
い
う
反
論

が
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
死
体
を
放
置
し
た
と
い
う
訴
え
が
検

察
官
か
ら
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
も
そ
も
作
為
義
務
は
あ
る
の
か
、
あ
る

と
す
れ
ば
ど
の
よ
う
な
義
務
か
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
で

し
ょ
う
。
実
際
そ
の
点
に
つ
い
て
検
察
官
は
葬
祭
義
務
っ
て
い
う
の
が
あ

る
ん
で
す
と
い
う
釈
明
を
し
て
い
ま
す
。
で
、
そ
れ
に
対
し
、
さ
ら
に
考

え
ら
れ
る
反
論
の
内
容
と
し
て
は
、
死
産
後
の
時
間
が
そ
れ
ほ
ど
経
過
し

て
い
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、「
二
四
時
間
以
上
経
過
し
た
け
れ
ど
も
三
三

時
間
し
か
経
過
し
て
い
な
い
。
こ
の
段
階
で
の
葬
祭
義
務
違
反
と
い
う
の

は
ま
だ
認
め
ら
れ
な
い
ん
だ
。」、
こ
う
い
っ
た
反
論
が
可
能
で
す
。

　

問
題
な
の
は
、
訴
え
ら
れ
た
内
容
が
何
か
に
よ
っ
て
弁
護
側
も
対
応
す
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る
内
容
が
変
わ
っ
て
く
る
わ
け
で
す
か
ら
、
自
分
が
何
に
つ
い
て
訴
え
ら

れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
明
確
に
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
こ
と
な
ん
で
す
ね
。
で
、
訴
因
の
意
義
、
機
能
か
ら
見
た
問
題
に
つ
い

て
言
う
と
、
特
に
防
御
権
説
か
ら
見
た
場
合
に
で
す
ね
―
―
〔
ス
ラ
イ
ド

№
7
を
表
示
し
つ
つ
〕
こ
れ
は
刑
訴
法
を
習
っ
て
い
る
人
用
の
ス
ラ
イ
ド

を
持
っ
て
き
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
検
察
官
と
被
告
人
の
戦
い
っ
て
こ
ん

な
感
じ
で
す
―
―
放
置
し
て
遺
棄
し
た
と
い
う
主
張
は
被
告
人
側
か
ら
す

る
と
一
応
潰
せ
た
わ
け
で
す
。
そ
う
す
る
と
無
罪
じ
ゃ
な
い
か
っ
て
思
う

と
こ
ろ
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
控
訴
審
は
放
置
し
て
遺
棄
し
た
と
は
言
え

な
い
と
し
な
が
ら
、
遺
棄
し
て
隠
匿
し
た
と
い
う
認
定
を
し
て
い
る
わ
け

で
す
。
こ
れ
ち
ょ
っ
と
不
意
打
ち
的
な
ん
で
す
ね
。
被
告
人
と
し
て
は
当

初
の
争
点
で
あ
っ
た
放
置
に
よ
る
死
体
遺
棄
に
は
十
分
に
対
応
し
、
反
論

と
立
証
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
初
訴
因
と
し

て
明
示
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
隠
匿
に
よ
る
死
体
遺
棄
と
い
う
事
実
に
つ
い

て
は
反
論
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
べ
き
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
先
程
お
見
せ
し
ま
し
た
よ
う
に
、
こ
う
い
う
当
事
者
主
義

的
訴
訟
構
造
に
お
い
て
は
検
察
官
の
主
張
と
こ
れ
に
対
応
す
る
被
告
人
の

防
御
と
い
う
の
が
し
っ
か
り
尽
く
さ
れ
て
こ
そ
、
裁
判
所
は
事
実
を
認
定

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
意
味
で
こ
の
よ
う
な
不
意
打
ち
的
認
定
に

問
題
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
ね
。

　
〔
ス
ラ
イ
ド
№
8
を
表
示
し
つ
つ
〕
判
例
は
訴
因
を
ど
の
よ
う
に
理
解

し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
授
業
で
使
っ
て
い
る
も
の
を
持
っ

て
き
ま
し
た
の
で
少
し
見
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
難
し
い

と
こ
ろ
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
刑
訴
法
二
五
六
条
三
項
は
、
で
き
る
限
り

日
時
、
場
所
、
方
法
を
も
っ
て
罪
と
な
る
べ
き
事
実
を
特
定
せ
よ
と
い
う

風
に
規
定
し
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
―
―
こ
れ
は
私
の
考
え
で
は
な
い

ん
で
す
が
―
―
判
例
は
お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
ん
だ
ろ
う
と

い
う
風
に
分
析
さ
れ
ま
す
。
す
な
わ
ち
中
核
に
来
る
の
が
罪
と
な
る
べ
き

事
実
と
し
て
必
須
の
事
実
で
す
。
こ
れ
は
構
成
要
件
に
該
当
す
べ
き
具
体

的
事
実
を
意
味
し
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
外
縁
に
当
た
る
薄
い
ピ
ン
ク
色
の

部
分
が
―
―
ｂ
の
部
分
で
す
ね
―
―
構
成
要
件
に
該
当
す
べ
き
具
体
的
事

実
以
外
の
事
実
で
あ
っ
て
、
日
時
、
場
所
、
方
法
と
い
う
要
素
は
一
般
に

こ
こ
に
来
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
上
で
、
審
判
対
象
は
訴
因

だ
と
い
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
中
で
も
審
判
対
象
、
つ
ま
り
裁
判
所

が
あ
っ
た
か
な
か
っ
た
か
を
認
定
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
事
実
は
、
こ
の

罪
と
な
る
べ
き
事
実
だ
と
考
え
る
ん
で
す
ね
。
ち
ょ
っ
と
難
し
い
ん
で
す

け
ど
訴
因
と
い
う
の
は
、訴
訟
が
始
ま
る
前
の
入
口
の
主
張
の
部
分
で
す
。

こ
れ
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
有
罪
と
な
っ
て
、
出
口
の
部
分
で
罪
と
な
る

べ
き
事
実
と
し
て
認
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
審
判
対

象
で
す
が
、
判
例
は
審
判
対
象
が
明
示
さ
れ
て
い
れ
ば
、
つ
ま
り
罪
と
な

る
べ
き
事
実
と
し
て
必
須
の
事
実
、
よ
り
具
体
的
に
い
う
と
構
成
要
件
に

該
当
す
べ
き
具
体
的
事
実
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
れ
ば
訴
因
の
特
定
が
あ

り
ま
す
よ
と
、
つ
ま
り
日
時
、
場
所
、
方
法
等
が
多
少
曖
昧
で
も
こ
の
部

分
が
は
っ
き
り
し
て
い
れ
ば
い
い
と
い
う
風
に
考
え
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

さ
て
、
今
回
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
作
為
犯
か
、
あ
る
い
は
不
作

為
犯
か
と
い
う
構
成
の
仕
方
な
ん
で
す
ね
。
作
為
、
不
作
為
の
違
い
と
い
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う
の
は
罪
と
な
る
べ
き
事
実
の
違
い
な
の
か
。
こ
こ
の
部
分
が
ど
の
よ
う

に
ず
れ
て
い
る
の
か
。
構
成
要
件
に
該
当
す
べ
き
具
体
的
事
実
が
ず
れ
て

い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
周
辺
の
事
情
の
ズ
レ
の
問
題
に
す
ぎ
な
い
の

か
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
ね
。
い
ず
れ
も
死
体
遺
棄
罪
で
す
の
で
、
同
一

構
成
要
件
内
に
含
ま
れ
る
事
実
と
い
う
か
評
価
の
違
い
な
の
で
、
そ
う

い
っ
た
意
味
で
は
構
成
要
件
に
該
当
す
べ
き
具
体
的
事
実
の
違
い
と
ま
で

は
言
え
な
さ
そ
う
で
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
下
級
審
判
例
で
す
が
、
こ
の
二
つ
の
違
い
、
作
為
犯

と
不
作
為
犯
の
両
者
の
行
為
態
様
と
い
う
の
は
基
本
的
に
異
質
だ
と
し
て
、

罪
と
な
る
べ
き
事
実
の
ず
れ
に
準
じ
た
も
の
と
し
て
判
断
し
た
も
の
が
あ

り
ま
す
。
そ
れ
に
準
じ
た
も
の
と
い
う
の
は
、
構
成
要
件
は
同
一
で
あ
っ

た
と
し
て
も
作
為
構
成
、
不
作
為
構
成
の
違
い
と
い
う
の
は
法
律
構
成
を

異
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
違
う
と
み
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
す

の
で
、
お
そ
ら
く
学
説
も
判
例
も
こ
こ
は
争
わ
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と

い
う
と
こ
ろ
で
す
ね
。
で
、
そ
う
い
っ
た
前
提
で
本
件
を
見
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

　

問
題
点
の
一
つ
目
は
で
す
ね
、
訴
因
が
不
特
定
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
い
う
こ
と
で
す
。
先
程
ち
ょ
っ
と
見
ま
し
た
よ
う
に
、
何
に
つ
い
て
訴

え
ら
れ
て
い
る
か
っ
て
い
う
こ
と
が
明
ら
か
で
な
い
と
十
分
な
防
御
が
で

き
な
い
わ
け
で
す
ね
。
そ
う
す
る
と
、〔
ス
ラ
イ
ド
№
9
を
表
示
し
つ
つ
〕

ポ
イ
ン
ト
に
な
る
の
は
こ
こ
で
す
よ
ね
。
隠
匿
だ
っ
た
の
か
放
置
だ
っ
た

の
か
、
あ
る
い
は
そ
の
両
方
で
訴
え
ら
れ
て
い
る
の
か
、
で
す
。
検
察
官

は
当
初
の
公
訴
事
実
を
よ
り
具
体
的
に
し
た
の
か
な
…
、
と
も
あ
れ
一
応

は
釈
明
し
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、
本
件
の
実
行
行
為
と
い
う
の
は
本
件
公

訴
事
実
の
一
連
の
行
為
で
あ
っ
て
、
放
置
に
お
け
る
作
為
義
務
は
葬
祭
の

義
務
で
あ
る
、
と
。
た
だ
、
こ
の
説
明
で
は
、
こ
の
三
つ
の
類
型
の
ど
れ

に
当
た
る
か
っ
て
い
う
の
は
明
確
に
な
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
う
ん
で
す

ね
。
弁
護
人
の
石
黒
先
生
た
ち
は
、
行
為
の
個
数
に
つ
い
て
質
問
し
た
と

い
う
こ
と
で
し
た
が
、
不
明
確
な
回
答
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
一
連
の
行
為
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
る
の
で
、
全
体
と
し
て
、
一

個
の
行
為
と
し
て
明
示
し
た
、
特
定
し
た
と
い
う
の
が
で
す
ね
、
よ
く
分

か
り
ま
せ
ん
。
結
果
、
検
察
官
と
し
て
訴
因
の
特
定
に
向
け
た
尽
力
が
き

ち
ん
と
な
さ
れ
た
の
か
、
個
人
的
に
は
訴
因
不
特
定
と
し
て
刑
訴
法
三
三

八
条
四
号
の
公
訴
提
起
の
手
続
に
違
法
が
あ
る
と
き
に
該
当
す
る
こ
と
を

認
め
て
、
公
訴
棄
却
す
べ
き
だ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
し
、
や
は
り
実
務

上
ど
う
か
っ
て
い
う
話
と
関
係
す
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
授
業
で
は
で
す

ね
、
こ
こ
は
分
か
ら
な
い
ん
だ
っ
た
ら
そ
こ
を
追
求
す
べ
き
だ
と
述
べ
て

ま
す
け
れ
ど
も
、
実
際
の
と
こ
ろ
ど
う
だ
っ
た
の
か
な
と
思
う
と
こ
ろ
で

す
。

　

そ
の
上
で
、
次
に
訴
因
逸
脱
認
定
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点

に
つ
い
て
コ
メ
ン
ト
し
ま
す
。
一
応
、
仮
に
こ
の
釈
明
で
訴
因
が
特
定
で

き
て
い
た
と
す
れ
ば
、〔
ス
ラ
イ
ド
№
10
を
表
示
し
つ
つ
〕
①
、
②
、
③

の
ど
の
類
型
に
当
た
る
の
で
し
ょ
う
か
。「
一
応
特
定
で
き
て
い
る
と
す

れ
ば
、
ま
あ
放
置
に
よ
る
死
体
遺
棄
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
き
て
る
ん
だ

ろ
う
な
」
と
、
少
な
く
と
も
弁
護
団
と
し
て
は
そ
う
い
う
風
に
認
識
さ
れ

た
と
い
う
こ
と
で
し
た
し
、
実
際
に
具
体
的
な
訴
訟
の
進
行
状
況
を
見
て
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も
こ
の
点
が
争
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
仮
に
こ
の
釈
明
で
訴
因
が
特
定

さ
れ
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
で
す
ね
、
や
は
り
不
作
為
に
よ
る
死
体
遺
棄

が
本
件
訴
因
と
し
て
想
定
さ
れ
る
で
し
ょ
う
か
ら
、
置
い
た
、
置
き
続
け

た
行
為
と
い
う
の
が
問
題
と
な
り
そ
う
で
す
。
だ
と
す
れ
ば
、
箱
に
入
れ

た
と
い
う
隠
匿
に
よ
る
死
体
遺
棄
の
認
定
と
い
う
の
は
訴
因
逸
脱
認
定

で
、
許
さ
れ
な
い
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

私
は
必
ず
し
も
判
例
を
絶
対
視
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
判
例
を

前
提
に
し
て
も
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
た
の
で
は
な
い
か
と
分
析
し
て

お
り
ま
す
。

　

私
か
ら
は
以
上
で
す
。
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

岡
本
：
内
藤
先
生
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
、

岡
田
先
生
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

岡
田
：
死
体
遺
棄
罪
の
予
防
に
向
け
た
刑
事
政
策
的
検
討
と
い
う
こ
と
で
、

私
、
岡
田
の
方
か
ら
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
場
に
は
、
刑
事
政
策
っ
て
何
で
す
か
と
疑
問
を
持
つ

一
、
二
年
生
の
方
が
多
数
お
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
少
し
だ
け
宣
伝

を
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。
刑
事
政
策
と
い
う
の
は
犯
罪
予
防
の
た
め
の
様
々

な
政
策
を
検
討
す
る
学
問
領
域
で
す
。
刑
事
法
学
の
一
つ
で
、
か
つ
て
は

司
法
試
験
の
受
験
科
目
の
一
つ
で
も
あ
り
ま
し
た
。
今
回
、
こ
の
報
告
で

は
本
件
死
体
遺
棄
事
件
に
つ
い
て
の
最
高
裁
判
決
を
素
材
に
、
死
体
遺
棄

罪
の
予
防
に
向
け
て
な
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
検
討
し

て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
狙
い
は
、
刑
法
解
釈
と
犯
罪
予
防
の
関
係

に
つ
い
て
の
一
般
論
か
ら
死
体
遺
棄
罪
の
予
防
に
向
け
て
必
要
な
施
策
を

明
ら
か
に
し
て
み
た
い
と
い
う
点
に
あ
り
ま
す
。

　

ま
ず
、
刑
法
と
犯
罪
予
防
の
関
係
を
改
め
て
確
認
し
て
お
き
た
い
と
思

い
ま
す
。
今
か
ら
三
百
年
ほ
ど
前
に
遡
っ
て
み
ま
す
と
、
犯
罪
と
刑
罰
を

権
力
者
が
恣
意
的
に
定
め
て
、
恣
意
的
に
刑
罰
権
を
行
使
し
て
い
ま
し

た
。
し
た
が
っ
て
、
権
力
者
の
御
機
嫌
を
損
ね
ま
す
と
、
た
だ
ち
に
処
刑

台
に
、
あ
る
い
は
、
処
刑
台
以
前
に
、
即
殺
さ
れ
る
と
い
う
時
代
が
あ
っ

た
わ
け
で
す
。
そ
の
よ
う
な
時
代
に
、
こ
う
し
た
刑
事
法
の
運
用
の
こ
と

を
罪
刑
専
断
主
義
だ
と
批
判
し
た
の
が
、
ベ
ッ
カ
リ
ー
ア
で
す
。
今
で
い

う
、
イ
タ
リ
ア
の
ミ
ラ
ノ
の
人
で
す
。
彼
は
、
罪
刑
法
定
主
義
を
主
張
し

ま
し
た
。
犯
罪
と
刑
罰
が
予
め
明
確
に
法
律
で
定
め
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
説
い
た
わ
け
で
す
。
た
だ
、
そ
れ
だ
け
で
は
な

く
て
、
ベ
ッ
カ
リ
ー
ア
が
意
図
し
た
の
は
刑
法
に
明
確
な
犯
罪
の
規
定
を

置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、「
こ
れ
を
す
れ
ば
犯
罪
に
な
る
の
だ
、
や
め
よ
う
」

と
い
う
犯
罪
を
予
防
す
る
効
果
も
狙
っ
て
説
か
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
も
っ
と
も
、
ベ
ッ
カ
リ
ー
ア
自
身
が
著
し
た
『
犯
罪
と
刑
罰
』

と
い
う
本
を
読
ん
で
み
ま
す
と
、
た
だ
犯
罪
を
明
確
に
定
め
れ
ば
犯
罪
予

防
は
Ｏ
Ｋ
と
、
そ
こ
ま
で
単
純
に
ベ
ッ
カ
リ
ー
ア
が
考
え
て
い
た
わ
け
で

は
な
い
と
い
う
の
が
こ
の
引
用
句
で
す
ね
。「
一
方
的
な
禁
止
命
令
と
い

う
よ
う
な
確
実
な
効
果
が
期
待
で
き
な
い
手
段
に
訴
え
な
い
こ
と
が
大
事

な
の
で
あ
っ
て
、
教
育
の
完
成
こ
そ
が
実
は
大
事
な
の
だ
。」
こ
う
い
う

こ
と
を
今
か
ら
二
六
〇
年
前
に
ベ
ッ
カ
リ
ー
ア
は
述
べ
て
い
ま
し
た
。
さ
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て
こ
の
よ
う
な
主
張
を
ベ
ッ
カ
リ
ー
ア
が
し
て
い
た
こ
と
に
注
意
を
し
た

う
え
で
、
で
は
刑
法
の
解
釈
は
犯
罪
予
防
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る

の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

日
本
の
判
例
に
お
い
て
は
、
犯
罪
構
成
要
件
に
か
か
る
解
釈
と
い
う
の

は
、
常
に
緩
く
解
釈
さ
れ
る
方
向
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ

れ
は
澁
谷
先
生
の
刑
法
各
論
Ⅱ
の
講
義
で
聞
か
れ
て
い
る
方
も
ご
理
解
い

た
だ
け
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
し
、
私
自
身
の
刑
法
総
論
の
講
義

で
も
犯
罪
構
成
要
件
の
話
を
ち
ら
っ
と
し
た
段
階
で
す
が
、
来
年
度
の
刑

法
各
論
Ⅰ
の
講
義
に
お
い
て
も
、
こ
う
し
た
話
は
い
く
ら
で
も
出
て
き
ま

す
。
実
は
、
判
例
に
お
い
て
は
犯
罪
構
成
要
件
の
中
身
が
次
か
ら
次
へ
と

緩
や
か
に
解
釈
さ
れ
て
い
ま
し
て
、
そ
れ
が
犯
罪
予
防
に
ど
の
よ
う
に
影

響
を
与
え
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
り
ま
す
。
他
の
研
究
者
の

方
々
か
ら
お
叱
り
を
受
け
る
こ
と
は
覚
悟
の
上
で
言
い
ま
す
と
、
こ
の
よ

う
な
判
例
に
よ
る
解
釈
に
、
多
く
の
学
説
は
従
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ

は
死
体
遺
棄
罪
に
つ
い
て
も
同
様
の
傾
向
が
み
ら
れ
ま
す
。
そ
う
し
ま
す

と
、
結
局
、
最
高
裁
判
例
で
示
さ
れ
た
こ
と
は
、
解
釈
と
し
て
正
し
い
と

い
う
前
提
に
立
っ
て
し
ま
い
ま
す
の
で
、
そ
の
結
果
、
何
が
犯
罪
か
と
い

う
こ
と
が
条
文
か
ら
は
た
だ
ち
に
読
み
取
れ
な
い
と
い
う
問
題
が
出
て
き

ま
す
。
つ
ま
り
、
条
文
か
ら
は
、
何
が
死
体
遺
棄
に
該
当
す
る
行
為
な
の

か
は
直
ち
に
明
示
さ
れ
な
い
。
そ
う
し
ま
す
と
、
ベ
ッ
カ
リ
ー
ア
に
言
わ

せ
れ
ば
、
刑
法
と
い
う
ル
ー
ル
が
犯
罪
と
そ
れ
に
対
す
る
刑
罰
を
予
告
す

る
効
果
を
発
揮
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
き
つ
い

言
い
方
を
す
る
と
、
日
本
で
は
刑
法
が
犯
罪
予
防
の
役
に
立
た
な
い
と
言

え
る
わ
け
で
す
。

　

い
や
、
死
体
遺
棄
罪
に
つ
い
て
は
そ
ん
な
こ
と
は
当
て
は
ま
ら
な
い
と

言
え
る
の
で
し
ょ
う
か
？
そ
こ
で
、
従
来
の
死
体
遺
棄
罪
の
解
釈
を
簡
単

に
見
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
死
体
遺
棄
罪
に
は
、
先
ほ
ど
の
渋
谷
先

生
の
ご
報
告
に
も
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
作
為
と
不
作
為
、
ど
ち
ら
も
あ

る
と
判
例
は
言
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
作
為
類
型
と
し
て
、
死
体
を
土
葬

し
た
と
し
て
も
、
死
者
の
尊
厳
を
守
る
た
め
の
埋
葬
と
言
え
な
け
れ
ば
遺

棄
な
の
だ
と
、
大
審
院
の
大
正
八
年
の
判
決
は
示
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

最
高
裁
昭
和
二
十
四
年
十
一
月
二
十
六
日
の
判
決
は
、人
を
殺
し
た
者
が
、

そ
の
殺
し
た
死
体
を
屋
内
の
床
下
に
運
び
、
こ
れ
を
隠
匿
し
た
と
い
う
本

件
被
告
人
の
所
為
は
、
ま
さ
に
刑
法
百
九
十
条
所
定
の
死
体
を
遺
棄
し
た

行
為
に
該
当
す
る
と
判
示
し
て
い
ま
す
。
実
は
こ
の
よ
う
な
理
解
に
立
っ

て
い
る
か
ら
、
先
ほ
ど
石
黒
弁
護
士
の
お
話
に
も
出
て
き
た
よ
う
に
、
殺

人
罪
な
ど
の
捜
査
の
入
り
口
で
、
ま
ず
死
体
遺
棄
罪
で
立
件
だ
と
い
う
こ

と
が
横
行
す
る
わ
け
で
す
。
さ
て
、
次
に
不
作
為
の
類
型
を
見
て
み
ま
す

と
、
大
審
院
大
正
六
年
の
判
決
で
は
、
亡
く
な
っ
た
方
の
親
族
な
ど
、
葬

祭
を
な
す
義
務
を
有
す
る
者
が
、
葬
祭
の
意
思
な
く
、
こ
れ
を
放
置
し
て

そ
の
場
か
ら
離
れ
る
行
為
を
も
遺
棄
に
当
た
る
と
言
っ
て
い
ま
す
。
と
い

う
わ
け
で
、
判
例
に
お
い
て
は
、
死
体
遺
棄
罪
に
は
作
為
類
型
も
不
作
為

類
型
も
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
従
来
言
わ
れ
て
き
た
わ
け
で
、
こ
れ
は
学

説
に
お
い
て
も
、
全
然
異
論
な
し
と
言
っ
て
よ
い
で
す
。
実
は
、
刑
法
各

論
の
教
科
書
で
ぜ
ひ
、
死
体
遺
棄
罪
の
と
こ
ろ
を
、
見
て
い
た
だ
き
た
い

ん
で
す
。
果
た
し
て
、
そ
の
記
述
に
何
ペ
ー
ジ
使
わ
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
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か
。
こ
の
報
告
に
あ
た
っ
て
、
手
元
に
あ
る
刑
法
各
論
の
教
科
書
を
ど
れ

も
一
生
懸
命
に
見
ま
し
た
が
、
ま
あ
、
長
く
て
、
三
ペ
ー
ジ
。
ど
う
か
す

る
と
、
一
ペ
ー
ジ
で
終
わ
る
と
い
う
の
が
普
通
で
す
。
で
す
か
ら
、
解
釈

論
の
積
み
重
ね
と
い
う
ほ
ど
の
解
釈
論
が
死
体
遺
棄
罪
に
は
な
い
ん
で

す
。

　

さ
て
、
こ
う
し
た
判
例
と
解
釈
論
を
踏
ま
え
る
と
、
葬
祭
の
一
過
程
と

は
言
え
な
い
行
為
、
例
え
ば
、
死
体
の
尊
厳
を
守
る
た
め
の
埋
葬
で
は
な

い
、
葬
祭
義
務
者
に
よ
る
死
体
放
置
等
の
不
作
為
と
い
う
の
が
死
体
遺
棄

罪
に
当
た
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
た
め
、
死
体
遺
棄
の
概
念
と
い
う
の
は

非
常
に
広
い
も
の
に
な
り
ま
す
。

　

そ
の
結
果
、
例
え
ば
、
妊
娠
を
隠
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
女
性
が
思
わ

ぬ
出
産
を
し
て
、
そ
れ
が
死
産
で
あ
っ
た
と
い
う
場
合
に
、
そ
の
女
性
が

ど
う
し
た
ら
死
体
遺
棄
罪
に
当
た
る
行
為
を
せ
ず
に
済
む
の
か
、
と
う
い

う
こ
と
は
、
死
体
遺
棄
罪
の
規
定
か
ら
は
わ
か
ら
な
い
。
そ
う
す
る
と
、

私
た
ち
は
う
っ
か
り
す
る
と
死
体
遺
棄
罪
を
犯
す
と
い
う
状
況
に
置
か
れ

て
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
、
ウ
ィ
シ
ュ
マ
さ
ん
と
い
う
人
の

お
話
を
挙
げ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
こ
の
ウ
ィ
シ
ュ
マ
さ
ん
と
い
う
方

は
、
い
わ
ゆ
る
出
入
国
管
理
法
の
改
正
が
大
き
く
騒
が
れ
た
時
に
、
オ
ー

バ
ー
ス
テ
イ
と
い
う
理
由
で
、
入
国
管
理
局
に
収
容
さ
れ
た
ん
で
す
け
れ

ど
も
、
そ
こ
で
体
調
が
悪
化
し
て
、
結
局
病
院
で
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
。

た
だ
、
こ
こ
で
確
認
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
は
、
三
月
六
日
に
亡
く
な
っ

て
い
る
の
で
す
が
、
妹
さ
ん
な
ど
が
、
五
月
一
日
、
そ
の
約
二
か
月
後
に

来
日
さ
れ
て
、
そ
し
て
対
面
で
き
た
の
は
そ
の
ま
た
二
週
間
後
、
つ
ま
り
、

二
ヶ
月
以
上
も
経
っ
て
、
よ
う
や
く
遺
体
は
荼
毘
に
付
さ
れ
た
、
つ
ま
り

火
葬
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
先
ほ
ど
の
石
黒
弁
護
士
の
ご
報
告

の
中
で
も
触
れ
ら
れ
た
よ
う
に
、
本
件
で
の
赤
ち
ゃ
ん
の
死
体
も
、
半
年

と
い
う
非
常
に
長
い
間
、
火
葬
さ
れ
な
い
ま
ま
だ
っ
た
わ
け
で
す
ね
。
国

な
い
し
地
方
公
共
団
体
に
属
す
る
公
務
員
に
よ
っ
て
、
ご
遺
族
が
葬
祭
で

き
な
い
と
い
う
状
態
に
置
か
れ
る
こ
と
は
、
あ
る
種
の
葬
祭
妨
害
が
な
さ

れ
て
い
る
と
言
う
べ
き
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
公
務
員
の
行
為
が

死
体
遺
棄
罪
だ
と
い
う
こ
と
で
捜
査
さ
れ
た
り
し
た
こ
と
あ
る
ん
で
し
ょ

う
か
？
こ
の
こ
と
を
皆
さ
ん
に
は
考
え
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
私
が
知

る
限
り
、
こ
う
し
た
公
務
員
に
よ
る
あ
る
種
の
葬
祭
妨
害
行
為
が
捜
査
の

対
象
と
な
っ
た
と
い
う
話
は
お
よ
そ
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ

が
法
的
に
言
え
ば
問
題
な
の
で
す
。
こ
う
し
た
あ
る
種
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス

が
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
死
体
遺
棄
罪
が
ど
の
よ
う
な
場
合
に
成
立

す
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
分
か
り
に
く
い
わ
け
で
す
。
こ
の
よ
う

に
線
引
き
が
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
死
体
遺
棄
罪
の
規
定
か

ら
は
ど
の
よ
う
な
行
為
が
死
体
遺
棄
の
犯
罪
構
成
要
件
に
該
当
す
る
の
か

が
わ
か
り
ま
せ
ん
の
で
、
死
体
遺
棄
罪
の
規
定
が
死
体
遺
棄
罪
を
予
防
す

る
効
果
を
発
揮
す
る
前
提
が
そ
も
そ
も
欠
け
て
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
す
。

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
死
体
遺
棄
罪
の
解
釈
に
つ
い
て
の
現
状
を
今
回
の

最
高
裁
判
決
は
根
本
か
ら
改
め
る
も
の
と
言
え
る
の
で
し
ょ
う
か
？
こ
の

最
高
裁
判
決
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
既
に
繰
り
返
し
触
れ
ら
れ
て
い
ま
す

の
で
、
繰
り
返
し
ま
せ
ん
。
も
っ
と
も
、
死
体
遺
棄
罪
の
予
防
に
向
け
て
、
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こ
れ
が
死
体
遺
棄
の
概
念
を
明
示
で
き
て
い
る
か
を
考
え
て
み
ま
す
と
、

も
ち
ろ
ん
、
従
来
の
最
高
裁
な
ど
に
よ
る
判
例
と
比
較
す
る
と
、
作
為
の

遺
棄
概
念
を
限
定
し
た
と
い
う
こ
と
は
確
か
に
言
え
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま

す
。
し
か
し
、
先
ほ
ど
ち
ょ
っ
と
問
題
に
し
た
よ
う
に
、
妊
娠
を
秘
匿
せ

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
女
性
が
思
わ
ぬ
出
産
を
し
、
そ
れ
が
死
産
で
あ
っ
た

と
い
う
場
合
に
、
死
体
遺
棄
罪
を
犯
さ
な
い
た
め
に
何
を
す
れ
ば
良
い
の

か
と
い
う
点
を
明
示
し
て
る
か
と
言
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
と
言
わ
ざ
る

を
え
ま
せ
ん
。
私
が
調
べ
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
産
婦
人
科
病
院
等
で
妊

婦
が
流
産
し
、
死
産
し
、
そ
れ
が
胎
児
の
形
を
し
て
い
た
と
い
う
場
合
に

は
、
省
令
に
基
づ
い
て
医
師
の
手
で
死
産
証
書
が
作
成
さ
れ
、
妊
婦
だ
っ

た
者
が
、
死
産
届
、
死
産
証
書
、
及
び
死
体
埋
火
葬
許
可
申
請
書
を
市
町

村
役
場
に
提
出
す
る
と
、
許
可
証
が
発
行
さ
れ
、
適
正
な
葬
祭
を
行
え
ば
、

死
体
遺
棄
罪
に
は
当
た
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
言
え
そ
う
で
す
。し
か
し
、

本
件
の
リ
ン
さ
ん
が
産
婦
人
科
を
受
診
で
き
た
で
し
ょ
う
か
？
受
診
す
る

ど
こ
ろ
じ
ゃ
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。そ
し
て
、た
ま
た
ま
死
産
し
た
赤
ち
ゃ

ん
を
本
件
の
よ
う
な
箱
に
入
れ
て
い
た
こ
と
を
、
最
高
裁
は
死
体
遺
棄
罪

に
当
た
り
ま
せ
ん
と
言
っ
て
い
る
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
は
、
誰
に
も

妊
娠
を
打
ち
明
け
ら
れ
な
い
ま
ま
死
産
後
に
途
方
に
く
れ
、
た
と
え
ば
、

ビ
ニ
ー
ル
袋
に
こ
の
死
産
後
の
赤
ち
ゃ
ん
の
ご
遺
体
を
入
れ
た
と
い
う
場

合
、
ど
う
な
る
で
し
ょ
う
か
？
本
件
最
高
裁
判
決
を
前
提
に
し
た
上
で
、

嶋
矢
貴
之
さ
ん
は
、
既
に
『
法
学
教
室
』
に
お
け
る
ご
論
考
の
中
で
、
こ

の
場
合
は
死
体
遺
棄
罪
に
当
た
る
と
い
う
余
地
が
あ
る
と
若
干
の
言
及
を

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
、
死
体
遺
棄
罪
を
予
防
す
る
た
め
に
そ
も
そ
も
何
が
必
要
か
と

い
う
こ
と
を
、
刑
事
政
策
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
こ
こ
で
は
、「
エ
ビ
デ
ン
ス
に
基
づ
く
政
策
」
と
い
う
観
点
に
注
目

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
刑
事
政
策
で
、
最
近
と
て
も
重
視
さ
れ

て
い
る
観
点
な
ん
で
す
。
こ
れ
は
、
あ
る
犯
罪
予
防
の
施
策
に
犯
罪
を
予

防
す
る
実
証
的
な
根
拠
が
あ
る
と
い
う
た
め
に
は
、
こ
う
い
う
例
が
あ
っ

た
と
い
う
だ
け
で
は
だ
め
で
、
い
く
つ
も
の
デ
ー
タ
、
即
ち
、
エ
ビ
デ
ン

ス
に
基
づ
い
て
い
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
も
の
で
す
。
そ
れ
に
よ
れ

ば
、
実
は
、
犯
罪
の
確
実
な
処
罰
と
犯
罪
予
防
と
の
間
に
は
相
関
性
が
あ

る
こ
と
は
エ
ビ
デ
ン
ス
に
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
こ
と
は
、
津
富
宏
先
生
の
御
研
究
の
中
で
、
刑
罰
の
確
実
性
の
認
知
に

つ
い
て
は
、
犯
罪
行
動
に
影
響
を
与
え
る
効
果
が
認
め
ら
れ
る
の
だ
と
い

う
形
で
、
今
か
ら
二
十
年
ぐ
ら
い
前
に
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
と
い

う
こ
と
は
、
不
確
実
な
処
罰
、
つ
ま
り
、
い
つ
処
罰
さ
れ
る
か
わ
か
ら
ん

ぞ
と
い
う
こ
と
が
犯
罪
予
防
に
つ
な
が
る
か
と
言
え
ば
、
そ
ん
な
エ
ビ
デ

ン
ス
は
ど
こ
に
も
な
い
ん
で
す
ね
。
そ
う
す
る
と
、
死
体
遺
棄
罪
の
成
立

が
未
だ
に
不
明
確
で
あ
る
以
上
、
そ
の
こ
と
と
犯
罪
予
防
と
の
相
関
性
が

あ
る
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
な
い
で
し
ょ
う
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
こ
う
い
う
エ
ビ
デ
ン
ス
に
基
づ
く
政
策
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
そ
う

な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
す
。
実
は
、
先
ほ
ど
紹
介
し
た
ベ
ッ
カ
リ
ー
ア

が
二
六
〇
年
も
前
に
言
っ
た
こ
と
は
、
後
か
ら
考
え
る
と
、
実
証
的
な
根

拠
に
裏
付
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
う
い
う
こ
と
を
、
ベ
ッ
カ
リ
ー
ア
は

あ
る
種
予
知
し
て
い
た
、
な
い
し
、
肌
で
分
か
っ
て
た
と
い
う
こ
と
な
ん

シンポジウム「死体遺棄事件最高裁判決をめぐって」

117（熊本法学160号 ’24）



だ
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
ね
。

　

さ
て
、
そ
こ
で
現
状
で
は
、
死
体
遺
棄
罪
と
は
ど
の
よ
う
な
行
為
を
指

す
の
か
が
規
範
で
明
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
さ
っ
ぱ
り
わ
か
ら
な
い
か
ら
、

何
を
す
れ
ば
私
た
ち
が
死
体
遺
棄
罪
を
犯
さ
ず
に
済
む
の
か
が
わ
か
り
ま

せ
ん
。
こ
れ
を
前
提
に
、
死
体
遺
棄
罪
に
問
わ
れ
る
、
非
常
に
問
題
が
多

い
で
あ
ろ
う
事
例
を
二
つ
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
、
石
黒

弁
護
士
の
ご
報
告
の
中
で
も
ま
さ
に
類
型
化
さ
れ
て
い
た
も
の
で
す
。
一

つ
目
が
、
孤
立
出
産
事
例
。
例
え
ば
、
特
に
嶋
矢
さ
ん
の
ご
論
考
を
前
提

に
す
る
と
、
孤
立
出
産
後
に
亡
く
な
っ
た
嬰
児
の
ご
遺
体
を
ゴ
ミ
袋
な
ど

に
入
れ
た
と
い
う
場
合
で
す
。
こ
の
場
合
、
今
回
の
最
高
裁
判
決
を
前
提

と
し
て
も
、
死
体
遺
棄
罪
が
成
り
立
つ
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
も
う
一
つ
の
例
は
、
今
度
は
不
作
為
が
問
題
に
な
り
う
る
孤
立
世

帯
事
例
で
す
。
つ
ま
り
、
社
会
的
に
孤
立
し
て
い
る
世
帯
で
、
私
ぐ
ら
い

の
高
齢
で
独
身
の
子
が
引
き
こ
も
っ
て
て
、
一
人
親
の
年
金
で
、
な
ん
と

か
飯
は
食
え
て
い
る
と
い
う
場
合
で
す
。
そ
う
い
う
方
な
ん
か
い
な
い
で

し
ょ
、
と
皆
さ
ん
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
私
は
具
体
的
に
そ
う

い
う
方
を
知
っ
て
い
ま
す
。
決
し
て
少
な
く
は
な
い
で
す
。
稀
有
な
例
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
問
題
は
、
そ
の
よ
う
な
方
が
、
周
囲
か
ら
孤
立
し
て
も

一
生
懸
命
そ
の
親
の
介
護
を
独
り
で
な
さ
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
そ
の
親
が

ご
自
宅
で
急
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
場
合
で
す
。
大
切
に
思
っ
て
い
た
一

人
親
が
急
に
亡
く
な
れ
ば
、
残
さ
れ
た
五
〇
台
の
独
身
の
息
子
は
当
然

シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
ま
す
よ
ね
。
そ
し
て
途
方
に
暮
れ
て
し
ま
っ
て
、
何
も

で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
先
ほ
ど
、
最
高
裁
の
前
に
本
件
控
訴
審

を
担
当
し
た
福
岡
高
等
裁
判
所
が
、
相
当
の
期
間
内
で
あ
れ
ば
、
不
作
為

類
型
の
死
体
遺
棄
罪
に
は
当
た
ら
な
い
と
示
し
て
い
て
、
こ
れ
は
重
要
な

要
件
だ
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
相
当
な
期
間
を
仮

に
経
過
し
て
し
ま
っ
た
場
合
、
ど
う
な
る
ん
で
し
ょ
う
か
？
福
岡
高
裁
に

よ
れ
ば
、
死
後
三
十
三
時
間
以
内
は
セ
ー
フ
と
い
う
判
断
で
し
た
ね
。
で

は
、
こ
れ
が
五
日
と
か
一
週
間
と
な
っ
た
場
合
ど
う
な
ん
で
し
ょ
う
か
？

こ
う
い
っ
た
場
合
が
問
題
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
の
上
で
、
こ

の
死
体
遺
棄
罪
を
で
き
る
だ
け
予
防
す
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
本

来
的
に
言
う
と
、
こ
の
孤
立
出
産
や
孤
立
世
帯
で
起
こ
り
う
る
事
例
を
死

体
遺
棄
罪
の
犯
罪
構
成
要
件
に
当
た
ら
な
い
よ
う
に
す
る
理
論
的
な
取
組

み
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
す
。
こ
う
し
た
方
向
で
死
体
遺
棄
罪
の
成
立
範
囲

を
明
確
に
す
る
解
釈
を
示
す
こ
と
が
課
題
な
の
で
す
。

　

実
は
、
刑
法
各
論
の
教
科
書
の
中
で
お
そ
ら
く
唯
一
、
死
体
遺
棄
罪
の

不
作
為
類
型
を
、
そ
も
そ
も
不
真
正
不
作
為
犯
と
し
て
処
罰
で
き
る
と
判

例
は
示
し
て
い
る
け
ど
、
そ
れ
は
お
か
し
い
と
言
及
し
て
い
る
も
の
が
あ

り
ま
す
。
つ
ま
り
、
死
者
を
葬
祭
す
る
義
務
あ
る
者
が
、
一
定
期
間
、
そ

の
死
者
の
葬
祭
を
な
し
得
な
か
っ
た
こ
と
が
葬
祭
義
務
違
反
だ
と
言
え
た

と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
か
ら
直
ち
に
不
作
為
の
死
体
遺
棄
罪
に
あ
た
る
と

い
う
解
釈
自
体
が
飛
躍
し
て
い
る
ん
だ
と
コ
メ
ン
ト
を
し
て
い
る
刑
法
各

論
の
教
科
書
も
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
、
こ
こ
に
挙
げ
て
い
る
生
田
勝

義
さ
ん
な
ど
が
共
著
で
書
か
れ
て
い
る
、『
刑
法
各
論
講
義
』
と
い
う
教

科
書
で
す
。
こ
の
部
分
を
お
書
き
に
な
ら
れ
た
の
は
、
刑
法
総
論
を
受
講

し
て
い
る
一
年
生
の
皆
さ
ん
に
指
定
し
た
教
科
書
の
執
筆
者
の
一
人
で
あ

資　　　料
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る
内
田
博
文
先
生
だ
と
い
う
こ
と
は
、
昨
日
の
講
義
で
、
ち
ら
っ
と
言
っ

た
と
こ
ろ
で
す
け
ど
。
と
に
か
く
、
不
真
正
不
作
為
犯
が
成
り
立
つ
と
い

う
の
は
お
か
し
い
。
生
き
て
い
る
方
を
遺
棄
す
る
の
と
死
体
を
遺
棄
す
る

の
と
一
緒
で
す
か
？
こ
う
い
う
こ
と
も
そ
こ
で
は
問
わ
れ
て
い
る
わ
け
で

す
ね
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
作
為
類
型
の
死
体
遺
棄
罪
に
つ
い
て
も
ど
う
か

と
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
も
、
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
わ
け
で
す
。
そ
の

課
題
に
つ
い
て
は
、先
ほ
ど
澁
谷
先
生
も
示
さ
れ
た
通
り
で
す
ね
。
今
後
、

特
に
、
死
体
遺
棄
罪
の
作
為
類
型
の
一
つ
と
さ
れ
る
、
隠
匿
っ
て
何
な
ん

だ
、
こ
う
い
う
こ
と
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
し
、
そ
れ
が
限
定

さ
れ
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ

と
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
問
題
は
そ
れ
だ
け
な
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
従
来

の
解
釈
、
あ
る
い
は
こ
の
最
高
裁
の
解
釈
を
当
然
の
前
提
だ
と
、
仮
に
言

う
と
し
た
ら
、
孤
立
出
産
、
孤
立
世
帯
の
場
合
は
死
体
遺
棄
罪
を
犯
す
リ

ス
ク
が
非
常
に
高
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま

す
。
そ
う
な
ら
な
い
た
め
の
施
策
も
考
え
な
い
と
お
か
し
い
ん
じ
ゃ
な
い

で
す
か
？
こ
れ
が
、
最
後
に
皆
さ
ん
に
お
考
え
い
た
だ
き
た
い
こ
と
で
す
。

例
え
ば
、
孤
立
出
産
し
た
死
産
児
を
適
切
に
葬
祭
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

と
い
う
行
為
は
死
体
遺
棄
罪
に
当
た
る
か
？
当
た
る
ん
だ
と
い
う
の
で
あ

れ
ば
、
そ
も
そ
も
孤
立
出
産
な
ど
死
体
遺
棄
罪
に
当
た
る
行
為
に
至
る
リ

ス
ク
の
高
い
状
況
を
防
ぐ
政
策
の
実
施
が
必
要
不
可
欠
で
す
。
具
体
的
に

言
う
と
、
女
性
が
望
ま
な
い
妊
娠
を
防
ぐ
た
め
の
教
育
で
あ
る
と
か
、
妊

娠
の
リ
ス
ク
が
あ
る
行
為
を
し
た
と
い
う
時
、
緊
急
避
妊
薬
が
す
ぐ
に
使

え
る
で
あ
る
と
か
。
そ
も
そ
も
、
日
本
で
は
、
従
来
か
ら
人
工
妊
娠
中
絶

は
、
非
常
に
母
体
に
負
担
が
か
か
る
形
で
し
か
行
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
こ

れ
を
も
っ
と
母
体
に
負
担
の
か
か
ら
な
い
、
例
え
ば
人
工
妊
娠
中
絶
薬
に

よ
る
可
能
性
を
広
げ
て
い
く
こ
と
な
ど
が
必
要
不
可
欠
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
こ
れ
が
、
一
つ
目
に
、
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
で
す
。
二

つ
目
に
は
、
孤
立
世
帯
事
例
と
い
う
の
を
考
え
た
場
合
に
、
そ
の
社
会
的

な
孤
立
を
防
ぐ
政
策
の
実
施
と
い
う
の
が
必
要
不
可
欠
で
す
。こ
の
点
は
、

ま
だ
私
も
具
体
的
に
詰
め
切
れ
て
い
ま
せ
ん
。
今
後
詰
め
る
こ
と
を
お
約

束
し
て
、
今
日
の
と
こ
ろ
は
勘
弁
し
て
い
た
だ
く
し
か
な
い
の
で
す
が
、

当
該
高
齢
の
子
が
親
に
依
存
せ
ず
に
自
立
で
き
る
よ
う
に
、
も
ち
ろ
ん
、

そ
の
親
も
そ
の
子
に
依
存
せ
ず
に
、
生
活
が
送
れ
る
よ
う
に
す
る
。
そ
う

し
た
政
策
が
必
要
不
可
欠
で
は
な
い
か
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
し
な
い
で
お

い
て
、
残
さ
れ
た
高
齢
の
子
が
葬
祭
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
死
体
遺
棄
罪

だ
と
い
う
の
は
大
き
な
問
題
が
あ
り
ま
す
。
そ
も
そ
も
、
本
来
的
に
言
え

ば
、
刑
法
に
お
け
る
責
任
と
い
う
の
は
、
適
法
行
為
が
期
待
可
能
な
時
に

だ
け
問
わ
れ
る
は
ず
な
ん
で
す
け
ど
、
最
高
裁
が
そ
れ
を
認
め
な
い
ん
で

す
よ
ね
。
最
高
裁
が
適
法
行
為
の
期
待
可
能
性
が
な
い
こ
と
を
根
拠
に
無

罪
と
し
た
こ
と
は
一
度
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
結
果
、
起
こ
っ
て
い
る
悲

劇
だ
と
考
え
れ
ば
、
最
高
裁
が
ス
タ
ン
ス
を
変
え
な
い
以
上
、
違
う
ア
プ

ロ
ー
チ
で
悲
劇
を
防
ぐ
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？
こ
う
い

う
問
題
提
起
を
し
て
私
の
拙
い
報
告
を
終
わ
り
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い

と
思
い
ま
す
。
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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岡
本
：
と
り
あ
え
ず
、
質
疑
応
答
の
時
間
を
少
し
で
も
設
け
た
い
と
思
い

ま
す
の
で
、
今
報
告
さ
れ
た
先
生
方
は
マ
イ
ク
の
近
く
に
来
て
下
さ
い
。

ご
質
問
の
あ
る
方
は
、
挙
手
を
お
願
い
し
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
挙
手
さ
れ

た
方
、
ご
質
問
を
ど
う
ぞ
。

質
問
者
Ａ
：
死
体
の
隠
匿
の
ロ
ジ
ッ
ク
の
と
こ
ろ
で
、
埋
葬
さ
れ
る
時
期

が
遅
れ
る
と
い
う
意
味
で
葬
祭
義
務
者
に
よ
る
葬
祭
妨
害
が
あ
る
か
ら
、

死
体
隠
匿
は
死
体
遺
棄
罪
で
処
理
さ
れ
る
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
た
と
思
う
ん

で
す
け
ど
、
そ
れ
を
考
え
る
と
、
葬
祭
義
務
者
が
不
作
為
に
よ
っ
て
死
体

遺
棄
罪
に
な
る
と
い
う
の
が
、
保
護
法
益
に
照
ら
し
て
み
る
と
微
妙
な
気

が
し
て
い
ま
す
。
と
い
う
の
も
、
死
体
遺
棄
罪
の
保
護
法
益
が
、
死
者
に

対
す
る
一
般
的
な
宗
教
感
情
や
敬
虔
感
情
で
あ
る
と
い
う
場
合
、
そ
う
し

た
感
情
を
持
つ
の
は
埋
葬
や
葬
祭
の
義
務
を
負
う
者
で
あ
っ
て
、
死
体
遺

棄
罪
は
そ
う
し
た
葬
祭
義
務
者
の
感
情
を
保
護
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
て

し
ま
う
ん
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
な
ん
で
そ
の
葬
祭
義
務
者
が
、
あ
え

て
葬
送
し
な
か
っ
た
っ
て
い
う
こ
と
が
死
体
遺
棄
罪
に
繋
が
る
の
か
が
、

ち
ょ
っ
と
納
得
で
き
な
い
の
で
す
。

岡
本
：
そ
れ
で
は
、
石
黒
先
生
か
ら
ご
回
答
を
お
願
い
し
ま
す
。

石
黒
：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
本
当
に
率
直
な
ご
疑
問
で
な
お
か
つ

私
も
そ
の
疑
問
を
持
っ
て
い
た
ん
で
す
ね
。
少
し
お
話
を
す
る
と
、
要
は

隠
匿
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
、
葬
祭
義
務
者
か
ら
死
体
が
隠
れ
る
わ
け

で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
適
時
な
葬
祭
が
妨
げ
ら
れ
、
適
時
適
切
に
埋
葬
さ
れ

な
き
ゃ
い
け
な
い
ご
遺
体
が
埋
葬
で
き
な
く
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
死
者

に
対
す
る
一
般
的
な
宗
教
的
感
情
な
い
し
敬
虔
感
情
を
害
す
る
と
い
う
の

が
、
隠
匿
が
死
体
遺
棄
に
あ
た
る
説
明
の
一
つ
な
ん
で
す
ね
。
こ
の
説
明

は
、
葬
祭
義
務
者
以
外
の
人
が
死
体
を
隠
し
た
ケ
ー
ス
を
想
定
し
て
い
る

ん
で
す
。
そ
こ
で
、
今
回
の
よ
う
に
葬
祭
義
務
者
自
身
が
隠
匿
行
為
を
し

た
時
に
同
じ
よ
う
な
理
屈
が
当
て
は
ま
る
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い

は
ず
な
ん
で
す
。
し
か
し
、
福
岡
高
裁
は
、
こ
れ
ま
で
に
な
さ
れ
て
き
た

葬
祭
義
務
者
の
葬
祭
を
妨
害
し
た
と
い
う
教
科
書
的
な
説
明
を
、
他
者
に

よ
る
葬
祭
を
妨
害
し
た
と
変
え
て
い
る
ん
で
す
よ
ね
。
こ
の
よ
う
に
、
他

者
に
よ
る
葬
祭
と
変
え
て
し
ま
う
と
、
リ
ン
さ
ん
以
外
の
人
た
ち
と
い
う

の
が
出
て
き
て
、
そ
の
人
た
ち
が
一
体
ど
こ
ま
で
の
そ
の
宗
教
的
感
情
と

い
う
の
を
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
か
と
い
う
話
が
出
て
く
る
ん
で

す
。
し
か
し
、
本
人
が
葬
祭
し
た
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
別
に
葬
祭
妨

害
の
お
話
を
し
な
く
て
も
い
い
で
は
な
い
で
す
か
。
例
え
ば
、
本
人
は
将

来
的
に
葬
祭
し
た
い
け
ど
も
、日
本
に
来
て
ま
だ
間
も
な
い
と
い
う
場
合
。

ま
た
、
日
本
人
で
あ
っ
て
も
、
例
え
ば
お
身
内
が
な
く
な
っ
た
時
に
、
ど

う
や
っ
て
葬
祭
す
れ
ば
い
い
の
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
場
合
も
。
す
ぐ
に

は
そ
の
方
法
は
わ
か
ら
な
い
け
ど
、
と
に
か
く
葬
祭
は
し
た
い
と
い
う
気

持
ち
が
あ
る
時
に
、
葬
祭
妨
害
の
余
地
は
な
い
と
い
う
疑
問
が
あ
る
時
に
、

葬
祭
義
務
者
に
よ
る
隠
匿
は
、
処
罰
の
意
味
が
あ
ま
り
な
い
の
で
は
と
思

い
ま
す
。
だ
か
ら
、
今
の
ご
質
問
に
は
、
保
護
法
益
を
侵
害
し
た
か
と
い

う
部
分
も
含
め
て
、
私
は
す
ご
く
共
感
す
る
ん
で
す
ね
。
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岡
本
：
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。
ご
質
問
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
他

の
先
生
方
か
ら
補
足
が
あ
れ
ば
、
お
願
い
し
ま
す
。
澁
谷
先
生
。
何
か
あ

れ
ば
ど
う
ぞ
。

澁
谷
：
大
丈
夫
で
す
。
全
く
そ
の
通
り
だ
と
思
い
ま
す
。

石
黒
：
す
み
ま
せ
ん
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

岡
本
：
そ
れ
で
は
も
う
一
方
く
ら
い
、
も
し
質
問
が
あ
れ
ば
、
お
願
い
し

ま
す
。

質
問
者
Ｂ
：
こ
の
度
は
貴
重
な
お
話
を
伺
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
私
も
、
こ
れ
を
授
業
で
扱
っ
た
ん
で
す
け
れ

ど
も
、
一
人
で
扱
っ
て
い
る
よ
り
も
い
ろ
ん
な
視
点
か
ら
学
ば
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
多
分
、石
黒
先
生
へ
の
ご
質
問
に
な
る
と
思
う
ん
で
す
が
、

そ
の
前
提
と
し
て
、
ち
ょ
っ
と
申
し
訳
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
澁
谷
先

生
に
喧
嘩
を
売
る
形
に
な
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
。

　

私
は
、
正
直
に
言
っ
て
、
こ
の
最
高
裁
の
判
決
に
関
し
て
は
、
事
例
判

断
に
と
ど
ま
る
の
か
な
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
最
高

裁
が
葬
祭
と
埋
葬
を
区
別
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
一
つ
ポ
イ
ン
ト
か
な
と

思
っ
て
お
り
ま
し
て
、
葬
祭
と
そ
の
中
の
埋
葬
と
い
う
タ
イ
ミ
ン
グ
を
わ

ざ
わ
ざ
区
別
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
最
高
裁
が
今
回
無
罪
判
決
を
出
し
た

意
義
な
の
か
な
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
通
常
の
事
例
で
い
く
と
、
葬
祭
と

埋
葬
は
そ
ん
な
に
変
わ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
葬
祭
と
埋
葬
は
イ
コ
ー

ル
で
考
え
て
い
い
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
今
回
の
場
合
で
は
異
な
っ

て
く
る
と
い
う
判
断
を
最
高
裁
は
わ
ざ
わ
ざ
し
た
の
か
な
と
思
っ
て
い
た

ん
で
す
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
弁
護
団
の
先
生
方
が
ど
の
よ
う
に
主
張
さ

れ
て
お
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
？
そ
れ
と
も
最
高
裁
で
い
き
な
り
こ
う
し

た
判
断
が
出
て
き
た
の
で
し
ょ
う
か
？

石
黒
：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
直
接
の
主
張
を
し
た
か
っ
た
わ
け
で

は
な
い
ん
で
す
が
、
実
は
、
憲
法
学
を
専
攻
し
て
お
ら
れ
る
神
戸
大
学
の

木
下
先
生
に
よ
る
意
見
書
の
中
に
、
葬
祭
に
は
第
一
次
葬
と
第
二
次
葬
と

い
う
二
つ
の
段
階
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
第
一
次

葬
は
、
埋
葬
に
し
て
も
火
葬
に
し
て
も
、
亡
く
な
ら
れ
た
方
を
ど
う
扱
う

か
と
い
う
意
味
で
の
埋
葬
な
い
し
火
葬
の
こ
と
を
、
第
二
次
葬
は
、
例
え

ば
、
火
葬
後
の
お
骨
を
、
例
え
ば
海
に
撒
く
と
か
、
埋
葬
し
た
ご
遺
体
を

も
う
一
回
別
の
と
こ
ろ
に
改
葬
す
る
こ
と
を
指
す
の
で
す
。
特
に
ベ
ト
ナ

ム
に
は
改
葬
文
化
が
あ
る
ん
で
す
け
ど
、
そ
う
い
う
二
層
の
問
題
を
分
け

た
上
で
、
丁
寧
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ

と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
ま
さ
に
そ
れ
は
正
し
い
も
の
だ
と
思

い
ま
す
。
だ
か
ら
、
最
高
裁
が
、
埋
葬
と
葬
祭
を
分
け
る
、
つ
ま
り
葬
祭

が
第
一
次
葬
と
第
二
次
葬
を
合
わ
せ
た
概
念
だ
と
整
理
し
て
い
る
の
で
あ

れ
ば
、
そ
れ
は
、
お
そ
ら
く
、
木
下
先
生
の
意
見
書
を
踏
ま
え
て
、
多
分

書
か
れ
た
の
か
な
と
思
っ
た
り
は
し
て
る
ん
で
す
け
ど
。
ち
ょ
っ
と
、
そ
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こ
を
踏
ま
え
た
上
で
と
い
う
私
の
理
解
を
前
提
に
し
て
、質
問
者
の
方
と
、

も
し
議
論
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、議
論
し
た
い
と
思
っ
て
る
ん
で
す
け
ど
。

質
問
者
Ｂ
：
は
い
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
色
々
お
話
し
さ
せ
て
い

た
だ
き
た
い
と
思
う
ん
で
す
け
ど
、
学
生
さ
ん
も
お
ら
れ
ま
す
の
で
。
と

り
あ
え
ず
、
澁
谷
先
生
も
先
ほ
ど
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
こ

そ
、
刑
法
学
に
お
い
て
、
今
ま
で
は
埋
葬
と
葬
祭
で
区
別
し
た
議
論
を
全

然
し
て
こ
な
か
っ
た
の
で
、
こ
れ
は
刑
法
学
に
最
高
裁
か
ら
投
げ
か
け
ら

れ
た
論
点
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
、一
寸
私
と
し
て
は
感
じ
て
お
り
ま
す
。

実
際
に
ま
た
エ
ン
バ
ー
ミ
ン
グ
な
ど
、
新
し
い
葬
法
と
死
体
遺
棄
罪
と
の

関
係
と
い
う
の
は
、
や
は
り
こ
れ
か
ら
も
大
事
に
な
っ
て
き
ま
す
よ
ね
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

岡
本
：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
お
時
間
も
過
ぎ
て
し
ま
い
ま
し
た

の
で
、
こ
の
辺
で
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
閉
め
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
一

点
だ
け
。
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
そ
の
も
の
は
、
後
ほ
ど
、
活
字
化
さ
れ
る

予
定
で
す
。
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
も
読
め
る
よ
う
に
な
り
ま
す
の
で
。
も
う

一
点
、
石
黒
先
生
た
ち
が
一
生
懸
命
作
ら
れ
た
あ
の
情
報
集
も
、
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
上
で
見
ら
れ
る
そ
う
で
す
。
そ
ち
ら
も
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
と
思

い
ま
す
。
と
い
う
こ
と
で
、
以
上
で
、
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
終
わ
り
た
い

と
思
い
ま
す
。
も
う
一
度
、
報
告
者
の
皆
さ
ん
に
盛
大
な
拍
手
を
い
た
だ

き
た
い
と
思
い
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

付
記

　

本
稿
は
、二
〇
二
三
年
一
〇
月
一
五
日
土
曜
日
一
四
時
か
ら
一
七
時
に
、

熊
本
大
学
法
文
学
部
棟
Ａ
１
教
室
に
て
開
催
さ
れ
た
「
死
体
遺
棄
事
件
最

高
裁
判
決
を
め
ぐ
っ
て
」
と
題
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
内
容
を
ま
と
め
た

も
の
で
あ
る
。

　

当
日
は
、
熊
本
大
学
法
学
部
の
学
生
を
中
心
に
、
学
外
の
刑
事
法
研
究

者
も
含
め
一
五
〇
名
強
の
参
加
を
得
た
。

　

本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
本
稿
の
冒
頭
に
簡
単
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
通

り
、
熊
本
地
裁
、
福
岡
高
裁
と
有
罪
判
決
が
出
さ
れ
た
死
体
遺
棄
事
件
に

つ
い
て
最
高
裁
が
出
し
た
無
罪
判
決
を
素
材
に
、
こ
の
事
件
の
主
任
弁
護

人
を
務
め
ら
れ
た
石
黒
大
貴
弁
護
士
と
熊
本
大
学
法
学
部
の
刑
事
法
専
攻

の
ス
タ
ッ
フ
と
で
死
体
遺
棄
事
件
に
係
る
刑
法
、
刑
事
訴
訟
法
、
刑
事
政

策
上
の
論
点
を
検
討
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
企
画
さ
れ
た
。
こ
の
判
決
に

つ
い
て
の
評
釈
は
、
既
に
数
多
く
公
表
さ
れ
て
い
る
が
、
熊
本
で
起
こ
っ

た
ベ
ト
ナ
ム
人
技
能
実
習
生
が
被
告
人
と
さ
れ
た
刑
事
事
件
に
つ
い
て
、

熊
本
大
学
法
学
部
の
刑
事
法
ス
タ
ッ
フ
が
別
途
検
討
を
加
え
る
こ
と
は
、

あ
る
意
味
、
熊
本
大
学
に
所
属
す
る
刑
事
法
研
究
者
と
し
て
の
責
務
で
あ

る
と
考
え
た
こ
と
が
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
出
発
点
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、

熊
本
大
学
法
学
部
卒
業
生
の
石
黒
弁
護
士
が
こ
の
事
件
に
つ
い
て
ど
の
よ

う
な
取
組
み
を
な
さ
っ
た
の
か
を
、
石
黒
弁
護
士
の
後
輩
に
あ
た
る
熊
本

大
学
法
学
部
生
だ
け
で
な
く
、多
く
の
方
々
に
共
有
し
て
も
ら
う
こ
と
が
、

熊
本
の
み
な
ら
ず
、
日
本
の
刑
事
弁
護
の
質
と
量
の
向
上
に
も
資
す
る
と

も
考
え
た
こ
と
も
、
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
出
発
に
関
わ
っ
て
い
る
。
死
体
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遺
棄
罪
に
つ
い
て
の
研
究
は
近
時
活
発
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら

れ
る
が
、
刑
法
解
釈
論
の
み
な
ら
ず
、
刑
事
訴
訟
法
や
刑
事
政
策
に
か
か

る
論
点
を
も
含
め
る
と
、
大
著
に
な
る
ほ
ど
、
研
究
す
べ
き
課
題
が
山
積

し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
、
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
の
意
義
と
言
う
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
。
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
内
容
が
こ

の
よ
う
な
形
で
公
表
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
に
お
け
る
死
体
遺
棄

罪
に
関
す
る
様
々
な
研
究
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、

企
画
者
と
し
て
は
望
外
の
喜
び
で
あ
る
。

　

な
お
、
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
内
容
の
反
訳
に
つ
い
て
は
、
熊
本
大
学
法

学
部
四
年
生
の
河
野
結
衣
さ
ん
、
同
三
年
生
の
前
田
小
羽
さ
ん
、
坂
東
聖

陽
さ
ん
に
お
世
話
に
な
っ
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。

　

最
後
に
な
る
が
、
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
い
て
シ
ン
ポ
ジ
ス
ト
を
務
め

て
下
さ
っ
た
、
石
黒
大
貫
弁
護
士
を
始
め
、
澁
谷
洋
平
准
教
授
、
内
藤
大

海
教
授
、
そ
し
て
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
司
会
を
務
め
て
下
さ
っ
た
、
岡
本

洋
一
准
教
授
に
、
改
め
て
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

	
岡
田
行
雄
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【 資料 1 】
死体遺棄事件最高裁判決をめぐって

2023 年 10 月 28 日
＠熊本大学法学部

刑法（実体法）上の諸問題
	 澁谷洋平（熊本大学）

Ⅰ　本報告の対象と課題
（1）本報告の対象
　死体遺棄事件最高裁判決（最判令和５年３月 24 日判タ 1510 号 163 頁）
　→死体遺棄罪の成立を認めた原判決及び第 1審判決を破棄・自判（無罪）
（2）本報告の課題
　【1】死体遺棄罪の解釈論上の諸論点を整理し，
　【2】本件における各裁判所の判断を分析することを通じて，
　【3】	本件最高裁判決の射程（孤立出産等の事実関係に基づく事例判断に留まるのか，一般化

可能な内容を含むものなのか）を検討し，
　【4】死体遺棄罪の立法及び運用を踏まえた本条の望ましい解釈論を展望すること

Ⅱ　死体遺棄罪の諸論点
（1）死体遺棄罪
　	　「死体，遺骨，遺髪又は棺に納めてある物を損壊し，遺棄し，又は領得した者は，３年以
下の懲役に処する。」（刑法 190 条）

（2）保護法益・罪質
　	　「死者に対する社会的習俗としての宗教的感情」ないし「死者に対する一般の敬虔感情」（抽
象的危険犯）

　　→法益の具体的内容，内容感情の刑法的保護の当否，死者の人格権の取扱いなどが問題
（3）客体
　　「死体」の性質と特殊性
（4）遺棄行為
　　「習俗上の埋葬等とみられる方法によらないで死体を放棄すること」
　	　→場所的離隔の要否，隠匿による遺棄の成否・限界，不作為による遺棄の位置づけや成
立要件などが問題

（5）近時の議論状況
　　①新たな葬送方法――本人の意思に則った自由な葬送の許否
　　②葬祭義務者による死体遺棄罪の成否と終了時期（不作為犯論，公訴時効の起算点）
　　③死体による軽度な働きかけと隠匿による死体遺棄罪の成否

Ⅲ　各裁判所の判断とその分析
（1）第１審：熊本地判令和３年７月 20 日（有罪〔懲役８月執行猶予３年〕）
　	　「えい児 2名の死体は段ボール箱に入れた上，自室に置きつづけ」た行為は，「私的に埋
葬するための準備であり，正常な埋葬のための準備ではないから，国民の一般的な宗教的
感情を害することが明らかである。」

　	　←実行行為が不特定，私的埋葬の準備行為が直ちに遺棄といえるか，不作為による遺棄
が成立し得るかなどにつき大いに疑問
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（2）控訴審：福岡高判令和４年１月 19 日（原判決破棄・有罪〔懲役３月執行猶予２年〕）
　　①	原判決は，「えい児の死体を段ボール箱に入れた上，自室内に置いた行為」（作為）と「そ

れらの死体を１日以上にわたり葬祭を行わずに自室内に置いたままにした行為」（不作
為）が遺棄に該当すると判断。

　　②	葬祭義務者が葬祭を行わないという不作為が死体遺棄に該当するのは，「その者が死体
の存在を認識してから同義務を履行すべき相当の期間内に葬祭を行わなかった場合に
限られる」。

　　③	「えい児２名の死体を，段ボール箱に入れて接着テープで封をし，その段ボール箱を別
の段ボール箱に入れて接着テープで封をした上，自室内にあった棚の上に置」いた行
為は，「葬祭を行う準備，あるいは葬祭の一過程として行ったものではなく……死体を
隠匿する行為であって，他者がそれらの死体を発見することが困難な状況を作出する
ものといえ……他者により適切な時期に埋葬が行われる可能性を著しく減少させたと
いう点において，死者に対する一般的な宗教的感情や敬けん感情を害する。」

　	　→①実行行為につき分析的思考方法を採用し，②かつ（不真正）不作為犯の成否の重要
な指標を提示。

　	　←③「葬祭準備やその一過程でないこと」が直ちに遺棄に該当するというべきか，葬祭
義務者による葬祭懈怠を検討すべきであって隠匿それ自体は重要でないのではないかなど
につきなお疑問

（3）上告審：最判令和５年３月 24 日（破棄自判・無罪）
　　①	「刑法 190 条は，社会的な習俗に従って死体の埋葬等が行われることにより，死者に

対する一般的な宗教的感情や敬けん感情が保護されるべきことを前提に，死体等を損
壊し，遺棄し又は領得する行為を処罰することとしたものと解される。したがって，
習俗上の埋葬等とは認められない態様で死体等を放棄し又は隠匿する行為が死体遺棄
罪の『遺棄』に当たると解するのが相当である。そうすると，他者が死体を発見する
ことが困難な状況を作出する隠匿行為が『遺棄』に当たるか否かを判断するに当たっ
ては，それが葬祭の準備又はその一過程として行われたものか否かという観点から検
討しただけでは足りず，その態様自体が習俗上の埋葬等と相いれない処置といえるも
のか否かという観点から検討する必要がある。」

　　②	「被告人は，自室で，出産し，死亡後間もない本件各えい児の死体をタオルで包んで
段ボール箱に入れ，同段ボール箱を棚の上に置くなどしている。このような被告人の
行為は，死体を隠匿し，他者が死体を発見することが困難な状況を作出したものであ
るが，それが行われた場所，死体のこん包及び設置の方法等に照らすと，その態様自
体がいまだ習俗上の埋葬等と相いれない処置とは認められないから，刑法 190 条にい
う『遺棄』に当たらない。」

　	　→①本罪の保護法益を「習俗上の埋葬等」との関係で把握し，②遺棄の定義と，事例に
即しつつも③遺棄該当性の判断方法・考慮要素を判示した点に重要な意義

Ⅳ　結語
（1）本件最高裁判決の射程
　	　葬祭義務者である被告人の死体隠匿行為につき，習俗上の埋葬等と相いれない処置とは
認められず，遺棄に該当しないとされた事例――外国人技能実習生の孤立出産後の死体隠
匿に限定されない判例

（2）死体遺棄罪の望ましい解釈論
　	　遺棄該当性における隠匿の意義や不作為による遺棄の成立要件等の理論化，指針として
の保護法益論
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Ⅰ 本報告の対象と課題
（1）本報告の対象

死体遺棄事件最高裁判決
（最判令和5年3月24日判タ1510号163頁）

‣主文 原判決及び第1審判決を破棄する。被告人は無罪。
‣理由 弁護人石黒大貴ほかの上告趣意のうち、規定違憲をいう点は、原
審で何ら主張、判断を経ていない事項に関する意見の主張であり、高等裁
判所の判例を引用して判例違反をいう点は、事案を異にする判例を引用す
るものであって、本件に適切でなく、その余は、憲法違反、判例違反をい
う点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、刑訴法
405条の上告理由に当たらない。
しかしながら、所論に鑑み、職権をもって調査すると、原判決及び第1審

は、刑訴法411条1号、3号により破棄を免れない。その理由は、以下のと
おりである。

4

第1 本件公訴事実及び本件の経過
1 本件公訴事実の要旨は、「被告人は、令和2年11月15日頃、熊本県所
在の当時の被告人方において、被告人が同日頃に出産したえい児2名の死体
を段ボール箱に入れた上、自室の棚上に放置し、もって死体を遺棄した」
というものである。
２ 第1審判決は、公訴事実記載の日時場所で、「被告人がその頃出産し

たえい児2名の死体を段ボール箱に入れた上、自室に置き続けた」という犯
罪事実を認定し、死体遺棄罪〔刑法190条〕の成立を認め、被告人を懲役8
月、3年間執行猶予に処した。
3 第1審判決に対し、被告人が控訴し、事実誤認、法令適用の誤り等を

主張した。原判決は、被告人の行為が……「遺棄」に当たるか否かに関し、
死体について一定のこん包行為をした場合、その行為が外観からは死体を
隠すものに見え得るとしても、習俗上の葬祭を行う準備、あるいは葬祭の
一過程として行ったものであれば、その行為は、死者に対する一般的な宗
教的感情や敬けん感情を害するものではなく、「遺棄」に当たらないとし
た上で、双子のえい児……の死体を段ボール箱に入れて自室に置いた行為
〔本件作為〕は、本件各えい児の死体を段ボール箱に二重に入れ、接着
テープで封をするなどし、外観上、中に死体が入っていることが推測でき
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ない状態でこん包したもので、葬祭を行う準備、あるいは葬祭の一過程と
して行ったものではなく、本件各えい児の死体を隠匿する行為であって、
他者がそれらの死体を発見することが困難な状況を作出したものといえる
から、「遺棄」に当たる旨判示した（なお、原判決は、第1審判決が認定し
た被告人の行為のうち、段ボール箱に入った状態の本件各えい児の死体を
自室に置き続けた行為は不作為による「遺棄」に当たらない旨判示し
た。）。
第2 本件の事実関係

原判決の認定及び記録によると、本件の事実関係は、次のとおりである。
1 被告人は、来日して技能実習生として働き、受入会社が用意した家屋

〔寮〕で生活していたところ、自分が妊娠していることを知ったものの、
そのことを周囲の者に言わず、医師の診察を受けなかった。
2 被告人は、令和2年11月15日午前9時頃、寮の被告人の居室〔自室〕

内で、本件各えい児を出産したが、いずれも遅くとも出産後間もなく死亡
した。
被告人は、少し休んだ後、自室において、本件各えい児の死体を、タオ

ルで包み、段ボール箱に入れ、その上に別のタオルをかぶせ、更に被告人

6

が付けた本件各えい児の名前、生年月日のほか、おわびやゆっくり休んで
くださいという趣旨の言葉を書いた手紙を置いてその段ボール箱に接着
テープで封をし、その段ボール箱を別の段ボール箱に入れ、接着テープで
封をしてワゴン様の棚の上に置いた。
3 被告人は、同月16日、妊娠の可能性を聞いた監理団体の職員等に連

れられて病院で受診し、医師から検査結果を示され、同日午後6時頃、赤
ちゃんの形をしたものを産んで埋めた旨話したため、同月17日、寮の捜索
が行われ、前記2の状態で置かれた段ボール箱の中から本件各えい児の死体
が発見された。
第3 当裁判所の判断
1 刑法190条は、社会的な習俗に従って死体の埋葬等が行われることに

より、死者に対する一般的な宗教的感情や敬けん感情が保護されるべきこ
とを前提に、死体等を損壊し、遺棄し又は領得する行為を処罰することと
したものと解される。したがって、習俗上の埋葬等とは認められない態様
で死体等を放棄し又は隠匿する行為が死体遺棄罪の「遺棄」に当たると解
するのが相当である。そうすると、他者が死体を発見することが困難な状
況を作出する隠匿行為が「遺棄」に当たるか否かを判断するに当たっては、
それが葬祭の準備又はその一過程として行われたものか否かという観点か
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ら検討しただけでは足りず、その態様自体が習俗上の埋葬等と相いれない
処置といえるものか否かという観点から検討する必要がある。
2 前記第2の2の事実関係によれば、被告人は、自室で、出産し、死亡後

間もない本件各えい児の死体をタオルに包んで段ボール箱に入れ、同段
ボール箱を棚の上に置くなどしている。このような被告人の行為は、死体
を隠匿し、他者が死体を発見することが困難な状況を作出したものである
が、それが行われた場所、死体のこん包及び設置の方法等に照らすと、そ
の態様自体がいまだ習俗上の埋葬等と相いれない処置とは認められないか
ら、刑法190にいう「遺棄」に当たらない。原判決は、「遺棄」について
の解釈を誤り、本件作為が「遺棄」に当たるか否かの判断をするに当たり
必要な、その態様自体が習俗上の埋葬等と相いれない処置といえるものか
否かという観点からの検討を欠いたため、重大な事実誤認をしたものとい
うべきである。
3 以上のとおり、本件作為について死体遺棄罪の成立を認めた原判決及

び第1審判決は、いずれも判決に影響を及ぼすべき法令違反及び重大な事実
誤認があり、これを破棄しなければ著しく正義に反すると認められる。そ
して、既に検察官による立証は尽くされているので、当審において自判す
るのが相当であるところ、前記2のとおり、本件作為は刑法190条にいう
「遺棄」に当たらないから、被告人に対し無罪の言渡しをすべきである。

8

（2）本報告の課題

【1】死体遺棄罪の解釈論上の諸論点の整理

【2】本件における各裁判所の判断の分析

【3】本件最高裁判決の射程の検討

【4】死体遺棄罪の立法及び運用を踏まえた望ましい解釈論

シンポジウム「死体遺棄事件最高裁判決をめぐって」

129（熊本法学160号 ’24）



9

Ⅱ 死体遺棄罪の諸論点
（1）死体遺棄罪
「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得し
た者は、3年以下の懲役に処する。」（刑法190条）

（2）保護法益
本罪は「死者に対する社会的習俗としての宗教的感情を保護するもの」

である（大塚仁ほか編『大コンメンタール刑法（9）第3版』）238頁〔岩村修二〕）。
本罪の保護法益は、「死者に対する一般の敬虔感情」であり、これは

「①死者の生前の意思、②埋葬の権利義務を有する者（達）の意思、社会
の死体取扱いに関する一般的理解（葬礼風俗）の3つがいわば中間項で……
それらに反した死体の取り扱いがなされることで、実質的に害される」（西
田典之ほか編『注釈刑法（2）各論（1）』676頁〔嶋矢貴之〕）。
➞ 感情の刑法的保護の当否、死者の人格権の取扱いなどが論点

10

（3）客体
本罪にいう「死体」とは「死亡した人の死体」をいい、「死者の体の一

部」や「脳死体」、「死胎」なども死体に含まれ得る。
➞ 死体は腐敗進行を防止するための埋葬慣行が確立している点で他の客

体と性質が異なっており、本罪の成否を判断する際、「こうした特質に配
慮することが不可欠」（松尾誠紀「死体遺棄罪における保護法益の実質とその成否
判断」北法72巻5号49頁、55頁）。

（4）行為
本罪にいう「遺棄」とは「習俗上の埋葬等とみられる方法によらないで

死体等を放棄することをい〔い〕……作為形態と不作為形態とがある」（大
塚ほか編・前掲書245頁）。
➞ 人に対する遺棄罪（刑法217条、218条）と同様に場所的離隔を必要

と解するか、隠匿による遺棄の成否と限界、不作為による遺棄の位置づけ
や成立要件などが論点

資　　　料

130（熊本法学160号 ’24） （熊本法学160号 ’24）



11

（5）近時の議論状況
① 新たな葬送方法の出現
「火葬後の遺骨の散骨」をはじめ、死者又は遺族の意思に則った自由な
葬送が本罪を構成するか否か

② 本罪の成立及び終了時期
葬祭義務者のいかなる行為により本罪が成立し、いつ終了するか

（本罪の罪質と公訴時効の起算点（刑訴法253条1項））

③ 死体への軽度な働きかけの法的評価
「死体への軽度な働きかけ」が本罪にいう「隠匿」（作為）による遺棄
を構成するか

12

Ⅲ 各裁判所の判断とその分析
（1）第1審判決（熊本地判令和3年7月20日）
被告人は、「えい児2名の死体を段ボール箱に入れた上、自室に置きつづ

け、もって死体を遺棄した」。
「刑法190条は、国民の一般的な宗教的感情を、社会秩序として保護する。
したがって、同条の遺棄とは、一般的な宗教的感情を害するような態様で、
死体を隠したり、放置したりすることをいう。」
「被告人は、死産を隠すために、えい児を段ボール箱に二重に入れ、外か
ら分からないようにした。そして、回復したら誰にも伝えずに自分で埋葬
しようなどと考え、1日以上にわたり、それを自室に置きつづけた。これら
の行為は、被告人に埋葬の意思があっても、死産をまわりに隠したまま、
私的に埋葬するための準備であり、正常な埋葬のための準備ではないから、
国民の一般的な宗教的感情を害することが明らかである。したがって、
……〔これらの行為は〕遺棄にあたる。」
← 実行行為が不特定、私的埋葬の準備が直ちに遺棄といえるか？
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（2）控訴審判決（福岡高判令和4年1月19日）
① 実行行為について
原判決は「えい児の死体を段ボール箱に入れた上、自室内に置いた行

為」が作為による遺棄に、「それらの死体を1日以上にわたり葬祭を行わず
に自室内に置いたままにした行為」が不作為による遺棄にそれぞれ当たる
と判断したものと解される。
← 本判決の「分析的思考方法は、原判決のような全体的思考方法に比して、行為者

の問責対象行為と保護法益の危殆化との間の因果関係、不作為の場合の作為義務・作
為可能性、問責対象行為と責任要件との同時存在等の検討・確認の必要性に目を向け
させる点において優れている」（松原芳博「死体遺棄罪における作為と不作為」東洋
法学66巻3号191頁、206頁）

② 不作為について
「埋葬義務者が死体の存在を認識した後直ちに葬祭を行わなかったとして
も、それだけでは死者に対する一般的な宗教的感情や敬けん感情を害する
とはいえない。死体の葬祭義務を負う者が葬祭を行わないという不作為が

14

作為による遺棄と構成要件的に同価値のものとなったと評価するには、適
切な時期に死体の埋葬を行わなかったという点で上記の法益を害するとい
えることが前提になると考えられる。したがって、死体の葬祭義務を負う
者が葬祭を行わないという不作為が……『遺棄』に該当するのは、その者
が死体の存在を認識してから同義務を履行すべき相当の期間内に葬祭を行
わなかった場合に限られる。」
「被告人が本件各えい児の死体の存在を認識してから葬祭義務を履行しな
いまま経過した期間は、1日と約9時間にとどまる。通常の葬祭を行う場合
であってもその着手までにその程度の期間を要することもあり得ると考え
られるから、その期間の経過をもって葬祭義務を履行すべき相当の期間が
経過したとはいえ」ず、「不作為による死体の『遺棄』に当たらない」。
←「死体遺棄罪の不真正不作為犯の成立にかかわるきわめて重要な指標を示したも

のと評し得る」（福永俊輔「判批」西南学院大学法学論集55巻2号109頁、143頁）、
「〔墓埋法などの〕関係諸法令における手続への言及は、単に作為可能性の見地から
不作為犯の成立を限界づけたものではなく、本罪の予定する程度の法益侵害の危険を
法制度の面から具体化したものとみるべきであ〔り〕、……隠匿から区別された不埋
葬自体の可罰性を検討するとともに、不埋葬の処罰範囲を本罪の保護法益の危殆化に
よって限界づけるものとして注目に値する」（松原・前掲209頁）
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③ 作為について
「えい児2名の死体を、段ボール箱に入れて接着テープで封をし、その段
ボール箱を別の段ボール箱に入れて接着テープで封をした上、自室内に
あった棚の上に置」いた行為は、「葬祭を行う準備、あるいは葬祭の一過
程として行ったものではなく……死体を隠匿する行為であって、他者がそ
れらの死体を発見することが困難な状況を作出するものといえ、……他者
により適切な時期に埋葬が行われる可能性を著しく減少させたという点に
おいて、死者に対する一般的な宗教的感情や敬けん感情を害する」から、
遺棄にあたる。
←「ある行為が『葬祭準備や葬祭の一過程』であることと、『遺棄』に該当するこ

とは問題を異にする」ほか、そもそも「死体（遺体）は、出来るだけ人目にさらすべ
きではな〔く〕……『死体（遺体）を隠す』ということは、ある意味で宗教風俗とい
える」。他者による適時適切な葬祭の履行可能性を「著しく減少させたとはいえな
い」し、これを理由に「死者に対する追悼・敬虔の感情を害したとはいえまい」（福
永・前掲133-139頁）
「被告人は葬祭義務者であるから、『葬祭懈怠としての死体遺棄』の成否という枠組
で検討されるべき事案」を「『葬祭妨害としての死体遺棄』の枠組みに乗せて」よい
か、本判決の論理には問題がある。本事案の類型は「葬祭懈怠という不作為」に法益
侵害・処罰根拠があるのであって、「『隠匿』それ自体は重要でない」。「葬祭準備

16

ないし一過程である行為でなければ全て死体遺棄に当たる」かのような判示は不適切
である（松宮孝明「『他者による葬祭可能性の減少』と死体遺棄」立命館法学404号1
頁）。

（3）最高裁判決
①「刑法190条は、社会的な習俗に従って死体の埋葬等が行われること

により、死者に対する一般的な宗教的感情や敬けん感情が保護されるべき
ことを前提に、死体等を損壊し、遺棄し又は領得する行為を処罰すること
としたものと解される。したがって、習俗上の埋葬等とは認められない態
様で死体等を放棄し又は隠匿する行為が死体遺棄罪の『遺棄』に当たると
解するのが相当である。そうすると、他者が死体を発見することが困難な
状況を作出する隠匿行為が『遺棄』に当たるか否かを判断するに当たって
は、それが葬祭の準備又はその一過程として行われたものか否かという観
点から検討しただけでは足りず、その態様自体が習俗上の埋葬等と相いれ
ない処置といえるものか否かという観点から検討する必要がある。」
→ 本罪の保護法益との関係で遺棄概念を定義し、葬祭妨害としての隠匿の遺棄該当

性をどのように検討・判断すべきかを判示

シンポジウム「死体遺棄事件最高裁判決をめぐって」
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②「前記第2の2の事実関係によれば、被告人は、自室で、出産し、死亡
後間もない本件各えい児の死体をタオルに包んで段ボール箱に入れ、同段
ボール箱を棚の上に置くなどしている。このような被告人の行為は、死体
を隠匿し、他者が死体を発見することが困難な状況を作出したものである
が、それが行われた場所、死体のこん包及び設置の方法等に照らすと、そ
の態様自体がいまだ習俗上の埋葬等と相いれない処置とは認められないか
ら、刑法190にいう「遺棄」に当たらない。」
→ 隠匿事案における遺棄該当性の判断における個別の考慮要素（隠匿行為の場所や

方法）を提示しつつ、遺棄該当性を否定
「本判決が示した『遺棄』の定義はこれまでの一般的な理解を超えるものではなく

……従前『遺棄』に該当するとされてきた隠匿行為が広く『遺棄』に当たらなくなる
ということにはならない」（匿名解説 判タ1510号163頁）
「死体を自室外に放置したのではなく、自室内に置いていたこと、死体をタオルに

包んで段ボール箱に入れて棚の上に置くなど……乱雑な扱いをしていたわけではない
ことが考慮されたのであろう」（十河太郎「判批」法学教室516号114頁）
遺棄該当性において「法益との関係での有害性を積極的に示すべきであり……埋葬

等の過程からの逸脱と、その程度を……検討すべきという趣旨と思われる」（嶋矢貴
之「死体遺棄罪」法学教室514号38頁以下）

18

Ⅳ 結語
（1）本件最高裁判決の射程
葬祭義務者である被告人の死体隠匿行為につき、習俗上の埋葬等と相い

れない処置とは認められず、遺棄に該当しないとされた事例
←「外国人技能実習生の孤立出産後の死体遺棄」に限定されないもの

（2）死体遺棄罪の望ましい解釈論
‣遺棄該当性を判断する上で葬祭義務者による「隠匿」が有する意義は
決して大きくないことを再確認すべきである。
‣不作為による遺棄の成立要件（作為義務の発生根拠、作為可能性、義務
履行に必要となる相当の期間など）を明確化すべきである。
‣本罪の成否を判断するにあたり、保護法益の特質に照らしつつその明ら
かな危殆化があったかどうかを正面から検討すべきである。

資　　　料

134（熊本法学160号 ’24） （熊本法学160号 ’24）



19

【参考文献】 本スライド中に引用したもののほか、

①石黒大貴（コメント・福永俊輔）「ベトナム人技能実習生
死産児『死体遺棄』事件（孤立死産事例における死体遺棄罪の
適用範囲）」季刊刑事弁護113号109頁
②石黒大貴（コメント・福永俊輔）「（続）ベトナム人技能

実習生死産児『死体遺棄』事件（最高裁無罪判決が実務に与え
る影響）」季刊刑事弁護115号121頁
③白井美果「判批」研修900号55頁
④松尾誠紀「死体に対する罪をめぐる諸課題」刑事法ジャー

ナル75号29頁
⑤酒井智之「死体遺棄罪の保護法益と作為による遺棄の意

義」一橋法学21巻3号707頁
⑥萩野貴史「不作為による死体遺棄罪の成立時期」名城法学

72巻3号1頁

20

ご清聴ありがとうございました。
被告人・弁護人、各支援団体の皆様の
ご努力に心から賛辞を申し上げます
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検察官は訴え（公訴）をどこまで具体化する必要があるか？

刑事訴訟法256条

1項 起訴状の提出

2項 起訴状の記載事項

1 被告人の氏名、その他特定するための事項

2 公訴事実

3 罪名（ex. 死体遺棄罪、刑法190条）

1 被告人の氏名、その他特定するための事項

2 公訴事実

3 罪名（ex. 死体遺棄罪、刑法190条）

3項 公訴事実（訴因）

訴因は、「・・・できる限り日時、場所及び方法を以て罪と
なるべき事実を特定」しなければならない。

2

「本件公訴事実の要旨は、被告人が、令和２年○○月○○日頃
〔…〕、当時の被告人宅において、同日頃に出産した本件各えい
児の死体を段ボール箱に入れた上、自室内の棚上に放置したと
いうものであり、検察官は、原審で、本件の実行行為は本件公
訴事実の一連の行為であり、『放置』における作為義務は、葬祭
の義務である旨釈明するとともに、論告において、被告人が、妊
娠・出産の事実を隠そうという意思の下で、本件各えい児の死
体を段ボール箱にこん包して自室内の棚上に置いて隠匿した上、
その後発覚するまで丸１日以上放置して隠匿状態を継続させた
行為が、作為及び不作為による遺棄に該当する旨陳述していた。
このように、葬祭の義務の存在を前提として不作為による遺棄
への該当を主張していることからすると、検察官は、本件各えい
児の死体を段ボール箱に入れて自室内の棚上に置いた行為が
作為による遺棄に当たるほか、それらの死体の葬祭義務を負う
被告人がそれらの死体を自室にあった棚の上に１日以上放置し
た行為が不作為による遺棄に当たる旨主張していたものと解さ
れる。 」

検察官の主張（控訴審判決より）

【 資料 3 】
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争点の変化（あるいは追加？）

当初の主張： 放置という不作為による死体遺棄があった

一審の論告： 作為および不作為による死体遺棄があった

控訴審の判断： 作為および不作為による死体遺棄はあったか

（＊ただし、弁護人はそうではなかったと認識）

控訴審判決： 作為による死体遺棄が認められる

4

被告人のとった行為

自室で出産し、死亡後間もない嬰児の死体をタオルに包んで
段ボール箱に入れ、棚の上に置くなどした。

検察官の主張 被告人は葬祭義務に反して死体を放置した。
→不作為による死体遺棄

控訴審の認定 被告人は、死体を隠匿し、他者が死体を発見す
ることが困難な状況を作出した。
→作為による死体遺棄
＊なお、医師への連絡までの33時間は義務を履行す

るまでの相当期間が経過したとは言えないので放置
による遺棄は不成立。

この事実をどのように法的に評価するか？

シンポジウム「死体遺棄事件最高裁判決をめぐって」

137（熊本法学160号 ’24）



5

分かりにくい公訴事実ーー訴因不特定のおそれ？

公訴事実

自室で出産し、死亡後間もない嬰児の①死体をタオルに包ん
で段ボール箱に入れ、②棚の上に置く（置き続ける）などした。

弁護人による求釈明

被告人が訴えられている事実は、①と②の行為のいずれか、
または③その両方か？

検察官

本件の実行行為は本件公訴事実の一連の行為であり、『放
置』における作為義務は、葬祭の義務である。

→弁護人の求める訴因の特定は達成されたか？
→仮に訴因が特定されたものとして、訴因として明示されたのは、①の行為、
②の行為、③それら両方のいずれと理解されるか？

6

分かりにくい公訴事実ーー訴因不特定のおそれ？

公訴事実

自室で出産し、死亡後間もない嬰児の①死体をタオルに包ん
で段ボール箱に入れ、②棚の上に置く（置き続ける）などした。

弁護人による求釈明

被告人が訴えられている事実は、①と②の行為のいずれか、
または③その両方か？

検察官

本件の実行行為は本件公訴事実の一連の行為であり、『放
置』における作為義務は、葬祭の義務である。

→弁護人の求める訴因の特定は達成されたか？
→仮に訴因が特定されたものとして、訴因として明示されたのは、①の行為、
②の行為、③それら両方のいずれと理解されるか？

隠匿 放置
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訴因の意義・機能からみた問題

―とくに防御権説からみた場合

裁判所

被告人検察官

放置して遺
棄した

放置したとは
言えない

隠匿して遺
棄した

被告人としては、当初の争
点であった放置による死体遺
棄には十分に対応し、反論と
立証をすることができたが、
当初訴因として明示されてい
なかった隠匿による死体遺
棄という事実については反論
する機会を与えられなかっ
た？

8

判例の考える訴因の構造

―識別説の理解？

A）罪となるべき

事実として必須
の事実
Cf. 構成要件

B）構成要件に該当すべき具
体的事実以外の事実
＊日時、場所、方法等

訴因審判対象

訴因として検察官が主
張する具体的事実では
あるが、審判対象ではな
い。この部分は単なる争
点であり、裁判所にとっ
ては参考意見。

審判対象が明示されてい
れば、基本的に訴因の特
定はOK。Bの要素は「でき

る限り」特定されることが望
ましい。可能な範囲で特定
しなければならないが、で
きなければ構わない。
＊熊本地裁もこの考えで求釈
明したのか？

訴因不特定①：A）罪となるべき事実として必須の事実が明示されていない場合
訴因不特定②：A）は特定されているが、B）について詳細に記載できるのに検察官がこれ

を怠った場合

シンポジウム「死体遺棄事件最高裁判決をめぐって」
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問題点①―訴因不特定？

検察官の釈明した訴因

本件の実行行為は本件公訴事実の一連の行為であり、『放
置』における作為義務は、葬祭の義務である。

・弁護人は行為の個数について質問したが、不明確な回答。

・一連の行為 全体として1個の行為として明示？

∴訴因特定に向けた尽力？

訴因不特定として刑訴法338条4号により公訴棄却すべきだっ
たのでは？

①隠匿

②放置

③両方

10

問題点②―訴因逸脱認定？

検察官の釈明した訴因

本件の実行行為は本件公訴事実の一連の行為であり、『放
置』における作為義務は、葬祭の義務である。

→仮にこの釈明で訴因（審判対象）が特定されているのだとす
れば、放置という不作為による死体遺棄が本件訴因として想
定され、死体を箱に入れ棚上に置いた行為のうち、「置いた行
為」が主となる（＊おそらく弁護人としてはこちらの理解）。

＊だとすれば、箱に入れた行為（隠匿）による死体遺棄の認定
は、訴因逸脱認定では？

①隠匿

②放置

③両方
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