
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
が
定
め
る

遺
族
補
償
年
金
の
受
給
資
格
規
定
の
合
憲
性

公

法

研

究

会

最
三
小
判
平
成
二
九
年
三
月
二
一
日
︵
判
例
時
報
二
三
四
一
号

六
五
頁①
︶

︻
事
案
の
概
要
︼

上
告
人
Ｘ
の
妻
で
あ
る
市
立
中
学
校
の
教
諭
Ａ
は
︑
公
務
に
因
り
精
神

障
害
を
発
症
し
︑
平
成
一
〇
年
一
〇
月
に
自
殺
し
た
︒
被
上
告
人
Ｙ
︵
地

方
公
務
員
災
害
補
償
基
金
大
阪
府
支
部
長
︶
は
︑
平
成
二
二
年
四
月
に
Ａ

の
自
殺
を
公
務
上
の
災
害
と
認
定
し
た
た
め
︑
Ｘ
は
Ｙ
に
対
し
︑
地
方
公

務
員
災
害
補
償
法
︵
以
下
﹁
地
公
災
法
﹂
︶
三
二
条
一
項
に
基
づ
き
遺
族

補
償
年
金
の
支
給
申
請
を
す
る
と
と
も
に
︑
同
法
四
七
条
一
項
二
号
の
福

祉
事
業
と
し
て
支
給
さ
れ
る
遺
族
特
別
支
給
金
︑
遺
族
特
別
援
護
金
︑
及

び
遺
族
特
別
給
付
金
の
支
給
申
請
を
し
た
︒
と
こ
ろ
が
Ｙ
は
︑
平
成
二
三

年
一
月
に
上
記
各
請
求
に
つ
き
︑
い
ず
れ
も
不
支
給
と
す
る
処
分
︵
以
下

﹁
本
件
処
分
﹂
︶
を
下
し
た
︒
Ｘ
は
Ａ
の
死
亡
当
時
五
一
歳
で
あ
り
︑
地

公
災
法
三
二
条
一
項
た
だ
し
書
一
号
及
び
同
法
附
則
七
条
の
二
第
二
項
が

定
め
る
年
齢
要
件
に
該
当
し
な
い
た
め
で
あ
っ
た
︒
な
お
︑
遺
族
特
別
支

給
金
︑
遺
族
特
別
援
護
金
︑
及
び
遺
族
特
別
給
付
金
の
支
給
申
請
に
つ
い

て
は
︑
遺
族
補
償
年
金
の
請
求
と
併
せ
て
な
さ
れ
る
こ
と
か
ら
︑
遺
族
補

償
年
金
の
不
支
給
処
分
に
よ
っ
て
受
給
権
者
に
該
当
し
な
い
と
さ
れ
た
︒

そ
こ
で
Ｘ
は
本
件
処
分
の
う
ち
︑
遺
族
補
償
年
金
の
不
支
給
処
分
に
つ

き
︑
平
成
二
三
年
一
月
に
地
方
公
務
員
災
害
補
償
基
金
大
阪
府
支
部
審
査

会
に
審
査
請
求
を
し
た
が
︑
同
審
査
会
は
三
ヶ
月
を
経
過
し
て
も
裁
決
を

し
な
か
っ
た
︒
そ
の
た
め
Ｘ
は
︑
同
年
四
月
に
地
方
公
務
員
災
害
補
償
基

金
審
査
会
に
再
審
査
請
求
を
し
た
が
︑
三
ヶ
月
を
経
過
し
て
も
裁
決
さ
れ

な
か
っ
た
︒
こ
れ
に
対
し
Ｘ
は
︑
平
成
二
三
年
一
〇
月
二
九
日
に
︑
Ｙ
に

対
し
て
本
件
各
処
分
の
取
消
し
を
求
め
て
訴
訟
を
提
起
し
た
︒
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第
一
審
︵
大
阪
地
判
平
成
二
五
年
一
一
月
二
五
日
判
時
二
二
一
六
号
一

二
二
頁②
︶
は
︑
夫
に
の
み
年
齢
要
件
を
課
す
地
公
災
法
三
二
条
一
項
た
だ

し
書
一
号
及
び
同
法
附
則
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
は
︑
憲
法
一
四
条
一

項
に
違
反
す
る
不
合
理
な
差
別
的
取
扱
い
だ
と
し
て
違
憲
・
無
効
と
し
︑

本
件
処
分
を
取
り
消
し
た
が
︑
他
方
で
控
訴
審
︵
大
阪
高
判
平
成
二
七
年

六
月
一
九
日
判
時
二
二
八
〇
号
二
一
頁③
︶
は
︑
原
判
決
を
取
り
消
し
︑
Ｘ

の
請
求
を
棄
却
し
た
︒
こ
の
結
果
を
受
け
て
︑
Ｘ
は
上
告
し
た
︒

︻
判

決

要

旨
︼

上
告
棄
却
︒

【
�
】
﹁
所
論
は
︑
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
の
遺
族
補
償
年
金
に
つ
き
︑

死
亡
し
た
職
員
の
妻
に
つ
い
て
は
︑
当
該
妻
が
一
定
の
年
齢
に
達
し
て
い

る
こ
と
は
受
給
の
要
件
と
さ
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
死
亡
し
た

職
員
の
夫
に
つ
い
て
は
︑
当
該
職
員
の
死
亡
の
当
時
︑
当
該
夫
が
一
定
の

年
齢
に
達
し
て
い
る
こ
と
を
受
給
の
要
件
と
す
る
旨
を
定
め
て
い
る
同
法

三
二
条
一
項
た
だ
し
書
及
び
附
則
七
条
の
二
第
二
項
の
各
規
定
が
︑
憲
法

一
四
条
一
項
に
違
反
す
る
旨
を
い
う
︒
﹂

【
�
】
﹁
し
か
し
な
が
ら
︑
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
の
定
め
る
遺
族
補

償
年
金
制
度
は
︑
憲
法
二
五
条
の
趣
旨
を
実
現
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た

社
会
保
障
の
性
格
を
有
す
る
制
度
と
い
う
べ
き
と
こ
ろ
︑
そ
の
受
給
の
要

件
を
定
め
る
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
三
二
条
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
︑

妻
以
外
の
遺
族
に
つ
い
て
一
定
の
年
齢
に
達
し
て
い
る
こ
と
を
受
給
の
要

件
と
し
て
い
る
が
︑
男
女
間
に
お
け
る
生
産
年
齢
人
口
に
占
め
る
労
働
力

人
口
の
割
合
の
違
い
︑
平
均
的
な
賃
金
額
の
格
差
及
び
一
般
的
な
雇
用
形

態
の
違
い
等
か
ら
う
か
が
え
る
妻
の
置
か
れ
て
い
る
社
会
的
状
況
に
鑑
み
︑

妻
に
つ
い
て
一
定
の
年
齢
に
達
し
て
い
る
こ
と
を
受
給
の
要
件
と
し
な
い

こ
と
は
︑
上
告
人
に
対
す
る
不
支
給
処
分
が
行
わ
れ
た
当
時
に
お
い
て
も

合
理
的
な
理
由
を
欠
く
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
︒
し
た
が
っ
て
︑

地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
三
二
条
一
項
た
だ
し
書
及
び
附
則
七
条
の
二
第

二
項
の
う
ち
︑
死
亡
し
た
職
員
の
夫
に
つ
い
て
︑
当
該
職
員
の
死
亡
の
当

時
一
定
の
年
齢
に
達
し
て
い
る
こ
と
を
受
給
の
要
件
と
し
て
い
る
部
分
が

憲
法
一
四
条
一
項
に
違
反
す
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
︒
﹂

【
�
】
﹁
以
上
は
︑
最
高
裁
昭
和
三
七
年
︵
オ
︶
第
一
四
七
二
号
同
三
九

年
五
月
二
七
日
大
法
廷
判
決
・
民
集
一
八
巻
四
号
六
七
六
頁
︑
最
高
裁
昭

和
五
一
年
︵
行
ツ
︶
第
三
〇
号
同
五
七
年
七
月
七
日
大
法
廷
判
決
・
民
集

三
六
巻
七
号
一
二
三
五
頁
の
趣
旨
に
徴
し
て
明
ら
か
で
あ
る
︒
所
論
の
点

に
関
す
る
原
審
の
判
断
は
︑
正
当
と
し
て
是
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
論

旨
は
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒
﹂

︻
検

討
︼

Ⅰ

序
本
判
決
は
︑
年
齢
要
件
の
な
い
妻
と
年
齢
要
件
の
あ
る
そ
の
他
の
遺
族
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と
の
間
に
︑
遺
族
補
償
年
金
の
受
給
資
格
に
区
別
を
設
け
る
︵
以
下
﹁
本

件
区
別
﹂
︶
地
公
災
法
三
二
条
一
項
た
だ
し
書
き
の
規
定
が
︑
憲
法
一
四

条
一
項
の
定
め
る
平
等
原
則
に
は
違
反
し
な
い
と
判
断
し
た
も
の
で
あ
る
︒

な
お
︑
遺
族
補
償
年
金
の
受
給
順
位
の
第
一
位
が
配
偶
者
で
あ
る
こ
と
か

ら
︵
地
公
災
法
三
二
条
三
項
︶
︑
本
件
区
別
は
年
齢
要
件
の
な
い
妻
と
年

齢
要
件
の
あ
る
夫
と
の
性
別
に
基
づ
く
区
別
に
該
当
す
る
事
案
で
も
あ
る
︒

こ
の
点
︑
﹁
社
会
保
障
制
度
は
男
女
差
別
の
﹁
宝
庫
﹂
で
あ
る④
﹂
と
揶
揄

さ
れ
る
よ
う
に
︑
社
会
保
障
制
度
の
多
く
は
そ
の
受
給
要
件
に
つ
き
性
別

に
基
づ
く
区
別
を
設
け
て
い
る
が
︑
そ
の
区
別
は
︑
男
女
で
異
な
る
ニ
ー

ズ
が
存
在
す
る
こ
と
を
根
拠
に
合
憲
と
推
定
さ
れ
て
き
た⑤
︒

こ
う
し
た
社
会
保
障
制
度
に
お
け
る
性
別
に
基
づ
く
区
別
は
︑
母
子
家

庭
の
み
を
対
象
と
し
た
児
童
扶
養
手
当
が
平
成
二
二
年
の
児
童
扶
養
手
当

法
の
改
正
で
父
子
家
庭
に
も
拡
大
さ
れ
︑
ま
た
妻
の
み
を
対
象
と
し
た
遺

族
基
礎
年
金
が
平
成
二
四
年
の
国
民
年
金
法
の
改
正
で
夫
に
も
拡
大
さ
れ

た
よ
う
に
︑
近
年
で
は
立
法
に
よ
り
是
正
さ
れ
つ
つ
あ
る⑥
︒

以
上
の
趨
勢
の
中
で
提
起
さ
れ
た
本
件
訴
訟
で
は
︑
地
裁
で
下
さ
れ
た

違
憲
判
決
が
高
裁
で
覆
さ
れ
た
こ
と
か
ら
︑
最
高
裁
の
憲
法
判
断
に
は
多

く
の
注
目
が
集
ま
っ
て
い
た
︒
本
評
釈
は
︑
本
件
最
高
裁
判
決
の
意
義
を

剔
抉
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
︒

Ⅱ

遺
族
補
償
年
金
の
法
的
性
格

�

法
的
性
格
を
論
じ
る
意
図

本
判
決
は
ま
ず
︑
地
公
災
法
の
定
め
る
遺
族
補
償
年
金
を
﹁
憲
法
二
五

条
の
趣
旨
を
実
現
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
社
会
保
障
の
性
格
を
有
す
る

制
度
﹂
と
し
︑
そ
の
法
的
性
格
を
社
会
保
障
と
し
て
位
置
づ
け
た
︒
遺
族

補
償
年
金
の
法
的
性
格
は
︑
制
度
設
計
の
際
に
考
慮
さ
れ
る
立
法
裁
量
の

広
狭
に
関
係
す
る
と
し
て
︑
下
級
審
か
ら
Ｘ
と
Ｙ
が
共
に
第
一
の
争
点
と

し
て
主
張
し
て
い
た
論
点
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
Ｘ
の
よ
う
に
︑
遺
族
補

償
年
金
を
損
害
補
償
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
は
︑
性
別
に
基
づ
く
区
別

を
設
け
る
こ
と
の
合
理
性
に
疑
義
を
呈
す
る
こ
と
で
︑
制
度
設
計
に
お
け

る
立
法
裁
量
の
射
程
を
限
定
す
る
方
向
に
働
く
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
Ｘ
は
下
級

審
の
段
階
か
ら
︑
地
公
災
法
三
二
条
一
項
た
だ
し
書
き
の
規
定
が
︑
同
法

制
定
当
時
か
ら
既
に
憲
法
一
四
条
一
項
に
違
反
す
る
も
の
で
あ
る
と
主
張

し
て
き
た
︒
他
方
で
Ｙ
の
よ
う
に
︑
遺
族
補
償
年
金
を
社
会
保
障
と
し
て

位
置
づ
け
る
こ
と
は
︑
制
度
設
計
に
お
け
る
広
範
な
立
法
裁
量
を
認
め
る

方
向
に
働
く
だ
ろ
う
︒

こ
の
点
に
つ
き
︑
本
件
下
級
審
判
決
を
評
し
て
︑
遺
族
補
償
年
金
の
法

的
性
格
づ
け
が
︑
違
憲
審
査
基
準
の
相
違
を
導
く
と
す
る
指
摘
が
存
す
る⑦
︒

と
り
わ
け
︑
高
裁
判
決
が
遺
族
補
償
年
金
の
損
害
賠
償
的
性
格
を
︑
﹁
従

た
る
も
の
﹂
と
し
て
位
置
づ
け
た
こ
と
に
つ
き
︑
﹁
地
公
災
法
上
の
遺
族

補
償
年
金
の
性
質
を
﹁
社
会
保
障
的
性
格
﹂
と
把
握
す
る
こ
と
で
︑
こ
れ
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を
堀
木
訴
訟
以
来
確
立
さ
れ
た
広
範
な
立
法
裁
量
論
に
む
か
う
誘
因
と
す

る
か
の
よ
う
で
あ
﹂
り
︑
社
会
保
障
法
学
の
展
開
か
ら
す
れ
ば
︑
法
的
性

格
に
序
列
を
設
け
な
い
﹁
一
審
判
決
の
よ
う
な
制
度
理
解
が
素
直
﹂
だ
と

す
る
指
摘
は
︑
立
法
裁
量
論
の
観
点
か
ら
注
目
に
値
す
る⑧
︒

以
上
の
こ
と
か
ら
︑
遺
族
補
償
年
金
の
法
的
性
格
は
︑
当
事
者
間
で
争

わ
れ
た
ば
か
り
で
な
く
︑
本
判
決
お
よ
び
下
級
審
判
決
の
評
釈
で
も
重
要

な
論
点
と
し
て
提
示
さ
れ
て
お
り
︑
し
た
が
っ
て
︑
本
稿
も
こ
の
点
か
ら

検
討
を
行
う
こ
と
と
す
る
︒

�

地
公
災
法
の
制
定
経
緯

遺
族
補
償
年
金
の
法
的
性
格
の
理
解
に
相
違
が
生
じ
る
の
は
︑
地
公
災

法
の
立
法
目
的
︵
一
条
︶
か
ら
し
て
既
に
︑
地
方
公
務
員
の
公
務
災
害
補

償
の
迅
速
か
つ
公
正
な
実
施
を
確
保
す
る
と
い
う
損
害
賠
償
的
性
格
と
︑

そ
の
た
め
に
基
金
を
設
け
て
﹁
地
方
公
務
員
等
及
び
そ
の
遺
族
の
生
活
の

安
定
と
福
祉
の
向
上
に
寄
与
す
る⑨
﹂
と
い
う
社
会
保
障
的
性
格
と
が
並
存

し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︒
か
よ
う
な
複
合
的
な
法
的
性
格
を
伴
う
立
法
目

的
の
背
景
は
︑
地
公
災
法
の
制
定
経
緯
か
ら
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
︒

地
方
公
務
員
の
公
務
災
害
補
償
に
つ
い
て
は
︑
地
方
公
務
員
法
四
五
条

一
項
の
定
め
る
一
般
規
定
に
基
づ
き
︑
そ
の
具
体
的
内
容
の
策
定
を
各
地

方
公
共
団
体
の
条
例
に
委
ね
る
建
前
が
と
ら
れ
て
い
た
︒
し
か
し
︑
実
際

に
条
例
を
定
め
た
地
方
公
共
団
体
は
多
く
な
か
っ
た
た
め
︑
地
方
公
務
員

の
公
務
災
害
補
償
は
︑
現
業
職
員
に
は
労
働
災
害
補
償
保
険
法
︵
以
下

﹁
労
災
保
険
法
﹂
︶
が
︑
非
現
業
職
員
に
は
労
働
基
準
法
が
適
用
さ
れ
る

形
で
実
現
さ
れ
て
き
た
︒
も
っ
と
も
︑
労
働
基
準
法
の
給
付
水
準
は
労
働

条
件
の
最
低
基
準
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
労
災
保
険
法
と
の
間
で
補
償
内
容

に
不
均
衡
が
生
じ
て
い
た
︒
地
公
災
法
は
︑
か
か
る
不
均
衡
を
是
正
し
︑

地
方
公
務
員
の
公
務
災
害
補
償
を
全
国
統
一
的
に
実
施
す
る
べ
く
制
定
さ

れ
た⑩
︒

こ
こ
で
重
要
な
の
は
︑
地
公
災
法
は
︑
労
働
災
害
に
係
る
関
連
法
律
の

年
金
化
を
背
景
に
制
定
さ
れ
た
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
昭

和
四
二
年
に
地
公
災
法
が
制
定
さ
れ
る
直
前
に
︑
遺
族
補
償
に
つ
き
年
金

制
を
導
入
す
る
法
改
正
が
昭
和
四
〇
年
に
労
災
保
険
法
で
︑
ま
た
昭
和
四

一
年
に
は
国
家
公
務
員
災
害
補
償
法
︵
以
下
﹁
国
公
災
法
﹂
︶
で
実
施
さ

れ
た
が
︑
右
の
改
正
が
行
わ
れ
る
ま
で
は
︑
遺
族
補
償
は
一
時
金
が
支
給

さ
れ
る
に
留
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
地
公
災
法
の
遺
族
補
償
に
つ
き
当

初
か
ら
年
金
制
が
採
ら
れ
て
い
た
背
景
に
は
︑
以
上
の
労
働
災
害
に
係
る

関
連
法
律
の
年
金
化
が
あ
る⑪
︒

な
お
︑
労
災
保
険
の
年
金
化
に
つ
き
︑
社
会
保
障
法
学
で
は
︑
労
災
保

険
の
法
的
性
格
が
労
働
基
準
法
上
の
災
害
補
償
的
性
格
か
ら
乖
離
し
︑
社

会
保
障
的
性
格
に
傾
斜
し
て
い
く
現
象
︵
い
わ
ゆ
る
﹁
労
災
保
険
の
ひ
と

り
歩
き
﹂
︶
が
夙
に
指
摘
さ
れ
て
お
り⑫
︑
今
日
で
は
︑
労
災
保
険
が
社
会

保
障
化
し
て
い
る
こ
と
に
は
概
ね
合
意
が
あ
る
と
さ
れ
る⑬
︒
も
っ
と
も
︑

こ
の
現
象
に
対
し
て
は
︑
﹁
国
民
の
生
活
保
障
を
目
的
と
す
る
社
会
保
障
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的
性
格
を
強
め
て
い
る
と
は
い
え
︑
な
お
も
労
災
補
償
責
任
給
付
と
し
て

の
独
自
の
法
的
性
格
は
失
わ
れ
て
は
い
な
い
﹂
と
の
指
摘⑭
に
も
あ
る
よ
う

に
︑
損
害
賠
償
的
性
格
は
否
定
さ
れ
得
な
い
と
す
る
理
解
が
有
力
で
あ
る
︒

し
た
が
っ
て
︑
地
公
災
法
の
法
的
性
格
は
︑
制
定
経
緯
か
ら
し
て
損
害
賠

償
的
性
格
と
社
会
保
障
的
性
格
と
を
併
有
し
て
い
た
ば
か
り
で
な
く
︑
学

説
上
も
併
有
説
が
通
説
的
地
位
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒

�

裁
判
所
に
よ
る
法
的
性
格
の
評
価

も
っ
と
も
︑
本
判
決
で
最
高
裁
は
︑
遺
族
補
償
年
金
を
﹁
憲
法
二
五
条

の
趣
旨
を
実
現
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
社
会
保
障
の
性
格
を
有
す
る
制

度
﹂
と
簡
潔
に
述
べ
る
に
留
ま
っ
て
お
り
︑
本
判
決
を
見
た
だ
け
で
は
︑

そ
の
法
的
性
格
を
評
価
す
る
こ
と
が
難
し
い
︒
も
し
︑
社
会
保
障
的
性
格

の﹅

み﹅

を
有
す
る
制
度
と
す
る
な
ら
ば
︑
本
判
決
は
︑
前
述
し
た
併
有
説
を

と
る
有
力
説
と
は
緊
張
関
係
に
立
つ
こ
と
と
な
る⑮
︒
そ
こ
で
︑
本
評
釈
は
︑

当
該
制
度
の
法
的
性
格
に
つ
い
て
踏
み
込
ん
だ
言
及
を
行
っ
た
︑
本
件
下

級
審
判
決
を
参
照
す
る
こ
と
で
︑
本
判
決
の
主
張
の
射
程
を
把
握
し
た
い

と
考
え
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
前
述
し
た
地
公
災
法
の
制
定
経
緯
を
︑
下
級
審
は
い
ず
れ

も
認
定
事
実
と
し
て
共
有
し
て
い
た
︒
た
だ
し
︑
地
裁
判
決
と
高
裁
判
決

と
で
は
︑
遺
族
補
償
年
金
の
法
的
性
格
の
評
価
に
一
見
し
て
相
違
が
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
地
裁
判
決
で
は
︑
﹁
地
方
公
務
員
災
害

補
償
制
度
は
︑
⁝
⁝
一
種
の
損
害
賠
償
制
度
の
性
格
を
有
し
て
お
り
︑
純

然
た
る
社
会
保
障
制
度
と
は
一
線
を
画
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で

き
な
い
﹂
と
し
つ
つ
︑
労
災
保
険
法
に
お
け
る
遺
族
補
償
の
年
金
化
や
他

の
年
金
給
付
と
の
調
整
規
定
か
ら
︑
﹁
遺
族
補
償
年
金
制
度
に
は
被
告
ら

が
主
張
す
る
よ
う
に
社
会
保
障
的
性
質
を
も
有
す
る
こ
と
は
否
定
で
き
な

い
﹂
と
し
て
︑
損
害
賠
償
的
性
格
と
社
会
保
障
的
性
格
は
併
有
す
る
と
さ

れ
た
︒

他
方
で
︑
高
裁
判
決
で
は
︑
﹁
地
公
災
法
の
定
め
る
遺
族
補
償
年
金
は
︑

職
員
の
死
亡
に
よ
り
扶
養
者
を
失
っ
た
遺
族
の
被
扶
養
利
益
の
損
失
を
補

填
し
︑
遺
族
の
生
活
を
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
︑
基

本
的
に
社
会
保
障
制
度
の
性
格
を
有
す
る
﹂
と
し
つ
つ
︑
﹁
損
害
賠
償
の

性
格
は
従
た
る
も
の
に
と
ど
ま
る
﹂
と
し
て
︑
損
害
賠
償
的
性
格
と
社
会

保
障
的
性
格
と
の
間
に
明
確
な
序
列
が
確
認
さ
れ
た
︒

こ
の
よ
う
に
︑
下
級
審
判
決
で
は
遺
族
補
償
年
金
の
法
的
性
格
に
つ
き
︑

一
見
し
て
社
会
保
障
に
重
点
を
置
く
か
否
か
で
相
違
が
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
が
︑
そ
の
見
方
は
以
下
の
検
討
か
ら
相
対
化
さ
れ
る
だ
ろ
う
︒

第
一
に
︑
下
級
審
判
決
は
と
も
に
︑
遺
族
補
償
年
金
と
遺
族
補
償
一
時

金
と
の
相
違
を
意
識
し
て
い
た⑯
︒
特
に
高
裁
判
決
は
︑
遺﹅

族﹅

補﹅

償﹅

一﹅

時﹅

金﹅

が
︑
年
金
化
す
る
以
前
の
労
災
保
険
法
及
び
国
公
災
法
に
お
け
る
遺
族
補

償
制
度
を
継
承
し
て
い
る
こ
と
を
ふ
ま
え
︑
そ
れ
を
損
害
賠
償
的
性
格
を

持
つ
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
で
︑
遺﹅

族﹅

補﹅

償﹅

年﹅

金﹅

の
社
会
保
障
的

性
格
を
相
対
的
に
強
調
す
る
論
理
を
と
る
︒
こ
の
点
に
つ
き
︑
地
裁
判
決
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も
ま
た
︑
﹁
遺
族
補
償
年
金
は
︑
定
額
が
支
給
さ
れ
る
遺
族
補
償
一
時
金

と
は
異
な
り
⁝
⁝
喪
失
し
た
被
扶
養
利
益
を
補
填
す
る
必
要
性
を
認
め
て

支
給
す
る
も
の
﹂
と
し
て
両
者
の
相
違
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
︑
﹁
遺﹅

族﹅

補﹅

償﹅

年﹅

金﹅

制﹅

度﹅

に
は
被
告
ら
が
主
張
す
る
よ
う
に
社﹅

会﹅

保﹅

障﹅

的﹅

性﹅

質﹅

を
も

有
す
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
﹂
︵
傍
点
筆
者
︶
と
し
て
い
た
︒

第
二
に
︑
こ
の
点
に
関
連
し
て
︑
地
裁
判
決
で
は
法
的
性
格
を
論
じ
る

際
の
主
語
が
一
貫
し
て
い
な
い
︒
す
な
わ
ち
︑
﹁
地﹅

方﹅

公﹅

務﹅

員﹅

災﹅

害﹅

補﹅

償﹅

制﹅

度﹅

は
︑
⁝
⁝
一
種
の
損
害
賠
償
制
度
の
性
格
を
有
し
て
お
り
︑
純
然
た

る
社
会
保
障
制
度
と
は
一
線
を
画
す
る
﹂
︵
傍
点
筆
者
︶
と
す
る
一
方
で
︑

前
述
し
た
遺
族
補
償
一
時
金
と
の
相
違
を
指
摘
し
た
上
で
︑
﹁
遺﹅

族﹅

補﹅

償﹅

年﹅

金﹅

制﹅

度﹅

に
は
被
告
ら
が
主
張
す
る
よ
う
に
社
会
保
障
的
性
質
を
も
有
す

る
﹂
︵
傍
点
筆
者
︶
と
あ
る
よ
う
に
︑
地
裁
判
決
は
︑
地
公
災
法
の
制
度

全
体
と
そ
の
部
分
と
し
て
の
遺
族
補
償
年
金
と
の
間
に
︑
法
的
性
格
に
ニ

ュ
ア
ン
ス
の
違
い
を
設
け
て
い
る
よ
う
に
読
む
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
し
て
︑

遺﹅

族﹅

補﹅

償﹅

年﹅

金﹅

制﹅

度﹅

に
限
れ
ば
︑
地
裁
判
決
は
高
裁
判
決
と
同
様
に
︑
そ

れ
を
基
本
的
に
社
会
保
障
と
し
て
理
解
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
︒

以
上
の
下
級
審
判
決
の
理
解
を
踏
ま
え
る
と
︑
本
判
決
が
遺
族
補
償
年

金
を
﹁
憲
法
二
五
条
の
趣
旨
を
実
現
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
社
会
保
障

の
性
格
を
有
す
る
制
度
﹂
と
し
た
の
は
︑

た
し
か
に
︑
当
該
制
度
の

性
格
づ
け
の
説
明
を
省
略
し
︑
ま
た
そ
れ
が
公
務
災
害
補
償
と
い
う
損
害

賠
償
的
側
面
を
少
な
か
ら
ず
持
つ
以
上
は
一
定
の
留
保
を
附
す
べ
き
で
あ

っ
た
だ
ろ
う
が

︑
地
公
災
法
の
制
定
経
緯
を
前
提
に
当
該
制
度
の
性

格
を
端
的
に
表
現
し
た
と
み
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う⑰
︒
加
え
て
︑
前
述

し
た
地
公
災
法
の
制
定
経
緯
や
︑
遺
族
補
償
一
時
金
と
の
相
違
を
強
調
す

る
下
級
審
判
決
の
論
理
か
ら
す
れ
ば
︑
高
裁
判
決
が
損
害
賠
償
的
性
格
を

﹁
従
た
る
も
の
﹂
と
位
置
づ
け
た
こ
と
は
︑
決
し
て
理
由
が
な
い
わ
け
で

は
な
い
こ
と
が
分
か
る⑱
︒
し
た
が
っ
て
︑
本
件
各
裁
判
所
は
︑
少
な
く
と

も
遺﹅

族﹅

補﹅

償﹅

年﹅

金﹅

の
法
的
性
格
づ
け
の
重
点
を
社
会
保
障
的
性
格
に
置
く

こ
と
で
共
通
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る⑲
︒

Ⅲ

最
高
裁
判
決
の
判
断
枠
組
の
検
討

�

平
等
原
則
審
査
の
比
較
対
象
の
組
み
替
え

本
判
決
は
︑
違
憲
審
査
基
準
を
設
定
す
る
こ
と
な
く
︑
妻
と
﹁
妻
以
外

の
遺
族
﹂
と
で
年
齢
要
件
に
区
別
を
設
け
る
地
公
災
法
三
二
条
一
項
た
だ

し
書
き
の
規
定
が
︑
憲
法
一
四
条
一
項
が
定
め
る
平
等
原
則
に
違
反
す
る

か
を
審
査
し
︑
妻
に
の
み
年
齢
要
件
を
設
け
な
い
こ
と
の
合
理
性
を
﹁
妻

の
置
か
れ
て
い
る
社
会
的
状
況
に
鑑
み
﹂
是
認
し
た
︒
こ
こ
で
︑
目
的
手

段
審
査
す
ら
せ
ず
に
︑
別
異
取
扱
い
の
合
理
的
根
拠
︵
理
由
︶
の
有
無
の

み
を
問
う
て
い
る
こ
と
は
︑
批
判
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
も
っ
と

も
︑
平
等
原
則
の
審
査
で
は
︑
比
較
対
象
の
適
切
な
設
定
と
区
別
の
合
理

的
根
拠
さ
え
論
証
で
き
れ
ば
︑
さ
し
あ
た
り
最
低
条
件
を
ク
リ
ア
し
て
い

る
と
す
る
見
方
も
あ
る⑳
︒
む
し
ろ
︑
こ
こ
で
問
題
と
す
べ
き
は
︑
比
較
対
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象
が
妻
と
﹁
妻
以
外
の
遺
族
﹂
と
で
構
成
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
本
件
平

等
原
則
の
審
査
が
性
別
に
基
づ
く
区
別
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

で
あ
る㉑
︒
本
判
決
に
お
い
て
︑
性
別
は
︑
﹁
男
女
間
に
お
け
る
生
産
年
齢

人
口
に
占
め
る
労
働
力
人
口
の
割
合
の
違
い
︑
平
均
的
な
賃
金
額
の
格
差

及
び
一
般
的
な
雇
用
形
態
の
違
い
等
か
ら
う
か
が
え
る
妻
の
置
か
れ
て
い

る
社
会
的
状
況
﹂
に
関
し
て
言
及
さ
れ
る
の
み
で
あ
り
︑
あ
く
ま
で
妻
の

自
活
困
難
性
を
推
定
さ
せ
る
要
素
に
留
ま
っ
て
い
る㉒
︒

た
し
か
に
︑
判
決
要
旨
︻
�
︼
に
あ
る
よ
う
に
︑
Ｘ
の
主
張
に
お
い
て

平
等
原
則
の
比
較
対
象
は
夫
と
妻
と
で
構
成
さ
れ
て
お
り
︑
そ
こ
で
は
本

件
規
定
が
性
別
に
基
づ
く
区
別
で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
た
︒
し
か

し
︑
段
落
を
移
し
て
︑
逆
接
の
副
詞
﹁
し
か
し
な
が
ら
﹂
を
挟
み
︑
遺
族

補
償
年
金
制
度
が
﹁
社
会
保
障
の
性
格
を
有
す
る
制
度
と
い
う
べ
き
と
こ

ろ
﹂
と
さ
れ
た
後
で
︑
平
等
原
則
審
査
の
比
較
対
象
は
妻
と
﹁
妻
以
外
の

遺
族
﹂
に
組
み
直
さ
れ
て
い
る
︵
判
決
要
旨
︻
�
︼
︶
︒
性
別
に
基
づ
く
区

別
と
な
れ
ば
︑
最
高
裁
が
従
来
そ
れ
を
例
示
列
挙
に
留
め
て
き
た
と
は
い

え
︑
そ
の
区
別
は
憲
法
一
四
条
一
項
後
段
列
挙
事
由
に
該
当
し
︑
違
憲
審

査
基
準
を
よ
り
厳
格
な
も
の
へ
と
高
め
る
可
能
性
に
開
か
れ
る
は
ず
で
あ

る㉓
︒
以
上
の
こ
と
か
ら
︑
本
判
決
で
最
高
裁
は
︑
平
等
原
則
の
比
較
対
象

を
性
別
と
い
う
区
別
に
即
し
て
設
定
す
る
こ
と
を
︑
意
図
的
に
回
避
し
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

�

﹁
性
別
﹂
の
位
置
づ
け

こ
の
点
︑
地
裁
判
決
で
は
︑
平
等
原
則
審
査
の
比
較
対
象
に
つ
き
︑
性

別
に
基
づ
く
区
別
が
意
識
さ
れ
て
い
た
︒
地
裁
判
決
で
は
︑
地
公
災
法
三

二
条
一
項
の
定
め
る
年
齢
要
件
が
︑
﹁
夫
か
妻
か
と
い
う
性
別
に
基
づ
く

区
別
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
﹂
と
し
た
上
で
︑
か
か
る
区
別
は
﹁
憲
法
の

定
め
る
個
人
の
尊
厳
原
理
と
直
結
す
る
憲
法
一
四
条
一
項
後
段
に
列
挙
さ

れ
て
い
る
事
由
﹂
で
あ
る
か
ら
︑
﹁
本
件
区
別
の
合
理
性
に
つ
い
て
は
︑

憲
法
に
照
ら
し
て
不
断
に
検
討
さ
れ
︑
吟
味
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂

と
し
て
︑
立
法
事
実
の
変
化
が
検
証
さ
れ
て
い
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
地
裁

判
決
で
性
別
は
︑
審
査
密
度
を
高
め
る
た
め
の
引
き
金
と
し
て
機
能
し
て

い
た㉔
︒

他
方
で
︑
高
裁
判
決
で
は
︑
﹁
社
会
保
障
給
付
の
必
要
性
の
有
無
・
程

度
に
関
し
国
民
各
自
に
性
別
に
よ
り
事
実
上
の
差
異
が
存
す
る
場
合
に
︑

受
給
権
者
の
範
囲
︑
支
給
要
件
︑
支
給
金
額
等
に
つ
き
上
記
の
事
実
上
の

差
異
に
相
応
し
て
何
ら
か
の
区
別
を
設
け
る
立
法
措
置
を
講
じ
る
か
﹂
は
︑

﹁
立
法
府
の
広
い
裁
量
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
﹂
と
し
た
上
で
︑
地
公
災

法
三
二
条
一
項
の
定
め
る
年
齢
要
件
の
相
違
は
︑
妻
と
﹁
妻
以
外
の
遺

族
﹂
と
で
構
成
さ
れ
て
い
た
︒
た
し
か
に
︑
高
裁
判
決
で
は
︑
立
法
事
実

の
変
化
を
検
証
す
る
際
に
男
女
の
置
か
れ
た
社
会
状
況
の
相
違
が
具
に
検

討
さ
れ
た
が
︑
性
別
は
そ
の
限
り
で
意
識
さ
れ
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
︒

以
上
の
こ
と
か
ら
︑
性
別
を
区
別
事
由
と
し
て
で
は
な
く
︑
妻
の
自
活
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困
難
性
を
推
定
さ
せ
る
論
拠
と
し
て
用
い
る
最
高
裁
の
判
断
枠
組
は
︑
基

本
的
に
は
高
裁
判
決
の
そ
れ
を
踏
襲
し
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
︒

�

隠
さ
れ
た
立
法
裁
量
論

本
判
決
は
︑
遺
族
補
償
年
金
制
度
を
﹁
憲
法
二
五
条
の
趣
旨
を
実
現
す

る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
社
会
保
障
の
性
格
を
有
す
る
制
度
﹂
と
す
る
に
も

拘
ら
ず
︑
社
会
保
障
判
例
で
通
常
現
れ
る
立
法
裁
量
論
に
言
及
し
て
い
な

い
︒
お
そ
ら
く
︑
最
高
裁
は
︑
遺
族
補
償
年
金
制
度
を
﹁
基
本
的
に
社
会

保
障
制
度
の
性
格
﹂
と
位
置
づ
け
︑
制
度
設
計
に
係
る
広
範
な
立
法
裁
量

を
導
い
た
高
裁
判
決
の
論
理
を
踏
襲
し
て
い
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
︒
た

だ
し
︑
制
度
の
法
的
性
格
は
︑
必
ず
し
も
立
法
裁
量
の
広
狭
に
直
結
し
な

い
可
能
性
が
あ
る
︒
と
い
う
の
も
︑
地
裁
判
決
で
は
社
会
保
障
的
性
格
を

肯
定
し
つ
つ
も
立
法
裁
量
を
限
定
す
る
論
理
が
採
用
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
︑

法
的
性
格
の
如
何
だ
け
で
は
立
法
裁
量
の
射
程
は
決
定
さ
れ
得
な
い
か
ら

で
あ
る
︒
そ
の
意
味
で
︑
遺
族
補
償
年
金
の
法
的
性
格
の
重
要
性
は
相
対

化
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る㉕
︒

む
し
ろ
︑
本
件
で
立
法
裁
量
の
広
狭
に
は
︑
引
用
条
文
と
そ
れ
に
伴
う

引
用
判
例
が
関
係
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
地
裁
判
決
で
は
︑
社
会

保
障
へ
の
言
及
が
あ
る
に
も
拘
ら
ず
︑
待
命
処
分
判
決㉖
お
よ
び
尊
属
殺
人

重
罰
規
定
違
憲
判
決㉗
が
引
用
さ
れ
て
お
り
︑
も
っ
ぱ
ら
憲
法
一
四
条
が
保

障
す
る
平
等
原
則
を
主
戦
場
と
す
る
意
図
が
伺
え
る㉘
︒
﹁
遺
族
補
償
年
金

制
度
に
つ
き
ど
の
よ
う
な
立
法
措
置
を
講
じ
る
か
の
選
択
決
定
は
︑
上
記

制
度
の
性
格
を
踏
ま
え
た
立
法
府
の
合
理
的
な
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
︑

本
件
区
別
が
立
法
府
に
与
え
ら
れ
た
上
記
の
よ
う
な
裁
量
権
を
考
慮
し
て

も
︑
そ
の
よ
う
な
区
別
を
す
る
こ
と
に
合
理
的
な
根
拠
が
認
め
ら
れ
な
い

場
合
に
は
︑
当
該
区
別
は
︑
合
理
的
な
理
由
の
な
い
差
別
と
し
て
︑
憲
法

一
四
条
一
項
に
違
反
す
る
﹂
︒
こ
の
立
法
裁
量
限
定
型
の
判
断
枠
組㉙
は
︑

判
例
の
引
用
こ
そ
な
い
も
の
の
︑
国
籍
法
違
憲
判
決㉚
や
婚
外
子
相
続
分
違

憲
判
決㉛
の
そ
れ
を
彷
彿
さ
せ
る㉜
︒
地
裁
判
決
は
︑
か
か
る
判
断
枠
組
を
基

礎
に
︑
本
件
区
別
が
性
別
に
基
づ
く
区
別
で
あ
る
こ
と
を
引
き
金
と
し
て

立
法
事
実
の
変
化
を
検
証
し
た
︒
他
方
で
︑
広
範
な
立
法
裁
量
に
言
及
す

る
高
裁
判
決
で
は
︑
堀
木
訴
訟
判
決㉝
︑
塩
見
訴
訟
判
決㉞
︑
そ
し
て
学
生
無

年
金
訴
訟
判
決㉟
が
引
用
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
︑
憲
法
二
五
条
が
保
障
す
る

生
存
権
を
主
戦
場
と
す
る
明
確
な
意
図
が
伺
え
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
立
法

裁
量
の
広
狭
に
は
︑
性
別
と
い
う
考
慮
要
素
や
遺
族
補
償
年
金
制
度
の
法

的
性
格
に
加
え
て
︑
引
用
条
文
と
そ
れ
に
伴
う
引
用
判
例
が
重
要
な
役
割

を
果
た
し
て
い
る
︒

こ
の
点
︑
本
判
決
で
は
待
命
処
分
判
決
と
堀
木
訴
訟
判
決
が
引
用
さ
れ

て
い
た
が
︑
お
そ
ら
く
︑
最
高
裁
は
後
者
の
引
用
に
よ
っ
て
︑
制
度
設
計

に
係
る
広
範
な
立
法
裁
量
を
実
質
的
に
観
念
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る㊱
︒

も
っ
と
も
︑
遺
族
補
償
年
金
の
法
的
性
格
を
社
会
保
障
と
し
︑
ま
た
堀
木

訴
訟
判
決
を
引
用
す
る
な
ら
ば
︑
論
理
的
に
最
高
裁
は
高
裁
判
決
と
同
様

の
判
断
枠
組
を
採
用
す
る
こ
と
が
推
論
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る㊲
︒
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�

最
高
裁
判
決
の
審
査
密
度

し
か
し
︑
本
判
決
で
最
高
裁
は
︑
高
裁
判
決
と
同
様
の
判
断
枠
組
を
採

用
し
て
い
な
い
︒

高
裁
判
決
で
は
︑
﹁
憲
法
二
五
条
の
規
定
の
趣
旨
に
こ
た
え
て
具
体
的

に
ど
の
よ
う
な
立
法
措
置
を
講
じ
る
か
の
選
択
決
定
は
︑
立
法
府
の
広
い

裁
量
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
お
り
︑
そ
れ
が
著
し
く
合
理
性
を
欠
き
明
ら
か
に

裁
量
の
逸
脱
・
濫
用
と
み
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
場
合
を
除
き
︑
裁
判
所

が
審
査
判
断
す
る
の
に
適
し
な
い
事
柄
で
あ
る
﹂
と
憲
法
二
五
条
の
審
査

基
準
を
提
示
し
た
後
に
︑
﹁
も
っ
と
も
︑
同
条
の
趣
旨
に
こ
た
え
て
制
定

さ
れ
た
法
令
に
お
い
て
受
給
権
者
の
範
囲
︑
支
給
要
件
等
に
つ
き
何
ら
合

理
的
理
由
の
な
い
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
を
す
る
と
き
は
別
に
憲
法
一
四

条
一
項
の
問
題
を
生
じ
得
る
﹂
と
し
て
︑
堀
木
訴
訟
判
決
以
来
の
緩
や
か

な
違
憲
審
査
基
準
が
採
用
さ
れ
て
い
た
︒

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
︑
堀
木
訴
訟
判
決
で
憲
法
二
五
条
と
同
一
四
条

一
項
の
判
断
枠
組
は
一
応
切
断
さ
れ
て
お
り
︑
社
会
保
障
判
例
に
お
い
て

も
平
等
原
則
独
自
の
意
義
は
存
在
す
る
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る㊳
︒
こ
の
こ

と
は
︑
従
来
堀
木
訴
訟
判
決
が
果
た
し
た
意
義
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た㊴
︒

実
際
に
堀
木
訴
訟
判
決
で
は
︑
平
等
原
則
の
具
体
的
判
断
場
面
で
立
法
裁

量
と
い
う
文
言
は
現
れ
ず
︑
児
童
扶
養
手
当
の
目
的
と
別
異
取
扱
い
の
手

段
の
合
理
的
関
連
性
が
審
査
さ
れ
て
お
り
︑
立
法
裁
量
が
別
異
取
扱
い
を

正
当
化
す
る
決
定
打
に
は
な
っ
て
い
な
い㊵
︒

し
か
し
︑
高
裁
判
決
で
は
︑
﹁
憲
法
二
五
条
の
趣
旨
を
実
現
す
る
た
め

に
創
設
さ
れ
た
社
会
保
障
制
度
上
の
法
令
が
受
給
権
者
の
範
囲
︑
支
給
要

件
︑
支
給
金
額
等
に
つ
き
区
別
を
設
け
る
こ
と
は
︑
そ﹅

れ﹅

が﹅

著﹅

し﹅

く﹅

合﹅

理﹅

性﹅

を﹅

欠﹅

き﹅

︑
何
ら
合
理
的
理
由
の
な
い
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
で
あ
る
と

い
え
る
場
合
に
︑
憲
法
一
四
条
一
項
に
違
反
す
る
﹂
︵
傍
点
筆
者
︶
と
あ

る
よ
う
に
︑
憲
法
二
五
条
の
憲
法
適
合
性
審
査
で
現
れ
る
表
現

﹁
そ

れ
が
著
し
く
合
理
性
を
欠
き
︵
く㊶
︶
﹂

が
︑
憲
法
一
四
条
一
項
の
憲

法
適
合
性
審
査
の
場
面
で
突
如
登
場
す
る㊷
︒
か
か
る
表
現
は
︑
社
会
保
障

制
度
に
お
け
る
広
範
な
立
法
裁
量
の
射
程
を
平
等
原
則
の
判
断
枠
組
に
ま

で
拡
大
し
︑
お
よ
そ
平
等
原
則
違
反
を
観
念
さ
せ
る
こ
と
を
困
難
に
す
る

定
式
で
あ
る㊸
︒

そ
れ
に
対
し
て
︑
本
判
決
は
︑
別
異
取
扱
い
の
合
理
的
根
拠
︵
理
由
︶

を
端
的
に
審
査
し
︑
妻
に
の
み
年
齢
要
件
を
設
け
な
い
こ
と
の
合
理
性
を

﹁
妻
の
置
か
れ
て
い
る
社
会
的
状
況
に
鑑
み
﹂
是
認
し
た
︒
そ
こ
で
は
︑

﹁
そ
れ
が
著
し
く
合
理
性
を
欠
﹂
か
な
け
れ
ば
平
等
原
則
違
反
が
認
め
ら

れ
な
い
と
し
た
︑
上
述
の
高
裁
判
決
の
定
式
か
ら
は
名
目
上
距
離
を
置
い

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る㊹
︒
し
か
し
︑
で
は
本
判
決
が
高
裁
判
決
よ
り
も

厳
格
な
審
査
を
行
っ
た
か
と
い
え
ば
︑
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒

と
い
う
の
も
︑
本
判
決
は
違
憲
審
査
基
準
を
設
定
し
な
い
こ
と
で
本
件
区

別
の
憲
法
適
合
性
審
査
の
透
明
性
や
説
得
性
を
著
し
く
縮
減
さ
せ
て
お
り㊺
︑

ま
た
下
級
審
判
決
が
具
に
取
り
組
ん
だ
立
法
事
実
の
変
化
の
検
証
も
行
っ

97――地方公務員災害補償法が定める遺族補償年金の受給資格規定の合憲性



て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
︒

た
だ
し
︑
本
判
決
が
立
法
裁
量
論
に
言
及
し
な
か
っ
た
こ
と
は
︑
社
会

保
障
判
例
の
傾
向
か
ら
注
目
に
値
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
従
来
︑
堀
木

訴
訟
判
決
以﹅

降﹅

の
社
会
保
障
判
例
群
で
は
︑
堀
木
訴
訟
判
決
自﹅

体﹅

と
は
異

な
り
︑
広
範
な
立
法
裁
量
を
強
調
す
る
憲
法
二
五
条
の
判
断
枠
組
が
︑
憲

法
一
四
条
一
項
の
具
体
的
判
断
に
ま
で
影
響
し
︑
別
異
取
扱
い
の
正
当
化

論
拠
と
し
て
広
範
な
立
法
裁
量
論
が
使
用
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た㊻
︒
裁
量

統
制
の
基
準
で
あ
る
は
ず
の
平
等
原
則
が
︑
逆
に
裁
量
に
よ
っ
て
限
定
さ

れ
て
き
た
の
で
あ
る㊼
︒
そ
の
点
︑
本
判
決
は
︑
平
等
原
則
審
査
の
際
に
立

法
裁
量
論
を
明
示
的
に
持
ち
出
す
こ
と
を
厳
に
控
え
て
お
り
︑
あ
く
ま
で

﹁
妻
の
置
か
れ
て
い
る
社
会
的
状
況
に
鑑
み
﹂
区
別
の
合
理
性
を
正
当
化

し
て
い
た
︒
本
判
決
は
︑
平
等
原
則
審
査
で
立
法
裁
量
論
を
強
調
す
る
従

来
の
社
会
保
障
判
例
か
ら
距
離
を
置
い
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
︒

Ⅳ

性
別
に
基
づ
く
区
別
の
検
討

�

社
会
保
障
制
度
に
お
け
る
性
別
に
基
づ
く
区
別
の
正
当
化

本
判
決
で
は
巧
妙
に
回
避
さ
れ
た
が
︑
地
公
災
法
三
二
条
一
項
た
だ
し

書
き
が
定
め
る
本
件
区
別
は
︑
年
齢
要
件
の
な
い
妻
と
年
齢
要
件
の
あ
る

夫
と
で
受
給
要
件
に
相
違
を
設
け
る
も
の
で
あ
り
︑
受
給
順
位
が
同
一
で

あ
る
配
偶
者
の
枠
に
関
す
る
限
り
︑
性
別
に
基
づ
く
区
別
に
該
当
す
る
事

案
で
あ
る
︒
そ
こ
で
妻
に
の
み
年
齢
要
件
を
課
さ
な
い
こ
と
は
︑
地
方
公

務
員
の
夫
に
扶
養
さ
れ
て
い
た
妻
が
︑
夫
の
死
後
そ
の
年
齢
の
如
何
に
拘

ら
ず
自
活
困
難
で
あ
る
こ
と
を
推
定
さ
せ
る
︒
こ
う
し
た
社
会
保
障
制
度

に
お
け
る
女
性
優
遇
は
︑
一
方
で
男
性
を
主
な
生
計
維
持
者
と
し
︑
他
方

で
女
性
を
家
事
労
働
に
従
事
さ
せ
る
︑
戦
後
日
本
の
性
別
役
割
分
業
に
基

づ
く
家
族
モ
デ
ル
を
背
景
と
し
て
い
る㊽
︒

と
こ
ろ
で
︑
社
会
保
障
制
度
に
お
い
て
性
別
に
基
づ
く
区
別
が
容
易
に

正
当
化
さ
れ
る
の
は
︑
国
民
の
生
活
保
障
や
個
人
の
自
立
︵
自
律
︶
支
援

と
い
っ
た
︑
社
会
に
現
存
す
る
ニ
ー
ズ
に
応
答
す
る
と
い
う
社
会
保
障
の

目
的
に
由
来
す
る
と
さ
れ
て
い
る㊾
︒
す
な
わ
ち
︑
社
会
の
中
で
男
性
に
比

し
て
女
性
に
よ
り
大
き
な
ニ
ー
ズ
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
︑
そ
れ
に
応
じ

て
女
性
に
優
先
的
な
給
付
を
行
う
こ
と
は
︑
憲
法
二
五
条
が
保
障
す
る
生

存
権
の
実
現
と
し
て
む
し
ろ
積
極
的
に
正
当
化
さ
れ
る
見
方
が
あ
り
得
る㊿
︒

本
件
で
は
︑
妻
に
の
み
年
齢
要
件
を
課
さ
な
い
受
給
資
格
規
定
は
︑
地
裁

か
ら
最
高
裁
ま
で
一
貫
し
て
法
律
制
定
時
に
は
一
定
の
合
理
性
が
あ
る
と

さ
れ
︑
社
会
状
況
の
変
化
に
よ
っ
て
そ
の
合
理
性
が
喪
失
し
た
か
否
か
が

問
わ
れ
て
い
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
本
件
区
別
の
平
等
原
則
審
査
で
問
わ
れ

て
い
た
の
は
︑
夫
︵
男
性
︶
に
比
し
て
妻
︵
女
性
︶
の
自
活
困
難
性
を
推

定
し
得
る
状
況
が
真
に
あ
っ
た
か
否
か
で
あ
る
︒

�

性
別
に
基
づ
く
区
別
の
再
生
産

し
か
し
︑
こ
う
し
た
妻
の
自
活
困
難
性
を
推
定
す
る
見
方
に
対
し
て
は
︑

そ
れ
が
法
的
意
義
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
︑
﹁
法
秩
序
そ
れ
自
体
が
社
会
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実
態
の
中
に
あ
る
差
別
的
意
識
を
助
長
し
︑
社
会
の
中
に
存
在
す
る
差
別

構
造
を
温
存
し
︑
再
生
産
す
る
役
割
を
果
た
す
﹂
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る(
︒

前
述
し
た
よ
う
に
︑
社
会
保
障
制
度
に
お
い
て
は
︑
性
別
に
基
づ
く
区
別

を
正
当
化
す
る
も
の
が
社
会
に
現
存
す
る
女
性
の
ニ
ー
ズ
で
あ
り
︑
ま
た

か
か
る
ニ
ー
ズ
は
︑
ま
さ
に
社
会
保
障
立
法
に
よ
っ
て
固
定
化
さ
れ
る
も

の
だ
か
ら
で
あ
る
︒
そ
し
て
本
件
の
場
合
︑
遺
族
補
償
年
金
の
受
給
要
件

に
つ
き
妻
に
の
み
年
齢
要
件
を
課
さ
な
い
こ
と
は
︑
同
じ
配
偶
者
の
地
位

に
あ
り
な
が
ら
年
齢
要
件
が
課
さ
れ
る
夫
に
対
す
る
男
性
差
別
と
し
て
機

能
す
る
︒
そ
れ
ば
か
り
か
︑
他
方
で
公
務
員
に
就
く
妻
の
側
か
ら
は
︑
限

ら
れ
た
場
面
で
し
か
遺
族
補
償
年
金
を
夫
に
残
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
い

う
点
で
︑
女
性
差
別
と
し
て
機
能
す
る
恐
れ
が
あ
る)
︒

た
し
か
に
︑
社
会
に
現
存
す
る
ニ
ー
ズ
が
真
に
必
要
な
形
で
あ
る
な
ら

ば
︑
性
別
に
基
づ
く
区
別
を
正
当
化
す
る
こ
と
は
可
能
か
も
し
れ
な
い
︒

し
か
し
︑
ニ
ー
ズ
を
満
た
す
必
要
性
が
時
の
経
過
と
共
に
薄
れ
て
い
く
な

ら
ば
︑
性
別
に
基
づ
く
別
異
取
扱
い
を
定
め
る
法
規
定
は
︑
人
々
に
と
っ

て
﹁
行
動
抑
制
的
な
機
能
﹂
を
果
た
し
︑
﹁
人
々
の
自
律
的
・
主
体
的
生

の
追
求
を
非
常
に
困
難
に
さ
せ
る
可
能
性
が
あ
る*
﹂
︒

も
っ
と
も
︑
こ
う
し
た
社
会
学
的
な
認
識
を
︑
裁
判
の
場
面
で
使
用
可

能
な
法
的
論
拠
に
ま
で
彫
琢
し
得
る
か
は
︑
別
途
問
題
と
な
ろ
う
︒
現
実

的
に
は
︑
裁
判
所
は
︑
た
と
え
政
治
部
門
に
よ
る
制
度
設
計
が
前
提
と
な

る
社
会
保
障
制
度
に
あ
っ
て
も
︑
性
別
に
基
づ
く
区
別
を
設
け
る
法
規
定

に
対
し
て
は
︑
憲
法
一
四
条
一
項
後
段
列
挙
事
由
に
基
づ
き
そ
の
合
理
性

を
批
判
的
に
吟
味
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る+
︒
そ
の
意
味
で
︑

本
件
下
級
審
判
決
の
よ
う
に
︑
法
制
度
を
支
え
る
合
理
性
の
有
無
を
立
法

事
実
の
変
遷
を
通
じ
て
検
証
す
る
こ
と
は
︑
社
会
に
現
存
す
る
ニ
ー
ズ
を

立
証
す
る
が
故
に
︑
社
会
保
障
制
度
に
お
け
る
平
等
原
則
審
査
に
と
っ
て

有
効
な
統
制
手
段
だ
と
評
価
し
得
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
本
判
決
は
︑
本
件

区
別
が
性
別
に
基
づ
く
区
別
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
上
で
︑
そ
の
合
理
性

の
有
無
を
実
質
的
に
審
査
す
る
べ
き
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る,
︒

Ⅴ

立
法
事
実
論
の
検
討

本
件
で
は
地
裁
か
ら
最
高
裁
に
か
け
て
︑
妻
に
の
み
年
齢
要
件
を
課
さ

な
い
地
公
災
法
三
二
条
一
項
た
だ
し
書
き
の
規
定
の
合
理
性
が
︑
立
法
事

実
の
有
無
に
照
ら
し
て
審
査
さ
れ
て
き
た
︒
こ
の
点
︑
地
裁
判
決
と
高
裁

判
決
は
︑
地
公
災
法
の
制
定
当
時
に
お
け
る
本
件
区
別
の
合
理
性
を
と
も

に
認
め
つ
つ
︑
現
在
に
お
け
る
本
件
区
別
の
合
理
性
の
有
無
で
袂
を
分
か

っ
た
︵
い
わ
ゆ
る
﹁
事
情
の
変
化
論
﹂
︶
︒

立
法
事
実
の
変
化
に
照
ら
し
て
違
憲
判
決
を
下
す
姿
勢
は
︑
地
裁
判
決

が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
︑
近
時
の
裁
判
所
が
違
憲
判
決
を
下
す
際
の

﹁
定
石
的
手
法-
﹂
と
な
っ
て
い
る
︒
も
っ
と
も
︑
こ
う
し
た
﹁
立
法
事
実

の
変
化
に
よ
る
違
憲
論
は
︑
あ
る
種
恣
意
的
な
部
分
が
あ
り
︑
不
安
定
﹂

と
評
さ
れ
る
よ
う
に.
︑
事
情
の
変
化
論
は
使
い
勝
手
が
良
い
反
面
︑
裁
判
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所
に
提
出
さ
れ
た
証
拠
資
料
の
う
ち
何
を
参
照
す
る
か
に
つ
き
︑
何
か
し

ら
の
基
準
が
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
︒

こ
こ
で
疑
問
な
の
は
︑
広
範
な
立
法
裁
量
を
正
面
か
ら
認
め
る
高
裁
判

決
が
︑
な
ぜ
敢
え
て
踏
み
込
ん
だ
立
法
事
実
の
検
証
に
着
手
し
た
の
か
で

あ
る
︒
地
裁
判
決
で
は
︑
性
別
と
い
う
区
別
事
由
が
考
慮
さ
れ
た
結
果
︑

本
件
区
別
の
合
理
性
が
﹁
憲
法
に
照
ら
し
て
不
断
に
検
討
さ
れ
﹂
ね
ば
な

ら
な
い
と
し
て
︑
立
法
事
実
の
検
証
が
行
わ
れ
た/
︒
し
か
し
︑
高
裁
判
決

で
は
か
か
る
論
理
は
採
ら
れ
て
い
な
い
︒
裁
判
所
は
︑
学
生
無
年
金
訴
訟

判
決
の
よ
う
に
︑
平
等
原
則
違
反
の
不
在
を
広
範
な
立
法
裁
量
を
理
由
に

是
認
す
る
こ
と
も
可
能
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る0
︒

こ
の
点
に
つ
き
︑
高
裁
判
決
で
は
地
裁
判
決
と
同
様
に
︑
本
件
区
別
を

肯
定
す
る
だ
け
の
﹁
性
別
に
よ
る
差
異
を
示
す
社
会
事
情
が
存
在
す
る
か
︑

と
い
う
審
査
﹂
が
な
さ
れ
て
お
り
︑
﹁
こ
の
よ
う
な
審
査
で
は
︑
立
法
事

実
の
変
化
に
つ
い
て
の
不
断
の
審
査
が
求
め
ら
れ
︑
し
か
も
︑
合
理
的
関

連
性
の
問
題
が
︑
社
会
事
情
の
変
化
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
と
い
う

問
題
と
し
て
処
理
さ
れ
る
﹂
と
す
る
見
解
が
存
す
る1
︒
し
か
し
︑
﹁
社
会

事
情
が
存
在
す
る
か
︑
と
い
う
審
査
﹂
を
す
る
だ
け
な
ら
ば
︑
本
件
処
分

時
の
社
会
事
情
の
み
を
考
慮
す
れ
ば
十
分
な
は
ず
で
あ
る
︒
右
の
見
解
は
︑

裁
判
所
が
あ
え
て
﹁
立
法
事
実
の
変﹅

化﹅

﹂
︵
傍
点
筆
者
︶
を
検
証
し
た
こ

と
の
理
由
に
は
な
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

そ
れ
で
は
︑
な
ぜ
高
裁
判
決
は
立
法
事
実
の
変
化
を
検
証
し
た
の
か
︒

そ
の
理
由
と
し
て
︑
第
一
に
︑
裁
判
所
は
女
性
の
労
働
力
率
の
上
昇
か
ら

社
会
状
況
の
変
化
を
一
定
程
度
は
認
め
て
お
り2
︑
法
律
制
定
時
か
ら
の
社

会
状
況
の
変
化
を
示
す
こ
と
で
将
来
的
な
違
憲
の
可
能
性
を
示
唆
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑
高
裁
判
決
で
は
男
女
間
の
格

差
が
縮
小
し
た
と
の
積
極
的
な
主
張
は
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
︑
こ

の
可
能
性
を
と
る
の
は
難
し
い
だ
ろ
う
︒

第
二
に
︑
違
憲
を
支
持
す
る
論
者
に
対
す
る
譲
歩
と
し
て
︑
裁
判
所
は

踏
み
込
ん
だ
審
査
を
行
っ
た
と
い
う
こ
と
を
︑
ポ
ー
ズ
と
し
て
示
し
た
可

能
性
が
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
で
︑
な
ぜ
裁
判
所
が
広
範
な
立

法
裁
量
を
認
め
つ
つ
も
︑
他
方
で
踏
み
込
ん
だ
立
法
事
実
の
検
証
に
着
手

し
た
か
の
一
応
の
説
明
が
つ
く
︒
も
っ
と
も
︑
立
法
事
実
の
変
化
の
検
証

は
︑
従
来
で
あ
れ
ば
裁
判
所
が
立
法
府
に
対
し
敬
譲
を
払
い
つ
つ
違﹅

憲﹅

判﹅

決﹅

を
下
す
技
術
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
は
ず
で
あ
る3
︑
高
裁
判
決
は
︑

地
裁
判
決
で
違
憲
判
断
の
決
定
打
と
な
っ
た
女
性
の
自
活
可
能
性
を
否
定

す
る
こ
と
で
︑
地
公
災
法
三
二
条
一
項
た
だ
し
書
き
の
合
憲
性
を
む
し
ろ

積
極
的
に
是
認
す
る
効
果
を
も
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
下
級
審
判
決
と
は
異
な
り
︑
本
判
決
で
立
法
事
実
の
射
程

は
︑
﹁
上
告
人
に
対
す
る
不
支
給
処
分
が
行
わ
れ
た
当
時
﹂
に
限
定
さ
れ

て
お
り
︑
本
件
処
分
時
に
お
け
る
本
件
区
別
の
合
理
性
が
問
わ
れ
た
の
み

で
あ
っ
た4
︒
も
っ
と
も
︑
﹁
不
支
給
処
分
が
行
わ
れ
た
当
時
に
お
い
て
も﹅

﹂

︵
傍
点
筆
者
︶
と
あ
る
よ
う
に
︑
最
高
裁
に
お
い
て
︑
地
公
災
法
制
定
時
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に
お
け
る
本
件
区
別
の
合
理
性
は
前
提
と
さ
れ
て
い
る5
︒
し
た
が
っ
て
︑

本
件
区
別
に
つ
き
︑
本
判
決
と
下
級
審
判
決
と
で
は
︑
法
律
制
定
時
の
合

理
性
を
共
有
し
つ
つ
も
︑
そ
れ
か
ら
の
時
間
的
推
移
を
本
件
処
分
時
で
判

断
す
る
か
︑
そ
れ
と
も
判
決
が
下
さ
れ
た
時
点
で
判
断
す
る
の
か
で
一
見

し
た
と
こ
ろ
相
違
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る6
︒
も
っ
と
も
︑
下
級
審
に
あ

っ
て
も
︑
立
法
事
実
の
変
化
で
検
証
さ
れ
た
資
料
群
は
︑
処
分
時
の
同
年

︵
平
成
二
三
年
︶
か
前
年
の
も
の
で
あ
る
か
ら
︑
か
か
る
相
違
は
そ
れ
程

重
要
な
意
味
を
持
た
な
い
か
も
し
れ
な
い
︒

Ⅵ

結

語

本
判
決
は
︑
遺
族
補
償
年
金
を
社
会
保
障
的
性
格
と
し
て
位
置
づ
け
た

が
︑
仮
に
社
会
保
障
制
度
と
し
て
理
解
す
る
な
ら
ば
︑
か
か
る
制
度
の
特

質
に
つ
い
て
明
示
的
な
位
置
づ
け
を
行
っ
た
上
で
︑
平
等
原
則
や
性
別
と

い
っ
た
考
慮
事
項
を
十
分
に
考
慮
し
た
判
断
が
本
来
な
さ
れ
る
べ
き
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
︒
制
度
の
性
格
づ
け
に
の
み
言
及
す
る
だ
け
で
は
︑
そ
れ

が
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
の
か
は
判
然
と
し
な
い
だ
ろ
う
︒
加
え
て
︑
審

査
の
場
面
に
つ
き
︑
本
判
決
が
違
憲
審
査
基
準
を
何
ら
設
定
し
て
お
ら
ず
︑

ま
た
平
等
原
則
審
査
の
比
較
対
象
に
お
い
て
︑
性
別
に
基
づ
く
区
別
を
意

図
的
に
回
避
し
て
い
る
点
は
批
判
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
︒
た
と
え
社
会
保

障
制
度
で
あ
っ
て
も
平
等
原
則
に
よ
る
裁
量
統
制
が
観
念
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
か
ら
︑
本
判
決
は
︑
本
件
区
別
が
性
別
に
基
づ
く
区
別
で
あ
る
こ
と

を
正
面
か
ら
認
め
た
上
で
︑
そ
の
合
理
性
を
審
査
す
べ
き
だ
っ
た
よ
う
に

思
わ
れ
る
︒
な
お
︑
そ
れ
と
の
関
連
で
︑
立
法
事
実
の
変
化
を
検
証
す
る

審
査
手
法
に
つ
い
て
は
︑
今
後
よ
り
い
っ
そ
う
の
研
究
の
発
展
が
期
待
さ

れ
る
︒
立
法
事
実
の
変
化
が
広
範
な
立
法
裁
量
を
認
め
る
に
も
拘
ら
ず
検

証
さ
れ
︑
し
か
も
合
憲
判
決
が
下
さ
れ
た
高
裁
判
決
の
方
法
は
︑
裁
判
所

が
立
法
府
に
対
し
敬
譲
を
払
い
つ
つ
違﹅

憲﹅

判﹅

決﹅

を
下
す
技
術
と
し
て
事
情

の
変
化
論
を
理
解
し
て
き
た
従
来
の
見
方
と
は
異
な
る
傾
向
を
示
し
て
い

る
︒他

方
で
︑
立
法
裁
量
論
を
明
示
的
に
援
用
し
な
か
っ
た
本
判
決
は
︑
平

等
原
則
審
査
で
立
法
裁
量
を
強
調
す
る
従
来
の
社
会
保
障
判
例
か
ら
一
線

を
画
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
︑
今
後
の
社
会
保
障
判
例
に
い
か
な
る
影

響
を
及
ぼ
す
か
注
目
に
値
す
る
︒
さ
ら
に
︑
本
件
区
別
と
同
様
の
要
件
は
︑

労
災
保
険
法
一
六
条
の
二
第
一
項
一
号
及
び
国
公
災
法
一
六
条
一
項
一
号

の
定
め
る
遺
族
補
償
年
金
や
︑
厚
生
年
金
保
険
法
五
九
条
一
項
一
号
の
定

め
る
遺
族
厚
生
年
金
に
も
設
け
ら
れ
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
本
判
決
の

射
程
は
︑
趣
旨
を
同
じ
く
す
る
社
会
保
障
制
度
に
も
及
ぶ
可
能
性
が
あ
る
︒

今
後
の
裁
判
所
と
立
法
府
の
動
向
に
注
目
し
た
い
︒

①

本
判
決
の
評
釈
と
し
て
︑
淺
野
博
宣
﹁
判
批
﹂
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
五
一
八
号
・

平
成
二
九
年
度
重
要
判
例
解
説
︵
二
〇
一
八
年
︶
一
四
頁
以
下
︑
稲
森
公
嘉

﹁
判
批
﹂
論
究
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
二
号
︵
二
〇
一
七
年
︶
一
八
〇
頁
以
下
︑
倉
田
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原
志
﹁
判
批
﹂
判
例
評
論
七
一
四
号
︵
二
〇
一
八
年
︶
一
四
八
頁
以
下
︑
匿
名

解
説
﹁
判
批
﹂
判
例
時
報
二
三
四
一
号
︵
二
〇
一
七
年
︶
六
五
頁
以
下
︑
西
出

恭
子
﹁
判
批
﹂
Ｌ
Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ａ
一
七
巻
八
号
︵
二
〇
一
七
年
︶
三
四
頁
以
下
︑
信

澤
久
美
子
﹁
判
批
﹂
判
例
地
方
自
治
四
二
二
号
︵
二
〇
一
七
年
︶
一
〇
六
頁
以

下
︑
濵
口
晶
子
﹁
判
批
﹂
法
学
セ
ミ
ナ
ー
七
五
一
号
︵
二
〇
一
七
年
︶
一
一
六

頁
︑
松
本
和
彦
﹁
判
批
﹂
法
学
教
室
四
四
二
号
︵
二
〇
一
七
年
︶
一
二
四
頁
が

あ
る
︒

な
お
︑
地
裁
判
決
な
ら
び
に
高
裁
判
決
で
原
告
側
の
鑑
定
意
見
書
を
執
筆
し

た
者
に
よ
る
判
例
研
究
と
し
て
︑
西
原
博
史
﹁
遺
族
年
金
差
別
訴
訟
に
見
る
平

等
権
領
域
に
お
け
る
立
法
裁
量
の
位
置
づ
け
﹂
工
藤
達
朗
ほ
か
編
﹃
憲
法
学
の

創
造
的
展
開

上
巻
﹄
︵
信
山
社
︑
二
〇
一
七
年
︶
五
一
三
頁
以
下
が
あ
る
︒

②

地
裁
判
決
の
評
釈
と
し
て
︑
大
林
啓
吾
﹁
判
批
﹂
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
六
六

号
・
平
成
二
五
年
度
重
要
判
例
解
説
︵
二
〇
一
四
年
︶
一
九
頁
以
下
︑
川
久
保

寛
﹁
判
批
﹂
季
刊
社
会
保
障
研
究

五
〇
巻
三
号
︵
二
〇
一
四
年
︶
三
五
二
頁

以
下
︑
菊
地
憲
久
﹁
判
批
﹂
平
成
二
五
年
・
行
政
関
係
判
例
解
説
︵
二
〇
一
五

年
︶
八
九
頁
以
下
︑
菊
池
馨
実
﹁
判
批
﹂
週
刊
社
会
保
障

二
七
六
六
号
︵
二

〇
一
四
年
︶
三
二
頁
以
下
︑
倉
田
原
志
﹁
判
批
﹂
法
律
時
報
八
七
巻
五
号
︵
二

〇
一
五
年
︶
一
四
四
頁
以
下
︑
下
川
和
男
﹁
判
批
﹂
賃
金
と
社
会
保
障
一
六
〇

九
号
四
二
頁
︵
二
〇
一
四
年
︶
︑
嵩
さ
や
か
﹁
判
批
﹂
判
例
評
論
六
七
一
号

︵
二
〇
一
五
年
︶
一
四
八
頁
以
下
︑
常
森
裕
介
﹁
判
批
﹂
賃
金
と
社
会
保
障
一

六
一
二
号
︵
二
〇
一
四
年
︶
五
三
頁
以
下
︑
長
尾
英
彦
﹁
判
批
﹂
中
京
法
学

四
九
巻
一

二
号
︵
二
〇
一
四
年
︶
八
七
頁
以
下
︑
長
岡
徹
﹁
判
批
﹂
新
・
判

例
解
説

W
a
tc
h
一
五
号
︵
二
〇
一
四
年
︶
一
九
頁
以
下
︑
夏
井
高
人
﹁
判
批
﹂

判
例
地
方
自
治

三
七
七
号
︵
二
〇
一
四
年
︶
一
〇
〇
頁
以
下
︑
西
和
江
﹁
判

批
﹂
季
刊
労
働
法

二
四
六
号
︵
二
〇
一
四
年
︶
一
一
四
頁
以
下
が
あ
る
︒

③

高
裁
判
決
の
評
釈
と
し
て
︑
江
口
隆
裕
﹁
判
批
﹂
社
会
保
障
研
究
一
巻
二
号

︵
二
〇
一
六
年
︶
四
六
五
頁
以
下
︑
尾
形
健
﹁
判
批
﹂
社
会
保
障
法
研
究
六
号

︵
二
〇
一
六
年
︶
一
六
九
頁
以
下
︑
笠
木
映
里
﹁
判
批
﹂
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
九

六
号
︵
二
〇
一
六
年
︶
一
〇
三
頁
以
下
︑
河
谷
は
る
み
﹁
判
批
﹂
九
州
看
護
福

祉
大
学
紀
要
一
七
巻
一
号
︵
二
〇
一
六
年
︶
二
九
頁
以
下
︑
坂
井
岳
夫
﹁
判

批
﹂
社
会
保
障
判
例
百
選
︹
第
五
版
︺
︵
二
〇
一
六
年
︶
一
四
頁
以
下
︑
佐
々

木
く
み
﹁
判
批
﹂
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
九
二
号
・
平
成
二
七
年
度
重
要
判
例
解
説

︵
二
〇
一
六
年
︶
一
六
頁
以
下
︑
笹
沼
朋
子
﹁
判
批
﹂
愛
媛
法
学
会
雑
誌

四

三
巻
一

二
号
︵
二
〇
一
六
年
︶
一
〇
一
頁
以
下
︑
鈴
木
和
孝
﹁
判
批
﹂
平
成

二
七
年
・
行
政
関
係
判
例
解
説
︵
二
〇
一
七
年
︶
五
四
頁
以
下
︑
鈴
木
圭
一

﹁
判
批
﹂
訟
務
月
報

五
二
巻
四
号
︵
二
〇
一
六
年
︶
五
五
八
頁
以
下
︑
常
森

裕
介
﹁
判
批
﹂
社
会
保
障
法
研
究
六
号
︵
二
〇
一
六
年
︶
一
九
一
頁
以
下
︑
中

川
純
﹁
判
批
﹂
論
究
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
六
号
︵
二
〇
一
六
年
︶
九
四
頁
以
下
が
あ

る
︒

④

森
戸
英
幸
﹁
社
会
保
障
に
お
け
る
男
女
差
別
﹂
森
戸
ほ
か
編
﹃
差
別
禁
止
法

の
新
展
開
﹄
︵
日
本
評
論
社
︑
二
〇
〇
八
年
︶
二
二
七
頁
以
下
︑
二
二
七
頁
︒

⑤

参
照
︑
笠
木
映
里
﹁
憲
法
と
社
会
保
障
法
﹂
宍
戸
常
寿
ほ
か
編
﹃
憲
法
学
の

ゆ
く
え
﹄
︵
日
本
評
論
社
︑
二
〇
一
六
年
︶
四
〇
八
頁
以
下
︑
四
一
三
頁
以
下
︒

⑥

法
改
正
の
解
説
に
つ
い
て
は
︑
﹁
法
令
解
説
﹂
時
の
法
令
一
八
六
三
号
︵
二

〇
一
〇
年
︶
三
八
頁
以
下
︑
﹁
法
令
解
説
﹂
時
の
法
令
一
九
二
四
号
︵
二
〇
一

三
年
︶
四
頁
以
下
を
参
照
︒

⑦

参
照
︑
西
出
︵
前
掲
註
①
︶
三
五
頁
︑
信
澤
︵
前
掲
註
①
︶
一
〇
八
頁
︑
鈴

木
︵
前
掲
註
③
︶
六
四
頁
︒

⑧

参
照
︑
尾
形
︵
前
掲
註
③
︶
一
八
二
頁
以
下
︒
同
様
の
指
摘
と
し
て
︑
稲
森

︵
前
掲
註
①
︶
一
八
三
頁
を
参
照
︒

⑨

な
お
︑
国
公
災
法
の
立
法
目
的
︵
同
一
条
︶
に
は
︑
制
定
当
初
同
旨
の
文
言

が
存
在
せ
ず
︑
年
金
ス
ラ
イ
ド
規
定
の
整
備
に
伴
う
昭
和
六
〇
年
の
同
法
第
三
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八
次
改
正
を
経
て
初
め
て
︑
﹁
被
災
職
員
及
び
そ
の
遺
族
の
生
活
の
安
定
と
福

祉
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
﹂
が
加
筆
さ
れ
て
い
る
︵
﹁
国
家
公
務
員
災
害
補

償
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
﹂
︵
法
律
第
六
十
七
号
︵
昭
和
六
〇
年
六
月
一

八
日
︶
︶
︶
︒
も
っ
と
も
︑
か
か
る
立
法
目
的
の
修
正
は
︑
立
法
過
程
で
は
審
議

さ
れ
た
跡
が
な
く
︑
同
法
の
社
会
保
障
化
を
反
映
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

⑩

参
照
︑
地
方
公
務
員
災
害
補
償
制
度
研
究
会
編
﹃
三
訂
版

地
方
公
務
員
災

害
補
償
法
逐
条
解
説
﹄
︵
ぎ
ょ
う
せ
い
︑
二
〇
一
八
年
︶
一
五
頁
以
下
︑
一
七

頁
以
下
︒

⑪

参
照
︑
地
方
公
務
員
災
害
補
償
制
度
研
究
会
編
︵
前
掲
註
⑩
︶
一
八
頁
︒

⑫

参
照
︑
西
村
健
一
郎
﹃
社
会
保
障
法
﹄
︵
有
斐
閣
︑
二
〇
〇
三
年
︶
三
二
六

頁
︑
菊
池
馨
実
﹃
社
会
保
障
法
﹄
︵
有
斐
閣
︑
二
〇
一
四
年
︶
二
四
七
頁
以
下
︒

⑬

参
照
︑
岩
村
正
彦
﹁
労
災
保
険
政
策
の
課
題
﹂
日
本
労
働
法
学
会
編
・
講
座

二
一
世
紀
の
労
働
法
第
七
巻
﹃
健
康
・
安
全
と
家
庭
生
活
﹄
︵
有
斐
閣
︑
二
〇

〇
〇
年
︶
一
九
頁
以
下
︑
二
三
頁
︒

⑭

菊
池
︵
前
掲
註
⑫
︶
二
四
八
頁
︒
同
様
の
指
摘
と
し
て
︑
西
村
︵
前
掲
註

⑫
︶
三
二
八
頁
を
参
照
︒

⑮

参
照
︑
倉
田
︵
前
掲
註
①
︶
一
四
九
頁
︒

⑯

参
照
︑
常
森
︵
前
掲
註
③
︶
二
〇
〇
頁
︒

⑰

参
照
︑
匿
名
解
説
︵
前
掲
註
①
︶
六
七
頁
︒

⑱

参
照
︑
笠
木
︵
前
掲
註
③
︶
一
〇
五
頁
︒
な
お
︑
岩
村
正
彦
は
﹁
給
付
の
優

位
性
と
使
用
者
の
財
政
負
担
﹂
を
﹁
労
災
保
険
の
基
本
的
構
造
﹂
と
す
る
が
︑

﹁
こ
の
基
本
的
構
造
の
枠
を
超
え
な
い
か
ぎ
り
︑
労
基
法
の
災
害
補
償
責
任
の

担
保
と
い
う
原
点
に
全
面
的
に
拘
束
さ
れ
る
必
要
は
な
い
︒
基
本
的
構
造
の
枠

の
範
囲
内
で
︑
政
策
の
策
定
や
制
度
設
計
を
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
﹂
と
指

摘
す
る
︵
参
照
︑
岩
村
︵
前
掲
註
⑬
︶
二
五
頁
︑
二
七
頁
︶
︒

⑲

し
た
が
っ
て
︑
本
件
下
級
審
判
決
を
評
し
て
︑
遺
族
補
償
年
金
の
性
格
の
相

違
が
違
憲
審
査
基
準
の
相
違
を
導
く
と
す
る
指
摘
︵
西
出
︵
前
掲
註
①
︶
三
五

頁
︑
信
澤
︵
前
掲
註
①
︶
一
〇
八
頁
︑
鈴
木
︵
前
掲
註
③
︶
六
四
頁
︶
は
︑
下

級
審
判
決
の
理
解
の
方
法
と
し
て
は
一
面
的
に
過
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
な

お
︑
こ
の
点
に
つ
き
稲
森
公
嘉
は
︑
﹁
遺
族
補
償
年
金
の
法
的
性
格
が
何
で
あ

る
か
は
︑
社
会
保
障
的
性
格
の
場
合
に
堀
木
判
決
か
ら
広
い
立
法
裁
量
が
導
か

れ
︑
憲
法
一
四
条
一
項
の
違
憲
審
査
に
お
い
て
も
他
の
一
般
の
場
合
よ
り
も
緩

や
か
な
基
準
が
採
用
さ
れ
る
︑
と
い
う
前
提
に
立
つ
場
合
に
の
み
意
味
を
有
す

る
の
で
あ
っ
て
︑
も
し
遺
族
補
償
年
金
の
法
的
性
格
が
違
憲
審
査
基
準
の
決
定

に
必
ず
し
も
直
結
す
る
も
の
で
は
な
い
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
ほ
ど
重
要
な
論
点
で

は
な
い
と
い
え
そ
う
で
あ
る
﹂
と
的
確
に
指
摘
す
る
︵
稲
森
︵
前
掲
註
①
︶
一

八
三
頁
︶
︒

⑳

参
照
︑
宍
戸
常
寿
﹃
憲
法

解
釈
論
の
応
用
と
展
開
︹
第
二
版
︺
﹄
︵
日
本
評

論
社
︑
二
〇
一
四
年
︶
一
一
三
頁
︑
山
本
ま
ゆ
こ
﹁
日
本
国
憲
法
第
一
四
条
と

社
会
福
祉
の
関
係
に
つ
い
て
の
一
考
察
﹂
社
会
保
障
法
研
究
三
号
︵
二
〇
一
四

年
︶
一
五
三
頁
以
下
︑
一
五
六
頁
︒
平
等
原
則
審
査
に
お
け
る
平
等
原
則
と
比

例
原
則
の
混
淆
に
つ
い
て
は
︑
石
川
健
治
﹁
国
籍
法
違
憲
大
法
廷
判
決
を
め
ぐ

っ
て
︵
三
・
完
︶
﹂
法
学
教
室
三
四
六
号
︵
二
〇
〇
九
年
︶
七
頁
以
下
も
参
照

の
こ
と
︒

㉑

参
照
︑
松
本
︵
前
掲
註
①
︶
一
二
四
頁
︒

㉒

こ
の
点
に
つ
き
︑
倉
田
︵
前
掲
註
①
︶
一
五
〇
頁
以
下
の
説
明
が
詳
し
い
︒

㉓

参
照
︑
安
西
文
雄
ほ
か
﹃
憲
法
学
読
本
︹
第
二
版
︺
﹄
︵
有
斐
閣
︑
二
〇
一
四

年
︶
九
七
頁
以
下
︹
安
西
執
筆
︺
︒

㉔

こ
の
点
に
つ
き
︑
嵩
さ
や
か
は
︑
﹁
そ
れ
︹
本
件
区
別
が
性
別
と
い
う
憲
法

一
四
条
後
段
列
挙
事
由
に
該
当
す
る
区
別
で
あ
る
こ
と
︺
に
よ
り
導
か
れ
て
い

る
の
は
審
査
の
厳
格
さ
で
は
な
く
︑
立
法
の
基
礎
と
な
っ
た
社
会
状
況
の
変
化

に
応
じ
て
常
に
憲
法
に
照
ら
し
て
検
討
す
る
こ
と
の
必
要
性
で
あ
り
︑
Ｘ
が
主
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張
す
る
厳
格
な
合
理
性
の
基
準
は
⁝
⁝
大
量
か
つ
定
型
的
処
理
が
要
請
さ
れ
る

社
会
保
障
の
性
質
を
有
す
る
立
法
に
お
け
る
立
法
者
の
裁
量
を
確
保
す
る
必
要

性
か
ら
︑
明
確
に
排
除
さ
れ
て
い
る
﹂
と
指
摘
す
る
︵
参
照
︑
嵩
︵
前
掲
註

②
︶
一
四
九
頁
︶
︒
た
し
か
に
︑
地
裁
判
決
に
お
い
て
︑
﹁
厳
格
な
合
理
性
の
基

準
﹂
そ
れ
自
体
を
採
用
す
る
こ
と
は
明
示
的
に
否
定
さ
れ
て
は
い
た
が
︑
﹁
社

会
状
況
の
変
化
に
応
じ
て
常
に
憲
法
に
照
ら
し
て
検
討
す
る
﹂
こ
と
を
宣
言
し
︑

実
際
に
立
法
事
実
の
変
化
が
検
証
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
︑
違
憲
審
査
基
準
の

実
質
的
な
厳
格
化
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

㉕

参
照
︑
尾
形
︵
前
掲
註
③
︶
一
八
三
頁
︑
稲
森
︵
前
掲
註
①
︶
一
八
三
頁
︒

㉖

最
大
判
昭
和
三
九
年
五
月
二
七
日
民
集
一
八
巻
四
号
六
七
六
頁
︒

㉗

最
大
判
昭
和
四
八
年
四
月
四
日
刑
集
二
七
巻
三
号
二
六
五
頁
︒

㉘

こ
う
し
た
判
例
引
用
の
仕
方
を
批
判
す
る
も
の
と
し
て
︑
川
久
保
︵
前
掲
註

②
︶
三
五
八
頁
︑
鈴
木
︵
前
掲
註
③
︶
六
四
頁
以
下
を
参
照
︒

な
お
︑
社
会
保
障
制
度
に
お
け
る
平
等
原
則
審
査
で
社
会
保
障
判
例
を
引
用

し
な
い
姿
勢
は
︑
外
ぼ
う
の
醜
状
障
害
に
つ
き
男
女
で
異
な
る
規
定
を
設
け
る

障
害
等
級
表
が
憲
法
一
四
条
一
項
に
違
反
す
る
と
し
た
︑
障
害
等
級
男
女
差
判

決
で
も
見
ら
れ
る
︵
京
都
地
判
平
成
二
二
年
五
月
二
七
日
判
時
二
〇
九
三
号
七

三
頁
︶
︒
た
だ
し
︑
当
該
判
決
で
は
︑
障
害
等
級
表
を
策
定
す
る
﹁
厚
生
労
働

大
臣
の
比
較
的
広
範
な
裁
量
権
の
存
在
を
前
提
に
︑
本
件
差
別
的
取
扱
い
に
つ

い
て
︑
そ
の
策
定
理
由
に
合
理
的
根
拠
が
あ
り
︑
か
つ
︑
そ
の
差
別
が
策
定
理

由
と
の
関
連
で
著
し
く
不
合
理
な
も
の
で
は
な
く
︑
厚
生
労
働
大
臣
に
与
え
ら

れ
た
合
理
的
な
裁
量
判
断
の
限
界
を
超
え
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は

合
憲
で
あ
る
﹂
と
し
た
上
で
︑
策
定
理
由
に
根
拠
は
あ
る
が
︑
著
し
い
外
ぼ
う

の
醜
状
障
害
に
つ
き
男
女
差
別
す
る
こ
と
の
不
合
理
さ
が
著
し
い
こ
と
か
ら
︑

障
害
等
級
表
の
差
別
的
取
扱
い
を
定
め
る
部
分
は
憲
法
一
四
条
一
項
に
違
反
す

る
と
さ
れ
た
︒
こ
れ
は
︑
目
的
審
査
に
区
別
の
正
当
化
が
含
ま
れ
︑
手
段
審
査

で
区
別
の
均
衡
性
が
問
わ
れ
た
尊
属
殺
重
罰
規
定
判
決
の
論
理
が
踏
襲
さ
れ
た

事
例
で
あ
る
と
さ
れ
る
︵
参
照
︑
渡
辺
康
行
ほ
か
﹃
憲
法
Ｉ
基
本
権
﹄
︵
日
本

評
論
社
︑
二
〇
一
六
年
︶
一
四
三
頁
︹
渡
辺
執
筆
︺
︶
︒

㉙

参
照
︑
小
山
剛
﹃
﹁
憲
法
上
の
権
利
﹂
の
作
法
︹
第
三
版
︺
﹄
︵
尚
学
社
︑
二

〇
一
六
年
︶
一
八
一
頁
以
下
︒

㉚

最
大
判
平
成
二
〇
年
六
月
四
日
民
集
六
二
巻
六
号
一
三
六
七
頁
︒

㉛

最
大
判
平
成
二
五
年
九
月
四
日
民
集
六
七
巻
六
号
一
三
二
〇
頁
︒

㉜

参
照
︑
倉
田
︵
前
掲
註
②
︶
一
四
六
頁
︑
長
岡
︵
前
掲
註
②
︶
二
一
頁
︒

㉝

最
大
判
昭
和
五
七
年
七
月
七
日
民
集
三
六
巻
七
号
一
二
三
五
頁
︒

㉞

最
一
判
平
成
元
年
三
月
二
日
訴
月
三
五
巻
九
号
一
七
五
四
頁
︒

㉟

最
二
判
平
成
一
九
年
九
月
二
八
日
民
集
六
一
巻
六
号
二
三
四
五
頁
︒

㊱

こ
の
点
に
つ
き
︑
松
本
和
彦
は
︑
﹁
妻
と
妻
以
外
の
遺
族
の
区
別
が
﹁
社
会

保
障
の
性
格
を
有
す
る
﹂
遺
族
補
償
年
金
制
度
に
盛
り
込
ま
れ
た
と
理
解
し
た

か
ら
こ
そ
︑
本
件
の
先
例
と
し
て
︑
社
会
保
障
制
度
上
の
区
別
を
扱
っ
た
堀
木

訴
訟
判
決
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
﹂
と
推
測
す
る
︵
参
照
︑
松
本

︵
前
掲
註
①
︶
一
二
四
頁
︶
︒

㊲

こ
の
点
に
つ
き
︑
淺
野
博
宣
は
︑
﹁
審
査
基
準
の
役
割
が
判
断
過
程
を
明
示

し
説
得
力
を
高
め
る
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
︑
や
は
り
最
高
裁
自
ら

が
堀
木
判
決
は
い
か
な
る
先
例
的
意
義
を
も
つ
と
考
え
る
か
明
言
す
べ
き
だ
っ

た
﹂
と
批
判
す
る
︵
参
照
︑
淺
野
︵
前
掲
註
①
︶
一
五
頁
︶
︒

㊳

参
照
︑
西
原
︵
前
掲
註
①
︶
五
二
四
頁
︑
植
木
淳
﹁
平
等
原
則
と
社
会
保

障
﹂
北
九
州
市
立
大
学
法
政
論
集
三
二
巻
二

三
号
︵
二
〇
一
四
年
︶
一
一
九

頁
以
下
︑
一
三
二
頁
︒
も
っ
と
も
︑
山
本
ま
ゆ
こ
は
︑
﹁
︹
憲
法
︺
二
五
条
関
連

事
案
に
お
い
て
︹
憲
法
︺
一
四
条
独
自
の
判
断
枠
組
を
適
用
す
る
こ
と
は
﹂
︑

﹁
﹁
不
正
な
差
別
﹂
︑
人
格
的
価
値
に
関
す
る
差
別
に
関
わ
る
事
案
を
除
い
て
は

困
難
で
あ
る
﹂
と
指
摘
す
る
︵
山
本
︵
前
掲
註
⑳
︶
一
六
五
頁
︶
︒
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㊴

参
照
︑
戸
松
秀
典
﹃
立
法
裁
量
論
﹄
︵
有
斐
閣
︑
一
九
九
三
年
︶
一
一
八
頁
︒

㊵

参
照
︑
植
木
︵
前
掲
註
㊳
︶
一
三
四
頁
以
下
︑
木
村
草
太
﹃
平
等
な
き
平
等

条
項
論

e
q
u
a
l
p
ro
te
c
tio
n
条
項
と
憲
法
一
四
条
一
項
﹄
︵
東
京
大
学
出

版
会
︑
二
〇
〇
八
年
︶
三
九
頁
︒

㊶

な
お
︑
か
か
る
表
現
は
租
税
制
度
に
お
け
る
平
等
原
則
違
反
の
判
断
枠
組
に

は
︑
早
く
か
ら
現
れ
て
い
た
︵
最
大
判
昭
和
六
〇
年
三
月
二
七
日
民
集
三
九
巻

二
号
二
四
七
頁
︵
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
税
金
訴
訟
︶
︶
︒

㊷

参
照
︑
西
原
︵
前
掲
註
①
︶
五
二
二
頁
以
下
︒

㊸

参
照
︑
常
森
︵
前
掲
註
③
︶
一
九
六
頁
︒
西
原
博
史
に
よ
れ
ば
︑
﹁
﹁
著
し
く

合
理
性
を
欠
﹂
く
こ
と
︑
﹁
何
ら
合
理
的
理
由
の
な
い
不
当
な
差
別
的
取
扱
﹂

で
あ
る
こ
と
︑
と
い
う
形
で
設
定
さ
れ
た
違
憲
性
が
認
定
さ
れ
る
条
件
は
特
徴

的
で
あ
る
︒
⁝
⁝
そ
の
次
元
ま
で
司
法
審
査
の
統
制
密
度
を
低
め
さ
せ
︑
違
憲

を
主
張
す
る
側
の
責
任
に
お
い
て
果
た
す
べ
き
立
証
水
準
の
ハ
ー
ド
ル
を
極
限

ま
で
引
き
上
げ
た
こ
と
が
︑
控
訴
審
に
お
け
る
逆
転
劇
の
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト
で

あ
っ
た
﹂
と
す
る
︵
参
照
︑
西
原
︵
前
掲
註
①
︶
五
二
四
頁
︶
︒

㊹

参
照
︑
西
原
︵
前
掲
註
①
︶
五
三
〇
頁
︒

こ
の
点
に
つ
き
稲
森
公
嘉
は
︑
本
判
決
が
﹁
﹁
著
し
く
不
合
理
﹂
と
は
い
わ

ず
︑
単
に
﹁
合
理
的
な
理
由
﹂
の
有
無
を
問
う
に
と
ど
ま
っ
た
﹂
こ
と
に
﹁
何

ら
か
の
意
味
を
み
る
べ
き
﹂
と
的
確
に
指
摘
す
る
︒
も
っ
と
も
︑
稲
森
は
︑
本

判
決
が
﹁
社
会
保
障
的
性
格
で
あ
れ
ば
常
に
﹁
著
し
く
﹂
合
理
性
を
欠
く
か
否

か
を
問
う
一
連
の
裁
判
例
と
は
一
線
を
画
す
る
﹂
と
評
価
す
る
が
︑
そ
れ
は
憲

法
二
五
条
の
審
査
に
は
妥
当
す
る
も
の
の
︑
憲
法
一
四
条
一
項
の
平
等
原
則
審

査
に
お
い
て
も
妥
当
す
る
か
は
疑
問
で
あ
る
︵
参
照
︑
稲
森
︵
前
掲
註
①
︶
一

八
四
頁
︶
︒

㊺

参
照
︑
淺
野
︵
前
掲
註
①
︶
一
四
頁
︒

㊻

例
え
ば
︑
塩
見
訴
訟
判
決
で
は
︑
国
民
年
金
法
八
一
条
一
項
の
﹁
障
害
福
祉

年
金
の
給
付
に
関
し
て
は
︑
廃
疾
の
認
定
日
に
日
本
国
籍
が
あ
る
者
と
そ
う
で

な
い
者
と
の
間
に
区
別
が
設
け
ら
れ
て
い
る
が
﹂
︑
﹁
日
本
国
民
で
あ
る
こ
と
を

受
給
資
格
要
件
と
す
る
こ
と
は
立﹅

法﹅

府﹅

の﹅

裁﹅

量﹅

の﹅

範﹅

囲﹅

に﹅

属﹅

す﹅

る﹅

事﹅

柄﹅

と
い
う

べ
き
で
あ
る
か
ら
︑
右
取
扱
い
の
区
別
に
つ
い
て
は
︑
そ
の
合
理
性
を
否
定
す

る
こ
と
が
で
き
ず
︑
こ
れ
を
憲
法
一
四
条
一
項
に
違
反
す
る
も
の
と
い
う
こ
と

は
で
き
な
い
﹂
と
判
示
し
て
い
た
し
︑
学
生
無
年
金
訴
訟
判
決
で
は
︑
﹁
保
険

料
負
担
能
力
の
な
い
二
〇
歳
以
上
六
〇
歳
未
満
の
者
の
う
ち
二
〇
歳
以
上
の
学

生
と
そ
れ
以
外
の
者
と
の
間
に
障
害
基
礎
年
金
等
の
受
給
に
関
し
差
異
が
生
じ

て
い
た
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
︑
い
わ
ゆ
る
拠
出
制
の
年
金
で
あ
る
障
害
基
礎
年

金
等
の
受
給
に
関
し
保
険
料
の
拠
出
に
関
す
る
要
件
を
緩
和
す
る
か
ど
う
か
︑

ど
の
程
度
緩
和
す
る
か
は
︑
国
民
年
金
事
業
の
財
政
及
び
国
の
財
政
事
情
に
も

密
接
に
関
連
す
る
事
項
で
あ
っ
て
︑
立﹅

法﹅

府﹅

は﹅

︑
こ﹅

れ﹅

ら﹅

の﹅

事﹅

項﹅

の﹅

決﹅

定﹅

に﹅

つ﹅

い﹅

て﹅

広﹅

範﹅

な﹅

裁﹅

量﹅

を﹅

有﹅

す﹅

る﹅

﹂
と
判
示
し
て
い
た
︵
傍
点
筆
者
︶
︒

㊼

参
照
︑
宍
戸
︵
前
掲
註
⑳
︶
一
一
〇
頁
︒

㊽

参
照
︑
笠
木
︵
前
掲
註
⑤
︶
四
一
三
頁
以
下
︑
山
本
龍
彦
﹁
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク

シ
ョ
ン
﹂
宍
戸
ほ
か
編
︵
前
掲
註
⑤
︶
三
九
七
頁
以
下
︑
四
〇
五
頁
︒

㊾

参
照
︑
菊
池
︵
前
掲
註
⑫
︶
一
〇
頁
︑
加
藤
智
章
ほ
か
﹃
社
会
保
障
法
︹
第

六
版
︺
﹄
︵
有
斐
閣
︑
二
〇
一
五
年
︶
四
頁
以
下
︹
菊
池
馨
実
執
筆
︺
︒

㊿

参
照
︑
笠
木
︵
前
掲
註
⑤
︶
四
一
六
頁
︒
尾
形
健
は
︑
﹁
真
に
差
別
・
不
利

益
是
正
の
趣
旨
﹂
に
適
う
か
否
か
﹁
慎
重
な
吟
味
が
求
め
ら
れ
よ
う
﹂
と
留
保

し
つ
つ
︑
﹁
女
性
を
優
遇
す
る
社
会
保
障
立
法
に
つ
い
て
は
︑
個
人
の
自
律

的
・
主
体
的
生
を
支
え
る
も
の
と
し
て
憲
法
二
五
条
な
い
し
社
会
保
障
制
度
を

捉
え
る
本
章
の
見
地
か
ら
は
︑
基
本
的
に
は
積
極
﹇
的
﹈
に
評
価
さ
れ
る
べ

き
﹂
と
指
摘
す
る
︵
参
照
︑
尾
形
健
﹃
福
祉
国
家
と
憲
法
構
造
﹄
︵
有
斐
閣
︑

二
〇
一
一
年
︶
一
九
九
頁
以
下
︶
︒

(

参
照
︑
西
原
︵
前
掲
註
①
︶
五
二
一
頁
︒
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)

参
照
︑
倉
田
︵
前
掲
註
①
︶
一
五
一
頁
︑
西
原
︵
前
掲
註
①
︶
五
二
〇
頁
以

下
︑
西
︵
前
掲
註
②
︶
一
二
八
頁
︑
佐
々
木
︵
前
掲
註
③
︶
一
七
頁
︒
西
原
博

史
﹂
は
︑
地
公
災
法
三
二
条
一
項
た
だ
し
書
き
の
規
定
を
︑
﹁
配
偶
者
に
対
す

る
死
後
の
生
活
保
障
に
お
け
る
女
性
差
別
で
あ
る
こ
と
が
見
え
て
く
る
と
︑
こ

れ
が
女
性
に
対
し
て
雇
用
市
場
で
男
性
と
競
争
さ
せ
る
こ
と
を
最
初
か
ら
断
念

さ
せ
る
イ
ン
パ
ク
ト
を
持
つ
法
規
定
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
﹂
と
評
す
る
︵
参

照
︑
西
原
︵
同
上
︶
五
二
〇
頁
︶
︒
な
お
︑
嵩
さ
や
か
は
︑
憲
法
一
四
条
一
項

の
保
障
範
囲
に
﹁
差
別
抑
制
﹂
を
読
み
込
む
学
説
を
踏
ま
え
︵
参
照
︑
木
村

︵
前
掲
註
㊵
︶
一
八
四
頁
以
下
︶
︑
本
件
区
別
を
国
家
に
よ
る
性
別
役
割
分
担

意
識
を
助
長
す
る
差
別
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
発
信
と
理
解
し
︑
﹁
当
該
区
別
を
維

持
す
る
相
当
の
理
由
が
認
め
ら
れ
な
い
限
り
︑
当
該
区
別
は
﹁
立
法
当
初
か

ら
﹂
憲
法
一
四
条
一
項
に
違
反
し
て
い
た
﹂
と
指
摘
す
る
︵
参
照
︑
嵩
︵
前
掲

註
②
︶
一
五
〇
頁
︶
︒

*

尾
形
︵
参
照
︑
前
掲
註
③
︶
一
八
五
頁
︒
同
様
の
指
摘
と
し
て
︑
坂
井
︵
前

掲
註
③
︶
一
五
頁
を
参
照
︒
な
お
︑
社
会
保
障
制
度
に
お
け
る
男
女
の
別
異
取

扱
い
に
つ
い
て
笠
木
映
里
は
︑
﹁
こ
の
よ
う
な
制
度
は
︑
結
果
と
し
て
制
度
の

背
景
に
あ
る
女
性
差
別
を
固
定
化
す
る
恐
れ
が
あ
る
し
︑
国
家
に
よ
る
差
別
的

な
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
発
信
と
も
評
価
さ
れ
う
る
こ
と
か
ら
︑
実
質
的
に
は
女
性
差

別
の
問
題
と
し
て
慎
重
に
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
と
し
︑
﹁
裁
判
例

が
男
女
差
を
正
当
化
す
る
立
法
事
実
と
し
て
挙
げ
る
一
般
的
な
家
庭
モ
デ
ル
や

男
性
優
位
の
雇
用
市
場
の
状
況
は
︑
必
ず
し
も
上
記
の
よ
う
な
制
度
を
正
当
化

し
え
な
い
﹂
と
指
摘
す
る
︵
笠
木
︵
前
掲
註
⑤
︶
四
一
五
頁
以
下
︶
︒

+

参
照
︑
尾
形
︵
参
照
︑
前
掲
註
㊿
︶
一
九
九
頁
以
下
︒
こ
の
点
に
つ
き
︑
別

稿
で
尾
形
は
︑
﹁
性
に
基
づ
く
区
別
に
対
す
る
否
定
的
評
価
が
わ
が
国
法
秩
序

に
お
い
て
﹁
公
序
﹂
的
位
置
を
占
め
つ
つ
あ
る
と
す
れ
ば
︑
憲
法
一
四
条
一
項

の
後
段
列
挙
事
由
に
格
別
の
意
義
を
見
出
さ
な
い
と
し
て
も
︑
性
に
基
づ
く
区

別
を
採
用
す
る
立
法
に
つ
い
て
は
︑
平
等
原
則
の
観
点
か
ら
︑
慎
重
な
司
法
審

査
が
求
め
ら
れ
る
﹂
と
指
摘
す
る
︵
参
照
︑
尾
形
︵
前
掲
註
③
︶
一
八
四
頁
︶
︒

も
っ
と
も
︑
﹁
性
に
基
づ
く
区
別
に
対
す
る
否
定
的
評
価
が
わ
が
国
法
秩
序
に

お
い
て
﹁
公
序
﹂
的
位
置
を
占
め
つ
つ
あ
る
﹂
と
ま
で
言
え
る
か
は
︑
疑
問
な

し
と
し
な
い
︒

,

こ
の
点
に
つ
き
︑
濵
口
晶
子
は
︑
﹁
複
数
の
社
会
保
障
制
度
か
ら
の
併
給
が

問
題
と
な
っ
た
堀
木
訴
訟
と
は
異
な
り
︑
本
件
は
性
別
に
よ
る
区
別
の
合
理
性

が
問
題
と
な
っ
て
い
た
事
案
で
あ
る
か
ら
︑
本
判
決
は
︑
憲
法
一
四
条
の
違
憲

審
査
に
か
か
る
合
理
性
判
断
に
一
定
の
厳
格
化
を
も
た
ら
し
て
い
る
近
年
の
傾

向
に
照
ら
し
︑
本
件
区
別
の
合
理
性
審
査
を
な
す
べ
き
だ
っ
た
﹂
と
指
摘
す
る

︵
参
照
︑
濵
口
︵
前
掲
註
①
︶
一
一
六
頁
︶
︒

ま
た
︑
本
件
は
性
差
別
に
係
る
事
案
で
あ
る
の
だ
か
ら
︑
そ
も
そ
も
堀
木
訴

訟
判
決
を
引
用
す
る
こ
と
自
体
に
問
題
が
あ
る
と
す
る
指
摘
が
あ
る
︵
参
照
︑

淺
野
︵
前
掲
註
①
︶
一
五
頁
︑
笠
木
︵
前
掲
註
③
︶
一
〇
三
頁
︶
︒

-

宍
戸
︵
前
掲
註
⑳
︶
六
二
頁
︒

.

笠
木
映
里
ほ
か
﹁
︹
座
談
会
︺
憲
法
と
社
会
保
障
法
﹂
宍
戸
ほ
か
編
︵
前
掲

註
⑤
︶
四
二
八
頁
以
下
︑
四
三
五
頁
︹
曽
我
部
真
裕
発
言
︺
︒

/

た
だ
し
︑
事
情
の
変
化
論
は
法
律
制
定
時
の
合
憲
性
を
是
認
す
る
こ
と
か
ら
︑

地
公
災
法
三
二
条
一
項
た
だ
し
書
き
の
規
定
が
当
初
か
ら
合
憲
で
あ
る
こ
と
を

裏
書
き
す
る
効
果
を
持
つ
こ
と
に
は
︑
注
意
が
必
要
で
あ
る
︒
こ
の
点
に
つ
き
︑

﹁
も
し
性
別
が
重
大
な
問
題
で
あ
る
と
す
れ
ば
︑
司
法
は
社
会
変
化
で
は
な
く
︑

む
し
ろ
区
別
そ
の
も
の
が
制
定
当
初
か
ら
有
効
だ
っ
た
か
否
か
に
つ
い
て
踏
み

込
む
こ
と
も
で
き
た
は
ず
﹂
と
の
指
摘
が
あ
る
︵
大
林
︵
前
掲
註
②
︶
二
〇

頁
︶
︒

0

参
照
︑
坂
井
︵
前
掲
註
③
︶
一
五
頁
︒

1

参
照
︑
佐
々
木
︵
前
掲
註
③
︶
一
七
頁
︒
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2

参
照
︑
佐
々
木
︵
前
掲
註
③
︶
一
七
頁
︒

3

参
照
︑
宍
戸
常
寿
﹁
司
法
審
査

﹁
部
分
無
効
の
法
理
﹂
を
め
ぐ
っ
て
﹂

辻
村
み
よ
子
ほ
か
編
﹃
憲
法
理
論
の
再
創
造
﹄
︵
日
本
評
論
社
︑
二
〇
一
一
年
︶

一
九
五
頁
以
下
︑
一
九
五
頁
︒
も
っ
と
も
︑
事
情
の
変
化
論
が
立
法
府
へ
の
敬

譲
と
い
う
よ
り
︑
裁
判
所
に
よ
る
有
権
的
な
事
実
認
定
権
の
簒
奪
に
あ
た
る
と

す
る
見
解
と
し
て
︑
櫻
井
智
章
﹁
事
情
の
変
更
に
よ
る
違
憲
判
断
に
つ
い
て
﹂

甲
南
法
学
五
一
巻
四
号
︵
二
〇
一
一
年
︶
一
四
五
頁
以
下
︑
一
五
八
頁
を
参
照
︒

4

こ
の
点
に
つ
き
︑
松
本
和
彦
は
︑
﹁
判
断
の
射
程
が
絞
ら
れ
て
い
る
こ
と
を

示
唆
し
て
お
り
︑
将
来
的
な
結
論
の
変
更
を
予
感
さ
せ
る
﹂
と
指
摘
す
る
︵
参

照
︑
松
本
︵
前
掲
註
①
︶
一
二
四
頁
︒
同
様
の
見
解
と
し
て
西
原
︵
前
掲
註

①
︶
五
三
三
頁
を
参
照
︶
が
︑
本
件
が
取
消
訴
訟
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
︑

処
分
時
に
判
断
の
射
程
を
限
定
す
る
こ
と
は
何
ら
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
く
︑

﹁
将
来
的
な
結
論
の
変
更
を
予
感
さ
せ
る
﹂
と
ま
で
指
摘
で
き
る
か
は
疑
問
が

残
る
︒

5

参
照
︑
稲
森
︵
前
掲
註
①
︶
一
八
五
頁
︒

6

し
た
が
っ
て
︑
い
わ
ゆ
る
行
政
処
分
に
お
け
る
違
法
性
判
断
の
基
準
時
に
つ

き
︑
本
判
決
が
処
分
時
説
を
採
用
し
て
い
る
の
に
対
し
て
︑
下
級
審
判
決
は
判

決
時
説
を
採
用
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
違
法
性
判
断
の
基
準
時
に
つ
い

て
は
︑
さ
し
あ
た
り
︑
藤
田
宙
靖
﹃
行
政
法
総
論
﹄
︵
青
林
書
院
︑
二
〇
一
三

年
︶
四
八
〇
頁
以
下
を
参
照
︒

G

参
照
︑
西
出
︵
前
掲
註
①
︶
三
五
頁
︒
も
っ
と
も
淺
野
博
宣
は
︑
﹁
本
件
合

憲
判
決
の
理
由
づ
け
の
不
十
分
さ
を
考
え
る
な
ら
ば
︑
そ
の
先
例
的
意
義
を
高

く
見
積
も
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
﹂
と
指
摘
す
る
︵
参
照
︑
淺
野
︵
前
掲
註

①
︶
一
五
頁
︶
︒

(
齋
藤
暁
)
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