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植

松

正

〆

横
領
罪
・
と
背
任
罪
と
の
齢
制
服

横
領
罪
は
背
任
罪
の
特
別
罪
で
札
日
記
。
わ
が
刑
法
典
は
詐
欺
罪
主
同
一
の
章
下
に
背
在
罪
を
規
定
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
恐
ら
く
は
ド

イ
ツ
刑
法
の
ひ
そ
み
に
徴
っ
た
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
、
沿
革
的
に
は
、
背
任
罪
の
規
定
が
財
産
に
闘
す
る
刑
法
の
保
護
の
快
け
て
い
る
部

分
を
こ
れ
に
よ
っ
て
補
っ
た
と
い
う
理
由
が
札
記
に
し
て
も
、
瞳
系
的
位
置
と
し
て
は
、
疑
も
た
く
不
営
で
あ
る
。

横
領
罪
が
背
任
罪
の
特
別
罪
で
あ
る
と
と
は
、
と
の
お
の
お
の
の
罪
に
闘
す
る
構
成
要
件
を
比
較
す
れ
ば
1

き
わ
め
て
明
瞭
に
と
れ
を

知
る
之
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
刑
法
は
横
領
罪
に
づ
い
て
は
「
自
己
ノ
占
有
ス
ル
他
人
ノ
物
ヲ
横
領
シ
タ
ル
者
」
と
規
定
し
て
い
る

(
第
二
五
二
僚
)

に
封
し
、
背
任
罪
に
つ
い
て
は
、
「
他
人
ノ
矯
メ
其
事
務
ヲ
庭
理
ス
ル
者
自
己
若
ク
ハ
第
三
者
ノ
利
益
ヲ
圃
リ
叉
ハ
本
人

-
一
損
害
ヲ
加
フ
ル
目
的
ヲ
以
テ
共
任
務
ニ
背
キ
タ
ル
行
矯
ヲ
矯
シ
本
人
司
一
財
産
上
ノ
損
害
ヲ
加
ヘ
タ
ル

F
キ」

ξ
し
規
定
し
て
い
る
ハ
第

二
四
七
僚
)
か
ら
、

3fJl 

そ
の
基
幹
部
分
を
ま
ず
比
較
し
て
み
れ
ば
明
瞭
で

b
る
@
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ま
ず
、
横
領
罪
の
主
躍
は
他
人
の
物
の
占
有
者
た
る
こ
と
を
要
す
る
・
わ
け
で
あ
る
が
、
他
人
の
物
を
占
有
す
る
と
い
う
こ
と
自
鰻
他
人

の
た
め
に
一
種
の
事
務
を
庭
理
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
友
い
。
従
っ
て
、
犯
罪
主
瞳
の
黙
に
お
い
て
も
、
横
領
行
魚
者
は
背
任
行
儒
者
の

一
種
に
過
ぎ
た
い
と
と
に
た
る
。
背
任
罪
の
規
定
に
い
う
と
こ
ろ
の
「
他
人
ノ
魚
メ
其
事
務
ヲ
慮
理
ス
ル
者
」
と
い
う
の
は
、

き
わ
め
て

包
括
的
な
規
定
で
あ
っ
て
、
と
の
黙
で
は
母
法
た
る
ド
イ
ツ
刑
法
(
一
九
三
三
年
白
改
正
前
回
第
二
六
六
僚
)
の
羅
列
的
で
あ
っ
た
の
に
比
べ

て
、
一
歩
先
ん
じ
て
い
る
。
従
っ
て
、
わ
が
札
慨
も
説
示
す
る
如
く
、
民
法
上
の
事
務
管
理
者
も
ま
た
本
罪
の
主
躍
た
り
得
る
と
解
せ
ら

れ
る
く
ら
い
，
で
あ
る
か
ら
、
他
人
の
委
託
を
受
け
て
そ
の
財
物
を
、
占
有
す
る
者
の
如
き
は
、
ま
さ
に
と
の
意
味
に
お
け
る
「
他
人
ノ
鶏
メ

其
事
務
ヲ
庭
理
ス
ル
#
さ
で
あ
る
に
相
違
た
い
。

行
矯
に
づ
い
て
見
る
と
、
横
領
罪
の
方
は
草
に
「
横
領
シ
」
と
あ
る
だ
け
で
、
法
文
部
に
過
ぎ
、
幾
分
解
明
を
要
す
る
も
の
を
持
っ
て

は
い
る
が
、

そ
の
行
矯
の
具
躍
的
態
様
は
、
着
服
、
拐
帯
、
費
消
等
の
事
貧
的
底
分
ま
た
は
質
入
、
資
却
、
交
換
、
贈
輿
等
の
法
律
的
慮

分
に
お
い
て
見
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
は
、
卑
見
に
よ
れ
ば
、
権
限
超
越
の
庭
分
行
震
で
あ
る
。

い
L

か
え
れ
ば
、

そ
れ
は
あ
た
か
も
自
己
の

物
に
封
す
る
が
如
き
慮
分
行
需
を
す
る
と
と
た
の
で
あ
る
。
横
領
罪
に
つ
い
て
「
領
得
の
意
志
」
を
要
件
と
す
る
立
場
に
お
い
て
は
、

か
よ
う
な
権
限
超
越
の
慮
分
行
震
が
横
領
行
矯
の
中
核
を
た
し
て
い

，
る
。
従
っ
て
、
そ
の
行
焦
が
他
人
の
物
の
占
有
者
が
そ
の
任
務
に
背
い
た
行
震
を
す
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
は
否
定
し
得
た
い
。
ま
た
、
そ

の
意
志
の
護
現
を
必
要
冒
と
す
る
と
説
く
こ
と
に
な
る
0
.

と
に
か
く
、

の
行
矯
の
結
果
と
し
て
そ
の
物
の
本
来
の
所
有
者
に
財
産
上
の
損
害
を
加
え
る
こ
と
に
た
る
の
も
疑
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
と
れ
ら
の
貼

で
は
横
領
行
錯
は
そ
の
ま
L
背
任
罪
の
構
成
要
件
を
み
た
し
て
い
る
。

た
y
、
多
少
疑
を
生
ず
る
の
は
、
背
任
罪
に
は
「
自
己
若
ク
ハ
第
三
者
の
利
盆
ア
同
リ
叉
ハ
本
人
-
一
損
害
ヲ
加
フ
ル
目
的
」
の
存
在
が

一、‘
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-
必
需

hLP

必
要
、
と
さ
れ
て
い
る
の
に
封
し
、
横
領
罪
に
は
か
よ
う
た
目
的
は
要
求
さ
れ
て
い
た
い
と
い
う
相
違
黙
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
外
観

上
の
相
違
で
あ
っ
て
、
賓
質
的
に
は
た
ん
ら
の
相
違
も
あ
る
の
で
は
な
い
。
‘
な
ぜ
な
れ
ば
、
他
人
の
財
物
を
横
領
す
る
行
篤
は
、
営
然
に

自
己
ま
た
は
第
三
者
の
利
盆
を
園
る
も
の
で
あ
る
か
、
或
る
い
は
本
人
す
な
わ
ち
財
物
の
所
有
者
に
損
害
を
加
え
る
た
め
の
も
の
で
あ
る

か
ら
で
あ
る
。
そ
の
目
的
表
象
は
行
常
者
の
営
然
に
認
識
す
る
と
と
ろ
で
も
あ
る
。

と
う
見
て
く
る
と
、
横
領
罪
主
背
任
罪
と
は
そ
の
犯
罪
権
成
要
件
に
お
い
て
重
た
り
あ
っ
て
居
り
、
前
者
は
後
者
の
特
別
の
場
合
に
開

す
る
も
の
で
あ
る
と
と
が
わ
か
る
。
之
、
ふ
に
横
領
罪
を
も
う
て
背
任
罪
の
特
別
罪
で
あ
る
と
す
る
根
嬢
が
あ
る
。

と
と
ろ
が
、
ド
イ
ツ
の
皐
読
史
の
上
で
は
、
背
任
罪
の
本
質
に
つ
い
て
権
限
濫
用
設
ペ
富
田
島

2
5
Z吾
冊
。
立
と
と
稿
せ
ら
れ
る
も
の

が
あ
づ
て
、
と
の
設
で
は
、
横
領
罪
を
も
れ

J

て
背
任
罪
の
特
別
罪
主
見
、
或
る
い
は
、
背
任
罪
の
規
定
を
も
っ
て
横
領
罪
の
規
定
を
補
充

す
る
も
の
と
す
る
と
ξ
は
許
さ
れ
た
い
。
貫
は
、
と
の
曲
学
設
の
創
唱
者
ム
」
い
わ
れ
る
ピ
ン
デ
イ
ン
ク
(
切
宮
内
出
目
的
)

罪
の
規
定
を
も
っ
て
横
領
罪
の
補
充
左
見
て
い
(
到
に
も
か
L

わ
ら
ず
、
そ
の
後
の
務
展
者
た
ち
は
背
任
罪
は
法
律
行
銭
を
手
段
と
し
、
横

領
罪
は
事
賓
行
詩
を
手
段
'
と
す
る
も
の
と
し
て
、
雨
占
有
を
直
別
す
べ
き
こ
と
を
唱
え
て
い
る

h
M、
と
の
見
解
に
立
。
、
な
ら
ば
、
雨
界
一
は

一
般
法
、
特
別
法
の
閥
係
に
あ
る
の
で
は
札
口
、

に
お
い
て
は
、
背
任

た
が
い
に
排
他
的
た
探
一
闘
係
に
立
。
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
一
な
く
な
る
。

し
か
し
、

と
の
見
解
除
正
営
で
た
い
。

思
う
に
、
横
領
罪
主
背
任
罪
と
を
事
費
行
震
に
よ
る
か
法
律
行
震
に
よ
る
か
と
い
う
手
段
の
相
違
に
よ
っ
て
直
別
す
る
と
と
は
不
可
能

で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
横
領
行
震
の
典
型
的
た
諸
形
態
と
せ
ら
れ
る
も
の
の
う
ち
に
も
、
資
却
、
質
入
、
交
換
、
贈
興
等
の

3 

法
律
行
詩
を
手
段
と
す
る
も
の
が
多
数
含
ま
れ
て
い
る
と
と
を
思
う
べ
き
で
あ
る
。
な
か
ん
ず
く
、
嚢
却
、
質
入
の
如
き
が
横
領
行
篤
と

36.') 
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し
で
も
づ
と
も
普
通
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
之
と
を
無
観
す
る
こ
と
は
で
き
友
い
。
と
れ
ら
の
行
震
が
積
領
罪
の
構
成
要
件
に
あ
た
る
と

を
は
自
明
の
と
主
で
あ
る
。
自
己
の
占
有
す
る
他
人
の
物
を
所
有
者
の
同
意
た
く
し
て
度
却
し
た
り
、
入
賞
し
た
り
、
或
る
い
は
他
物
と

交
換
し
、
ま
た
は
贈
奥
す
る
と
と
が
他
人
の
た
め
に
す
る
占
有
の
本
旨
に
反
す
る
と
と
は
、
説
明
を
全
く
必
要
と
し
た
い
く
ら
い
で
あ
る
。

わ
が
奮
刑
法
そ
の
他
の
立
法
例
の
よ
う
に
、
背
任
罪
の
規
定
を
持
た
た
い
刑
法
の
も
と
に
お
い
て
も
、
と
れ
ら
の
行
震
は
庭
罰
さ
れ
る
ベ

き
で
あ
る
し
、
ま
た
現
に
横
領
罪
と
し
て
庭
罰
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

他
の
反
面
、
背
任
行
震
を
法
律
行
詩
に
限
る
と
と
も
、
立
法
論
と
し
て
は
も
と
よ
り
自
由
に
た
し
得
る
と
と
ろ
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
解

稗
論
と
し
て
は
、

か
た
ら
ず
し
も
そ
う
限
定
し
た
け
れ
ば
た
ら
た
い
も
の
で
は
た
い
。

F
イ
ツ
刑
法
に
づ
い
て
も
、

一
部
に
は
前
越
の
如

〈
、
背
任
行
矯
は
か
た
ら
ず
法
律
行
信
に
限
ら
れ
る
と
す
る
主
張
が
あ
る
に
封
し
て
、
他
の
一
部
に
は
、
権
限
濫
用
設
の
立
場
に
立
ち
-
な

が
ら
、
と
れ
を
事
貫
行
錦
、
に
づ
い
て
も
認
め
よ
う
と
す
る

L
哉
、
も
あ
る
。
ま
し
て
、
わ
が
刑
法
に
お
い
て
は
た
お
さ
ら
法
律
行
震
に
限
る

べ
し
と
す
る
成
文
上
の
根
擦
は
存
在
し
た
い
。
ド
イ
ツ
刑
法
で
は
、
元
来
、
背
任
罪
の
本
質
に
闘
し
て
由
来
い
わ
ゆ
る
権
限
濫
用
設
ξ
信

義
破
壊
説

3
8与
言
。
伊
豆
5
0
号
)
と
が
封
立
し
て
い
た
が
、
現
行
規
定
は
雨
設
を
接
合
す
る
と
と
に
よ
づ
て
面
白
を
改
め
た
も
の
で

あの
J

た
。
す
た
わ
ち
、
そ
れ
は
前
今
に
権
限
濫
用
を
構
成
要
件
と
す
る
規
定
を
置
き
、
後
宇
に
信
義
破
壊
を
構
成
要
件
と
す
る
規
定
を
置

い
て
い
る
。
従
A
J

て
、
ド
イ
ツ
刑
法
に
お
い
で
さ
え
、
今
日
で
は
、
も
は
や
背
任
罪
の
行
震
を
す
べ
て
法
律
行
震
に
限
る
と
す
る
わ
け
に

は
い
か
た
く
た
づ
て
い
る
。

い
わ
ん
や
、
わ
が
刑
法
の
用
語
は
皐
に
「
任
務
-
一
背
キ
タ
ル
行
詩
ヲ
篤
シ
」
曹
と
あ
る
だ
け
で
、
法
律
行
鏡
に

限
る
べ
き
文
意
は
、
比
じ
め
か
ら
現
れ
、
て
い
た
い
に
お
い
て
を
や
で
あ
る
。

以
上
の
理
由
に
よ
り
横
領
罪
は
背
任
罪
の
特
別
罪
で
あ
る
と
い
づ
て
よ
い
。
そ
と
で
、
或
る
行
詩
が
横
領
罪
の
規
定
に
あ
て
は
ま
る
と

1事f
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き
は
、
同
時
に
そ
九
が
背
任
罪
の
構
成
要
件
を
み
た
し
て
い
て
も
、
背
任
罪
は
そ
の
成
立
を
否
定
さ
る
ぺ
き
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
爾
罪

は
い
か
な
る
黙
で
匝
別
さ
る
べ
き
で
あ
る
か
。
横
領
罪
を
事
貴
行
震
に
闘
す
る
と
し
、
背
任
罪
を
法
律
行
篤
に
限
る
と
す
る
設
の
容
認
で

き
た
い
と
と
は
、
す
で
に
述
ペ
た
か
ら
、
と
れ
を
論
外
と
す
る
と
、
も
っ
と
も
有
力
た
の
は
、
客
岨
胞
に
よ
り
直
別
し
、
ょ
う
ム
」
す
る
見
解
で

あ
る
。
そ
れ
は
「
自
己
ノ
占
有
ス
ル
他
人
ノ
物
」
に
闘
す
る
と
き
横
領
罪
と
た
り
、
そ
の
他
の
一
般
財
産
に
閲
す
る
と
き
背
任
罪
と
な
る

と
説
く
。
こ
れ
は
き
わ
め
て
簡
明
で
あ
る
が
、
果
し
て
そ
れ
で
不
合
理
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
と
と
が
ら
は
然
く
簡
単
で
は
な
い
。
剣
例

の
跡
を
た
ど
っ
て
み
て
も
、
自
己
の
占
有
す
る
他
人
の
物
に
闘
し
て
信
任
閥
係
を
破
る
よ
う
た
庭
分
行
待
を
し
た
場
合
で
あ
る
に
か
L

わ

ら
ず
、
そ
れ
を
背
任
罪
に
問
擬
し
た
例
は
す
く
た
く
た
い
。
兵
睡
的
事
例
は
後
述
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
事
例
に
つ
い
て
こ
れ
ら
の
皐
者
も

ま
た
剣
回
日
に
同
調
し
て
少
し
も
怪
し
ま
た
い
よ
う
で
あ
る
。

も
と
よ
り
、
行
震
の
客
躍
に
つ
い
て
、
「
自
己
ノ
占
有
ス
ル
他
人
ノ
物
」
た
る
僚
件
が
快
け
て
い
る
場
合
に
は
、
横
領
罪
の
成
否
を
論
ず

る
払
跡
地
は
な
い
。
そ
の
不
成
立
た
と
と
は
あ
ま
り
に
も
明
瞭
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
自
己
ノ
占
有
ス
ル
他
人
ノ
物
」
に
闘
す
る
行
矯
で
あ
り

た
が
ら
、
横
領
罪
の
成
立
を
認
め
ず
、
も
つ
ば
ら
背
任
罪
と
し
て
と
れ
を
慮
置
し
て
い
る
剣
例
等
の
す
く
‘
な
か
ら
ず
存
す
る
と
、
と
を
無
視

す
石
と
と
は
で
き
た
い
。
そ
れ
ら
は
と
と
ご
と
く
剣
例
が
誤
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
「
自
己
ノ
占
有
ス
ル
他
人
ノ
物
」
に

闘
す
る
慮
分
行
魚
で
あ
り
た
が
ら
、
横
領
罪
と
な
ら
ず
に
背
任
罪
に
た
る
べ
き
場
合
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
、

そ
れ
が
あ
る
曹
と
す

る
た
ら
ば
、
横
領
罪
と
背
任
罪
と
の
匝
別
を
客
轄
に
の
み
求
め
る
と
と
は
、
決
し
て
十
分
な
と
と
で
は
た
い
の
で
あ
略
。

卑
見
に
よ
れ
ば
、
「
自
己
ノ
占
有
ス
ル
他
人
ノ
物
」
を
慮
分
す
る
行
震
で
あ
り
た
が
ら
、
た
お
横
領
罪
で
た
く
背
任
罪
と
た
る
場
合
を
認

む
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
て
、
そ
れ
は
、
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い
う
ま
で
も
た
く
、
と
の
雨
罪
の
直
別
の
標
準
を
客
躍
に
の
み
求
め
る
と
と
の

他
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論

叢

で
き
た
い
こ
と
を
意
味
す
る
と
と
に
た
る
。
換
言
す
れ
ば
、
「
自
己
ノ
占
有
ス
ル
他
人
ノ
物
」
を
不
法
に
慮
分
す
る
行
矯
で
な
け
れ
ば
、
横

領
罪
の
成
立
は
絶
封
に
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
意
味
で
は
、
と
の
と
と
は
同
罪
の
特
質
を
た
す
け
れ

E
も
、
き
れ
ば
と
い
っ
て
、
「
自
己
ノ

占
有
ス
ル
他
人
ノ
物
」
を
不
法
に
慮
分
す
る
行
需
は
す
べ
て
横
領
罪
だ
と
は
い
え
な
い
と
い
う
と
と
に
な
る
。
も
の
J
E
ζ

端
的
に
い
え
ば
、

み
ず
か
ら
占
有
す
る
他
人
の
財
物
を
不
法
に
慮
分
す
る
行
詩
の
う
ち
に
も
、
横
領
罪
に
な
る
も
の
と
背
任
罪
に
た
る
も
の
と
が
あ
る
が
、

そ
の
雨
者
は
何
を
標
準
と
し
て
直
別
す
べ
き
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
今
ま
さ
に
問
題
の
焦
黙
に
浮
ぴ
上
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
と
の

問
題
を
本
稿
の
主
題
と
す
る

Q

筆
者
は
横
領
罪
と
背
任
罪
と
の
直
別
に
つ
い
て
、

さ
き
に
一
つ
の
見
解
を
す
で
に
公
表
し
て
あ
る
。
そ
れ
は
失
の
如
き
も
の
で
あ
る
。

日
く
「
爾
罪
匝
別
の
要
黙
は
、
同
じ
く
背
任
行
翁
に
属
す
る
行
矯
の
う
ち
で
、
他
人
の
物
の
占
有
者
が
そ
の
物
自
躍
に
つ
い
て
越
権
の
底

分
行
鋳
を
す
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
に
か
L

っ
て
い
る
。
さ
ら
に
分
註
す
れ
ば
、
横
領
罪
に
な
る
か
背
任
罪
に
た
る
か
を
匝
別
す
る
に
は
、

〈
一
)
行
矯
者
が
他
人
の
物
の
占
有
者
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
と
と
、
つ
一
)
そ
の
行

v

魚
が
そ
の
占
有
物
自
憧
を
慮
分
す
る
も
の
で
あ
る

か
否
か
と
い
う
と
と
、
つ
ニ
)
そ
の
慮
分
行
矯
白
樺
が
一
般
的
権
限
を
越
え
る
行
震
の
護
現
と
し
て
た
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
と
い

う
こ
と
等
、
以
上
三
つ
の
結
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
保
件
が
す
べ
て
積
極
に
備
わ
る
も
の
が
横
領
で
、
そ
の
う
ち
一
つ
で

も
泊
極
で
あ
る
も
の
が
背
任
の
一
般
類
型
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
の
で
あ
丸
山
〉
と
。
と
れ
は
思
掃
の
結
果
得
ら
れ
た
結
論
だ
け
で
あ
る
。
今

乙
の
結
論
に
至
る
思
索
の
過
程
を
あ
き
ら
か
に
し
て
、

そ
の
論
擦
を
示
す
こ
と
に
す
る
。

ハ
1
)
ず
く
な
く
と
も
わ
が
閣
で
は
と
れ
が
遁
訟
で
あ
る
。
島
田
武
夫
「
刑
法
概
論
」
各
論
、
昭
和
九
年
、
二
七

O
頁
。
小
野
清
一
郎
寸
新
訂
刑
法
議

議
」
、
昭
和
二
六
年
、
二
六
四
頁
。
し
か
し
、
と
白
論
結
に
異
論
、
か
な
い
の
で
は
な
し
r
o

議
川
幸
辰
、
「
背
任
罪
の
本
質
|
|
信
義
破
壌
か
権
限
濫
加

~， 
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ー予定

7 

ハ
2
)

、、三〆

‘ 

}〆

か
」
(
民
商
法
雑
誌
、
第
一
巻
、
昭
和
一

O
年
)
九
二
五
頁
は
特
別
法
設
に
反
動
し
て
い
る
が
、
こ
れ
よ
り
前
に
書
か
れ
た
「
刑
法
講
義
」
(
昭
和
五

年
改
訂
吉
一
板
)
二
四
七
頁
は
特
別
法
訟
に
嫁
ヲ
て
い
る
。

瀧
川
、
前
掲
論
文
九
二

O
頁。

ハ
3
)

大
正
三
年
九
月
一
一
二
日
大
審
院
判
決
、
刑
録
ニ

O
韓
一
六
二

O
頁。

背
任
罪
に
づ
い
て
英
米
法
は
無
関
心
で
あ
る
し
、
フ
ラ
シ
ス
法
に
い
わ
ゆ
る

Pヴ
ロ
明
白
0
8口片山田
HH8
は
、
北
同
議
わ
が
図
で
は
「
背
任
罪
」
四
課

(

4

)

 
誇
を
も
づ
て
そ
れ
に
あ
て
て
い
る
が
、
貸
は
委
託
物
横
領
罪
に
相
営
ず
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
結
局
、
背
任
罪
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
の
拳
読
史
が

特
に
顧
慮
さ
れ
る
と
と
に
な
る
。
特
に
旨

R
問。♂

E
S
P
a
z
-
出
P
F
ω
・
〉
回
出

Jω
・
同
室
内
・

回
口
品
目
白

mUFOHH吋
σロ
nHH
品
。
拐
の
。
5
0
5
0
H戸

U
Oロ片的口
FO口
町
出
寸
pponEω
・
回

2
・
JPMfH
同wpSON-mψ
・
3
u
c
-
k
rロ
S
・
a-

F
8
3
5・
N
ロ
B
什
門

P
5
2
gロ
a
a
2
2
3
3
P
H
g
d
E
B
C
0・
]30∞唱

ω・
3
・

瀧
川
、
前
掲
、
九
二
四
頁
、
九
二
五
頁
。

(

5

)

 

(

6

)

 

ハ7
)

ハ8
)

EqHXu--FOげ司ず口口
HH
己主

U
O
C窓
口
町
。
ロ

m
H
S
P
S
E
a・
m-NahFC・
〉
ロ
5
・
叶
-

(

9

)

 

区
g
m
O
3
C司
・
内
山
了

2
・
H∞M

(

叩

)

牧
野
英
一
、
日
本
刑
法
、
昭
和
七
年
版
、
九
三
五
頁
。

木
村
亀
一
一
、
刑
法
各
論
(
新
法
準
金
集
)
、
昭
和
二
一
二
ヰ
、

小
野
清
一
郎
、
前
掲
、
二
七
四
頁
は
「
横
領
は
畢
覚
特
定
財
物
に
闘
す
る
背
任
白
行
然
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。

植
松
正
「
刑
法
拳
各
論
」
、
昭
和
二
七
年
、
二
八
二
頁
以
下
。

(

日

)

一
六
六
頁
。

(

ロ

)

r-'¥ 

15 
Lノ

客
韓
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題
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他
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叢

第
三
十
一
巻

第
五
務

， 

8 

ま
ず
第
一
に
、
横
領
罪
に
と
っ
て
は
、
そ
の
主
瞳
が
他
人
の
物
の
占
有
者
で
あ
る
と
い
う
と
と
が
必
須
の
保
件
を
た
し
て
い
る
。
従
う

て
、
と
の
傑
件
を
扶
く
と
き
、
横
領
罪
の
成
立
を
考
え
る
払
跡
地
の
全
然
た
い
と
と
は
、
構
成
要
件
白
檀
に
照
し
て
明
白
で
あ
る
。

第
二
の
保
件
と
し
て
の
行
潟
が
そ
の
占
有
物
自
惜
の
慮
分
行
震
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
も
、
構
成
要
件
上
横
領
罪
に
と
っ
て
必

須
の
も
の
で
あ
る
。
「
:
:
:
ノ
物
ヲ
横
領
シ
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
他
人
の
物
の
占
有
者
が
そ
の
占
有
物
自

盟
を
不
法
に
底
分
す
る
場
合
に
は
す
べ
て
横
領
罪
に
た
る
の
か
と
い
う
と
と
が
問
題
に
た
る
。

と
の
問
題
に
闘
し
て
、
わ
が
圏
で
は
、
「
自
己
ノ
占
有
ス
ル
他
人
ノ
物
」
に
闘
す
る
と
き
は
横
領
罪
と
な
る
と
す
る
説
明
が
よ
く
行
わ
れ

で
い
が
が
こ
れ
は
客
盟
に
よ
っ
て
背
任
罪
と
横
領
罪
と
を
匝
別
し
よ
う
と
す
る
見
解
で
あ
る
。
と
れ
ば
筆
者
の
用
語
を
も
っ
て
す
れ
ば
、

占
有
物
自
韓
の
不
法
庭
分
行
矯
で
あ
る
と
き
は
、
す
ぺ
で
横
領
罪
に
な
る
と
い
う
見
解
に
ほ
か
た
ら
た
い
で
あ
ろ
う
。
論
者
等
は
「
占
有

物
白
樺
」
と
も
、
「
慮
分
行
魚
」
と
も
い
っ
て
い
た
い
が
、
そ
う
解
し
て
誤
た
い
で
あ
ろ
う
。
す
く
た
く
と
も
占
有
物
白
樺
を
慮
分
す
る
行

震
が
そ
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
と
と
は
疑
な
い
。
し
か
し
、
自
己
の
占
有
す
る
他
人
の
物
を
不
法
に
慮
分
す
る
行
潟
ば
、
す
べ
て
横
領
罪
に

た
り
、
背
任
罪
に
た
る
と
と
が
な
い
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
剣
例
に
各
種
の
事
例
を
拾
ヲ
て
み
る
と
、
そ
う
簡
寧
に
は
割
り
切
れ

た
い
よ
う
で
あ
る
。

も
と
よ
り
、
剣
例
を
形
成
し
た
裁
剣
所
自
瞳
が
そ
の
立
場
に
お
い
て
割
り
切
っ
て
い
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
間
字
誌
が
と
れ
を
割
り
切
る

そ
れ
を
も
づ
て
と
の
見
解
の
矛
盾
で
あ
る
と
し
て
論
難
を
加
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
た

と
と
に
何
の
支
障
も
た
い
之
と
で
あ
る
か
ら
、

ぃ
。
そ
う
で
は
た
く
、
こ
の
見
解
を
支
持
し
て
い
る
に
か
L
わ
ら
ず
、
後
に
拳
げ
る
よ
う
た
剣
例
の
事
例
(
第
五
例
以
下
)
の
場
合
に
、
依

然
Y
C
し
て
剣
旨
を
支
持

L
て
い
る
と
と
は
、

そ
の
ま
L

で
は
矛
盾
で
あ
る
と
い
わ
た
け
れ
ば
た
ら
た
い
と
い
う
と
と
を
指
摘
し
た
い
の
で

」ぷ

J
p
i
P
4
J
V
ト

i

d 、

向'. 5九千、

、、
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あ
る
。
そ
う
し
て
、
そ
の
矛
盾
は
い
か
に
し
て
克
服
さ
払
な
け

ιぽ
な
ら
な
い
か
、
ま
た
ど
こ
に
調
和
あ
る
説
明
の
嬢
賄
を
求
め
る
べ
き
で

あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
こ
L
に
述
べ
よ
う
と
思
う
。
そ
と
に
前
記
第
三
の
保
件
が
前
面
に
出
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

と
の
第
一
二
mu
僚
件
と
し
て
、
横
領
罪
の
成
立
に
は
、
そ
の
慮
分
行
矯
が
行
得
者
の
一
般
的
権
限
を
越
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る

と
考
え
る
の
で
あ
る
。
横
領
罪
は
行
矯
者
が
他
人
の
物
の
占
有
者
と
し
て
有
す
る
一
般
的
権
隈
を
越
え
て
前
示
の
よ
う
た
底
分
行
矯
を
す

る
と
と
る
に
特
色
が
あ
る
に
封
し
、
背
任
罪
は
行
矯
者
が
他
人
の
物
の
占
有
者
と
し
て
そ
の
占
有
物
を
慮
分
す
る
場
合
l
l
I
以
下
そ
の
場

ム
ロ
だ
け
に
つ
い
て
南
罪
匡
別
の
中
心
黙
を
論
ず
る
の
で
あ
る
が
ー
ー
に
も
、

一
般
的
楼
隈
の
範
圏
内
に
お
い
て
、
そ
の
慮
分
行
震
を
行
う

と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
と
す
る
の
が
筆
者
の
見
解
で
あ
る
。
な
ぜ
そ
う
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
た
い
か
は
、
具
瞳
的
事
例
に
つ
い
て
の
剣
旨

と
そ
の
基
礎
と
た
っ
た
事
賓
と
を
検
討
し
つ

L
解
明
す
る
こ
と
に
し
よ
う
(
傍
鮎
は
ナ
ぺ
て
筆
者
の
附
し
た
も
の
で
あ
る
〉
。

最
初
に
、
爾
罪
を
客
暗
に
よ
っ
て
直
別
す
べ
き
も
の
と
し
た
剣
例
に
つ
い
て
見
ょ
う
。

〔
第
一
例
〕

被
告
人
は
執
達
吏
在
職
中
債
務
者
A
の
所
有
物
を
差
し
押
え
、
公
示
を
施
し
た
上
、
同
人
に
と
れ
を
保
管
さ
せ
て
置
い
た
が
、
虚
偽
の

公
文
書
を
作
成
し
て
、
表
面
上
は
そ
れ
が
B
に
競
落
し
た
よ
う
に
見
せ
か
け
た
が
ら
、

そ
の
賓
A
の
有
に
蹄
せ
し
め
た
と
い
う
事
賓
に
つ

い
て
、
原
審
が
業
務
上
横
領
罪
の
成
立
を
認
め
た
の
に
封
し
、
騨
護
人
は
上
告
し
て
、
第
一
に
は
執
達
吏
た
る
被
告
人
は
と
の
物
件
を
握

持
し
て
い
た
い
か
ら
占
有
が
な
い
し
、
第
こ
に
は
被
告
人
み
ず
か
ら
領
得
し
た
の
で
は
な
い
か
ら
、

い
ず
れ
の
結
か
ら
見
て
も
、
横
領
罪

に
な
る
も
の
で
は
な
い
と
主
張
し
た
が
、
大
審
院
は
、
第
一
の
黙
に
つ
い
て
は
、
「
占
有
と
認
む
る
に
は
物
を
現
賞
に
支
配
す
る
事
責
あ
る

9 
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を
以
て
足
り
、
必
ず
し
も
物
を
揖
持
す
る
事
賓
あ
る
こ
と
を
要
す
る
も
の
に
あ
ら
ず
」
と
し
て
執
達
吏
の
占
有
を
認
め
、
第
二
の
離
に
つ

他
人
の
財
物
白
不
法
底
分
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橋

論

叢

い
て
は
、
「
骨
骨
野
h
k
h
口一目か
hr
や
わ
か
ゅ
ん
か
恥
w
h二
村

b
b
骨
か
わ
か
わ
酌
L
h

ち
ゅ
卦
わ
か
も
の
に
し
て
、
其
慮
分
を
篇
す
の
目
的
が

中
岡
市
]
が
一
知
P
わ
か
一
レ
や
か
い
ん
町
ん
が
か
p
h
r

一rpや
か

U
h
v
、
背
骨
骨
一
u
…帝
h肌
r
品
川
的
円
や
か
紗
鞍
r
h
A
m
H
ゃ
い
ふ
一
い
わ
り
い
や
」
と
い
う
理

第
三
十
一
巻

第
五
競

由
で
、
結
局
、
原
針
決
を
支
持
し
た
(
明
治
四
四
年
四
月
一
七
日
大
審
院
剣
決
、
刑
録
一
七
輯
ム
ハ
O
五
頁
)
。

第
一
の
論
難
に
つ
い
て
は
、
い
ま
論
ず
る
必
要
が
な
い
。
第
二
の
論
結
に
つ
い
て
剣
例
が
業
務
上
横
領
罪
の
成
立
を
認
め
て
背
任
罪
の

成
立
を
否
定
し
た
の
は
、
ま
さ
に
客
髄
が
「
自
己
ノ
占
有
ス
ル
他
人
ノ
物
」
た
る
鮪
を
論
擦
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
横
領
罪
に
つ
い
て
、

通
説
・
剣
例
が
「
領
一
得
の
意
志
」
の
必
要
を
乱
は
と
こ
ろ
か
ら
、
往
K

そ
れ
が
「
自
己
に
領
得
す
る
の
意
志
」
と
解
せ
ら
れ
、
他
人
の
た

め
に
す
る
行
魚
は
、
横
領
罪
を
構
成
し
な
い
も
の
と
の
誤
解
を
生
ぜ
し
め
る
が
、

こ
の
判
官
は
そ
の
黙
に
ク
い
て
明
白
に
そ
れ
が
誤
解
で

あ
る
と
と
を
説
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
正
し
い
。
背
任
罪
の
構
成
要
件
に
は
「
自
己
若
ク
ハ
第
三
者
ノ
利
益
ヲ
闘
リ
」
と
い
う
文
言
が
あ

る
か
ら
、
第
三
者
の
た
め
に
す
る
行
矯
も
ま
た
背
任
罪
た
り
得
る
こ
と
は
疑
う
航
跡
地
が
な
い
。
し
か
し
、
横
領
罪
の
構
成
要
件
に
は
こ
の

種
の
文
言
を
扶
き
、
翠
に
「
横
領
シ
」
と
あ
る
に
過
ぎ
な
い
た
め
、
本
件
上
告
論
旨
に
あ
る
よ
う
な
誤
解
を
も
生
じ
や
す
い
も
の
と
思
わ

，
れ
る
が
‘
横
領
罪
の
規
定
に
背
任
罪
の
そ
れ
に
お
け
る
が
如
き
第
三
者
の
利
盆
に
闘
す
る
文
言
が
な
く
と
も
、
爾
罪
を
こ
の
黙
に
お
い
て

同
一
に
解
す
る
に
支
障
主
た
る
も
の
で
は
た
い
。
文
理
的
に
は
、
「
横
領
シ
」
の
文
意
の
う
ち
に
、
占
有
者
が
楼
限
を
越
え
て
慮
分
行
震
を

す
る
之
と
を
あ
ま
ね
く
包
含
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
し
、
目
的
的
に
は
、
自
己
の
た
め
に
す
る
と
他
人
の
た
め
に
す
る
と
を

問
わ
ず
、
所
有
者
の
財
産
櫨
を
侵
害
す
る
こ
と
に
お
い
て
費
り
が
た
い
か
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
犯
罪
の
成
否
を
分
つ
べ
き
根
擦
に
乏
し
い

か
ら
で
あ
る
1

本
件
で
は
、
執
達
吏
(
現
行
法
に
い
う
執
行
吏
)
は
債
務
者
に
保
管
を
命
ず
る
権
限
は
あ
っ
て
も
、
国
県
賓
行
わ
れ
な
い
競
費
に
つ
い
て
‘

t p 
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あ
た
か
も
そ
れ
が
行
わ
れ
、

し
か
も
B
に
競
落
し
た
如
く
に
、
虚
偶
内
容
の
公
文
書
を
作
成
す
る
権
限
も
た
け
れ
ば
、
そ
の
差
押
財
産
を

ほ
し
い
ま
L

に
債
務
者
の
有
に
蹄
せ
し
め
る
楼
限
も
た
い
。
従
っ
て
、
被
告
人
の
行
っ
た
行
需
は
あ
き
ら
か
に
櫨
限
を
越
え
た
も
の
で
あ

る
。
之
の
意
味
で
、
こ
れ
は
背
任
で
は
た
く
て
横
領
だ
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
と
の
黙
に
、
住
目
し
て
、

こ
の
行
震
を
横
領
と
見
る
の
で
た

く
て
は
、
後
に
示
す
自
己
占
有
の
他
人
の
財
物
の
慮
分
が
背
任
罪
と
た
る
場
合
と
の
調
和
的
説
明
が
で
き
な
い
。
章
者
は
と
の
観
難
か
ら

と
の
事
例
を
横
領
罪
を
構
成
す
る
も
の
主
解
す
る
。
し
か
し
、
剣
旨
は
そ
こ
ま
で
い
づ
て
は
い
た
い
の
で
あ
る
。

門
第
二
例
〕

被
告
人
は
頼
母
子
講
の
穂
代
と
し
て
、
金
銭
の
出
納
、
捲
保
物
の
保
管
そ
の
他
一
切
の
業
務
を
措
営
中
、
同
講
倉
員
か
ら
捲
保
と
し
て

開
講
舎
の
た
め
に
預
づ
た
株
雰
を
、
自
分
が
専
務
理
事
を
し
て
い
る
某
村
信
用
販
費
購
買
利
用
組
合
が
借
り
受
け
る
金
員
の
捨
保
冒
と
し
て

銀
行
に
差
し
入
れ
た
と
い
う
事
貫
に
つ
き
、
原
審
は
被
告
人
を
業
務
上
横
領
罪
に
問
擬
し
た
の
に
封
し
、
賠
護
人
は
被
告
人
の
行
需
が
組

合
の
た
め
に
た
さ
れ
た
も
の
で
あ
れ

J

て
、
自
己
に
領
得
す
る
意
志
を
も
っ
て
た
さ
れ
た
も
の
で
た
い
ξ
の
理
由
で
、
背
任
罪
の
誹
を
受
け

る
は
格
別
・
と
し
て
も
、
横
領
罪
を
構
成
す
る
も
の
で
な
い
と
主
張
し
て
上
告
し
た
。

と
れ
に
劃
す
る
大
審
院
の
剣
旨
は
「
骨
骨
r
r
f
hい
か
わ
μ
や
や

r
rぃ八一
U

蜘
T
弘
前
品
開

h
y
p
p
m凶
hrh例
市
L

ぃ
、
わ
穴
が
骨
骨
U
Tパ
A
r
r
-
r

が
蜘
h
L
F
b
b
h
M秒
一
一
骨
か
か

P
F
b
p
骨
骨
わ
か
か
弘
f
p
いで、

hr
いい司
r
r
p
骨
骨
や
か
砂
ム

L
恥
聞
や
や
し
心
↑
ゃ
ん
か
わ
か
れ
L

と
じ

て
、
原
剣
決
を
支
持
し
た
(
昭
和
八
年
七
月
五
日

大
審
院
剣
決
、
刑
集
二
一
倉
一
一

O
一
頁
)
。

判
官
は
第
一
例
に
お
け
る
第
二
の
論
結
に
つ
い
て
示
さ
れ
た
も
の
主
査
く
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
は
第
一
例
の
剣
旨
を
踏
襲
し
た
も
の
で

あ
る
か
ら
、
そ
の
黙
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
た
め
て
論
ず
ベ
き
も
の
は
た
い
。
た
主
事
責
闘
係
に
づ
い
て
考
察
を
加
え
る
債
値
が
あ
る
。
被
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告
人
は
、
頼
母
子
講
の
組
代
と
し
て
そ
の
業
務
一
切
の
捨
営
者
で
あ
る
と
す
れ
ぽ
、
そ
の
地
位
に
お
い
て
保
管
す
る
捨
保
物
に
つ
い
て
は
、

恐
ら
く
は
そ
の
庭
分
権
限
を
も
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
う
。
従
づ
て
、
銀
行
へ
の
捲
保
差
入
行
震
が
い
わ
ゆ
る
「
第
三
者
」
た

る
信
用
販
責
購
買
利
用
組
合
の
た
め
に
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
た
と
え
ば
、
頼
母
子
講
か
ら
同
組
合
へ
の
正
規
の
契
約
に
も
と
づ
く
も

の
た
ど
で
あ
る
た
ら
ぼ
、
と
れ
ば
業
務
捨
営
者
と
し
て
の
被
告
人
の
権
限
内
の
行
震
と
見
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
横
領
仔
矯
と
は
い
え
た

い
。
と
の
行
鴬
は
「
本
人
」
た
る
頼
母
子
講
に
不
利
盆
を
及
ぼ
す
と
か
「
第
三
者
」
売
る
組
合
を
利
す
る
と
か
い
う
離
で
背
任
罪
に
問
わ

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

然
る
に
、
本
件
で
そ
の
行
矯
が
背
任
で
は
な
く
横
領
だ
と
さ
れ
た
の
は
、
多
分
、
捲
保
差
入
が
全
く
ほ
し
い
ま
L

に
た
さ
れ
た
こ
と
で

あ
っ
て
、
講
の
総
代
と
し
て
の
業
務
と
し
て
た
さ
れ
た
も
の
で
は
た
い
か
ら
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
と
の
捨
保
差
入
行
錦
は
第
三

者
た
る
組
合
の
利
益
を
圃
づ
て
た
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
本
人
た
る
頼
母
子
講
の
業
務
捨
営
者
の
行
矯
と
し
て
不
法
た
も
の
で
あ
る

と
と
は
疑
た
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
行
魚
を
頼
母
子
講
の
業
務
と
し
て
行
。
た
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
業
務
に
無
関
係
に
、
た
ど
た
ま
た

ま
自
己
の
手
中
に
あ
る
財
物
た
る
が
ゆ
え
に
利
用
し
た
と
い
う
だ
け
の
も
の
で
あ
る
か
の
い
ず
れ
で
あ
る
か
に
よ
り
、
前
者
な
ら
ば
背
任
、

後
者
、
た
ら
ぼ
横
領
の
行
矯
と
見
ら
れ
た
け
れ
ば
た
ら
た
い
。
本
件
事
費
関
係
が
そ
の
い
ず
れ
の
場
合
で
あ
る
の
か
は
、
か
た
ら
ず
し
も
十

分
明
白
で
は
た
い
が
、
そ
と
に
一
示
さ
れ
た
事
貫
は
恐
ら
く
後
者
の
場
合
で
あ
っ
た
ろ
う
と
息
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
剣
旨
の
結
論
は
支
持

す
る
に
足
る
と
は
思
う
が
、
剣
回
目
は
そ
の
離
に
よ
っ
て
雨
罪
を
直
別
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
や
は
り
客
瞳
が
「
自
己
ノ
占
有

ス
ル
他
人
ノ
物
」
で
あ
る
と
い
う
之
と
に
室
賄
を
置
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
筆
者
と
し
て
は
、
と
の
剣
旨
は
室
鮎
を
逸
し
た
も
の
と
評

せ
ざ
る
を
得
た
い
。

} 
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次
の
事
例
を
と
れ
と
封
比
し
て
見
る
と
、

は
な
は
だ
興
味
が
あ
る

Q

〔
第
三
例
〕

被
告
人
は
A
住
宅
組
合
の
組
合
長
か
ら
組
合
の
事
務
一
切
の
庭
理
方
の
委
任
を
受
け
、
事
責
上
の
組
A
己
主
と
し
て
そ
の
業
務
に
従
事
中
、

自
分
が
か
ね
て
専
務
取
締
役
を
し
て
い
る

B
舎
祉
に
封
し
、

A
組
合
が
第
三
者
に
封
し
て
有
す
る
債
権
を
、
同
組
合
か
ら
無
償
で
譲
渡
さ

せ
た
と
い
う
事
賓
に
つ
き
、
大
審
院
は
と
れ
訂
背
任
罪
に
問
擬
し
た
原
容
剣
決
を
支
持
し
た
。

と
の
事
件
の
上
告
論
旨
は
「
背
任
罪
は
他
人
の
矯
事
務
を
鹿
理
す
る
者
が
葉
の
櫨
限
内
の
事
項
に
付
不
誠
賓
た
る
行
震
を
矯
し
、
以
て

本
人
の
矯
財
産
上
の
損
害
を
加
へ
た
る
場
合
に
於
て
成
立
す
る
犯
罪
に
し
て
、
若
し
自
己
の
有
す
る
権
限
を
越
院
し
た
る
行
震
に
よ
り
て

本
人
に
損
害
を
蒙
ら
し
め
た
る
場
合
に
於
て
は
、
横
領
罪
等
他
の
犯
罪
を
構
成
す
る
と
と
あ
る
も
、
背
任
罪
を
構
成
す
る
こ
と
之
な
き
も

の
と
す
」
と
い
う
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
封
す
る
剣
旨
は
「
其
の
行
矯
は
理
事
の
行
需
の
濫
用
に
外
た
ら
ず
し
て
理
事
の
纏
限
外
の
行

鋳
た
り
と
謂
う
と
と
を
得
ず
Ji---
背
任
罪
に
問
擬
し
た
る
は
正
営
に
し
て
論
旨
理
由
た
し
」
と
い
う
の
で
あ
っ
た
(
昭
和
八
年
一
一
月
一
一
九

自
大
審
院
州
決
、
刑
集
二
一
巻
一
一
一
四
五
頁
)
。

判
決
文
の
事
賓
摘
一
不
を
見
る
と
、
筆
者
が
と
L

に
書
い
た
の
と
は
遣
い
、
い
か
に
も
背
任
罪
ら
し
く
書
い
て
あ
る
。
た
と
え
ぼ
、
「
同
組

合
の
費
金
は
そ
の
目
的
事
業
の
遂
行
以
外
に
と
れ
を
使
用
し
得
ざ
る
に
か
L

わ
ら
ず
、
そ
の
任
務
に
背
き
;
:
:
B
舎
祉
の
利
益
を
園
り
、

:
:
:
B
舎
祉
に
利
益
を
輿
ふ
る
と
同
時
に
、

A
組
合
に
右
相
営
額
の
損
害
を
加
え
た
る
も
の
た
り
」
と
い
う
よ
う
に
摘
示
し
て
い
る
。
と

、13

れ
は
剣
決
文
の
常
v
と
す
る
と
と
る
で
、
構
成
要
件
に
該
営
す
る
と
い
う
こ
と
を
明
示
す
る
た
め
に
、
法
律
の
用
語
を
引
用
し
つ

L
摘
示
し

で
あ
る
か
ら
、
と
う
た
る
だ
け
の
と
と
で
あ
ヲ
て
、
長
一
の
嘉
賞
そ
の
も
の
は
筆
者
の
と
与
に
摘
示
し
た
と
と
に
童
き
る
の
で
あ
る
。
従
つ
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て
、
こ
れ
だ
け
の
事
責
を
見
る
と
、
法
律
へ
の
「
あ
て
は
め
」
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
、
と
れ
が
背
任
罪
に
た
ら
な
け
れ
ば
た
ら

た
い
か

E
う
か
は
、

か
た
ら
ず
し
も
明
白
に
は
印
象
づ
け
ら
れ
た
い
。

こ
の
事
賓
を
第
二
例
の
そ
れ
に
封
比
し
て
み
る
と
、
南
事
例
が
著
し
く
似
た
も
の
で
あ
る
と
と
が
わ
か
る
。
南
事
例
は
共
に
、
組
合
の

事
務
一
切
の
捨
雷
者
が
、
同
じ
く
自
分
が
代
表
者
た
る
地
位
に
あ
る
第
三
者
た
る
組
合
ま
た
は
舎
祉
の
利
益
を
闘
っ
て
、
本
人
た
る
組
合

の
財
産
を
不
法
に
慮
分
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
た
w
h

雨
者
の
相
違
す
る
の
は
、
第
二
例
で
は
そ
の
慮
分
行
震
が
株
朱
の
携
保
差
入
で
あ

る
に
封
し
、
第
三
例
で
は
そ
れ
が
債
権
の
譲
渡
で
あ
る
と
い
う
黙
で
あ
る
。
大
審
院
が
な
ぜ
前
例
で
は
横
領
罪
の
成
立
を
認
め
、
後
例
で

は
背
任
罪
の
成
立
を
認
め
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
州
文
上
明
言
さ
れ
て
は
い
た
い
け
れ
ど
も
、
雨
事
例
の
事
賞
閥
係
の
相
違
す
る
離
に
由

来
す
る
も
の
で
た
け
れ
ば
た
ら
た
い
は
ず
で
あ
る
。

そ
と
で
、
雨
事
例
の
聞
に
横
た
わ
る
と
こ
ろ
の
こ
の
唯
一
の
相
違
離
を
検
討
し
て
み

る
必
要
が
あ
る
。

爾
者
の
相
遣
は
株
券
の
捨
保
差
入
と
債
権
の
譲
渡
と
の
一
黙
に
あ
る
。
こ
れ
を
分
析
す
る
と
、
ま
ず
、
株
券
は
物
と
し
て
行
気
者
の
占

有
下
に
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
債
権
は
棒
利
と
し
て
占
有
の
観
念
に
親
し
ま
た
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
と
と
が
奉
げ
ら
れ
る
。
横
領
罪

と
背
任
罪
と
を
客
憧
の
相
遣
に
よ
づ
て
匝
別
し
よ
う
冒
と
す
る
見
解
か
ら
は
、
嘗
然
に
こ
の
相
違
黙
に
根
擦
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
。
た
し

か
に
、
こ
の
場
合
に
は
と
の
賄
に
相
違
鮪
が
あ
る
の
で
あ
る
し
、
他
の
多
く
の
場
合
に
も
、
横
領
罪
に
と
っ
て
は
他
人
の
物
の
占
有
航
態

が
必
須
の
前
提
僚
件
で
あ
る
の
に
、
背
任
罪
に
と
っ
て
は
そ
れ
が
前
提
保
件
で
は
た
い
の
だ
か
ら
、
と
の
賦
だ
け
で
雨
罪
を
匝
別
す
る
と

と
も
事
賃
上
可
能
で
あ
る
と
と
は
否
め
な
い
。
し
か
し
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
・
自
己
の
占
有
下
に
あ
る
他
人
の
物
を
不
法
に
底
分
す
る

行
詩
も
た
お
背
任
罪
に
た
る
ξ
見
る
方
が
ム
口
理
的
た
場
合
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
間
早
に
客
躍
の
相
遣
に
よ
っ
て
こ
れ
を
直
別
す
る
こ
と
を
曙

e a、

、一向、

ー〆
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時
し
な
け
れ
ぽ
た
ら
た
い
。

と
の
意
味
に
お
い
て
、
こ
の
ニ
ラ
の
事
例
の
相
違
離
を
比
較
す
る
と
、
第
二
例
の
権
保
差
入
行
震
に
封
し
第
三
例
の
譲
渡
行
矯
を
考
え

て
み
た
け
れ
ぼ
た
ら
た
く
た
る
。
捲
保
差
入
、
と
譲
渡
と
を
封
立
さ
せ
て
、
抽
象
的
に
こ
れ
ら
を
比
較
す
る
と
、

そ
れ
は
罪
名
の
相
遣
を
来

す
べ
き
差
異
と
は
た
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
入
質
と
棄
却
と
が
共
に
横
領
行
矯
の
典
型
的
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ

れ
ば
明
白
だ
が
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
つ

ξ
具
購
的
に
、
事
責
に
卸
し
て
見
る
と
と
が
必
要
で
あ
る
。
第
二
例
で
は
権
限
を
越
え
た
底

分
行
篤
と
し
て
捲
保
差
入
が
行
わ
れ
て
い
る
に
封
し
、
第
三
例
で
は
「
B
舎
祉
に
封
し
、
組
合
か
ら
譲
渡
す
る
」
と
い
う
形
式
に
お
い
て

譲
渡
行
鴛
が
行
わ
れ
て
い
る
ど
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
た
ら
な
い
。
第
三
例
の
譲
渡
は
本
人
た
る
組
合
に
不
利
釜
た
も
の
で
あ
る
か
も
知
、

れ
た
い
が
、

そ
の
組
合
の
業
務
櫓
営
者
の
楼
限
内
の
行
矯
で
あ
る
。
と
の
穀
、
第
二
例
で
は
業
務
携
営
者
の
櫨
隈
に
無
闘
係
た
行
震
が
行

わ
れ
て
い
る
の
と
は
、

い
ち
じ
る
し
く
異
た
る
も
の
で
あ
る
。
筆
者
は
爾
罪
直
別
の
標
準
を
と
の
楼
限
逸
脆
か
権
限
内
か
と
い
う
離
に
求

む
べ
き
だ
主
考
え
る
。

形
式
上
様
限
内
の
行
震
で
あ
り
な
が
ら
、
貧
質
上
本
人
に
損
害
を
生
ぜ
し
め
る
危
険
性
の
大
な
る
行
需
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
背
任
罪
の

特
質
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
に
封
し
て
、
横
領
罪
の
場
合
に
は
、
形
式
上
に
お
い
て
も
す
で
に
権
限
を
越
院
す
る
底
分
行
鵠

を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ハ1
)

前
節
の
註
ハ
日
)
(
日
)
(
ロ
)
参
照
。

筆
者
は
そ
白
必
要
を
認
め
な
い
。
植
松
、
前
掲
、
ニ
=
一
八
頁
以
下
。

(

2

)
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橋

論

議

第
三
干
一
容

第
五
披

方
法
相
違
の
問
題

横
領
罪
と
背
任
罪
と
の
直
別
の
標
準
を
客
瞳
の
相
違
に
求
め
る
が
如
く
で
あ
り
‘
な
が
ら
、

そ
れ
よ
り
一
歩
前
進
し
た
か
を
思
わ
れ
る
剣

例
が
あ
る
。
そ
れ
は
唆
昧
で
は
あ
る
が
、
雨
罪
の
相
遣
は
行
矯
の
方
法
に
あ
る
と
見
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

〔
第
四
例
〕

被
告
人
は
他
人
か
ら
負
債
整
理
の
嘱
託
を
受
け
、
同
入
所
有
の
土
地
建
物
の
鹿
分
を
委
任
せ
ら
れ
、
そ
れ
を
棄
却
ま
た
は
権
保
に
供
し

て
得
た
金
の
一
部
を
着
服
し
、
虚
偽
の
計
算
報
告
を
し
た
と
い
う
事
責
に
づ
き
、
原
審
は
と
れ
を
横
領
罪
に
問
擬
し
た
が
、
割
問
護
人
は
こ

れ
を
背
任
罪
に
該
賞
す
る
も
の
と
し
て
論
難
し
た
。
こ
れ
に
封
し
、
大
審
院
は
「
第
二
百
四
十
七
俸
の
規
定
は
犯
罪
構
成
の
要
件
と
し
て

一
般
的
に
本
人
に
財
産
上
の
損
害
を
加
へ
た
る
事
貫
を
覇
求
す
る
に
反
し
、
第
二
百
五
十
二
僚
は
自
己
の
占
有
す
る
他
人
の
物
を
横
領
し

た
る
特
別
な
る
事
貫
を
要
求
し
、
而
か
も
他
人
の
物
を
横
領
し
た
る
犯
人
が
他
人
の
矯
め
に
共
事
務
を
庭
理
す
る
者
た
る
と
否
と
を
匝
別

せ
ざ
る
を
以
て
、
他
人
の
物
を
占
有
す
る
者
が
其
物
を
横
領
し
た
る
場
合
に
付
き
で
は
、
刑
法
第
二
百
五
十
二
俸
を
適
用
し
、
刑
法
第
二

-rm聞
い
ヤ
併
附
ゅ
ん
か
争
秒
い
骨
掛
わ
か
争
ふ
ん
・
酌
一
出
が
か
和
わ
る
他
ん
か
向
w
b骨
骨
い
た
る
場
合
L
U
恥
ト
、
わ
穴

r
v
h
H
b山
を
以
?
中
ぃ
八
一
レ

財
産
上
の
損
害
を
加
へ
た
る
綿
て
の
場
合
に
適
用
す
べ
き
規
定
を
包
含
す
る
も
の
ξ
解
樟
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
」
と
し
て
、
原
剣
決
を
支
持

し
た
(
明
治
四
三
年
一
一
一
月
一
六
日
大
審
院
制
判
決
、
刑
録
二
ハ
輯
一
一
一
一
一
四
頁
)
。

と
の
剣
例
で
は
、
他
人
に
財
産
上
の
損
害
を
加
え
る
方
法
と
し
て
、
「
自
己
ノ
占
有
ス
ル
他
人
ノ
物
ヲ
横
領
」
す
る
と
い
う
方
法
と
そ
の

他
の
方
法
と
が
あ
る
が
、
前
者
の
方
法
に
よ
る
の
が
横
領
、
後
者
の
方
法
に
よ
る
の
が
背
任
と
い
う
見
方
を
し
て
い
る
。
言
葉
の
上
で
は

f
J
F
除
t

J
.
 

~ 
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k
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「
方
法
」
と
い
っ
て
い
る
が
、
客
畦
の
相
違
に
注
目
す
る
第
一
例
お
よ
び
第
二
例
の
剣
旨
と
大
曜
に
お
い
て
同
趣
旨
で
あ
る
と
い
っ
て
よ

ぃ
。
右
二
剣
例
も
、
見
様
に
よ
っ
て
は
、
方
法
の
相
遣
を
論
じ
て
い
る
も
の
と
も
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
厳
格
に
い
え
ば
、
本
例
を
も

含
め
て
、
と
れ
ら
三
事
例
は
雨
罪
の
匡
別
融
を
客
輔
胞
の
相
違

ι求
め
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
方
法
の
相
違
に
求
め
る
も
の
で
あ
る
の
か
、

唆
味
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
れ
ら
が
客
躍
の
相
遣
に
よ
る
直
別
を
説
示
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
た
ら
ぼ
、
と
れ
に
同
意
す
る
と
と
の
で

き
な
い
と
と
は
、
前
に
述
ぷ
た
通
り
で
あ
る
。
も
し
、

そ
う
た
ら
ば
、
後
記
第
五
例
や
第
六
例
と
の
聞
に
矛
盾
を
生
ず
る
こ
と
に
も
た
る
。

と
れ
に
反
し
て
、
こ
れ
ら
三
事
例
を
方
法
の
相
違
に
よ
っ
て
爾
罪
直
別
の
標
準
と
見
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
他
の
事
例
と

の
闘
係
上
、
調
和
あ
る
説
明
が
可
能
と
た
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
は
剣
旨
は
暖
昧
で
あ
り
、
論
じ
て
は
な
は
だ
童
さ
ざ
る
も
の
が
あ
る
と

い
わ
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

思
う
に
、
横
領
罪
と
背
任
罪
と
の
匠
別
の
標
準
を
行
魚
の
客
瞳
の
相
遣
に
求
め
る
と
と
は
で
き
な
い
。
横
領
行
矯
の
客
瞳
が
「
自
己
ノ

占
有
ス
ル
他
人
ノ
物
」
で
あ
る
こ
と
は
自
明
で
あ
る
が
、

そ
の
同
じ
「
自
己
ノ
占
有
ス
ル
他
人
ノ
物
」
に
つ
い
て
は
、
果
し
て
結
封
に
背

任
罪
の
成
立
を
考
え
る
必
要
が
た
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
考
え
る
こ
と
が
絶
封
に
不
合
理
で
あ
る
た
ら
ぽ
、
雨
罪
直
別
の
標
準
を
こ
れ

に
求
む
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
事
態
は
き
わ
め
て
簡
明
直
裁
で
も
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、

い
わ
ゆ
る
「
自
己
ノ
占
有
ス
ル

他
日
弘
」
に
つ
い
て
も
、
背
任
罪
の
成
立
を
考
え
た
け
れ
ぽ
、
不
合
理
た
場
合
が
あ
る
の
で
は

2
ま
い
か
。
現
に
剣
例
の
示
す
若
干

の
事
例
は
そ
う
い
う
場
合
に
該
営
す
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
開
宇
者
も
格
別
こ
れ
に
異
論
を
さ
し
は
さ
む
三
と
な
く
、
承
認
を
奥
え
て
い

る
か
に
見
え
る
も
の
が
す
く
な
く
た
い
。
こ
れ
は
、
す
く
な
く
と
も
、
そ
う
見
た
方
が
安
営
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
事
例
の
あ
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
そ
れ
は
漠
然
た
る
法
感
情
の
踊
趨
に
過
ぎ
た
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
三
に
論
理
的
に
解
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第
三
十
一
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第
五
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橋

論

叢

明
す
べ
き
問
題
が
ひ
そ
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

つ
い
で
な
が
ら
、
こ
の
第
四
例
で
は
、
「
第
二
百
五
十
二
僚
は
:
:
:
他
人
の
物
を
横
領
し
た
る
犯
人
が
他
人
の
矯
め
に
其
事
務
を
慮
理
す

る
者
た
る
と
否
と
を
匝
別
せ
ざ
る
を
以
て
:
:
:
」
と
説
示
し
、
横
領
罪
の
構
成
要
件
が
完
全
に
背
任
罪
の
構
成
要
件
の
う
ち
に
包
含
さ
れ

る
も
の
で
た
く
、
雨
罪
の
構
成
要
件
は
相
互
に
一
部
分
重
な
り
つ

L
、

一
部
分
は
呼
外
に
出
て
い
る
と
す
る
見
解
を
見
せ
て
い
る
が
、
こ

れ
は
正
営
で
な
い
。
王
権
原
に
も
と
づ
く
他
人
の
物
の
占
有
者
た
る
こ
と
は
、

そ
の
こ
と
白
樺
他
人
の
た
め
に
そ
の
事
務
を
慮
理
す
る
者

た
る
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

他
人
の
物
の
占
有
者
と
し
て
横
領
罪
の
主
瞳
た
る
に
必
要
な
僚
件
を
具
え
る
こ
と
は
、

そ
の
ま
L

た
立
ち
に
背
任
罪
の
主
瞳
た
る
に
必
要
な
「
他
人
ノ
矯
メ
其
事
務
ヲ
慮
理
ス
ル
者
」
と
い
う
保
件
を
も
具
え
る
こ
と
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
従
っ
て
、
行
震
の
主
樫
的
保
件
の
黙
に
お
い
て
も
横
領
罪
の
構
成
要
件
は
背
任
罪
の
構
成
要
件
か
ら
逸
脆
し
て
い
る
こ
と
に
は

友
ら
な
い
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
さ
て
置
き
、
火
の
三
つ
の
事
例
に
お
い
て
は
、

い
わ
ゆ
る
「
自
己
ノ
占
有
ス
ル
他
人
ノ
物
」
の
不
法
慮
分
行
震
に
か
L

る
事
案

た
る
に
か
L

わ
ら
ず
、
大
審
院
は
背
任
罪
の
成
立
を
認
め
て
、
横
領
罪
の
成
立
を
否
定
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
剣

例
で
あ
る
。

〔
第
五
例
〕

A
は
運
迭
庄
の
経
替
者
と
し
て
、

B
が
C
商
底
か
ら
買
い
受
け
た
支
米
一
一
一
俵
を
、
貨
物
引
換
詮
荷
矯
替
附
荷
受
人
D
名
義
で

B
の

B
が
そ
の
貨
物
の
運
迭
の
中
耀
を
し
た
E
蓬
港
株
式
舎
祉
に
封
し
て
か
ね
て
取
引
上
の
損
害
を
蒙
ら

た
め
に
受
け
取
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

し
め
て
い
た
の
で
、

A
は
同
舎
吐
重
役
か
ら
の
要
請
に
従
い
、
そ
の
損
害
の
賠
償
に
あ
て
る
た
め
、
貨
物
引
換
詮
と
引
き
換
え
る
こ
と
な

¥写
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く
や
本
貨
物
を
同
舎
祉
に
運
搬
交
付
し
た
と
い
う
事
貫
に
つ
き
、
原
裁
舛
所
は
こ
れ
を
目
し
て
、

A
は
B
お
よ
び
E
舎
祉
の
利
益
を
圃
り
、

荷
迭
人
た
る
C
商
底
に
手
形
金
額
相
営
の
損
害
を
蒙
ら
し
め
た
も
の
と
し
、
背
任
罪
に
問
擬
し
た
。
と
れ
に
針
し
、
競
護
人
は
上
告
し
て
、

と
の
場
合
A
は
後
日
貨
物
引
換
詮
の
正
営
た
所
持
人
の
請
求
に
劃
し
貨
物
引
渡
の
不
履
行
に
よ
る
損
害
賠
償
の
責
を
負
う
だ
け
で
あ
っ
て
、

A
の
行
震
を
も
っ
て
犯
罪
主
見
る
之
と
は
で
き
た
い
も
の
と
強
鵠
附
し
た
が
、
大
審
院
は
こ
の
上
告
を
理
由
あ
る
も
の
と
認
め
ず
、
原
審
の

背
任
罪
設
を
肯
定
し
た
ハ
昭
和
七
年
一
一
月
二
四
日
大
審
院
剣
決
、
刑
築
一
一
巻
一
七
O
三
頁
)
。

貨
物
引
換
詮
は
と
れ
と
引
換
に
蓬
詮
貨
物
の
引
渡
を
た
す
べ
き
旨
を
表
示
し
た
流
通
詮
券
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
所
持
人
た
る
権
利
者
は

と
れ
主
引
換
で
な
け
れ
ば
貨
物
の
引
渡
を
求
め
る
と
と
が
で
き
た
い
と
同
時
に
、
運
詮
業
者
も
ま
た
と
れ
と
引
換
で
な
け
れ
ば
貨
物
を
引

き
渡
す
と
と
が
で
き
た
い
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
荷
矯
替
た
る
も
の
は
、
運
送
貨
物
の
荷
主
が
荷
受
人
を
支
挽
人
と
し
た
篇
替
手
形

を
振
り
出
し
、

そ
の
手
形
の
受
取
人
か
ら
手
形
金
額
を
受
け
取
り
、
荷
受
人
た
る
手
形
の
支
揖
人
が
矯
替
金
の
支
挽
を
し
た
い
相
場
合
の
櫓

保
と
し
て
蓮
選
貨
物
を
寅
却
し
、

そ
の
費
得
金
を
も
っ
て
排
梼
に
あ
て
る
権
利
を
債
権
者
た
る
手
形
の
受
取
人
に
付
輿
し
、
同
時
に
貨
物

引
換
詮
を
債
権
者
に
交
付
す
る
と
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
運
遺
業
者
た
る

A
は
ま
さ
に
荷
主
の
貨
物
の
事
責
上
の
占

有
者
で
あ
る
。
従
っ
て
、
客
韓
中
心
に
も
の
を
考
え
る
と
す
れ
ば
、
本
件
は
業
務
上
横
領
罪
に
問
擬
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
の
に
、
剣
回
目
が

そ
う
た
っ
て
い
な
い
の
は
、
剣
例
の
態
度
が
か
た
ら
ず
し
も
客
髄
標
準
設
に
固
ま
っ
て
い
た
い
と
と
を
意
味
し
て
い
る
。
卑
見
に
よ
れ
ば
、

と
れ
は
別
の
理
由
に
よ
っ
て
業
務
上
横
領
罪
に
問
わ
る
べ
き
案
件
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
己
占
有
の
他
人
の
財
物
に
闘
す
る
行
矯
で
あ
り
、

19 ' 

し
か
も
蓮
詮
業
者
た
る

A
の
権
限
内
の
行
潟
で
は
た
い
か
ら
で
あ
る
。
も
し
、
本
件
が
貨
物
引
換
詮
の
よ
う
た
も
の
に
闘
係
の
た
い
占
有

物
件
に
闘
し
て
い
た
ら

E
う
た
る
か
を
考
え
て
み
れ
ば
、
と
の
聞
の
法
理
は
き
わ
め
て
簡
皐
に
了
解
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す
た
わ
ち
、
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叢

第
三
十
一
巻

第
五
披

他
人
の
貨
物
の
占
有
者
が
不
法
に
そ
れ
を
第
三
者
に
交
付
す
れ
ば
、
横
領
罪
と
な
る
こ
と
は
多
言
を
要
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
背

386 

任
罪
た
る
に
と
Y
ま
り
得
る
場
合
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
交
付
す
る
か
否
か
が
占
有
者
の
権
限
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
場
合
で
た
け
れ

ぽ
た
ら
た
い
。

貨
物
引
換
詮
附
貨
物
を
保
管
者
が
同
詮
と
引
き
換
え
る
こ
と
た
く
し
て
他
人
に
引
き
渡
し
て
も
、
引
渡
の
相
手
方
が
そ
の
貨
物
の
所
有

者
で
あ
る
場
合
に
は
、
背
任
罪
の
成
立
あ
る
に
過
ぎ
ず
、
横
領
罪
と
は
た
ら
た
い
。
そ
の
と
と
を
示
す
の
は
、
次
の
第
六
例
お
よ
び
第
七

例
の
場
合
で
あ
る
。

〔
第
穴
例
〕

倉
庫
業
者
た
る
C
舎
祉
の
支
配
人
A
は、

B
と
共
謀
し
て
、

B
に
封
す
る
質
権
者
と
し
て
質
入
詮
鼻
持
を
所
持
す
る

D
銀
行
に
封
じ
て
、

B
が
そ
の
債
務
を
耕
穂
し
な
い
う
ち
に
、
質
入
詮
祭
と
引
き
換
え
る
こ
と
た
く
し
て
、
受
寄
物
を
B
に
引
き
渡
し
た
と
い
う
事
貫
に
つ
き
、

原
審
は
、
と
の
行
震
は
B
の
利
益
を
闘
っ
て
た
さ
れ
、
結
果
と
し
て

C
舎
祉
に
財
産
上
の
損
害
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
背
任
罪

に
問
う
た
。
と
れ
に
封
し
、
被
告
人
B
は
皐
に
自
己
の
財
産
を
動
か
し
た
に
過
ぎ
た
い
か
ら
、
民
事
上
の
詐
害
行
矯
の
費
生
に
機
舎
を
奥

え
た
だ
け
で
、
債
権
者
の
損
失
主
た
る
も
の
で
た
い
と
し
て
上
告
し
た
が
、
大
審
院
は
「
倉
庫
業
者
は
受
寄
物
に
付
き
質
入
詮
券
の
所
持

人
た
る
質
権
者
に
封
し
て
保
管
の
義
務
を
負
う
も
の
な
れ
ば
、
寄
託
者
が
寄
託
物
の
返
還
を
請
求
す
る
も
、
質
入
詮
券
と
引
換
に
非
ざ
る

以
上
は
、
出
庫
底
分
を
魚
す
を
得
ず
」
'
と
い
う
前
提
に
立
の

J

て
、
原
剣
決
の
背
任
罪
設
を
支
持
し
た

ハ
明
治
四
四
年
二
一
月
一
九
日
大
審
践
例

決
、
刑
録
一
七
輯
二
二
三
三
頁
)
。

〔
第
七
例
い

‘J 人も
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被
告
人
は
A
が
B
か
ら
質
物
と
し
て
受
け
取
っ
た
反
物
を
A
の
委
託
を
受
け
て
保
管
中
、

B
の
求
め
に
慮
じ
て
ほ
し
い
ま
L

に
と
れ
を

同
人
に
交
付
し
た
と
い
う
事
貫
に
つ
い
て
、
原
審
が
横
領
罪
を
も
っ
て
庭
断
し
た
の
に
封
し
、
被
告
人
は
本
件
は
所
有
権
に
何
の
侵
害
も

た
い
か
ら
横
領
罪
に
問
わ
る
べ
き
で
な
い
と
し
て
上
告
し
た
。
大
審
院
は
そ
の
上
告
を
容
れ
、
背
任
罪
に
問
擬
す
べ
き
も
の
と
剣
示
し
た

(
明
治
四
四
年
一

O
月
一
三
日
大
審
院
剣
決
、
刑
録
一
七
斡
一
六
九
八
頁
)
。

と
れ
ら
雨
例
に
お
い
て
も
、
自
己
の
占
有
す
る
他
人
の
物
を
委
託
の
趣
旨
に
反
し
、
す
な
わ
ち
楼
限
を
越
え
て
庭
分
し
た
の
で
あ
る
か

ら
、
い
ず
れ
も
一
見
横
領
罪
に
あ
た
る
か
に
見
え
る
案
件
で
は
あ
る
が
、
横
領
罪
の
本
質
た
る
他
人
の
所
有
櫨
の
侵
害
と
い
う
面
か
ら
見

る
と
、
そ
の
構
成
要
件
を
続
い
て
い
る
(
第
二
五
二
僚
第
二
項
と
第
二
四
ニ
僚
と
を
封
比
す
れ
ば
明
白
)

従
っ
て
、
剣
回
目
が
そ
の
一
般
規
定
た
る
背
任
罪
に
問
う
た
の
は
正
嘗
で
あ
る
。

か
ら
、
同
罪
に
た
る
と
と
は
た
い
。

横
領
罪
主
背
任
罪
と
の
直
別
を
客
瞳
に
よ
っ
て
行
う
と
と
の
不
合
理
た
場
合
の
あ
る
こ
と
は
、
如
上
の
穀
速
を
も
っ
て
あ
き
ら
か
で
あ

る
冒
と
考
え
る
が
、

さ
ら
に
一
層
興
味
あ
る
事
例
を
第
八
例
に
お
い
て
見
る
。

門
第
八
例
〕

被
告
人
は
銀
行
支
庖
長
代
理
と
し
て
同
銀
行
を
代
理
し
て
小
切
手
を
振
り
出
す
楼
限
を
有
す
る
と
と
ろ
か
ら
、

そ
の
資
格
を
冒
用
し
て

同
支
底
振
出
自
己
宛
小
切
手
一
通
を
作
成
し
た
が
、

そ
の
後
右
支
庖
長
代
理
を
罷
免
さ
れ
て
か
ら
後
、
こ
の
小
切
手
を
情
を
知
ら
た
い
他

人
に
交
付
し
て
割
引
し
た
と
い
う
事
貫
に
つ
き
、
原
審
は
被
告
人
を
背
任
罪
-
に
問
擬
し
た
。
こ
れ
に
封
し
、
鰭
護
人
は
、
右
小
切
手
の
交

付
が
す
で
に
支
庖
長
代
理
た
る
資
格
を
失
っ
て
か
ら
後
に
た
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
背
任
罪
に
問
わ
る
べ
き
で
な
く
、
横
領
罪
に
問

わ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
し
て
上
告
し
た
が
、
大
審
院
は
「
右
小
切
手
の
作
成
は
:
:
:
銀
行
を
し
て
爾
後
悪
意
又
は
重
大
た
る
過
失
た
く

お7
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し
て
該
小
切
手
を
取
得
し
た
る
第
三
者
に
封
し
、
手
形
上
の
責
任
を
負
婚
す
ペ
き
地
位
に
立
た
し
む
る
の
原
因
を
成
す
も
の
た
れ
ぽ
、
被

告
人
;
:
:
が
:
:
:
銀
行
の
矯
其
の
事
務
を
慮
理
す
る
任
務
に
在
り
た
が
ら
、
自
己
:
:
:
の
利
益
を
圃
る
目
的
を
以
て
右
小
切
手
を
作
成
し

た
る
は
郎
其
の
任
務
に
背
き
た
る
行
震
を
鋳
し
、
右
銀
行
に
財
産
上
の
損
害
を
加
ふ
べ
き
犯
罪
の
貫
行
に
着
手
し
た
る
も
の
に
外
た
ら

ず
」
と
し
て
、
背
任
罪
設
を
維
持
し
た
。

と
の
場
合
に
は
、
被
告
人
は
銀
行
の
支
庖
長
代
理
と
し
て
小
切
手
振
出
の
楼
限
を
有
す
る
。
そ
の
権
限
内
に
お
い
て
擢
隈
を
濫
用
し
た

と
と
が
違
法
な
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
そ
の
行
震
が
背
任
罪
を
構
成
す
る
と
見
る
の
が
正
し
い
。
も
し
、
被
告
人
が
支
底
長

代
理
た

E
で
た
く
て
、
支
底
長
代
理
の
振
り
出
し
た
小
切
手
を
持
ち
出
し
て
剣
示
の
よ
う
な
こ
と
を
し
た
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
明
白
に
横

領
で
あ
る
。
事
が
小
切
手
の
振
出
で
あ
る
か
ら
、
振
出
様
限
の
た
い
者
が
支
庖
長
代
理
の
作
成
名
義
を
冒
用
し
て
振
出
し
た
と
い
う
の
な

ら
ぼ
、
そ
れ
は
有
債
詮
舞
備
遣
罪
と
た
り
、
横
領
罪
に
は
も
ど
よ
り
、
背
任
罪
に
も
た
ら
た
い
。
本
件
は
振
出
の
楼
限
あ
る
支
庖
長
代
理

が
そ
の
樺
限
内
に
お
い
て
違
法
に
行
っ
た
れ
ば
こ
そ
、
背
任
罪
を
構
成
す
る
の
で
あ
る
。

と
れ
を
要
す
る
に
、
自
己
の
占
有
す
る
他
人
の
物
を
不
法
に
底
分
す
る
行
需
は
、

そ
れ
が
形
式
上
底
分
権
の
範
閣
内
に
お
い
て
な
さ
れ

る
た
ら
ぽ
、
背
任
罪
を
構
成
す
る
が
、
庭
分
権
の
範
囲
を
逸
脱
し
て
た
さ
れ
る
た
ら
ば
、
横
領
罪
と
た
る
と
解
す
べ
き
と
・
と
を
、
筆
者
は

提
同
情
す
る
の
で
あ
る
。

剣
例
は
自
己
の
占
有
す
る
他
人
の
物
を
越
権
底
分
す
る
同
種
の
行
矯
で
も
、
そ
れ
を
第
三
者
の
利
益
の
た
め
に
行
う
場
合
に
は
、
そ
の

慮
分
行
震
が
自
己
の
名
を
も
っ
て
行
わ
れ
れ
ば
横
領
罪
が
成
立
し
、
本
人
の
名
で
行
わ
れ
れ
ば
背
任
罪
が
成
立
す
る
と
の
見
解
を
持
す
る

ょ
う
で
あ
る
。
多
く
の
揚
合
に
は
、
と
の
標
準
で
も
安
営
た
解
決
に
達
す
る
で
あ
ろ
う
。
た
ぜ
た
れ
ば
、
他
人
の
物
の
占
有
者
が
本
人
名

ゐ
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義
す
な
わ
ち
所
有
者
の
名
に
お
い
て
慮
分
行
矯
を
す
る
と
き
は
、
形
式
上
は
占
有
者
の
楼
限
内
の
行
待
と
し
て
行
わ
れ
る
の
を
例
と
す
る

で
あ
ろ
う
し
、
権
限
を
越
え
て
行
う
と
き
は
、
自
己
名
義
を
も
っ
て
す
る
の
を
例
と
す
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
名
義
の
如

何
は
本
質
的
た
と
と
で
は
た
い
。
そ
れ
は
雨
罪
匝
別
の
有
力
た
手
が
か
り
と
た
る
こ
と
が
多
い
だ
け
で
あ
る
。

一
方
に
お
い
て
は
、
村
長
が
村
舎
の
議
を
経
ず
し
て
、
そ
の
職
務
上
保
管
す
る
村
有
金
を
ほ
し
い
ま
L

に
私
錆
舎

一
枇
に
村
の
名
義
で
貸
興
し
た
行
震
を
背
任
罪
し
は
た
が
ら
、
他
方
に
お
い
て
は
、
村
牧
入
役
が
そ
の
職
務
上
保
管
す
る
村
有
金
を
「
村
長

名
義
論
を
採
る
と
、

の
命
令
た
く
且
村
の
名
を
以
て
せ
ず
し
て
」
ほ
し
い
ま
L

に
共
犯
者
た
る
村
の
書
記
に
融
通
し
た
行
矯
に
づ
い
て
は
、
「
町
村
の
牧
入
役
が

自
己
若
は
第
三
者
の
利
盆
を
圃
り
、
叉
は
本
人
に
損
害
を
加
ふ
る
目
的
を
以
て
、
町
村
長
の
命
令
な
く
し
て
、
町
村
の
名
を
以
て
禁
の
金

員
を
撞
に
支
出
し
、
町
村
に
損
害
を
加
へ
た
る
が
如
き
場
合
に
於
て
は
背
任
罪
を
構
成
す
べ
き
も
、
本
件
の
如
く
;
:
:
村
の
名
を
以
て
せ

ず
し
て
、
(
共
犯
者
た
る
)
被
告
人
の
利
益
に
其
の
保
管
す
る
公
金
を
貸
奥
し
、
該
村
に
損
害
を
加
へ
た
る
如
き
場
合
は
、
背
任
罪
を
構
成

せ
ず
し
て
横
領
罪
を
構
応
対
」
と
い
う
よ
う
た
こ
と
に
た
る
。
し
か
し
、
名
義
は
権
限
内
の
行
矯
か
楼
限
を
越
え
た
行
震
か
を
認
定
す
る

に
有
力
た
手
が
L

り
と
た
る
に
過
ぎ
た
い
。

最
後
に
、
背
任
罪
の
本
質
と
の
闘
蓮
に
お
い
て
こ
の
問
題
を
考
え
て
み
る
と
、
背
任
罪
を
構
成
す
る
行
需
は
、
行
矯
者
の
形
式
的
権
限

内
に
あ
り
た
が
ら
、
貴
質
的
に
は
事
務
庭
理
の
本
旨
に
反
仁
記
と
い
う
黙
で
、
ま
さ
に
櫨
限
濫
用
の
行
鵠
で
あ
る
が
、
普
通
に
い
わ
ゆ
る

権
限
濫
用
設
の
主
張
す
る
如
く
、

そ
れ
が
法
律
行
震
で
た
け
れ
ば
友
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
は
い
え
た
い
。
背
任
罪
は
形
式
上
行
矯
者
の
権
限

昼23

内
の
慮
分
行
震
に
つ
い
て
の
み
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
或
る
程
度
の
裁
量
権
あ
る
地
位
に
あ
る
者
で
た
け
れ
ば
、
そ
の
行
儒
者

主
た
る
と
と
は
で
き
た
い
。
阜
な
る
機
械
的
鉱
労
務
に
従
事
す
る
者
に
は
背
任
罪
を
考
え
る
払
跡
地
内
恥
刊
。
背
任
罪
の
行
焦
が
形
式
的
な
纏

他
人
の
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判
限
内
に
お
い
て
行
う
行
矯
な
れ
ば
と
そ
、
特
定
財
産
の
侵
害
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
組
財
産
の
侵
害
と
た
る
と
い
う
鈷
で
も
、
横
領
罪

一

橋

論

叢

第
五
披

と
直
別
さ
る
べ
き
態
様
を
持
つ
。
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昭
和
九
年
七
月
一
九
日
大
審
院
剣
決
、
刑
集
一
三
念
九
八
=
一
頁
。

、、

昭
和
一

O
年
七
月
一
一
一
日
大
審
院
剣
決
‘
刑
集
一
四
谷
七
四
五
頁
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