
事
例

依
頼
の
趣
旨
は
こ
う
で
あ
る
。

ト
ラ
ッ
ク
を
運
転
し
て
い
た
A
氏
は
、
信
号

の
な
い
交
差
点
内
で
衝
突
事
故
を
起
こ
し
、
優

先
道
路
を
走
行
し
て
い
た
相
手
車
両
の
乗
員

二
名
を
死
亡
さ
せ
た
。
公
訴
事
実
の
「
一
時
停

止
標
識
無
視
」
を
争
わ
ず
、
も
っ
ぱ
ら
地
域
住

民
の
嘆
願
書
を
揃
え
る
な
ど
情
状
立
証
に
努

め
、
執
行
猶
予
の
判
決
を
期
待
し
た
が
、
判
決

は
懲
役
一
年
一

O
月
の
実
刑
で
あ
っ
た
。
し
か

し、

A
氏
が
一
時
停
止
し
な
か
っ
た
の
は
事
実

だ
が
、
本
当
は
過
労
の
あ
ま
り
注
意
力
散
漫
で

標
識
を
「
見
落
し
」
て
い
た
の
で
「
無
視
」
し
た
わ

け
で
は
な
い
。
相
手
車
両
は
制
限
速
度
を
毎
時

二
0
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
超
過
し
て
い
た
よ

実
践
編

良
い
控
訴
趣
意
書
を

書
く
た
め
に

事
実
認
定
・
量
刑
不
当
を
申
心
に

村
岡
啓

弁
護
士

う
だ
。
実
刑
が
確
定
す
る
と
A
氏
の
個
人
事
業

は
廃
業
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
、
な
ん
と
か
控

訴
審
で
執
行
猶
予
の
判
決
を
と
っ
て
い
た
だ

き
た
い
。

準
備
段
階

1
被
告
人
か
ら
の
事
情
聴
取

ま
ず
、
被
告
人
に
会
っ
て
、
何
が
控
訴
を
申

し
立
て
た
理
由
な
の
か
を
聴
く
。
原
判
決
の
事

実
認
定
の
ど
の
部
分
に
不
満
が
あ
る
の
か
、
量

刑
に
不
満
が
あ
る
の
か
、
一
審
の
弁
護
人
の
立

証
活
動
に
不
満
が
あ
る
の
か
、
被
告
人
が
控
訴

審
で
是
正
し
て
も
ら
い
た
い
対
象
を
正
確
に

把
握
す
る
。
と
く
に
、
一
審
で
認
め
て
い
た
事

実
関
係
を
控
訴
審
に
お
い
て
否
認
す
る
場
合
、

何
故
、
一
審
で
本
当
の
こ
と
を
言
わ
ず
に
公
訴

事
実
を
認
め
た
の
か
、
被
告
人
の
心
理
の
動
き

を
丙
現
さ
せ
る
。
道
徳
的
な
評
価
を
抜
き
に
し

て
、
そ
の
心
理
過
程
が
了
解
で
き
る
も
の
で
あ

れ
ば
、
そ
れ
を
被
告
人
本
人
の
陳
述
書
あ
る
い

は
弁
護
人
作
成
の
供
述
録
取
書
の
か
た
ち
で

証
拠
化
し
て
お
く
。

A
氏
の
場
合
、
判
決
の
量
刑
埋
由
の
中
で
、

故
意
に
一
時
停
止
の
標
識
を
無
J

銅
し
た
点
を

厳
し
く
断
罪
さ
れ
て
、
そ
の
事
実
認
定
の
下
で

懲
役
刑
に
服
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え

た
。
公
訴
事
実
を
そ
の
ま
ま
認
め
た
の
は
、
地
笹
口

察
の
取
調
べ
の
時
に
、
二
人
死
亡
の
結
果
を
聞

い
て
正
然
自
失
の
状
態
に
陥
り
、
警
察
の
仮
説

「
標
識
無
視
」
を
受
け
入
れ
た
結
果
で
あ
っ
た
。

一
時
停
止
し
な
か
っ
た
の
は
事
実
だ
か
ら
、

「
無
視
」
も
「
見
落
し
」
も
同
じ
と
考
え
、
ま
た
、
自

責
の
念
か
ら
敢
え
て
相
手
方
の
非
、
す
な
わ
ち

速
度
違
反
に
言
及
す
る
の
を
避
け
て
い
た
。

2
原
審
弁
護
人
か
ら
の
意
見
聴
取

で
き
れ
ば
原
審
弁
護
人
に
、
一
審
の
弁
護
方

針
を
定
め
た
理
由
と
反
省
点
を
聴
く
。
弁
護
人

の
立
証
活
動
と
被
告
人
の
主
観
的
認
識
と
の

間
に
祖
師
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
原
因
を
調

べ
て
み
る
。
控
訴
審
で
の
争
い
方
に
意
見
が
あ

れ
ば
、
そ
れ
も
拝
聴
し
て
お
く
。

A
氏
の
弁
護
人
は
、

A
氏
が
事
実
関
係
を
争

う
意
思
を
一
不
さ
な
か
っ
た
の
で
、
「
標
識
無
視
」

の
事
実
を
前
提
に
A
氏
の
人
格
立
証
の
み
に

努
め
た
。
十
分
な
対
人
賠
償
保
険
に
加
入
し
て

い
た
の
で
示
談
は
確
実
と
み
ら
れ
、

A
氏
の
人

格
か
ら
再
犯
の
お
そ
れ
は
な
い
と
考
え
、
ギ
リ

ギ
リ
で
執
行
猶
予
は
つ
く
と
判
断
し
た
の

だ
っ
た
。

A
氏
が
本
当
は
「
見
落
し
」
で
あ
っ
た

と
弁
明
し
て
い
る
こ
と
を
伝
え
、
意
見
を
求
め

た
ら
、
自
賠
責
保
険
を
請
求
す
る
際
の
事
故
報

告
書
に
は
確
か
に
「
標
識
無
視
」
で
は
な
く
、
「
見

落
し
」
の
態
様
で
警
か
れ
て
い
た
こ
と
を
認
め

た
（
弁
護
人
の
事
実
調
査
の
不
徹
底
と
非
難
し

て
も
何
の
役
に
も
立
た
な
い
。
む
し
ろ
、

A
氏
の

弁
明
が
作
り
話
で
は
な
い
こ
と
の
裏
づ
け
資

料
が
あ
っ
た
こ
と
を
喜
ぶ
べ
き
な
の
で
あ
る
）
。

3
現
場
の
観
察
と
事
件
の
イ
メ
ー
ジ
化

訴
訟
記
録
中
の
捜
査
資
料
の
み
か
ら
犯
行
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特集｜控訴審は怖くない

状
祝
を
推
測
す
る
の
で
は
な
く
、
必
ず
現
場
を

確
認
す
る
。
し
か
も
、
時
刻
、
明
暗
、
気
象
条
件
等

を
可
能
な
か
ぎ
り
犯
行
時
の
客
観
状
況
に
近

似
さ
せ
た
環
境
で
現
場
確
認
を
す
る
。
そ
し

て
、
現
場
を
観
察
し
た
結
果
、
自
然
と
心
に
浮

か
ん
で
き
た
疑
問
点
を
す
べ
て
メ
モ
し
、
再

度
、
記
録
を
検
討
し
、
そ
の
疑
問
点
が
審
理
の

過
程
で
検
討
さ
れ
た
形
跡
が
あ
る
か
否
か
、
そ

の
疑
問
点
が
ど
の
よ
う
に
解
消
さ
れ
た
か
を

チ
ェ
ッ
ク
す
る
。
現
場
を
観
察
す
る
際
、
被
告

人
の
立
場
の
み
な
ら
ず
被
害
者
の
立
場
、
警
察

官
の
立
場
に
身
を
置
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点

と
心
理
状
態
の
違
い
を
実
感
し
て
み
る
。
そ
の

結
果
、
思
わ
ぬ
誤
解
の
原
因
を
発
見
す
る
こ
と

も
あ
る
。

A
氏
の
事
故
現
場
は
見
通
し
の
よ
い
十
字

路
で
、
一
時
停
止
の
標
識
は
誰
の
限
に
も
明
ら

か
な
か
た
ち
で
存
在
し
て
い
た
。
警
察
が
「
標

識
無
視
」
の
仮
説
を
立
て
た
の
も
無
理
は
な

い
。
と
こ
ろ
が
、
現
場
に
は
事
故
後
、
点
滅
式
信

号
機
が
新
た
に
設
置
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
理
由

は
、
同
じ
交
差
点
で
過
去
三
年
間
に
四
件
の
死

傷
事
故
が
発
生
し
、
地
元
で
「
魔
の
交
差
点
」
と

呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
雄
大
な
北
海

道
の
風
景
は
、
常
識
と
は
逆
に
、
見
通
し
が
よ

け
れ
ば
よ
い
ほ
ど
、
種
々
な
標
識
を
そ
の
遠
景

の
中
に
取
り
込
み
、
注
意
力
散
漫
の
状
態
で
は

容
易
に
そ
の
交
差
点
の
存
在
を
見
逃
し
て
し

ま
う
の
で
あ
る
（
こ
れ
を
「
十
勝
型
交
通
事
故
」

と
い
う
）
。
こ
う
し
た
事
情
は
地
元
の
新
聞
記

事
が
有
力
な
情
報
源
と
な
る
。

控
訴
理
由
の
確
定

－
原
判
決
の
判
決
理
由
の
分
析

控
訴
審
弁
護
の
面
白
さ
は
、
白
表
紙
起
案
と

同
様
、
原
判
決
に
結
実
し
た
原
審
裁
判
所
の
事

実
認
定
と
量
刑
判
断
と
を
控
訴
審
裁
判
官
と

同
じ
地
平
で
分
析
で
き
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
つ

ま
り
、
控
訴
審
で
は
、
裁
判
官
も
弁
護
人
も
同

じ
資
料
を
用
い
て
原
判
決
を
批
判
的
に
分
析

し
、
原
判
決
に
誤
り
が
な
い
か
を
精
査
す
る
と

い
う
点
で
は
同
じ
な
の
で
、
弁
護
人
の
批
判
が

正
鵠
を
射
た
も
の
で
あ
れ
ば
必
ず
控
訴
審
裁

判
官
と
問
題
意
識
を
共
有
す
る
こ
と
に
な
り
、

裁
判
所
を
説
得
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
o

H

限
り
な
く
一

O
O
パ
ー
セ
ン
ト
に
近
い
H

有
罪
率
を
誇
る
わ
が
国
で
無
罪
判
決
を
獲
得

す
る
こ
と
は
極
め
て
難
し
い
が
、
原
判
決
破
棄

の
判
決
を
獲
得
す
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
困
難

な
こ
と
で
は
な
い
。

控
訴
理
由
を
確
定
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
原

判
決
の
判
決
理
由
を
分
析
す
る
こ
と
か
ら
始

め
る
。
事
実
の
存
否
が
深
刻
に
争
わ
れ
た
事
件

の
場
合
、
有
罪
の
結
論
は
、
取
捨
選
択
を
経
た

証
拠
に
基
づ
い
て
、
有
罪
の
立
証
と
い
う
目
的

意
識
の
も
と
種
々
な
証
拠
の
有
機
的
な
関
連

に
よ
っ
て
組
み
立
て
ら
れ
た
一
群
の
証
拠
に

よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
事
件
固
有
の

有
機
的
な
証
拠
の
構
成
を
「
証
拠
構
造
」
と
い

ぅ
。
判
決
理
由
を
分
析
す
る
第
一
歩
は
原
判
決

の
証
拠
構
造
を
解
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
証
拠

は
そ
れ
ぞ
れ
、
客
観
性
、
証
拠
価
値
（
証
明
力
）
、

射
程
距
離
を
異
に
し
て
い
る
か
ら
、
何
が
中
心

を
な
す
証
拠
な
の
か
、
そ
れ
を
支
え
補
強
し
て

い
る
証
拠
は
何
か
、
単
に
付
随
的
に
寄
り
か

か
っ
て
い
る
証
拠
は
何
か
、
と
い
っ
た
具
合

に
、
証
拠
相
互
間
の
関
連
性
を
明
ら
か
に
す

る
。
図
解
し
て
可
視
化
す
れ
ば
、
有
罪
証
拠
の

脆
弱
な
部
分
を
発
見
す
る
の
に
有
益
で
あ
る

（
証
拠
構
造
図
の
作
成
・
「
状
況
証
拠
と
ど
の
よ

う
に
闘
う
か
」
『
刑
事
弁
護
の
技
術
（
上
）
』
五
二

六
頁
以
下
参
照
）
。
証
拠
構
造
の
分
析
を
通
じ

て
、
一
審
の
裁
判
官
は
ど
の
証
拠
を
重
視
し
て

有
罪
の
心
証
を
と
っ
た
の
か
が
判
明
す
る
の

で
、
控
訴
審
の
攻
撃
の
対
象
は
そ
こ
に
絞
ら
れ

る
。
そ
の
ポ
イ
ン
ト
に
焦
点
を
あ
て
て
、
証
拠

の
取
捨
選
択
に
誤
り
は
な
い
か
、
そ
の
心
証
形

成
過
程
は
合
理
的
か
、
証
拠
か
ら
事
実
認
定
に

至
る
推
論
に
論
理
則
、
経
験
則
違
反
は
な
い
か

を
順
次
吟
味
す
る
。
そ
の
結
果
、
批
判
的
に
指

摘
で
き
る
原
判
決
の
弱
点
こ
そ
が
控
訴
理
由

を
組
み
立
て
る
素
材
と
な
る
。

量
刑
事
情
に
つ
い
て
も
、
原
判
決
が
最
も
考

慮
し
た
量
刑
事
由
が
何
で
あ
る
の
か
を
抽
出

し
、
そ
の
有
利
・
不
利
の
比
較
衡
量
に
お
け
る

重
要
度
を
吟
味
し
て
み
る
こ
と
に
な
る
。

2
控
訴
理
由
の
確
定

控
訴
審
裁
判
官
が
原
判
決
を
批
判
的
に
み

る
と
い
っ
て
も
、
当
事
者
の
主
張
す
る
控
訴
理

由
の
判
断
を
通
し
て
原
判
決
の
当
否
を
判
断

す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
控
訴
理
由
を
ど
の
よ
う

に
組
み
立
て
る
か
は
弁
護
人
の
役
割
で
あ
り
、

控
訴
審
弁
護
の
基
本
で
あ
る
。

判
決
理
由
の
分
析
の
結
果
、
数
多
く
の
事
実

誤
認
を
指
摘
で
き
る
が
、
控
訴
の
最
終
目
的
が

無
罪
の
獲
得
で
は
な
く
、
刑
の
軽
減
や
執
行
猶

予
判
決
の
獲
得
に
あ
る
場
合
、
控
訴
理
由
は
ど

う
す
べ
き
か
？

「
事
実
誤
認
」
と
「
量
刑
不
当
」
と
は
別
個
の
控

訴
理
由
で
あ
る
か
ら
、
両
者
を
一
緒
く
た
に
考

え
て
は
い
け
な
い
。
両
者
の
主
張
が
混
こ
う
し

て
い
れ
ば
、
法
廷
で
釈
明
を
受
け
る
こ
と
に
な

る
。
論
理
的
に
、
犯
罪
の
成
否
に
つ
き
「
事
実
誤

認
」
が
あ
れ
ば
、
原
判
決
の
量
刑
の
基
礎
も
変

わ
る
の
で
結
果
的
に
は
量
刑
の
変
更
を
導
く

が
、
こ
の
場
合
、
主
張
す
べ
き
は
、
あ
く
ま
で
も

「
事
実
誤
認
」
で
あ
る
。
あ
え
て
「
量
刑
不
当
」
を

主
張
し
な
く
て
も
よ
い
。
た
だ
し
、
刑
の
適
用

の
一
般
基
準
（
刑
法
改
正
草
案
四
八
条
）
に
よ

れ
ば
、
量
刑
事
由
と
し
て
「
犯
罪
の
動
機
、
方
法
、

結
果
」
が
劇
酌
さ
れ
る
の
で
、
こ
れ
ら
に
該
当

す
る
事
実
の
誤
認
は
、
「
事
実
誤
認
」
と
同
時
に
、

量
刑
事
情
の
基
礎
を
変
動
さ
せ
「
量
刑
不
当
」

の
根
拠
と
な
る
。
つ
ま
り
、
同
一
の
事
実
誤
認

の
指
摘
が
二
つ
の
控
訴
理
由
を
基
礎
づ
け
る

の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
脈
の
中
で
引
用
す
る
必

要
が
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
、
犯
罪
の
成
否
と
無

縁
の
純
粋
に
情
状
の
み
の
事
由
の
誤
認
は
、
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「事
実
誤
認
」
で
は
な
く
「
量
刑
不
当
」
の
控
訴
理

由
の
み
を
桃
成
す
る
．

A
氏
の
場
合
、
獄
識
の
無
視
と
見
世
悔
し
と
で

は、
「認
滋
あ
る
過
失
」と
「
認
滋
な
き
過
失
」
と

の
過
失
の
態
織
の
基
を
導
く
か
ら
、
こ
の
点
の

指
摘
は
『
事
災
紋
認
」
で
あ
る
・
ま
た
、
被
符
者
側

の
過
失
で
あ
る
制
限
速
度
違
反
も
、
公
訴
市
災

の市
P
故
悠
織
に
彪
響
を
及
ぼ
す
の
で
『
下
出
火
浜

町
泌
」
を
榊
成
す
る
・
そ
れ
と
同
時
に
、
こ
れ
ら
の

過
失
態
織
は
、
日
川
刑
事
由
で
も
あ
る
か
ら
「H
M

刑
不
当
」
の
線
拠
と
も
な
る
・
他
方
、
事
政
の
品
川

良
事
組
別
で
あ
る
「
師
械
の
交
差
点
」
の
特
質
や
十

勝
型
交
通
事
紋
を
慈
起
す
る
人
関
心
理
、
過
労

の
事
実
な
ど
の
諸
事
情
は
、
純
然
た
る
量
刑
事

情
な
の
で
「
量
刑
不
当
』
を
裏
づ
け
る
基
礎
事

山
と
な
る
。
か
く
し
て
、

A
氏
の
場
合
、
住
訴
理

由
は
、
過
失
の
行
為
態
様
の
違
い
を
指
織
す
る

「
事
実
誤
認
」
と
同
一
事
由
を
量
刑
事
由
と
し

て
取
り
込
ん
だ
う
え
で
主
張
す
る
「
危
刑
不

当
」
の
一
一
段
紛
え
と
な
っ
た
・

控
訴
趣
意
書
の
書
き
方

1
事
実
の
録
用

『
事
実
誤
必
』
お
よ
び
「
m
M
刑
不
当
」
の
陀
訴
削
叫

出
は
、
必
ず
事
実
に
基
づ
い
て
主
強
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
・担

mで
き
る
恨
実
は
、
法
本
的

に
は
①
訴
訟
記
録
お
よ
び
原
裁
判
所
に
お
い

て
取
り
捌
べ
た
証
拠
に
現
れ
て
い
る
事
災
で

あ
る
が
、
特
例
と
し
て
＠
や
む
を
え
な
い
事
由

に
よ
っ
て
、
第
一
縫
の
弁
論
終
結
前
に
取
調
べ

請
求
で
き
な
か
っ
た
疏
拠
に
よ
り
証
明
で
き

る
事
実
、
③
第

一
律
の
弁
論
終
結
後
判
決
前
に

生
じ
た
本
実
も
股
矧
で
き
る
（
刑
訴
法
三
八
二

条
の
二
〉・

A
氏
の
場
合
、
本
当
の
体
験
惇
尖
は
『
係
泌

の
然
似
』
で
は
な
く
「
兄
抹
し
』
で
あ
っ
た
と
い

う
新
供
述
、
お
よ
び
「
比
続
し
・
を
記
岐
し
た
肉

似
点
似
険
制
ボ
の
純
白
”
が
右
の
②
に
該
当

す
る
か
が
悶
悶
と
な
る
・
被
伶
人
に
H
W
N
H
版
刷

が
あ
る
心

m的
不
能
の
場
合
に
は
「や
む
を
え

な
い
事
山
」
に
絞
ら
な
い
と
寸
る
考
え
方
も
あ

る
が
、
尖
務
で
は
、
事
実
の
重
大
牲
に
応
じ
て

緩
や
か
に
解
釈
し
て
い
る
。
控
訴
審
の
実
際
を

支
配
し
て
い
る
理
念
は
当
療
者
主
義
と
い
う

よ
り
は
実
体
的
真
実
主
義
で
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
れ
故
、弁
殺
人
と
し
て
は
、
た
と
え
公
訴

事
実
の
認
否
の
変
更
が
被
告
人
の
身
勝
手
な

心
理
的
姿
閑
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
も
、
②

の
事
実
と
し
て
居
期
す
べ
き
で
あ
る
・
m怖に、

実
務
で
は
、
一
徳
で
認
め
て
い
た
被
告
人
が
必

認
に
転
じ
て
事
実
ぷ
認
を
主
似
す
る
政
訴
選

立
川
の
陳
述
を
掠
め
て
い
る
・

批
判
例
に
よ
る
事
災
の
扱
加
に
は
、
法
律
ヒ

は
、
線
引
資
料
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
．
八
氏
作
成
の
陳
述
怖
や
弁
泌
人
作
成
の
供

述
品
取
川
、
市
円
山
欧
州
問
白
川
け
な
ど
は
そ
の
日
開
明
資

料
と
し
て
利
川
で
き
る
。
し
か
し
、
災
際
に
は
、

独
立
し
た
疎
明
資
料
を
添
付
し
な
い
場
合
で

も
．
特
例
の
事
実
の
援
問
mは
認
め
ら
れ
て
い

る
・
尖
務
で
は
、
反
対
当
事
者
が
県
議
宏
明
え

な
い
か
ぎ
り
、
桝
は
訴
腫
・
時
品
川
に
被
告
人
の
新
た

な
弁
明
と
そ
の
思
山
が
花
川
賊
さ
れ
て
お
り
、

－
段
訴
審
に
お
い
て
立
誠
予
定
」
と
vr併
さ
れ

て
い
れ
ば
‘
そ
れ
に
泌
明
の
幼
m
f
g
芯
め
、
あ

え
て
独
な
し
た
似
別
資
料
の
加
山
を
求
め
な

い
か
ら
で
あ
る
．
し
か
し
、
い
ず
れ
立
脱
す
る

必
要
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
州
側
述
仙
川
附
守
t
g
M
r
H
に

市
川
闘
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
．
政
明
資
料
と
し
て

添
付
し
、
住
訴
肋
雌
放
バ
と

M
時
に
鍛
判
刊
の
凶

覧
に
供
す
る
ほ
う
が
イ
ン
パ
ク
ト
の
強
い
こ

と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。

事
実
を
控
用
す
る
場
合
、
ど
の
ね
伎
の
特
定

を
裂
す
る
か
？
特
定
の
腫
筒
は
、
問
一
糾
即
一
山

の
主
張
が
訴
訟
記
録
と
取
制
ぺ
絞
拠
に
袋
づ

け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
た
め
で
あ
る
か

ら
、
記
録
を
参
照
し
つ
つ
段
訴
趣
意
書
を
読
む

裁
判
官
に
と
っ
て
、
そ
の
原
山内
の
存
作
肢
を
線
認

で
き
る
程
度
の
特
定
で
十
分
で
あ
る
。
裁
判
官

も
独
自
に
記
録
を
読
ん
で
い
る
の
で
あ
る
か

ら
．
ぷ
々
の
供
述
刑
判
川
、
孫
々
の
公
判
読
点
と

い
う
程
度
の
特
定
で
足
り
る
・

2
穆
実
の
取
銅
べ
幅
削
求
と
の
関
連

原
判
決
破
・
来
の
判
決
を
担
制
す
る
た
め
に

は
、
引
災
の
取
桝
ぺ
（
刑
訴
法
二一
九：・品川

一
日以）

が
瓜
要
な
意
味
を
も
っ
．
そ
れ
級
、
同
町
訴
卯
山

を
展
開
す
る
う
え
で
、

wv災
の
取
調
べ
を
ど
の

よ
う
に
し
て
裁
判
所
に
認
め
さ
せ
る
か
を
考

慮
し
つ
つ
事
実
の
控
隅
を
す
る
。
と
り
わ
け
、

60 

後
訴
－
M
怖
で
立
証
予
定
の
証
拠
β
法
に
つ
い
て

は
、
原
判
決
の
疑
問
点
の
解
明
に
不
可
欠
で
あ

り
、
そ
の
収
湖
べ
を
し
な
い
こ
と
は
浪
判
の
リ

ス
ク
を
放
れ
す
る
結
果
に
な
る
こ
と
を
説
明

す
る
・帥

は
訴
術
で
は
、
胤
町
訴
m告
白
に
包
含
さ
れ
な
い

明
削
引
に
つ
い
て
も
股
縮
訓
貨
の
途
を
聞
い
て

お
り
、
峨
縦
羽
倉
で
、
第

一
山
市
判
決
後
の
情
状

を
も
品
川
刑
判
断
に
加
味
す
る
こ
と
を
認
め
て

い
る
（
品
川
粂
一一
羽
）
・
し
た
が
っ
て
．
な
刑
不
当
」

の
俊
一
訓
仰
山
市
川
の
取
合
、
前
記
②
③
の
特
例
に
加

え
て
、
さ
ら
に
＠
「
第

一
策
判
決
後
の
的
状
」
が

破
棄
の
た
め
の
重
要
な
意
援
を
有
す
る
の
で
、

控
訴
趣
意
恐
に
、
帥
輸
出
側
発
動
を
促
す
意
味
で
、

新
た
な
H

凶
玉
H

と
な
る
有
利
な
情
状
事
実

を
も
記
載
し
て
お
く
。
実
務
で
「
量
刑
不
当
」
の

終
訴
理
由
が
認
め
ら
れ
る
場
合
の
多
く
は
「
原

判
決
後
の
筒
状
」
が
考
慮
さ
れ
た
結
果
で
あ

る・
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A
氏
の
場
合
、
字
放
が
契
僚
と
な
っ
て
交
差

点
に
日
号
機
が
設
m
幽
さ
れ
た
こ
と
．
被
・
答
者
の

巡
肢
と
の
聞
の
示
談
の
成
立
な
ど
の
悩
状
悦

突
が
そ
れ
に
放
る
・

3
脱
得
力
の
あ
る
記
載

法
内
応
さ
れ
て
い
る
控
訴
内
巾
の
い
ず
れ
を

主
張
す
る
の
か
を
、
条
項
に
則
っ
て
口
頭
に
明

示
す
る
の
は
、
附
M
訴
題
意
特
記
載
の
段
低
限
の

製
掛
川
で
あ
る
・
問
題
は
そ
の
中
味
を
ど
う
占
く

か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
続
得
力
の
あ
る
諭



特集l控訴審は怖くない

述
を
心
が
け
る
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
。

控
訴
審
裁
判
官
は
、
原
事
訴
訟
記
録
を
す
で

に
読
ん
で
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
弁
護
人
が
抱

い
た
疑
問
と
同
じ
疑
問
を
ど
う
共
有
さ
せ
る

か
と
い
う
観
点
か
ら
説
得
を
試
み
る
気
持
ち

で
書
く
こ
と
で
あ
る
。
最
も
重
要
な
こ
と
は
、

記
録
と
証
拠
に
忠
実
に
論
証
す
る
こ
と
で

あ
っ
て
、
修
辞
学
的
な
巧
み
さ
を
追
究
す
る
こ

と
で
は
な
い
。
説
得
力
は
、
援
用
し
た
事
実
の

証
明
力
と
明
確
性
、
そ
れ
に
論
理
性
が
加
わ
っ

て
生
み
出
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
表
現
力
は
補
完

的
な
意
義
を
有
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
要
は
、
自

ら
の
抱
い
た
原
判
決
の
誤
り
、
す
な
わ
ち
、
事

件
の
本
質
の
担
握
の
誤
り
（
事
実
誤
認
は
そ
の

反
映
に
ほ
か
な
ら
な
い
）
、
被
告
人
の
人
間
性

の
把
握
の
誤
り
（
量
刑
誤
判
は
そ
の
反
映
に
ほ

か
な
ら
な
い
）
を
素
直
に
表
現
し
、
控
訴
趣
意

書
を
一
読
し
た
裁
判
官
を
し
て
「
な
る
ほ
ど
。

原
判
決
の
把
握
に
は
問
題
が
あ
る
な
」
と
い
う

意
識
を
も
た
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

論
証
の
方
法
は
、
「
事
実
誤
認
」
で
あ
れ
、
「
量

刑
不
当
」
で
あ
れ
、
単
に
事
実
の
羅
列
に
終
始

す
る
の
で
は
な
く
、
証
拠
構
造
の
分
析
か
ら
明

ら
か
に
な
っ
た
原
判
決
の
最
も
弱
い
部
分
に

狙
い
を
定
め
て
、
そ
の
部
分
的
崩
壊
が
判
決
理

由
の
全
体
を
根
底
か
ら
否
定
す
る
こ
と
に
な

る
所
以
を
筋
道
立
て
て
論
証
す
べ
き
で
あ
る
。

4
控
訴
理
由
の
争
点
網
羅
主
義

論
証
の
方
法
は
羅
列
主
義
で
あ
っ
て
は
な

ら
な
い
が
、
控
訴
理
由
と
し
て
構
成
で
き
る
争

点
は
控
訴
趣
意
書
に
網
羅
す
べ
き
で
あ
る
。
弁

論
要
旨
の
場
合
、
無
罪
を
主
張
し
つ
つ
他
方
で

有
罪
の
場
合
の
執
行
猶
予
を
嘆
願
す
る
よ
う

な
η

五
月
雨
式
弁
論
μ

は
悪
し
き
例
と
し
て

非
難
さ
れ
る
が
、
控
訴
趣
意
書
の
場
合
は
逆
で

あ
る
。
控
訴
理
由
の
一
つ
で
も
認
め
ら
れ
れ

ば
、
原
判
決
は
破
棄
さ
れ
、
身
柄
拘
束
中
の
被

告
人
の
場
合
に
は
、
怖
は
訴
審
に
お
け
る
未
決
勾

留
日
数
が
す
べ
て
刑
期
に
算
入
さ
れ
る
し
、
破

棄
後
の
白
判
に
お
い
て
、
減
刑
さ
れ
る
可
能
性

が
高
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
と
く
に
、
無
罪
を

主
張
し
、
事
実
誤
認
を
控
訴
理
由
と
し
て
い
る

場
合
で
あ
っ
て
も
、
事
実
誤
認
が
認
め
ら
れ
な

か
っ
た
場
合
の
次
善
の
策
と
し
て
、
裁
判
所
が

「
量
刑
不
当
」
を
理
由
と
し
て
破
棄
で
き
る
よ

う
控
訴
理
由
を
付
加
し
て
お
く
必
要
は
あ
る
。

裁
判
所
と
し
て
、
出
訴
理
由
に
な
い
の
に
職
権

で
量
刑
判
断
の
み
を
破
棄
す
る
こ
と
は
難
し

い
か
ら
で
あ
る
。

控
訴
理
由
を
網
羅
す
る
と
い
っ
て
も
、
そ
の

全
体
が
論
理
的
に
整
序
さ
れ
て
い
る
必
要
が

あ
る
。
複
数
の
控
訴
理
由
の
論
理
的
配
列
は
、

絶
対
的
控
訴
理
由
、
訴
訟
手
続
の
法
令
違
反
、

事
実
誤
認
、
法
令
適
用
の
誤
り
、
量
刑
不
当
の

順
と
な
る
。
そ
れ
故
、

A
氏
の
場
合
の
よ
う
に
、

控
訴
の
終
極
の
目
的
が
「
量
刑
不
当
」
に
よ
る

執
行
猶
予
の
獲
得
に
あ
る
場
合
で
も
、
「
事
実

誤
認
」
の
主
張
が
先
行
す
る
こ
と
に
な
る
。

5
そ
の
他
の
留
意
点

「
事
実
誤
認
」
の
主
張
の
場
合
、
「
そ
の
誤
認
が

判
決
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
」
を
も
指
摘
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
誤
認
事
実
が
構
成
要
件
の

ど
の
部
分
を
否
定
す
る
結
果
、
犯
罪
が
成
立
し

な
い
の
か
、
あ
る
い
は
公
訴
事
実
の
訴
因
を
維

持
で
き
な
い
の
か
を
具
体
的
に
記
載
す
る
。

A

氏
の
場
合
、
業
務
上
過
失
致
死
の
罪
名
は
同
じ

で
あ
っ
て
も
、
認
f

誠
あ
る
過
失
か
ら
認
識
な
き

過
失
へ
と
行
為
態
様
が
変
わ
る
と
、
有
罪
を
認

定
す
る
た
め
に
は
訴
因
変
更
を
裂
す
る
か
ら
、

や
は
り
、
判
決
に
影
響
を
及
ぼ
す
の
で
あ
る
。

ま
た
、
上
告
す
る
場
合
を
も
想
定
し
て
、
仮

に
憲
法
違
反
の
主
張
を
な
し
う
る
場
合
に
は
、

佐
訴
趣
意
書
の
段
階
で
、
そ
の
基
礎
と
な
る
事

実
主
張
だ
け
は
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。

本

＊ 

＊ 

さ
て
、
陸
訴
審
弁
護
の
方
針
は
決
ま
り
、
論

証
の
材
料
も
す
べ
て
揃
っ
た
。
あ
と
は
一
気
に

書
き
上
げ
る
だ
け
で
あ
る
。
控
訴
趣
意
書
一
本

で
裁
判
官
の
原
判
決
に
対
す
る
疑
問
を
喚
起

し
て
み
よ
う
。
控
訴
趣
意
書
の
出
来
さ
え
良
け

れ
ば
、
必
ず
や
、
事
実
の
取
調
べ
は
開
始
さ
れ

る
。
何
故
な
ら
、
控
訴
審
は
被
告
人
救
済
の
た

め
の
「
最
後
の
事
実
審
」
な
の
だ
か
ら
。

A
氏
は
ど
う
な
っ
た
か
、
っ
て
？

り
や
、
も
う
・
：
・
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