
の
攻
正

っ

て4

田

上

穣

Jム
1口

る
に
は
、
ま
ず
現
行
法
が
ど
の
よ
う
な
経
過
で
制
定
さ
れ
た
が
を
顧
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
政
治
的
・
公
民
的

の
除
去
に
闘
す
る
昭
和
二

O
年
一

O
月
四
日
の
莞
書
に
よ
り
、
秘
密
警
察
機
閥
、
言
論
・
出
版
・
集
合
・
結
枇
等

を
統
制
し
監
督
す
る
内
務
省
警
保
局
そ
の
他
の
部
局
が
慶
止
さ
れ
、
特
高
警
察
職
員
及
び
警
察
の
首
脳
部
が
す
べ
て
罷
免
さ
れ
た
。
嘗
時

の
警
察
官
九
・
四
寓
を
約
二
倍
に
増
強
す
る
わ
が
政
府
の
提
案
は
、
常
設
機
動
隊
の
設
置
と
海
軍
解
消
後
の
水
上
警
察
の
強
化
の
ほ
か
警

察
官
の
負
撞
を
軽
減
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
組
司
令
部
に
担
杏
せ
ら
れ
、
ま
た
右
の
警
察
定
員
を
超
え
な
い
敷
の
拳
銃
を
保
持

す
引
こ
と
は
許
さ
れ
た
が
、
二
三
年
六
月
に
至
つ
で
も
、

一
・
ニ
寓
の
拳
銃
が
交
付
さ
れ
た
の
に
止
ま
り
、
し
か
も
そ
の
種
類
は
一
九
七

種
に
及
ぶ
混
鋭
献
態
で
あ
れ

J

た。

新
憲
法
の
下
に
お
け
る
警
察
制
度
の
改
革
は
、
一
二
年
六
月
九
日
護
衰
の
グ
ア
レ
ン
タ
イ
ン
報
告
及
び
七
月
三
↓
日
護
表
の
オ
ラ
ン
ダ

f
報
告
に
負
う
と
と
ろ
が
大
き
い
。
と
れ
ら
の
報
告
に
よ
れ
ば
)
人
口
五
寓
以
上
の
市
の
警
察
を
調
主
た
ら
し
め
、
郡
部
及
び
人
口
五
寓

I 
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未
満
の
市
に
認
め
ら
れ
る
圏
家
警
湾
の
概
構
と
し
て
、
内
閣
穂
理
大
臣
が
上
院
の
同
意
を
経
て
園
家
地
方
警
察
の
長
官
を
任
命
し
、
そ
の

下
に
全
園
六
地
直
に
純
監
を
お
く
も
の
と
し
、
ま
た
保
健
・
厚
生
・
衛
生
・
消
防
の
よ
う
た
治
安
維
持
に
直
接
関
係
の
た
い
事
務
を
警
察

か
ら
分
離
し
、
警
察
の
責
務
を
ほ
ぼ
現
行
法
第
一
僚
に
相
営
す
る
範
圏
に
限
る
べ
き
も
の
と
し
て
い
る
。
府
蘇
知
事
が
公
選
さ
れ
る
場
合

に
は
、
府
牒
が
管
内
の
警
察
作
用
を
監
督
す
べ
く
、
こ
の
場
合
は
政
府
に
は
警
察
大
事
校
・
科
皐
捜
査
研
究
所
・
中
央
鑑
識
局
・
全
国
警

察
通
信
組
織
等
を
設
け
る
べ
き
も
の
と
し
て
い
る
。
二
一
年
一

O
月
設
置
さ
れ
た
警
察
制
度
審
議
舎
は
、
新
憲
法
の
賞
施
を
ひ
か
え
て
、

地
方
自
治
の
護
展
と
常
備
軍
に
代
わ
る
べ
き
警
察
力
の
強
化
と
を
目
的
と
し
、
道
府
蘇
及
び
大
都
市
の
自
治
櫨
警
察
の
ほ
か
園
家
警
察
を

お
い
て
、
自
警
の
綜
ム
口
蓮
絡
に
嘗
る
ほ
か
、
特
に
園
家
的
闘
心
の
深
い
警
察
事
項
を
自
ら
執
行
す
る
方
針
を
定
的
た
。
こ
の
よ
う
た
方
針

は
糠
司
令
部
参
謀
二
課
所
属
の
公
安
課
で
支
持
さ
れ
た
が
、
綿
司
令
部
民
政
局
は
こ
れ
に
反
封
し
、
人
口
五
千
以
上
の
町
村
に
自
警
を
お

く
べ
き
こ
と
を
命
じ
た
。
片
山
内
閣
は
ニ
二
年
八
月
、
公
安
課
に
諮
り
、
九
月
三
日
最
高
司
令
官
に
グ
ァ
レ
ン
タ
イ
ン

-
r
ラ
ン
グ
I
案

に
主
る
法
案
を
提
示
し
た
が
、
民
政
局
の
反
封
に
よ
り
九
月
一
六
日
内
閣
線
理
大
臣
宛
位
最
高
司
令
官
の
書
簡
が
護
せ
ら
れ
、
現
行
警
察

法
の
原
則
が
確
定
し
た
。
こ
の
書
簡
に
よ
れ
ば
、
中
央
政
府
が
使
用
で
き
る
園
家
地
方
警
察
を
設
置
す
る
こ
と
、
及
び
園
盤
固
と
自
警
を
通

じ
て
二
了
五
寓
人
の
警
察
力
を
も
つ
こ
と
に
つ
い
て
は
、
政
府
案
が
承
認
さ
れ
た
が
、
新
に
内
閣
に
直
属
す
る
公
安
委
員
舎
を
設
け
、

園
警
に
劃
す
る
行
政
的
権
限
を
保
有
せ
し
め
、
都
道
府
廓
に
設
置
す
る
委
員
舎
は
園
警
に
劃
す
る
運
畿
管
理
を
行
う
ペ
く
、
更
に
市
町
村

の
自
警
に
は
長
が
地
方
議
舎
の
同
意
を
得
て
任
命
す
る
一
一
一
人
の
公
安
委
員
舎
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。
園
警
と
自
警
は
指
揮
命
令
の
関
係

に
立
た
ず
、

s 
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が
な
く
、
二
一
一
月
}
七
日
響
察
法
が
制
定
さ
れ
、
二
六
日
の
法
律
で
内
務
省
部
底
止
さ
れ
た
。
{

け
れ

E
も
警
察
法
に
よ
る
警
察
の
弱
髄
化
の
扶
黙
は
、
埼
玉
・
踊
島
・
大
阪
等
の
地
方
の
治
安
情
況
の
悪
化
に
あ
ら
わ
れ
て
き
た
の
で
、

二
四
年
以
来
警
察
捲
営
大
臣
た
る
樋
具
鐙
三
は
公
安
課
の
了
解
を
得
て
、
園
警
を
強
化
し
、
自
警
を
人
口
五
寓
以
上
の
都
市
に
限
る
子
と

を
主
張
し
た
が
、
再
び
民
政
局
の
反
封
に
舎
い
二
五
年
六
月
辞
職
し
た
。
と
こ
ろ
が
翌
七
月
八
百
穂
理
大
臣
宛
の
マ
書
簡
は
、
新
に
七
寓

五
千
人
の
警
察
強
備
隊
の
設
置
を
命
じ
、
そ
の
後
治
安
情
況
の
悪
化
は
自
警
に
よ
る
警
察
の
分
権
を
著
し
く
困
難
た
ら
し
め
る
に
至
っ
た
。

か
く
て
マ
ッ
ク
・
ア

I
サ

I
ξ
ホ
ィ
ッ
ト
ニ

1
が
わ
が
園
を
去
る
に
及
び
、
警
察
法
が
ニ
六
年
六
月
に
改
正
さ
れ
て
、
住
民
投
票
に
、
よ
り

町
村
警
察
を
慶
止
す
る
途
が
聞
か
れ
た
が
、
こ
れ
は
府
鯨
知
事
の
事
案
庭
理
要
求
権
の
設
定
と
警
察
膝
援
の
規
定
の
整
備
と
に
よ
る
警
察

カ
の
強
化
と
相
ま
っ
て
、
民
政
局
の
主
張
が
支
持
さ
れ
た
く
た
づ
た
と
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
更
に
ニ
七
年
八
月
の
警
察
法
改
正
位
、

閏
警
本
部
長
官
及
び
特
別
匿
の
警
視
総
監
の
任
免
に
づ
き
、
内
閣
総
理
大
臣
の
意
見
を
聴
〈
べ
き
も
の
と
し
、
ま
た
内
閣
総
理
大
臣
の
指

一
否
権
を
認
め
て
、
極
端
な
地
方
分
楼
を
抑
制
す
る
こ
と
に
た
埠
た
。

二
八
年
に
お
け
る
警
察
法
改
正
案
と
し
て
注
意
す
べ
き
も
の
は
、
二
月
に
政
府
が
提
案
し
、
衆
議
院
の
解
散
に
よ
っ
て
審
議
未
了
と
た

っ
た
法
案
、
及
び
九
月
十
九
日
地
訪
制
度
調
査
舎
が
決
定
し
た
答
申
案
で
あ
り
、
そ
の
要
黙
を
衣
に
説
明
し
よ
う
唱

ハ
1
)
地
制
調
案
で
は
、
現
在
の
園
警
及
び
市
町
村
自
警
を
駿
止
し
て
、
・
府
牒
及
び
大
都
市
皐
位
の
自
警
を
設
け
、
公
安
委
員
舎
の
下

に
置
く
べ
き
も
の
と
し
て
い
る
。
と
れ
ば
大
都
市
皐
位
の
警
察
を
認
め
た
い
原
案
を
、
市
町
村
自
警
を
現
行
通
り
と
す
る
市
町
村
側
の
主

張
に
主
っ
て
修
正
し
た
安
協
案
で
あ
る
が
、
こ
の
答
申
案
が
、
市
町
村
の
み
を
現
般
の
通
り
の
完
全
自
治
瞳
と
し
、
府
牒
は
、
そ
の
自
治

事
務
を
庭
理
す
る
と
同
時
に
、
市
町
村
を
包
含
す
る
債
域
自
治
圏
憶
と
し
て
国
家
的
性
格
を
有
す
る
事
務
を
由
出
現
す
る
も
の
・
と
し
、
園
は
、

•.. 

書
第
一
芳
の
改
一
仰
に
ワ
れ
て

y

，

、3
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国
家
的
性
格
の
事
務
遂
行
に
必
要
た
限
り
で
指
骨
監
替
纏
の
行
使
そ
の
他
の
J
T
輿
を
行
う
と
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
結
果
、
府
牒
警
察

が
園
象
的
性
格
を
も
つ
こ
と
で
、
大
都
市
警
察
が
純
然
た
る
自
警
で
あ
る
と
と
と
趣
を
異
に
し
、
あ
た
か
も
現
行
法
に
お
け
る
園
警
と
自

4 

警
の
関
係
に
み
ら
れ
る
よ
う
た
問
題
が
珠
恕
さ
れ
る
。
ひ
と
し
く
自
警
と
稽
し
て
も
そ
の
性
格
は
異
る
の
で
あ
っ
て
、
殊
に
大
都
市
の
属

す
る
府
懸
警
察
は
現
在
の
園
警
に
近
い
性
質
を
も
づ
こ
と
に
た
る
。
従
A
J

て
'
右
の
修
正
は
、
原
案
の
特
色
を
宇
ば
失
わ
し
め
る
も
の
と
い

え
よ
う
。

大
都
市
単
位
の
自
警
を
認
め
る
か
否
か
は
、
警
察
に
闘
す
る
自
治
櫨
の
遁
正
規
模
の
観
駐
か
ら
す
れ
ば
、
営
然
に
積
極
的
に
解
さ
れ
る

が
、
地
方
的
に
解
決
し
が
た
い
園
家
的
事
件
が
増
加
す
る
場
合
に
お
け
る
警
察
の
能
率
を
殻
果
的
た
ら
し
め
る
観
鈷
か
ら
す
れ
ば
、
消
極

的
に
解
さ
れ
る
。
右
に
述
べ
た
公
安
課
の
示
唆
は
人
口
五
寓
以
上
の
都
市
に
眼
目

J

て
自
普
を
認
め
る
も
の
で
あ
り
、
現
在
は
自
警
の
定
員

が
法
律
の
わ
く
を
は
ず
さ
れ
て
い
る
が
、
約
八

O
人
の
警
察
吏
員
を
も
づ
訪
警
を
最
小
の
規
模
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
現
行
法

は
人
口
五
千
以
上
の
市
街
的
町
村
に
す
べ
て
畠
警
を
認
め
た
結
果
、
定
員
が
数
名
に
止
ま
る
も
の
を
生
じ
た
。
小
自
治
惜
の
警
察
が
地
元

に
封
し
過
大
た
警
察
費
の
負
捨
を
生
ぜ
し
め
、

か円
J

非
能
端
午
的
で
あ
れ

J

て
、
維
持
す
べ
か
ら
ざ
る
と
と
は
、
統
計
に
一
不
さ
れ
る
。
二
三
年

三
月
七
日
磐
田
察
法
賓
施
の
営
初
は
一
三
八
六
町
村
が
自
警
を
認
め
ら
れ
た
が
、
二
六
年
住
民
投
票
に
よ
る
康
止
の
詮
が
開
か
れ
て
直
ち
に

一
C
ニ
四
町
村
が
駿
止
し
、
そ
の
後
も
二
七
年
、
二
八
年
そ
れ
ぞ
れ
約
七

O
町
村
が
こ
れ
に
倣
い
、
現
在
は
警
察
を
維
持
す
る
も
の
は
一

三
一
九
町
村
に
過
ぎ
た
い
。
と
れ
ら
自
警
の
残
存
す
る
町
村
に
つ
い
て
教
師
腕
を
調
査
し
た
が
、
観
光
地
帯
・
穀
倉
地
方
等
の
た
め
業
者
が
園

警
に
上
る
法
の
誠
貫
た
執
行
そ
希
望
し
た
い
場
合
、
努
働
組
合
・
進
歩
的
政
葉
の
地
盤
で
あ
る
た
め
と
れ
ら
の
圏
簡
が
園
警
の
取
締
を
反

/
動
的
た
も
の
2

と
し
て
希
望
し
た
い
揚
合
、
議
舎
及
び
長
の
聞
に
政
治
的
樹
立
が
著
し
く
、
住
民
投
票
に
ふ
す
る
た
め
の
議
決
が
で
き
た
い

午ι子
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場
合
、
或
は
警
察
識
の
改
正
に
よ
り
常
然
藤
止
に
な
る
と
と
を
議
想
し
て
住
民
投
票
に
よ
る
厳
止
を
見
法
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
後
越

す
る
よ
う
に
卒
衛
交
付
金
で
は
貫
際
の
警
察
費
の
約
令
額
を
み
込
ん
で
い
る
に
過
ぎ
た
い
が
バ
町
村
の
中
に
は
、
警
察
の
賓
人
員
を
僚
例

定
員
乃
至
は
珠
算
定
員
よ
り
も
透
か
に
低
く
抑
え
、
捜
査
費
等
を
殆
ん
ど
計
上
し
な
い
と
と
に
よ
っ
て
、
警
察
費
を
卒
衡
交
付
金
の
範
園

で
賄
っ
て
い
る
も
の
も
見
受
け
ら
れ
た
が
、
と
の
よ
う
な
場
合
に
は
警
祭
の
責
務
を
誠
賓
に
果
す
こ
と
が
む
ず
か
し
い
。

市
は
最
近
に
町
村
か
ら
昇
格
し
た
も
の
に
つ
き
、
警
察
を
維
持
し
な
い
特
例
が
認
め
ら
れ
る
に
止
ま
る
か
ら
、
特
別
匝
を
除
き
、
一
一
七

六
市
が
自
警
を
も
ち
、
九
市
が
こ
れ
を
維
持
し
た
い
の
が
現
妖
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
町
村
に
お
け
る
と
同
様
に
、
中
小
都
市
に
つ
い
て
住

民
投
票
に
よ
り
自
警
康
止
の
途
を
聞
く
必
要
が
あ
る
こ
と
は
、
自
公
蓮
乃
至
は
市
町
村
側
の
意
見
と
し
て
二
月
の
政
府
案
に
封
し
て
も
、

今
同
の
地
制
調
案
に
封
し
で
も
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
明
か
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
小
都
市
で
住
民
投
票
を
行
う
こ
と
は
、
徒
ら
に
政

争
を
び
き
起
し
、

か
つ
不
軽
捷
で
あ
る
。
自
治
盟
側
は
法
律
に
よ
っ
て
一
定
の
人
口
未
満
の
市
に
つ
き
営
然
に
自
警
を
巌
止
す
る
こ
と
を

非
民
主
的
と
解
し
、
ま
た
地
一
冗
の
住
民
投
票
に
よ
ら
な
い
限
り
地
方
自
治
を
保
障
す
る
憲
法
の
規
定
に
違
反
す
る
も
の
と
主
張
す
る
。
こ

の
と
と
は
、
法
律
に
よ
り
嘗
然
に
駿
止
す
る
方
法
に
よ
っ
て
、
市
側
の
閤
結
が
破
ら
れ
る
こ
と
を
嫌
う
か
ら
で
あ
る
が
、
自
警
は
警
察
法

が
創
設
し
た
も
の
で
憲
法
第
九
四
僚
の
行
政
を
執
行
す
る
楼
能
の
要
素
で
は
な
く
、
特
定
の
市
警
を
個
別
的
に
陵
止
す
る
法
律
を
制
定
す

る
場
合
で
‘
な
け
れ
ば
、
住
民
投
票
を
要
し
た
い
。
共
に
法
律
で
自
警
に
つ
い
て
の
市
の
適
正
規
模
を
定
め
る
に
あ
た
り
、
政
令
諮
問
委
員

舎
は
ニ
六
年
七
月
、
人
口
一
五
寓
以
上
と
し
て
い
る
。
た
だ
こ
の
委
員
舎
は
園
警
・
入
園
管
理
局
・
持
審
・
警
察
強
備
隊
・
海
上
保
安
属

等
を
統
合
し
て
強
力
な
中
央
機
闘
を
設
置
す
る
こ
と
を
答
申
し
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
を
計
算
に
え
れ
な
け
れ
ば
一
五
寓
で
は
不
充
分
と
も

考
え
ら
れ
る
。
私
の
調
査
で
は
、
市
警
側
は
ニ

O
寓
叉
在

E
C寓
以
上
の
意
見
ゅ
よ
う
K
み
え
る
。
も
ち
ろ
ん
耐
警
の
幹
部
及
び
公
安
委

δ 
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員
舎
は
殆
ん
ど
す
べ
て
市
警
の
維
持
を
希
望
す
る
の
で
あ
づ
て
、
園
警
に
移
れ
ば
委
員
は
地
位
を
失
い
、
幹
部
恰
階
親
、
給
典
、
年
齢
等

に
お
い
て
退
職
の
ほ
か
な
く
、
そ
の
結
果
一

O
寓
の
市
の
警
察
官
局
は
一

O
寓
以
上
を
遁
正
規
模
と
答
え
る
の
で
あ
る
が
、
大
都
市
の
嘗

局
も
ニ

O
寓
・
一
二

O
寓
の
線
を
認
め
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
二
月
の
政
府
案
は
都
道
府
豚
単
位
の
地
方
警
察
を
原
則
と
し
、

人
口
七

O
寓
以
上
の
市
が
市
議
舎
の
議
決
に
よ
っ
て
自
警
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
定
め
た
。
地
制
調
案
も
ほ
ぼ
こ
れ
に
近
い
も
の

と
思
わ
れ
る
。
従
う
て
特
別
直
警
察
の
ほ
か
は
五
大
市
の
警
察
が
残
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
が
、
踊
岡
、
虞
島
、
尼
崎
、
川
崎
、
仙
裏
、

札
幌
の
六
市
の
警
察
が
自
治
瞳
側
と
し
て
は
嘗
然
存
置
す
べ
き
で
あ
り
、
政
府
側
と
し
て
は
存
置
す
る
か
否
か
が
疑
わ
し
い
こ
と
に
な
る
。

)
以
上
町
市
町
村
が
警
察
事
務
の
負
携
に
堪
え
、
こ
れ
を
誠
賓
に
執
行
す
る
能
力
を
も
っ
た
め
の
規
模
に
閲
す
る
議
論
で
あ
る
が
、
大
都

市
の
警
察
を
も
否
認
し
て
府
牒
警
察
一
本
を
主
張
す
る
案
は
、
自
警
が
相
互
間
及
び
園
警
と
の
聞
で
分
立
し
、
充
分
た
協
力
が
得
ら
れ
ず
、

・
綜
合
的
な
機
動
性
を
護
揮
で
き
な
い
こ
と
に
基
づ
く
。
例
え
ば
、
警
察
費
の
増
大
に
悩
む
自
警
の
営
局
が
、
危
険
な
集
園
行
進
を
自
ら
取

締
っ
て
犠
牲
を
拐
う
こ
と
よ
り
も
、
故
意
に
放
置
し
て
速
か
に
そ
の
管
轄
直
域
か
ら
移
動
せ
し
め
る
方
法
を
選
ぶ
場
合
が
あ
る
こ
と
は
少

く
た
く
、
ま
た
園
織
内
の
移
動
警
察
が
逮
捕
し
た
現
行
犯
を
最
寄
り
の
自
警
に
引
渡
し
て
も
飴
罪
の
取
調
等
が
充
分
で
な
い
と
と
は
、
珍

し
く
た
い
。
こ
れ
ら
は
必
ず
し
も
営
局
に
責
任
感
が
乏
し
い
た
め
で
た
く
、
自
警
の
議
算
が
職
員
の
給
興
に
多
く
費
さ
れ
、
放
費
・
捜
査

費
・
施
設
費
が
少
い
こ
と

ιも
原
因
が
あ
る
。
更
に
自
警
は
各
そ
の
管
轄
直
域
に
よ
っ
て
権
限
の
行
使
が
制
限
さ
れ
、
直
域
外
で
は
例
外

を
除
い
て
讐
察
職
員
に
職
務
執
行
法
が
適
用
さ
れ
た
い
。
こ
れ
に
反
し
て
園
警
は
、
圏
の
珠
算
で
賄
わ
れ
る
の
み
た
ら
ず
、
人
事
も
全
圏

.
的
に
統
一
さ
れ
る
結
果
、
運
畿
管
理
を
事
貧
上
、
中
央
に
お
い
て
統
一
的
に
行
う
可
能
性
が
あ
り
、
更
に
都
道
府
懸
の
境
界
を
越
え
て
協

方
す
る
と
と
が
容
易
で
あ
る
。
改
正
案
に
お
け
る
府
懸
警
察
が
現
在
。
市
町
村
普
祭
主
地
域
の
範
園
を
異
に
す
る
の
み
で
、
互
に
分
立
ナ
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る
こ
と
で
は
饗
り
が
な
い
と
す
れ
ば
、
園
警
の
慶
止
に
よ
っ
て
わ
が
闘
の
警
察
は
一
段
と
弱
瞳
化
す
る
で
あ
ろ
う
。
反
動
に
府
職
の
園
家

的
性
格
を
認
め
、
園
警
に
お
け
る
よ
う
に
、
府
懸
警
察
相
互
間
の
密
接
な
協
力
が
期
待
さ
れ
る
‘
な
ら
ば
、
ー
!
こ
れ
は
後
述
す
る
方
法
で

可
能
で
あ
る
が
ー
ー
ー
問
題
は
な
い
が
、
大
都
市
警
察
が
分
立
す
る
と
、
現
献
と
大
差
な
い
こ
と
に
た
る
。
現
在
の
警
察
定
員
三
了
二
寓

人
の
中
で
、
園
警
が
三
六
%
、
特
別
匿
と
五
大
市
が
三
五
%
で
あ
る
か
ら
、
大
都
市
警
察
を
認
め
る
か
否
か
は
重
大
た
意
味
を
も
っ
。

地
制
調
案
で
は
、
中
央
機
闘
を
設
け
、
警
察
相
互
の
連
絡
調
整
並
び
に
教
育
、
鑑
識
及
び
通
信
等
の
施
設
の
維
持
管
理
に
雷
ら

(
2
〉

し
め
る
も
の
と
し
、
ま
た
園
家
的
事
件
等
に
闘
し
て
は
、
聞
は
府
鯨
及
び
大
都
市
の
自
警
を
指
揮
監
督
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。
け
れ
ど

も
指
揮
監
督
権
な
く
し
て
連
絡
調
整
に
営
る
と
と
が
極
め
て
困
難
で
あ
る
こ
と
は
、
知
事
が
法
律
上
指
揮
監
督
権
あ
る
に
拘
わ
ら
ず
、
直

域
内
の
地
方
行
政
機
関
叉
は
公
共
的
圏
瞳
の
活
動
の
綜
合
調
整
を
は
か
る
こ
と
が
む
ず
か
し
い
こ
と
に
よ
っ
て
も
わ
か
る
。
人
事
又
は
財

政
上
の
監
督
穫
が
た
け
れ
ば
他
の
行
政
機
闘
を
積
極
的
に
動
か
す
こ
と
が
で
き
た
い
の
で
あ
っ
て
、
大
蔵
省
の
財
務
監
賓
が
翌
年
度
の
譲

算
作
成
櫨
を
前
提
と
し
、
合
計
検
査
院
の
検
査
が
懲
戒
慮
分
の
要
求
・
排
償
責
任
の
検
定
を
伴
い
、
各
省
醸
の
内
部
監
察
が
人
事
権
に
よ

っ
て
徹
底
せ
し
め
ら
れ
る
の
と
異
り
、
行
政
管
理
醸
の
行
政
監
察
が
充
分
な
放
呆
を
あ
げ
た
い
こ
と
に
よ
づ
て
も
明
か
で
あ
る
。
共
に
園

家
的
事
件
等
に
闘
す
る
指
揮
監
督
に
つ
い
て
も
、
同
様
で
あ
づ
て
、
府
懸
警
察
に
づ
い
て
中
央
が
人
事
権
を
も
っ
場
合
、
或
は
園
が
こ
の

た
め
直
接
に
下
部
機
構
た
る
執
行
機
関
を
も
っ
場
合
で
な
け
れ
ば
賓
行
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
、
殊
に
園
家
的
事
件
は
大
都
市
を
中
心
と

す
る
こ
と
が
多
い
か
ら
、
大
都
市
の
自
警
を
充
分
に
指
揮
監
督
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
連
邦
捜
査
局
(
F
-
B
・
I
)

の
方
式
で
あ
り
、
従
来
の
、
公
安
調
査
局
の
経
験
に
徴
す
れ
ば
、
幾
多
の
不
便
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
例
え
ば
、
圏
家
的
事
件
と
他
の
事
件

7 

を
直
別
す
る
こ
と
が
容
易
で
な
く
、
そ
の
結
果
他
の
事
件
に
閲
す
る
地
元
の
警
察
権
を
侵
犯
す
る
虞
が
あ
る
。

!
融
官
「
祭
法
の
改
正
に
ヲ
い
て

7 
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縫
っ
て
地
制
調
案
に
つ
い
て
も
内
政
省
の
よ
う
た
中
央
機
構
を
議
想
す
る
見
方
が
あ
り
、
二
月
の
政
府
案
で
は
、
組
理
府
の
外
局
と
し

尾山守

て
警
察
騒
を
お
き
、
従
来
の
園
家
公
安
委
員
舎
の
楼
限
の
ほ
か
、
閣
の
利
害
に
係
り
、
叉
は
圏
内
全
般
に
闘
係
若
し
く
は
影
響
あ
る
事
項
、

そ
の
他
治
安
維
持
上
必
要
な
る
事
項
に
闘
す
る
権
限
を
議
定
し
て
い
た
。
と
れ
に
劃
し
て
自
公
蓮
の
封
案
で
は
、
警
察
醸
の
権
限
を
園
家

治
安
に
直
接
影
響
あ
る
事
項
に
限
定
す
べ
く
、
そ
の
内
容
は
現
行
警
察
法
第
六
一
僚
の
二
の
内
閣
組
理
大
臣
の
指
示
櫨
の
事
項
程
度
に
制

限
さ
る
べ
く
、
政
治
警
察
と
な
ら
た
い
よ
う
に
解
轄
を
し
ぼ
る
べ
き
も
の
と
し
て
い
る
。
も
と
よ
み
内
閣
組
理
大
臣
の
指
示
櫨
は
法
文
上

は
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
護
動
ナ
る
も
の
で
、
そ
の
認
定
権
は
内
閣
総
理
大
臣
は
あ
り
、
二
七
年
組
理
府
訓
令
第
三
披
が
指
示

で
き
る
相
場
合
を
限
定
し
た
と
と
は
、
法
規
と
し
て
護
令
者
を
拘
束
せ
ず
、
そ
の
違
反
は
園
舎
に
劃
す
る
政
治
的
責
任
を
生
ず
る
に
止
ま
り
、

指
示
を
違
法
と
し
て
人
民
が
争
い
得
る
場
合
は
稀
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
警
察
力
を
圏
が
統
制
す
る
こ
と
は
、
や
む
を
得
た
い
必
要
あ
る

場
合
に
限
る
べ
く
、
中
央
の
警
察
機
関
の
権
限
を
狭
く
解
す
べ
き
こ
と
は
嘗
然
で
あ
る
。
問
題
と
な
る
の
は
、
第
一
に
、
警
察
属
長
官
に

囲
務
大
臣
を
充
て
、
園
家
公
安
委
員
舎
を
諮
問
機
関
た
ら
し
め
る
こ
と
が
、
政
葉
内
閣
の
下
に
お
い
て
園
警
を
輿
菓
の
支
配
に
服
せ
し
め
、

警
察
の
政
治
的
中
立
性
を
破
る
も
の
と
す
る
主
張
で
あ
る
。
ニ
七
年
法
律
第
三

O
O競
の
原
案
が
、
園
警
本
部
長
官
及
び
警
視
組
監
の
任

発
権
を
内
閣
組
理
大
臣
に
奥
え
て
い
た
の
を
、
衆
議
院
で
修
正
し
、
閤
家
公
安
委
員
舎
叉
は
特
別
直
公
安
委
員
舎
が
任
菟
櫨
を
行
う
に
あ

た
り
、
内
閣
組
理
大
臣
の
意
見
を
醸
く
べ
き
も
の
と
改
め
ら
れ
た
こ
と
は
、
こ
の
主
張
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
内
閣
が
園
の
行
政
の
杢
般

に
わ
た
り
閤
舎
に
劃
し
て
責
任
を
負
う
議
院
内
閣
制
の
下
で
は
、
囲
警
が
内
閣
の
指
揮
監
督
を
受
け
た
い
こ
と
は
非
民
主
的
な
よ
う
に
み

え
、
囲
家
公
安
委
員
舎
の
権
限
が
準
司
法
的
作
用
で
た
い
と
と
は
一
般
の
行
政
委
員
舎
と
異
る
が
、
公
安
委
員
合
.
の
榛
限
が
司
法
警
察
に

重
艇
を
・
お
き
、
行
政
警
察
が
保
健
所
そ
の
他
の
行
政
機
闘
に
大
幅
に
移
譲
さ
れ
た
現
献
で
は
、
あ
た
か
も
検
察
臨
の
よ
う
夜
、
積
立
の
地
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位
が
保
障
さ
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
。
な
お
保
安
曜
は
圏
務
大
臣
を
そ
の
長
官
に
充
て
、
行
政
委
員
舎
を
お
か
な
い
が
、
保
安
陵
は
圏
内

に
お
け
る
最
強
の
貫
カ
を
も
つ
か
ら
、
内
閣
が
直
接
に
こ
れ
を
支
配
し
た
け
れ
ば
政
治
を
捨
蛍
す
る
責
任
が
と
れ
な
い
た
め
で
あ
っ
て
、

園
警
の
中
央
機
構
に
こ
れ
を
類
推
す
る
こ
と
は
誤
で
あ
る
。
第
二
に
、
園
警
の
中
央
機
闘
が
府
懸
警
察
か
ら
浮
き
上
ら
な
い
よ
う
に
す
る

に
は
、
後
者
の
幹
部
の
人
事
を
中
央
で
決
定
す
る
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
二
月
の
政
府
案
で
は
、
都
道
府
牒
警
察
長
は
警
察
臨

長
官
が
こ
れ
を
任
免
し
、
都
道
府
懸
警
察
職
員
の
う
ち
警
繭
以
上
の
者
を
国
家
公
務
員
と
し
て
い
る
。
地
制
調
案
で
も
、
警
察
事
務
の
特

殊
性
に
か
ん
が
み
府
賑
及
び
大
都
市
自
警
職
員
の
身
分
待
遇
等
に
つ
い
て
特
別
な
取
扱
が
で
き
る
も
の
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
自
公
蓮
・

知
事
舎
・
府
懸
議
舎
議
長
舎
等
か
ら
、
す
べ
て
自
警
の
職
員
を
地
方
公
務
員
た
ら
し
む
べ
き
も
の
と
し
て
、
反
封
さ
れ
て
い
る
。
中
央
に

よ
る
指
揮
監
替
の
放
果
を
保
障
す
る
に
は
、
闘
が
警
察
費
を
負
捨
し
、
と
れ
に
伴
い
財
政
上
の
較
替
を
行
う
方
法
も
考
え
ら
れ
る
が
、
卒

衡
交
付
金
を
算
定
す
る
に
嘗
っ
て
基
準
財
政
需
要
額
の
中
に
警
察
費
を
み
込
ん
で
も
、
圏
は
交
付
金
の
交
付
に
嘗
っ
て
保
件
を
つ
け
叉
は

そ
の
使
途
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
た
い
か
ら
、
人
事
櫨
に
よ
づ
て
指
揮
監
督
の
数
呆
を
裏
づ
け
る
ほ
か
な
い
。
現
行
警
察
法
で
は
、
陵

長
は
都
道
府
牒
公
安
委
員
舎
の
還
後
管
理
に
服
し
、
警
察
管
直
本
部
長
の
行
政
管
理
に
服
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
園
警
本
部
長
官
が
運
営

に
づ
い
て
一
般
的
指
揮
較
叔
習
を
行
う
こ
と
は
で
き
た
い
。
け
れ
ど
も
拳
銃
使
用
及
び
取
扱
規
程
の
よ
う
友
長
官
の
訓
令
が
あ
り
、
犯
罪
捜

査
規
範
の
よ
う
た
園
家
公
安
委
員
舎
規
則
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
蓮
畿
管
理
に
わ
た
る
も
の
で
、
陵
長
を
法
的
に
拘
束
す
る
こ
と
に
は
疑
問

が
あ
る
が
、
人
事
穫
に
基
づ
き
事
責
上
拘
束
す
る
結
果
と
た
る
。
も
と
よ
り
訓
令
違
反
の
事
責
な
く
、
懲
戒
原
因
が
た
い
の
に
拘
わ
ら
ず
、

事
責
上
義
務
づ
け
る
こ
と
は
、
違
法
で
あ
る
が
、
上
述
し
た
公
安
課
の
方
針
に
従
う
園
警
基
本
規
程
は
、
本
部
長
官
を
執
行
の
長
と
定
め

る
の
み
た
ら
ず
、
警
察
闘
係
の
法
令
の
解
樺
及
び
執
行
が
都
道
府
癖
に
よ
づ
て
不
統
一
に
行
わ
れ
る
と
と
は
、
憲
法
が
法
の
下
に
平
等
た

9 
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叢

る
こ
と
を
保
障
し
て
い
る
こ
と
と
矛
盾
す
る
で
あ
ろ
う
場

(

3

)

以
上
の
ほ
か
地
制
調
案
で
は
、
公
安
委
員
の
資
格
制
限
を
援
和
す
る
も
の
と
し
、
警
察
職
員
の
給
興
及
び
定
数
の
基
準
を
法
律

で
定
め
る
も
の
と
し
、
更
に
警
察
費
に
づ
い
て
園
が
一
{
疋
の
負
擦
を
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。

10 

ノ，

第
一
に
、
公
安
委
員
舎
の
委
員
が
官
公
聴
に
お
け
る
職
業
的
公
務
員
の
前
歴
の
な
い
者
た
る
こ
と
を
要
す
る
結
果
、
問
問
護
士
・
舎
吐
員
・

瞥
師
・
借
侶
・
農
業
・
商
業
等
の
職
業
が
多
い
。
公
安
委
員
舎
の
使
命
が
素
人
の
健
全
な
常
識
に
よ
っ
て
警
察
権
の
濫
用
か
ら
人
権
を
擁

護
し
、
併
せ
て
人
民
と
警
察
の
犠
鰯
を
ば
か
り
、
警
察
の
民
主
化
に
努
め
る
と
と
に
あ
る
結
果
、
警
察
職
員
の
前
歴
あ
る
者
が
除
か
れ
る

の
は
営
然
で
あ
る
が
、
政
府
職
員
及
び
地
方
職
員
の
前
歴
あ
る
者
を
原
則
と
し
て
除
く
と
と
は
、
多
数
の
函
民
に
資
格
を
認
め
た
い
こ
と

に
た
り
、
適
任
者
を
得
が
た
い
。
な
お
委
員
の
再
任
の
可
否
に
づ
い
て
議
論
が
あ
る
。
警
察
職
員
の
前
歴
が
た
く
て
も
三
年
以
上
公
安
委

員
舎
の
委
員
と
な
る
と
き
は
、
部
内
の
事
情
に
通
じ
て
玄
人
と
な
る
か
ら
、
あ
た
か
も
複
数
の
署
長
が
あ
る
こ
と
に
な
り
、
不
適
任
と
み

る
と
と
も
で
き
る
が
、
反
封
に
部
内
の
事
情
に
通
じ
た
け
れ
ば
、
警
察
長
の
説
明
を
理
解
す
る
の
み
で
、
運
営
管
理
に
つ
き
意
見
を
出
す

と
と
が
で
き
ず
、
殊
に
都
道
府
鯨
委
員
舎
の
よ
う
に
専
ら
運
替
管
理
の
楼
限
あ
る
場
合
に
は
、
不
遁
任
と
考
え
る
向
も
あ
り
、

一
律
に
論

じ
が
た
い
。
ま
た
運
営
管
理
に
あ
た
る
委
員
は
従
来
非
常
勤
で
、
週
一
同
叉
は
月
コ
一
同
等
に
委
員
舎
を
開
く
の
が
通
常
で
あ
る
が
、
公
安

保
例
に
よ
る
許
可
或
は
道
路
交
通
取
締
法
第
九
僚
に
よ
る
蓮
韓
免
許
の
取
消
又
は
停
止
の
た
め
の
公
開
の
諮
問
の
よ
う
に
、
委
員
舎
を
頻

繁
に
開
く
必
要
が
生
ず
る
と
、
常
勤
の
委
員
で
た
け
れ
ば
間
に
合
わ
た
く
た
る
が
、
と
の
こ
と
は
同
時
に
公
安
委
員
舎
の
存
在
理
由
を
再

検
討
す
る
必
要
を
意
味
す
る
。

第
二
に
、
警
察
職
員
の
結
興
が
園
警
と
自
警
で
著
し
く
異
る
こ
と
は
、
人
事
の
交
流
を
坊
げ
る
の
み
た
ら
ず
、
共
同
で
職
務
を
行
う
場

〆
ノ
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令
の
士
気
に
悪
影
響
が
あ
る
。
自
警
の
給
輿
は
地
元
の
地
方
職
員
の
給
奥
に
な
ら
う
も
の
で
、
警
察
長
は
市
町
村
助
役
と
同
様
の
給
奥
を
'

受
け
る
こ
と
が
多
い
。
従
っ
て
園
警
と
大
差
が
な
い
自
警
も
あ
る
が
、
大
都
市
の
自
警
は
園
警
に
比
し
て
五
割
程
度
給
輿
額
が
多
く
、
例

え
ば
警
視
聴
職
員
の
退
職
手
首
は
園
警
に
比
し
て
約
三
倍
乃
至
三
倍
宇
の
金
額
に
達
す
る
。
そ
の
結
果
、
警
察
費
珠
算
の
中
で
人
件
費
が

占
め
る
割
合
は
、
二
六
年
度
は
園
警
が
五
五
・
一
%
、
自
警
が
七
六
・
五
%
、
二
七
年
度
は
園
警
が
六

0
・
五
%
、
自
警
七
六
・
六
%
、

二
八
年
度
は
園
警
六
五
・
五
%
、
自
警
八
O
%
と
た
り
、
こ
れ
が
上
述
の
よ
う
に
自
警
の
物
件
費
・
活
動
費
i

施
設
費
の
倒
減
を
怯
儀
た

く
さ
せ
る
。
二
月
の
政
府
案
に
封
し
て
、
自
公
蓮
は
警
察
職
員
の
俸
給
を
本
人
の
承
諾
な
く
一
方
的
に
法
律
で
減
額
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
反
駁
し
た
。
も
し
警
察
職
員
を
府
廓
の
公
務
員
と
す
る
案
に
よ
れ
ば
、

一
般
に
市
町
村
警
察
吏
員
は
減
給
と
た
り
、
園
警
職
員
は
櫓

給
と
な
る
こ
と
が
珠
想
さ
れ
る
。
す
べ
て
将
来
の
給
奥
に
づ
い
て
は
、
既
得
権
と
し
て
の
保
障
た
く
、
法
律
を
も
っ
て
減
額
で
き
る
が
、

既
に
在
職
し
た
年
敢
に
封
す
る
退
職
金
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
減
額
で
き
な
い
と
解
す
る
。
と
の
意
味
で
将
来
は
、
法
律
で
自
警
の

給
血
〈
の
基
準
を
定
め
る
こ
と
が
望
ま
し
く
、
と
の
こ
と
は
東
京
と
大
阪
を
除
く
府
懸
の
財
政
が
卒
衡
交
付
金
に
負
う
こ
と
の
多
い
現
献
で
、

何
ら
地
方
自
治
の
本
旨
に
反
す
る
も
の
で
な
い
。

第
三
に
、
警
察
費
に
づ
い
て
園
庫
負
携
が
認
め
ら
る
べ
き
こ
と
は
、

い
う
ま
で
も
な
い
が
、
自
公
蓮
は
内
閣
組
理
大
臣
の
指
示
に
基
づ

、
く
職
務
執
行
に
要
す
る
費
用
、
警
察
慮
援
に
要
す
る
費
用
に
づ
き
圏
庫
負
捲
叉
は
囲
庫
補
助
を
要
求
し
、
更
に
い
わ
ゆ
る
園
家
的
犯
罪
の

捜
査
鋸
墜
に
要
す
る
経
費
及
び
と
れ
に
要
す
る
装
備
の
強
化
費
に
ク
い
て
も
、
圏
と
自
治
瞳
の
蓮
幣
支
排
を
要
求
し
て
い
る
。
こ
の
中
で

勝
応
援
の
費
用
に
づ
い
て
は
、
自
警
の
要
請
に
よ
る
場
合
に
も
園
庫
の
負
権
た
る
旨
の
規
定
が
あ
り
(
警
察
法
五
五
保
ノ
二
)
、
組
理
大
臣
の

11 

11 

指
示
に
基
づ
く
場
合
は
貫
例
も
明
文
も
友
い
が
ブ
同
様
の
立
法
が
望
ま
し
い
。
い
わ
ゆ
る
園
家
的
犯
罪
に
闘
す
る
経
費
と
は
、
密
入
園
・

警
察
法
の
改
正
に
づ
い
て

1
1
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密
貿
易
の
取
締
、
破
壊
活
動
の
警
備
・
鎖
盤
等
の
経
費
で
あ
る
が
、
上
速
の
よ
う
に
自
治
膿
の
警
察
費
の
七
、
八
割
が
人
件
費
に
充
て
ら

れ
る
現
献
で
は
、
多
額
の
装
備
費
・
捜
査
費
乃
至
は
放
費
を
要
す
る
と
の
種
の
事
件
に
づ
い
て
、
園
庫
負
婚
が
要
望
さ
れ
る
の
は
明
か
で

12 

あ
る
。
叉
自
警
の
警
察
費
珠
算
組
額
と
警
察
費
基
準
財
政
需
要
額
の
闘
係
は
、
二
五
年
度
は
一
七

O
億
闘
の
中
で
一
六
七
億
圏
、
二
六
年

度
ニ
二
三
億
園
の
中
で
一
八
八
億
圏
、
二
七
年
度
二
八
六
億
固
の
中
で
一
八
七
億
固
と
た
の

J

て
い
る
か
ら
、
市
町
村
の
負
捲
は
念
激
に
櫓

大
す
る
傾
向
に
あ
る
。
こ
の
意
味
で
も
(

2

)

に
お
け
る
園
家
的
事
件
に
つ
い
て
園
に
指
揮
監
督
権
を
認
め
る
と
と
は
、

菟
れ
が
た
い
ξ

と
ろ
で
あ
り
、
従
ヲ
て
ま
た
府
牒
警
察
を
従
来
の
市
町
村
に
お
け
る
よ
う
た
、
純
粋
な
自
警
と
す
る
と
と
は
で
き
た
い
の
で
あ
る
。

警
察
法
制
定
に
お
け
る
警
察
の
地
方
分
櫨
と
民
主
化
の
要
請
は
、
警
察
の
能
率
的
運
営
と
矛
盾
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
そ
れ
は
警
察
法

ξ
園
警
叉
は
自
警
の
基
本
規
程
と
の
封
立
と
な
っ
た
が
、
卒
和
保
約
護
数
後
は
警
察
法
の
改
正
を
必
要
と
す
る
こ
と
は
、
上
越
の
通
り
で

あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
矛
盾
は
警
察
法
の
解
耀
に
よ
っ
て
、
解
決
で
き
る
部
分
が
少
く
な
い
。

(
1〉

警
察
隊
長
叉
は
警
察
長
は
、
そ
れ
ぞ
れ
都
道
府
蘇
公
安
委
員
舎
又
は
市
町
村
公
安
委
員
舎
の
事
務
部
局
の
責
任
者
で
あ
り
、
警

察
法
で
は
委
員
舎
の
補
助
機
関
に
し
て
執
行
機
関
た
る
地
位
を
も
の
J

。
け
れ
ど
も
公
安
委
員
舎
が
警
察
職
員
の
前
歴
の
な
い
委
員
を
も
ヲ

て
構
成
さ
れ
る
と
と
は
、
と
の
委
員
舎
が
内
閣
又
は
知
事
・
市
町
村
長
の
よ
う
た
上
か
ら
の
干
渉
と
陵
長
・
警
察
長
に
よ
る
権
力
の
濫
用

に
艶
し
て
、
民
主
的
な
規
制
、
監
替
を
加
え
る
と
と
を
使
命
と
し
、
積
極
的
に
警
察
権
を
行
使
す
る
主
髄
性
を
も
た
た
い
こ
と
を
示
し
て

か
る
。
従
づ
て
特
別
た
怯
律
に
よ
れ
J

て
許
可
・
発
許
叉
伶
そ
の
よ
う
た
行
政
鹿
分
の
穣
限
を
公
安
委
員
舎
に
麗
せ
し
め
た
揚
合
で
も
、
委

一十
L

， 
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一
般
に
は
委
員
舎
に
よ
る
蓮
営
管
理
は
、
除
長
叉
は
警
察
長
に

員
舎
は
包
括
的
に
除
長
文
は
警
察
長
を
し
て
代
理
さ
せ
る
と
と
が
で
き
、

主
る
警
察
櫨
の
鼓
動
に
つ
い
て
一
般
的
方
針
を
示
し
て
規
制
す
る
意
味
を
も
つ
も
の
主
解
す
る
。
い
い
か
え
れ
ば
公
安
委
員
舎
の
特
色
は

他
の
行
政
委
員
舎
と
異
り
、
準
司
法
的
た
決
定
で
た
く
、
管
理

(
g
E
E
C
ナ
‘
な
わ
ち
監
督
規
制
に
あ
る
。
と
の
解
揮
に
よ
れ
ば
、
自
警

の
基
本
規
程
に
お
い
て
、
公
安
委
員
舎
が
自
警
の
管
理
の
方
針
を
確
立
す
る
に
止
ま
り
、
こ
の
方
針
に
基
づ
く
警
察
の
運
営
管
理
を
す
べ

て
警
察
長
に
委
任
し
、
む
し
ろ
僚
例
案
・
公
安
委
員
舎
規
津
の
作
成
等
に
つ
き
、
警
察
長
が
公
安
委
員
舎
の
承
認
を
経
べ
き
も
の
と
定
め

る
と
と
が
、
説
明
で
き
る
。

(

2

)

 

警
察
法
の
規
定
で
は
、
園
警
の
運
営
管
理
が
都
道
府
鯨
公
安
委
員
舎
に
属
す
る
に
拘
わ
ら
ず
、
貫
際
に
は
園
警
本
部
長
官
が
管

直
本
部
を
通
し
て
蓬
戯
曲
に
闘
す
る
一
般
的
指
示
を
輿
え
、
と
の
た
め
都
道
府
懸
公
安
委
員
舎
が
浮
き
上
が
っ
て
い
る
と
と
は
、
上
述
し
た
。

と
の
ほ
か
、
警
察
法
第
二

O
僚
の
こ
が
定
め
る
、
知
事
の
事
案
庭
理
要
求
は
、
奮
制
の
府
廓
警
察
部
が
公
安
委
員
舎
と
都
道
府
眼
科
警
察
本

部
と
し
て
濁
立
し
た
結
果
、
知
事
が
こ
の
権
問
眠
を
行
う
に
つ
い
て
特
別
の
補
助
機
闘
が
た
く
、
従
A
J

て
自
警
の
管
轄
区
域
内
の
事
案
を
園

警
が
慮
理
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
陵
長
が
公
安
委
員
舎
を
通
し
て
知
事
の
要
求
を
申
請
す
る
の
で
あ
っ
て
、

い
い
か
え
れ
ば
知
事
の

承
認
を
得
て
陵
長
が
園
警
職
員
を
自
警
の
管
内
に
沃
遺
し
て
職
務
を
執
行
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
法
文
上
は
知
事
に
イ
-
一
シ
ァ
テ
ィ
グ
が
認

め
ら
れ
る
が
、
賓
際
に
は
知
事
及
び
公
安
委
員
舎
の
規
制
の
下
に
、
陵
長
が
自
警
の
管
内
に
封
し
て
警
察
穫
を
行
使
す
る
も
の
に
ほ
か
な

ら
ぬ
。
内
関
組
理
大
臣
の
指
示
櫨
も
同
様
で
あ
っ
て
、
内
閣
線
理
大
臣
に
は
指
示
に
つ
き
特
別
た
補
助
機
閥
が
な
い
か
ら
、
指
示
の
必
要

あ
る
と
き
は
長
官
が
困
家
公
安
委
員
舎
を
通
し
て
内
閣
組
理
大
臣
に
と
れ
を
求
め
る
の
で
あ
っ
て
、

い
い
か
え
れ
ば
内
閣
組
理
大
臣
及
び

13 

囲
家
公
安
委
員
舎
の
規
制
の
下
に
長
官
が
、
都
道
府
牒
又
は
布
町
村
の
公
安
委
員
舎
に
指
示
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。

警
察
怯
悼
の
散
涯
に
づ
い
て

‘、
ωゲl

13 
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園
警
と
自
警
の
間
或
は
自
警
相
互
間
に
お
け
る
援
助
す
な
わ
ち
膝
援
に
つ
い
て
は
、
営
初
警
察
法
の
規
定
が
不
備
で
あ
っ
た
た

(

3

)

 

め
、
ご
六
年
法
律
第
二
三
三
披
に
よ
り
新
に
、
自
警
が
園
警
の
膝
援
要
請
に
劃
し
て
感
援
レ
、
又
自
警
が
相
互
に
醸
援
ナ
る
と
と
が
認
め

ら
れ
た
。
け
れ
ど
も
都
道
府
懸
公
安
委
員
舎
が
相
互
に
援
助
の
要
求
を
す
る
と
と
に
づ
い
て
は
、
明
文
の
規
定
が
た
い
。

第
一
に
、
甲
乙
雨
懸
の
境
界
に
近
い
甲
府
脚
駐
在
所
の
警
察
官
が
常
時
乙
豚
の
近
接
地
域
の
治
安
を
捨
営
し
、
必
要
に
臆
じ
て
職
権
を
行

う
場
合
、
或
は
乙
燃
の
直
域
内
に
申
鯨
の
警
察
が
常
時
検
問
所
を
設
け
て
職
務
質
問
を
行
う
場
合
に
、
乙
豚
公
安
委
員
舎
か
ら
甲
蘇
公
安

委
員
舎
に
あ
て
膝
援
要
請
を
す
る
こ
と
に
づ
い
て
疑
問
が
あ
る
。
臆
援
要
請
は
乙
豚
に
お
い
て
職
権
を
行
う
限
り
、
乙
豚
公
安
委
員
舎
の

運
営
管
理
に
服
す
る
こ
と
を
要
す
る
た
め
と
、
乙
鯨
公
安
委
員
舎
が
濫
り
に
保
例
及
び
珠
算
に
よ
る
定
員
を
越
え
て
警
察
力
を
増
強
で
き

た
い
た
め
に
行
わ
れ
る
。
膝
援
の
た
め
祇
遣
さ
れ
た
警
察
職
員
が
武
器
を
使
用
し
た
と
き
、
職
務
執
行
法
に
よ
る
正
賞
た
行
嬉
と
し
て
刑

事
責
任
を
菟
れ
る
か
否
か
、
或
は
か
か
る
警
察
職
員
の
職
楼
の
行
使
に
封
し
て
反
抗
し
た
者
が
公
務
執
行
妨
害
罪
に
問
わ
れ
る
か
否
か
等

に
つ
い
て
、
趨
法
た
臆
援
要
請
が
公
安
委
員
舎
に
よ
れ

J

て
た
さ
れ
て
い
る
か
否
か
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
右
の
事
例
の
よ

う
に
警
察
官
が
常
時
他
の
管
轄
匝
域
内
で
職
権
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
・
と
す
れ
ば
、
あ
た
か
も
乙
将
の
警
察
定
員
が
増
加
し
た
の
と
同
様

に
た
り
、
甲
乙
聞
の
管
轄
匝
域
が
は
ず
さ
れ
た
の
主
同
じ
結
果
に
な
る
虞
が
あ
る
。
従
A
J

て
白
警
相
互
間
又
は
園
警
と
自
警
の
聞
で
は
、

時
間
的
に
制
限
さ
れ
た
い
膝
援
要
請
は
で
き
た
い
も
の
主
解
す
る
。
と
れ
に
反
し
て
園
警
は
杢
瞳
の
定
員
が
警
察
法
で
定
め
ら
れ
る
に
止

ま
り
、
各
都
道
府
廓
警
察
隊
の
定
員
は
、
長
官
が
定
め
る
の
で
あ
れ

J

て
(
園
警
基
本
規
程
六
六
僚
)
、
行
政
管
理
は
園
警
本
部
及
び
管
匝
本

部
で
行
う
か
ら
、
期
聞
を
制
限
し
た
い
膝
援
要
請
が
許
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
た
だ
沃
遣
さ
れ
た
警
察
官
の
職
権
を
行
う
事
務
の
範
圏
が

L
制
限
さ
れ
た
い
'
と
き
は
、
長
官
の
決
裁
を
要
し
定
員
を
費
更
す
べ
き
も
の
と
解
す
る
。
要
す
る
に
園
警
は
有
政
管
理
に
お
い
て
一
躍
で
あ

欝吋

てむ

1 そF

， . 

グ

緑d
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且

14 



寺、

神

/i!'e 
d 

‘究L

島

R
e

る
か
ら
、
都
道
府
賑
公
安
委
員
合
相
互
の
態
援
要
請
は
、
通
常
の
鷹
援
要
請
と
匝
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

第
二
に
、
大
阪
府
に
お
け
る
連
合
機
動
隊
の
方
式
が
遁
法
か
否
か
の
問
題
が
あ
る
。
そ
の
特
色
は
、

一
定
の
規
模
以
上
の
自
警
が
す
べ

て
そ
の
定
員
中
か
ら
一
定
の
割
合
で
険
員
を
出
し
、
こ
れ
に
大
阪
市
の
警
視
聴
及
び
園
警
の
機
動
隊
を
加
え
て
部
隊
を
編
成
す
る
も
の
で

府
公
安
委
員
合
一
人
、
園
警
府
本
部
四
人
、
市
町
村
公
安
委
員
合
五
人
、
自
警
の
警
察
長
五

A
ょ
げ
成
る
蓮
ム
口
機
動
隊
監
理
委
員
舎
が
と

れ
を
管
理
す
る
。
幅
応
援
姿
請
は
、

一
定
の
期
間
に
わ
た
っ
て
珠
じ
め
各
公
委
員
舎
が
相
互
に
交
換
し
て
お
り
、
兵
鰻
的
に
態
援
を
求
め
る

場
合
は
集
圏
的
不
法
行
震
の
致
防
取
締
等
に
限
定
し
て
い
る
。
と
の
方
法
は
各
警
察
の
管
轄
直
域
を
越
え
て
、
府
下
の
警
察
カ
を
結
集
ん

機
動
性
を
費
揮
す
る
と
と
に
あ
る
。
け
れ
ど
も
自
警
職
員
を
合
む
際
援
の
要
請
が
一
定
期
間
に
お
け
る
不
特
定
の
事
件
に
つ
い
て
包
括
的

に
行
わ
れ
る
こ
と
は
、
上
誌
の
よ
う
に
警
察
法
違
反
と
な
る
か
ら
、
共
躍
的
な
事
件
が
護
生
し
た
と
き
は
更
に
個
別
的
た
要
請
を
出
す
べ

き
で
あ
れ

J

て、

た
だ
個
別
的
た
要
請
は
や
む
を
得
た
い
限
り
、
職
権
を
行
っ
た
直
後
に
お
い
て
も
遁
法
と
認
め
ら
れ
る
。

蓮
ム
口
機
動
隊
と
同
様
に
、
管
直
接
校
に
在
校
す
る
警
察
職
員
を
臆
援
の
た
め
出
動
さ
せ
る
場
合
に
も
、
管
直
本
部
に
務
じ
め
各
公
安
委

地
元
の
公
安
委
員
舎
か
ら
管
匡
本
部
に
藤
援
要
請
が
あ
れ
ば
、

員
舎
か
ら
包
括
的
に
承
認
を
得
て
い
る
か
ら
、
具
躍
的
た
必
要
あ
る
と
き
、

事
後
に
公
安
委
員
合
相
互
間
で
膝
援
要
請
の
確
認
の
意
思
表
示
を
す
れ
ば
、
警
察
法
の
要
求
は
満
足
さ
れ
る
も
の
ξ
解
す
る
。

こ
れ
ら
と
異
り
、
列
車
の
移
動
警
察
は
、
議
じ
め
包
括
的
に
各
公
安
委
員
合
相
互
に
臆
援
要
請
を
用
意
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
性
質
上

や
む
を
得
た
い
事
件
で
あ
る
か
ら
、
具
躍
的
な
膝
援
要
請
を
と
る
必
要
は
な
い
も
の
と
解
す
る
。

15 

関
警
本
部
企
整
課
編
、
警
察
制
度
改
革
の
経
過
、
資
料
篇
上
下
、
出
向
E
可

開

5
2
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3
2・
パ
言
。
旬
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件
当
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句
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F
8
8
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8
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』

F
E
H
F
Q
-
p
b
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F
H
Uご

5
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(
註
一
)

批
菅
察
法
の
改
正
に
つ
い
て

， 
一二~ム
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* 
本
稿
は
、
文
部
省
科
皐
試
験
研
究
費
に
よ
る
調
査
報
告
の
一
部
で
あ
る
。
そ
の
資
料
ば
現
在
公
表
を
遁
蛍
と
し
な
い
も
の
が
あ
り
、
兵
燈
的
な

官
事
賓
を
指
摘
す
る
こ
と
を
遮
け
た
た
め
、
抽
象
的
な
法
の
解
眠
障
に
終
っ
た
よ
う
に
み
え
る
部
分
が
多
い
。
け
れ
ど
も
筆
者
ほ
長
野
・
新
潟
・
石
川
・

犬
阪
・
兵
庫
・
岐
阜
・
愛
知
・
静
岡
の
各
地
を
一
巡
し
て
、
現
地
の
賓
態
を
調
査
し
た
の
で
あ
っ
て
、
具
健
的
な
事
費
に
裏
づ
け
ら
れ
た
結
論
で

あ
る
こ
と
を
附
記
す
る
。
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