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最
高
裁

財

団

法

法
人

事
篇
山

曹

昭
和
四
十
―
―
一
年
度

会

I 
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意
思
能
力
の
な
い
幼
児
の
監
護
と
人
身
保
護
法
お
よ
び
同
規
則
に
い
う
拘
束

夫
婦
の
一
方
か
ら
他
方
に
対
す
る
人
身
保
護
法
に
基
づ
く
幼
児
引
渡
請
求
許
否
の
判
断
基
準

x女
y
男
の
夫
婦
間
に
生
れ
た
嫡
出
子
で
あ
る
。

五
二
三

X
と

y
と
は
、

1

上
告
理
由
は
、

ま
ず
、

Y
は
、
愛
情
を
も
っ
て

A
を
養
育
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

不
穏
当
な
方
法
で

A
を
養
育
し
て
い
る
の
で
は

上
告
理
由
と
判
旨

月
下
旬
別
居
し
、
以
来
A
は
X
の
忍
と
で
養
育
監
護
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
昭
和
四
二
年
一

0
月
二
二
日
、

X
が
A
を
背
負
っ
て
銭

湯
へ
行
く
途
中
、

Y
が
X
の
背
か
ら
A
を
抜
ぎ
と
り
連
れ
去
っ
た
。
同
日

X
は
親
兄
弟
の
助
け
を
借
り
て
一
旦
は

A
を
奪
い
返
し
た
が
、

た
ち
ま
ち

y
の
強
要
を
詐
言
に
よ
っ
て

A
を

y
に
引
渡
す
の
余
儀
な
き
に
至
っ
た
。
以
来

y
は
A
を
自
己
の
下
宿
先
で
養
育
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、

X
は

y
に
対
し

A
の
引
渡
を
求
め
る
人
身
保
護
請
求
を
な
し
、
一
審
で
勝
訴
の
判
決
（
昭
和
四
二
年
―
一
月
―
―

1
0
日
言
渡
）
を
え

た。

y
上
告
。

被
拘
束
者
A
女
（
昭
和
四
一
年
七
月
二
六
日
生
）
は
、

昭
和
四
一
年
八

事
案
の
概
要

〔
解

説
〕

人
身
保
護
法
第
二
条
第
一
項
、
同
規
則
三
条
•
四
条

〔
参
照
条
文
〕

べ
き
で
あ
る
。

り
な
く
、
人
身
保
護
法
お
よ
び
同
規
則
に
い
う
拘
束
と
解
す
べ
ぎ
で
あ
る
。

夫
婦
の
一
方
が
他
方
に
対
し
、
人
身
保
護
法
に
基
づ
き
、
共
同
親
権
に
服
す
る
幼
児
の
引
渡
を
請
求
し
た
場
合
に
は
、
夫
婦
の
い

ず
れ
に
監
護
さ
せ
る
の
が
子
の
幸
福
に
適
す
る
か
を
主
眼
と
し
て
子
に
対
す
る
拘
束
状
態
の
当
不
当
を
定
め
、
そ
の
請
求
の
許
否
を
決
す

意
思
能
力
の
な
い
幼
児
を
監
護
す
る
こ
と
は
、

監
護
方
法
の
当
不
当
ま
た
は
愛
情
に
基
づ
く
監
護
で
あ
る
か
ど
う
か
と
は
か
か
わ

夫
婦
の
一
方
か
ら
他
方
に
対
す
る
人
身
保
護
法
に
基
づ
く
幼
児
引
渡
請
求
許
否
の
判
断
基
準
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（
野
田

宏）

出
て
来
な
い
で
あ
ろ
う
。

五
ニ
ニ

な
お
、
東
京
地
判
昭
四0
•
八
•
三
一
判
例
時
報
四
三0
号
三
九
頁
は
、
賃
貸
借
の
合
意
解
約
に
さ
い
し
権
利
金
返
還
の
合
意
も
さ
れ
た
事
案
に
つ

い
て
で
は
あ
る
が
、
返
還
す
べ
ぎ
金
額
を
定
め
る
に
つ
い
て
同
様
の
按
分
を
し
て
い
る
。

（注一

0
)

後
藤
清
・
民
商
三
一
巻
二
号
六
六
頁
、
有
泉
・
前
掲
一
九
一
頁
。
し
か
し
、
昭
和
二
九
年
度
判
例
解
説
30
で
は
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な

く
、
当
面
の
問
題
と
な
っ
て
い
な
い
の
で
判
断
を
与
え
な
か
っ
た
も
の
と
み
る
べ
き
だ
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
後
藤
氏
の
右
評
釈
は
、
こ
の
判
決
の
結
論
に
反
対
し
、
権
利
金
が
場
所
、
営
業
設
備
等
有
形
無
形
の
利
益
に
対
す
る
対
価
の
性
質
を
有
す
る

場
合
に
は
、
賃
貸
借
の
存
続
期
間
の
長
短
に
か
か
わ
り
な
く
、
返
還
を
認
め
る
べ
き
だ
と
す
る
が
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
借
家
法
五
条
の
造
作
に
は
無

（
注
―
-
）

形
的
造
作
を
含
む
と
解
し
、
権
利
金
返
還
請
求
の
性
質
を
有
益
費
償
還
請
求
と
み
て
い
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

（
注
九
）
掲
記
の
福
岡
地
方
小
倉
支
部
判
決
は
こ
の
関
係
を
明
快
に
説
示
す
る
。

（
注
―
二
）

し
た
が
っ
て
、
こ
の
点
に
は
当
初
の
契
約
に
お
け
る
当
事
者
の
意
思
解
釈
と
い
う
要
素
も
含
ま
れ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
返
還
に
つ
い
て
黙

示
の
合
意
を
認
定
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
本
件
の
原
告
の
主
張
す
る
、
期
限
前
で
も
明
渡
し
の
と
ぎ
は
（
貸
金
の
）
返
還
を
受
け
る
特
約
と
い
う
の

も
、
権
利
金
に
つ
い
て
も
考
え
ら
れ
な
い
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
常
に
全
額
を
返
還
す
る
約
定
と
い
う
も
の
は
、
当
事
者
の
通
常
の
意
思
か
ら
は

（
注
ニ
―
-
）
た
だ
し
、
本
判
決
は
、
本
文
の
よ
う
な
意
思
解
釈
を
し
た
も
の
で
は
な
い
。
原
告
は
合
意
解
除
を
主
張
し
た
が
、
原
審
は
契
約
終
了
事
由

を
認
定
せ
ず
、
も
っ
ば
ら
権
利
金
の
性
質
に
よ
っ
て
解
決
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

意
思
能
力
の
な
い
幼
児
の
監
護
と
人
身
保
護
法
お
よ
び
同
規
則
に
い
う
拘
束

筐
長
筐
胃

□9

巨
亨
麟
這
暉
ー
四
四
一
頁
．

借
が
合
意
解
除
さ
れ
た
と
い
う
事
案
。
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和
＝
三
年
団
第
二
二
七
号
同
三
三
年
五
月
二
八
日
大
法
廷
判
決
民
集
―
二
巻
八
号
―
ニ
ニ
四
頁
）

と
す
る
。
」

右
三
条
の
例
示
す
る
「
逮
捕
、
抑
留
、
拘
禁
等
」
は
、

い
ず
れ
も
、
強
制
力
で
身
体
の
自
由
に
制
約
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
幼

と
認
め
ら
れ
る
」
と
し
て
、
問
題
の
解
決
を
図
っ
た
か

て
つ
ね
に
あ
る
程
度
の
拘
束
が
存
在
す
る
も
の

監
護
と
い
う
事
柄
の
性
質
か
ら
し

わ
り
な
く
、
人
身
保
護
規
則
三
条
の
「
身
体
の
自
由
を
制
限
す
る

判
決
は
、
こ
の
点
を
明
確
に
し
て
、
監
護
の
方
法
の
当
不
当
等
に
か
か

（
注
一
）
。

行
為
」
に
当
る
と
し
た
点
に
意
義
が
あ
る

判
旨
二
は
、

、
し
た
判
例
理
論
を
更
に
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
判
決

昭
和
二
四
年
一
月
一
八
日
第
二
小
法
廷
判
決
が
一
才

い
る
趣
旨
の
判
示
（
前
記
二
2
参
照
）
を
し
た
上
で
、

は
、
今
回
の
判
決
が
引
用
し
て

こ
ご
と
く
子
供
の
た
め
に
、
む
し
ろ
、

れ
て
い
る
状
態
が
原
審
の
認
定
し

f

あ
る
と
し
て
い
る
。

ま
、
二
通
り
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
判
決
の
理
解
の
仕
方
に
し

よ
び
同
規
則
に
い
う
拘
束

基
づ
く
幼
児
引
渡
諸
求
許
否
の
判
断
基
準

身
保
護
法
ぉ

身
保
護
法
に

の
監
護
と
人人

い
幼
児

ら
他
方
に
対
す
る

意
思
能
力
の
な

夫
婦
の
一
方
か

に
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、

「
あ
る
程
度
の
拘
束
」

五
二
五

＇ 

| 

| 

， 

： 

l 
..,:' 

―
つ
は
、
事
件
当
事
者
で
あ
る
両
親
の
監
護
状
態
を

幸
福
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
」

請
求
は
棄
却
さ
れ
る
べ
ぎ
で

「
今
日
母
（
拘
束
者
）
の
膝
下
に
平
穏
に
養
育
せ
ら

と
い
う
表
現
に
、
若
千
の
あ
い
ま
い
さ
が
残
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
今
回
の

、
、

IJ
己
大
法
廷
判
決
が
、

と
も
で
ぎ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
し
て

ig-＝ロ

束
」
に
当
ら
な
い
と
考
え
る
こ

な
い
で
は
な
い
。

ま
た
、

児
に
対
す
る

幼
児
に
対
す
る
監
護
方
法
が
不
当
な
場
合
に
は
、

「
幼
児
監
護
の
場
合
に
お
い
て
は

「
拘
束
」
も
、

「
拘
束
」

に
当
る
が
、 と

を
必
要
と
す
る
と
い
う
考
え
方
忠
で
き

よ
る
身
体
の
自
由
の
制
約
が
あ
る
こ

こ
れ
と
同
程
度
の
強
制
力
に

監
護
方
法
が
相
当
な
場
合
に
は
、
「
拘

が
っ
て
、
拘
束
者
が
子
を
「
拘
束
」

げ
、
同
三
条
は
、
拘
束
に
つ
い
て
、

し
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
、
請
求
は
認
容
さ
れ
な
い
。

cム

人
身
保
護
規
則
四
条
は
、

「
逮
捕
、
抑
留
、
拘
禁
等
身
体
の
自
由
を
奪
い
、

、
る
こ
と
が
顕
著
で
あ
る
場
合
」

「
拘
束
が
権
限
な
し
に
さ
れ
て
し

又
は
制
限
す
る
行
為
」

と
定
義
し
て
い
る
。

し
た

、
る
点
に
特
異
性
が
あ
る
。

し
、
請
求
を
認
容
し
た
原
判
決
を
維
持
し
て
し

を
維
持
し
て
い
る
の
に
対

を
請
求
の
要
件
の
一
っ
と
し
て
か
か

で
あ
っ
て

今
回
の
判
決
と
同
様
の
事
案
に
属
す
る
。

り
已
召
和
二
四
年
一
月
一
八
日
第
二
小
法
廷
判
決
は
、

で
あ
る
の
に
対
し
、

i

月
言
廿

J

の
度
の
判
決
は
、
右
の
三
つ
の
判
決
が
、

い
ず
れ
も
請
求
を
棄
却
し
た
原
判
決

共
同
親
権
者
で
あ
る
夫
婦
間
の
請
求
に
つ
い
て
さ
れ
た
も
の

後
見
人
に
対
す
る
請
求
で
あ
り
、
前
記
昭
和
二
九
年
―
二
月
一
六
日
第
一
小
法
廷
判
決
の
事
案
は
、
親
権
者
か
ら
第
三
者
に
対
す
る
請
求

日
の
第
＿
小
法
廷
判
決
（
民
集
八
巻
―
二
号
ニ
―
六
九
頁
）
が
あ
る
。
前
記
昭
和
三
三
年
五
月
二
八
日
大
法
廷
判
決
の
事
案
は
、
第
三
者
か
ら

1
幼
児
引
渡
の
人
身
保
護
請
求
事
件
に
つ
い
て
の
最
高
裁
判
決
は
、

本
判
決
が
引
用
す
る
二
つ
の
ほ
か
、

昭
和
二
九
年
―
二
月
一
六

説

明

の
当
、
不
当
を
決
す
る
に
つ
い
て
は
、

夫
婦
の
い
ず
れ
に
監
護
せ
し
め
る
の
が
子
の
幸
福
に
適
す
る
か
を
主
眼
と
し
て
定
め
る
の
を
相
当

判
例
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
（
昭
和
二
三
年
困
第
―
―
―
1
0
号
同
二
四
年
一
月
一
八
日
第
二
小
法
廷
判
決
民
集
三
巻
一
号
一

0
頁
参
照
）
、

右
拘
束
状
態

る
現
在
の
拘
束
状
態
が
実
質
的
に
不
当
で
あ
る
か
否
か
を
も
考
慮
し
て
、
そ
の
請
求
の
許
否
を
決
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
、

当
裁
判
所
の

子
を
拘
束
す
る
夫
婦
の
一
方
が
法
律
上
監
護
権
を
有
す
る
こ
と
の
み
を
理
由
と
し
て
そ
の
請
求
を
排
斥
す
べ
ぎ
も
の
で
な
く
、
子
に
対
す

夫
婦
の
一
方
が
他
方
に
対
し
人
身
保
護
法
に
も
と
づ
ぎ
そ
の
共
同
親
権
に
服
す
る
幼
児
の
引
渡
を
請
求
す
る
場
合
に
は
、

「
裁
判
所
は
、

に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

y
の
忠
と
で
監
護
さ
れ
る
こ
と
は
不
幸
で
な
い
か
ら
、
人
身
保
護
法
に
よ
る
救
済
は
否
定
さ
れ
る
べ
ぎ
で
あ
る
と
い
う
。
判
決
は
、

こ
れ

2

上
告
理
由
は
、
次
に
、

y
は
A
の
親
権
者
で
あ
る
か
ら
法
律
上
正
当
な
権
限
に
も
と
づ
い
て
監
護
し
て
い
る
の
で
あ
る
し
、

A
が

右
監
護
の
方
法
の
当
、
不
当
ま
た
は
愛
情
に
も
と
づ
く
か
ど
う
か
と
は
、

か
か
わ
り
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
」

の
趣
旨
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、

そ
の
監
護
自
体
を
人
身
保
護
法
お
よ
び
同
規
則
に
い
わ
ゆ
る
拘
束
と
解
す
る
に
妨
げ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、

当
裁
判
所
の
判
例
（
昭

「
意
思
能
力
の
な
い
幼
児
を
監
護
す
る
と
き
に
は
、
当
然
幼
児
に
対
す
る
身
体
の
自
由
を
制
限
す
る
行
為
が
伴
な
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、

な
い
か
ら
、

人
身
保
護
法
、

同
規
則
に
い
う
拘
束
に
当
ら
な
い
と
い
う
。
判
決
は
、

こ
れ
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

五
二
四



る
。
今
回
の
判
決
は
、
実
力
行
使
に
よ
る
子
の
奪
い
合
い
を
封
じ
、
破
綻
に
ひ
ん
し
て
い
る
夫
婦
間
の
監
護
に
つ
い
て
、

意
思
能
力
の
な
い
幼
児
の
監
護
と
人
身
保
護
法
お
よ
び
同
規
則
に
い
う
拘
束

夫
婦
の
一
方
か
ら
他
方
に
対
す
る
人
身
保
護
法
に
基
づ
く
幼
児
弓
渡
請
求
許
否
の
判
断
基
準
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五
二
七

―
つ
の
法
律
的

あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
、

人
身
保
護
法
に
よ
る
ほ
ど
、

適
切
に
、
迅
速
に
、

十
分
に
救
済
を
与
え
ら
れ
る
と
は
い
え
な
い
の
で
あ

濫
用
を
根
拠
に
幼
児
引
渡
の
民
事
訴
訟
を
提
起
し
、

仮
の
地
位
を
定
め
る
仮
処
分
（
民
訴
法
七
六
0
条
）
に
よ
り
、

目
的
を
達
す
る
こ
と
が

も
ち
ろ
ん
、

家
事
調
停
を
申
し
立
て
、

調
停
前
の
仮
の
処
分
（
家
事
審
判
規
則
二
二
三
条
、
家
事
審
判
法
二
八
条
二
項
）
に
よ
る
と
か
、
親
権
の

け
ず
、
結
局
力
関
係
に
ま
か
せ
て
し
ま
っ
た
立
法
の
盲
点
を
救
う
の
に
役
立
つ
こ
と
で
あ
る
（
末
延
•
五
十
嵐
・
判
民
昭
和
二
四
年
度
二
事
件
）
。

5
 
J

の
判
決
の
も
つ
機
能
は
、

夫
婦
が
別
居
し
て
い
ま
だ
離
婚
に
至
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
、

子
の
監
護
権
に
つ
い
て
の
規
定
を
設

の
制
約
」

を
認
め
て
い
る
点
に
お
い
て
、
英
米
と
は
異
な
る
取
扱
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
注
目
さ
れ
る
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。

う
意
味
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

J

の
判
決
は
、
英
米
の
判
例
の
傾
向
を
参
酌
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
の
で
は
あ
る
が
、

「
顕
著
性

福
を
図
る
こ
と
明
白
」

と
い
う
の
は
、

両
親
を
比
較
し
て
、
請
求
者
の
も
と
に
監
護
さ
せ
る
こ
と
が
、

格
段
に
子
の
幸
福
に
適
す
る
と
い

度
の
問
題
で
な
く
、

疏
明
さ
れ
た
事
実
を
前
提
と
し
て
、

拘
束
の
違
法
が
顕
著
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、

右
判
示
の

「
子
の
幸

し
に
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
顕
著
で
あ
る
も
の
と
い
う
を
妨
げ
な
い
も
の
で
あ
る
。
」

と
判
示
し
た
。

「
顕
著
性
の
制
約
」
は
、
疏
明
の
程

夫
婦
の
他
の
一
方
に
監
護
さ
れ
る
こ
と
が
子
の
幸
福
を
図
る
こ
と
明
白
で
あ
れ
ば
、

こ
れ
を
も
っ
て
、

右
幼
児
に
対
す
る
拘
束
が
権
限
な

を
排
他
的
に
監
護
す
る
こ
と
は
、

そ
れ
自
体
適
法
な
親
権
の
行
使
と
い
え
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
監
護
の
下
に
お
か
れ
る
よ
り
も
、

制
約
が
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、

「
夫
婦
の
一
方
が
他
方
の
意
思
に
反
し
適
法
な
手
続
に
よ
ら
な
い
で
、

そ
の
共
同
親
権
に
服
す
る
子

本
件
も
、
顕
著
性
の

す
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。
」
と
し
て
い
る
。

い
わ
ゆ
る
「
顕
著
性
の
制
約
」
に
つ
い
て
、

規
則
制
定
権
の
範
囲
を
超
え
た
も
の
で
無
効
で
あ
る

4

人
身
保
護
規
則
四
条
は
、

人
身
保
護
請
求
は
、

当
な
解
決
を
図
る
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
う
こ
と
が
で
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
注
九
）
が
、
法
律
上
監
護
権
を
有
し

甚
し
く
不
当
で
な
け
れ
ば
、
容
認
さ
れ
て
然
る
べ
ぎ
で
あ
る
と
、

ろ
う
し
（
注
八
）
、

し
者
に
対
す
る
請
求
は
、
請
求
者
に
監
護
さ
せ
る
こ
と
が

反
対
に
、
法
律
上
監
護
権
を
有
す
る
者
か
ら
監
護
権
を
有
し
な
、

な
い
者
か
ら
監
護
権
を
有
す
る
者
に
対
す
る
請
求
は
、

そ
の
璽
育
監
護
が
甚
し
く
不
当
な
と
き
に
限
っ
て
、
容
認
さ
れ
る
と
す
べ
ぎ
で
あ

し
ず
れ
の
親
に
監
護
さ
せ
る
の
が
子
の
幸
福
に
適
す
る
か
を
考
え
た
上
、
請
求
の
当
否
を
決
し
て
い
る
と
い
う
見
方
（
注
二
）

比
較
考
察
し
て
、
、
、

そ
の
監
護
状
態
が
子
の
幸
福
に
適
し
な
い
わ
け
で
な
い
か
ら
と
し
て
、
請
求
を
排
斥
し

他
は
、
拘
束
者
の
監
護
状
態
の
み
を
考
察
し
て
、

た
と
い
う
見
方
（
注
三
）
で
あ
る
。
今
回
の
判
決
は
、
前
者
の
考
え
方
に
よ
っ
た
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

福
と
の
二
つ
、
な
か
ん
ず
く
後
者
を
尊
重
し
て
監
護
権
を
決
定
し
て
お
り
、
ど
ち
ら
の
親
が
よ
り
子
供
に
と
っ
て
真
の
幸
福
に
な
る
か
と

に
お
い
て
、
幼
児
事
件
で
は
両
親
の
法
律
上
の
権
利
と
子
供
の
幸

我
が
国
の
人
身
保
護
法
の
母
法
で
あ
る
英
米
の

H
a
b
e
a
s
C
o
r
p
u
s
 

い
う
観
点
か
ら
監
護
権
を
き
め
て
い
る
と
い
わ
れ
る
（
注
四
）
。
米
国
の
判
例
の
中
に
は
、
当
事
者
双
方
の
い
ず
れ
に
監
護
さ
せ
る
の
が
子
の

っ
て
こ
の
種
請
求
の
当
否
を
決
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
立
場
に
立
つ
も
の
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
（
注
五
）
。
こ
の
度
の

幸
福
に
適
す
る
か
に
よ

判
決
も
、
こ
う
し
た
英
米
の
判
例
の
傾
向
を
参
酌
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

て
、
幼
児
の
人
身
保
護
請
求
事
件
に
英
米
法
的
配
慮
を
す
る
こ
と
に
踏
み
切
っ
て
い
る
以
上
、
両
親
の

学
説
（
注
六
）
や
数
次
の
判
例
に
よ
っ

も
ち
ろ
ん
、
我
が
国
の
人
身
保
護
法
二
条
、
同
規
則
四
条
の
解
釈
と
し
て
は
、
い
さ
さ
か
無
理
が
あ
る
こ
と
は
、
否
め
な
い
が
、
既
に

監
護
の
適
当
さ
を
比
較
衡
量
す
る
立
場
が
是
認
さ
れ
て
然
る
べ
ぎ
も
の
と
思
わ
れ
る
（
注
七
）
。

て
一
般
的
に
い
え
ば
、
法
律
上
監
護
権
を
有
し

い
者
と
の
間
に
も
適
用
を
み
る
か
に
つ
い
て
は
、
ふ
れ
て
い
な
い
。
運
用
上
の
問
題
と
し

う
に
共
同
親
権
者
相
互
間
の
人
身
保
護
請
求
の
み
な
ら
ず
、
法
律
上
監
護
権
を
有
す
る
者
と
こ
れ
を
有
し
な

こ
の
判
旨
は
、
本
件
の
よ

ヵ
ら
肉
親
に
至
る
ま
で
い
ろ
い
ろ
な
場
合
が
あ
る
か
ら
、
結
局
は
具
体
的
事
案
に
よ
っ
て
、
妥

な
い
者
と
い
っ
て
も
、
純
然
た
る
第
三
者
n

「
拘
束
が
権
限
な
し
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
顕
著
で
あ
る
場
合
に
限
り
、
こ
れ
を

と
の
見
解
（
注
一
0
)
も
あ
る
が
、
こ
れ
を
有
効
と
す
る
の
が
、
最
高
裁
判
例
（
昭
和
二
九
年
四
月
二
六
日
大
法
廷
判
決
民
集
八
巻
四
号
八
四
八
頁
、
昭

和一―
1
0年
九
月
二
八
日
大
法
廷
決
定
民
集
九
巻
一

0
号
一
四
五
一
二
頁
、
昭
和
一
―
―
―
―
一
年
五
月
二
八
日
大
法
廷
判
決
前
掲
）
で
あ
る
。

五
二
六



59 

〔

解

説

〕

者
は
、
右
権
利
に
つ
ぎ
取
戻
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。

59 解
決
の
方
法
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
も
、
注
目
に
値
す
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

（
注
一
）
北
村
・
判
例
解
説
昭
和
一
二
三
年
度
54
参
照
。

S
o
k
o
l
,
A
 
H
a
n
d
b
o
o
k
 o
f
 F
e
d
e
r
a
l
 H
a
b
e
a
s
 C
o
r
p
u
s
 
(
1
9
6
5
)
,
 
p. 2
8

は
、
幼
児
の
人
身

保
護
請
求
事
件
に
お
い
て
は
、
幼
児
に
対
す
る
拘
束
が
強
制
力
を
も
っ
て
さ
れ
る
こ
と
を
要
件
と
し
な
い
し
、
強
制
や
拘
束
に
つ
い
て
何
ら
の
証
明
を

（
注
二
）
末
延
•
五
十
嵐
・
判
民
昭
和
二
四
年
度
二
事
件
、
田
中
（
和
）
・
民
商
二
五
巻
一
＿
一
号
六

0
頁
。

（
注
三
）
我
妻
・
親
族
法
（
法
律
学
全
集
）
三
三
二
頁
は
、
こ
の
趣
旨
か
。

（
注
四
）
注
二
に
掲
げ
る
文
献
の
ほ
か
、
谷
口
（
知
）
・
民
商
一
―
―
八
巻
六
号
―
ニ
ニ
頁
。

（
注
五
）

B
u
c
h
a
n
a
n
v. 
B
u
c
h
a
n
u
n
,
 
1
9
7
 
S
.
 
E. 4
2
6
 
(
1
9
3
8
)
 
(
離
婚
後
父
か
ら
母
に
対
す
る
請
求
）
;
W
e
a
r
 v. 
W
e
a
r
,
 2
8
5
 P
.
 
6
0
6
 
(
1
9
3
0
)
;
 

A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 K
u
e
f
u
r
,
 
3
8
 N•Y. 

S
u
p
p
.
 2
d
 9
2
7
 (
1
9
4
2
)
 
(
以
上
は
、
い
ず
れ
も
母
か
ら
父
に
対
す
る
請
求
）
;
I
n
 r
e
 B
o
u
l
w
a
r
e
'
s
 
W
i
l
l
,
 

2
5
8
 N•Y.S. 

5
2
2
(
1
9
3
2
)
;
 
L
a
k
e
y
 v. 
G
u
d
g
e
l
 et 
al., 
6
2
 N•W. 

2
d
 525(1954).,t::j
お、

A
ら
1
e
r
i
c
a
n
J
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
c
e
,
 
vol. 
2
5
 H
a
b
e
a
s
 

C
o
r
p
u
s
,
 
p
.
2
0
5
;
 
C
o
r
p
u
s
 J
u
r
i
s
 
S
e
c
u
n
d
u
m
,
 vol. 
3
9
 H
a
b
e
a
s
 C
o
r
p
u
s
,
 
p
.
5
7
0
今
参
昭
唸

（
注
六
）
注
二
に
掲
げ
る
文
献
の
ほ
か
、
小
林
一
郎
・
人
身
保
護
法
概
論
―

1
0頁
以
下
。

（
注
七
）
人
身
保
護
規
則
四
条
の
「
拘
束
が
権
限
な
し
に
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
の
が
、
「
拘
束
が
違
法
」
と
い
う
の
と
同
趣
旨
と
理
解
し
（
土
井
・
判

例
解
説
昭
和
二
九
年
度
115)
、
拘
束
の
適
法
違
法
は
、
拘
束
の
実
質
的
当
不
当
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
（
最
判
昭
和
二
四
年
一
月
一
八
日
前

掲
）
、
各
種
の
「
正
当
性
」
を
考
慮
す
る
法
規
（
例
え
ば
、
民
法
―

-
0条
、
借
家
法
一
条
ノ
―
-
)
の
解
釈
と
し
て
当
事
者
双
方
の
事
情
を
比
較
し
て

「
正
当
性
」
を
判
断
す
べ
き
も
の
と
す
る
例
も
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
拘
束
の
当
不
当
の
判
断
に
際
し
当
事
者
双
方
の
事
情
を
比
較
衡
量
す
べ
き
も
の

と
し
て
も
、
文
理
上
不
可
能
な
解
釈
と
は
い
え
ま
い
。

一
方
が
他
方
の
意
思
に
反
し
て
排
他
的
に
監
護
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
で
あ
ろ
う
か

ら
、
そ
れ
自
体
違
法
な
親
権
の
行
使
と
い
う
こ
と
も
で
ぎ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
人
身
保
護
請
求
を
認
容
す
る
の
で
は
、
こ
れ
が
繰

り
返
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
子
の
利
益
が
害
さ
れ
る
お
そ
れ
な
し
と
し
な
い
。
や
は
り
、
監
護
の
方
法
の
当
不
当
が
結
局
問
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

（
注
八
）
E
x
p
a
r
t
e
 I
n
m
a
n
,
 
8
9
 P
.
 
2
d
 4
2
1
 
(
1
9
3
9
)
.

こ
れ
は
、
離
婚
後
監
護
権
を
有
す
る
母
に
対
し
父
か
ら
請
求
し
た
事
案
に
つ
い
て
、
子
の
安

し
せ
ま
っ
た
危
険
の
な
い
限
り
請
求
は
排
斥
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す

全
・
健
康
・
道
徳
・
適
度
の
安
楽
さ

(
r
e
a
s
o
n
a
b
l
e
c
o
m
f
o
r
t
)

に
関
す
る
さ

る
。
E
x
p
a
r
t
e
 
D
o
w
e
l
l
,
 
4
1
 P
.
 
2
d
 5
9
6
 
(
1
9
3
5
)
 

ま
、
た
と
え
拘
束
者
が
自
己
を
監
護
者
と
す
る
こ
と
を
求

（
注
九
）
田
中
（
英
）
・
法
協
七
三
巻
吾
空
ハ
六

0
頁
は
、
「
拘
束
者
が
親
権
者
で
な
い
と
き
に
し

で
あ
っ
て
も
、
請
求
者
に
幼
児
を
引
渡
す
こ
と
が
明
ら
か
に
そ
の
幸

め
る
訴
を
提
起
し
て
い
る
場
合
で
、
し
か
も
拘
束
者
の
監
護
方
法
が
妥
当
な
も
の

福
に
反
し
な
い
限
り
、
請
求
を
認
容
し
て
い
る
。
」
の
が
、
英
米
の
判
例
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

な
お
、
同
書
咲
羹
で
は
、
「
両
方
が
親
権
者
な
ら
ば
、
現
在
監
護
し
て
い
る
者
の
監
護
方
法
が
極
め
て
不
当
な
と
き
に
限
り
人
身
保
護
請
求
が

認
め
ら
れ
て
い
る
。
」
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
引
用
の
判
例
か
ら
は
、
必
ず
し
ふ
、
そ
う
云
い
切
ら
な
く
て
も
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（注一

0
)
小
林
一
郎
・
前
掲
九
三
頁
、
田
中
（
和
）
・
民
商
一
＿
二
巻
一
一
一
号
七
四
頁
、
田
中
（
英
）
前
掲
な
ど
。
（
柳
川

問
屋
の
破
産
と
取
戻
権

〔
判
決
要
旨
〕

問
屋
が
委
託
の
実
行
と
し
て
し
た
売
買
に
よ
り
権
利
を
取
得
し
た
後
こ
れ
を
委
託
者
に
移
転
し
な
い
間
に
破
産
し
た
場
合
に
は
、
委
託

〔
参
照
条
文
〕

商
法
五
五
二
条
、
破
産
法
八
七
条

胃
（
被
控
訴
人
・
上
告
人
）

X
は
昭
和
三
四
年
一

0
月
ニ
―
日
島
根
証
券
株
式
会
社
（
以
下
島
根
証
券
と
い
う
）
に
対
し
日
本
通
運

問
屋
の
破
産
と
取
戻
権

な
い
で
あ
ろ
う
。

特
に
、
共
同
親
権
者
相
互
間
の
請
求
に
お
い
て
は

要
し
な
い
と
し
て
い
る
。

も
類
似
の
事
案
に
つ
ぎ
同
趣
旨
゜

I l 

五
二
九
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