
平
成
十
年
十
月
三
十
日
受
領 

答

弁

第

一

五

号 

      

衆
議
院
議
員
保
坂
展
人
君
提
出
死
刑
制
度
等
内
閣
の
姿
勢
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
一
四
三
第
一
五
号 

平
成
十
年
十
月
三
十
日 

衆

議

院

議

長 
伊 

 

宗 

一 

郎 

殿 

 

内
閣
総
理
大
臣 

小 

渕 

恵 

三 

 

一 

 



 

一
の
（
2
）
に
つ
い
て 

一
の
（
1
）
に
つ
い
て 

刑
種
と
し
て
死
刑
を
存
続
さ
せ
た
上
で
、
八
百
十
年
（
弘
仁
元
年
）
か
ら
千
百
五
十
六
年
（
保
元
元
年
）
ま
で
の
間
、
死

刑
が
執
行
さ
れ
な
か
っ
た
旨
の
記
述
が
み
ら
れ
る
文
献
が
あ
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
、
死
刑
が
廃
止
さ
れ
た

こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
平
成
十
年
八
月
二
十
一
日
答
弁
書
一
の
（
2
）
に
つ
い
て
で
は
、
死
刑
が
廃
止
さ

れ
て
い
た
時
代
、
時
期
が
あ
る
と
の
事
実
に
つ
い
て
は
承
知
し
て
い
な
い
旨
お
答
え
し
た
も
の
で
あ
る
。 

死
刑
制
度
な
ど
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
（
平
成
十
年
八
月
二
十
一
日
内
閣
衆
質
一
四
二
第
六
四
号
。
以
下
「
平

成
十
年
八
月
二
十
一
日
答
弁
書
」
と
い
う
。
）
一
の
（
1
）
に
つ
い
て
で
お
答
え
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
我
が
国
に
お
け
る

死
刑
制
度
等
に
関
す
る
文
献
に
つ
い
て
可
能
な
範
囲
で
調
査
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
八
世
紀
に
成
立
し
た
律

令
制
の
下
に
お
い
て
制
度
と
し
て
笞ち

、

杖
じ
よ
う

、
徒ず

、
流る

、
死
の
刑
罰
が
整
備
さ
れ
た
旨
記
述
さ
れ
た
も
の
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ 

以
前
の
状
況
に
つ
い
て
は
判
然
と
し
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。 

御
指
摘
の
よ
う
な
歴
史
的
事
実
に
つ
い
て
調
査
を
尽
く
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 

衆
議
院
議
員
保
坂
展
人
君
提
出
死
刑
制
度
等
内
閣
の
姿
勢
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

三 

 



 

一
の
（
3
）
に
つ
い
て 

昭
和
三
十
五
年
九
月
二
十
八
日
東
京
地
方
裁
判
所
判
決
（
死
刑
受
執
行
義
務
不
存
在
確
認
請
求
事
件
）
が
、
「
明
治
六
年 

 

太
政
官
布
告
六
五
号
が
法
律
と
し
て
で
あ
れ
命
令
と
し
て
で
あ
れ
今
日
な
お
効
力
を
有
す
る
か
ど
う
か
は
必
ず
し
も
明
白
で

は
な
く
（
中
略
）
、
仮
り
に
な
お
効
力
を
有
す
る
も
の
と
し
て
も
、
そ
れ
と
現
行
の
方
法
と
は
完
全
に
同
一
の
も
の
で
は
な 

 

い
こ
と
、
右
太
政
官
布
告
を
現
行
の
も
の
の
如
く
改
め
た
適
法
な
改
正
手
続
の
み
る
べ
き
も
の
の
な
い
こ
と
は
弁
論
の
全
趣

旨
に
徴
し
当
事
者
間
に
争
な
い
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
つ
て
、
よ
し
屋
上
絞
架
式
と
地
下
絞
架
式
の
相
違
は
受
刑
者
が
階
段

を
上
る
と
平
地
を
歩
む
と
の
差
異
に
過
ぎ
ず
そ
の
基
本
的
な
機
構
な
い
し
用
法
に
お
い
て
は
変
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
し
て 

も
、
少
く
と
も
右
太
政
官
布
告
が
規
定
し
た
と
こ
ろ
と
異
な
る
限
度
に
お
い
て
現
在
そ
の
拠
る
べ
き
準
則
を
欠
い
て
い
る
こ

と
は
否
定
し
得
な
い
。
こ
れ
は
行
刑
の
実
質
が
逐
次
近
代
化
さ
れ
、
合
理
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
今
日
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ 

 

る
。
」
と
判
示
し
て
い
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
。 

し
か
し
、
平
成
十
年
八
月
二
十
一
日
答
弁
書
一
の
（
5
）
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
昭
和
三
十
六
年
七
月
十
九

日
最
高
裁
判
所
大
法
廷
判
決
は
、
右
太
政
官
布
告
が
現
在
法
律
と
同
一
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
し
て
有
効
に
存
続
し
て
い

る
こ
と
及
び
現
在
の
死
刑
の
執
行
方
法
は
右
布
告
で
規
定
し
た
死
刑
の
執
行
方
法
の
基
本
的
事
項
に
反
し
て
お
ら
ず
、
憲
法 

四 

 



 

一
の
（
5
）
に
つ
い
て 

一
の
（
4
）
に
つ
い
て 

御
指
摘
の
昭
和
四
十
年
十
二
月
二
十
三
日
の
第
五
十
一
回
国
会
衆
議
院
法
務
委
員
会
で
の
政
府
答
弁
に
は
、
そ
の
時
点
に

お
い
て
同
年
中
に
死
刑
の
執
行
を
受
け
た
者
の
数
が
三
名
で
あ
る
な
ど
と
答
え
た
部
分
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
個
々
具
体
的

な
死
刑
執
行
に
関
す
る
事
項
に
つ
き
答
弁
を
し
た
も
の
で
は
な
く
、
個
々
具
体
的
な
死
刑
執
行
の
事
実
が
推
測
さ
れ
る
お
そ

れ
が
な
い
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
年
の
途
中
の
特
定
の
日
ま
で
に
死
刑
の
執
行
を
受
け
た
者
の
数
等
に
つ
い
て
答

弁
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
右
の
法
務
委
員
会
に
お
い
て
、
政
府
委
員
は
、
「
死
刑
執
行
は
具
体
的
に
事
実
が
い
つ
あ
っ 

 

た
か
と
い
う
こ
と
は
、
外
部
に
公
表
い
た
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
」
と
答
弁
し
て
い
る
。 

改
正
刑
法
草
案
に
お
い
て
、
死
刑
を
存
置
す
る
と
し
て
も
そ
の
適
用
を
な
る
べ
く
制
限
す
る
の
が
望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ

た
の
は
、
死
刑
が
そ
の
言
渡
し
を
受
け
た
者
の
生
命
を
断
つ
極
刑
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

な
お
、
現
在
は
、
各
種
質
問
等
に
対
し
統
一
的
に
対
応
す
る
た
め
、
毎
年
末
ま
で
の
死
刑
の
執
行
を
受
け
た
者
の
数
に
つ

い
て
答
弁
等
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

第
三
十
一
条
に
違
反
し
な
い
こ
と
を
判
示
し
て
お
り
、
判
例
上
、
問
題
は
解
決
し
て
い
る
と
理
解
し
て
い
る
。 

五 

 



 

一
の
（
7
）
に
つ
い
て 

一
の
（
6
）
に
つ
い
て 

2 

第
二
回
目 

1 

第
一
回
目 

お
尋
ね
の
「
一
部
に
疑
義
を
差
し
挟
む
向
き
も
あ
っ
た
。
」
と
の
答
弁
は
、
昭
和
三
十
八
年
三
月
十
五
日
付
け
法
務
省
矯 

 

正
局
長
依
命
通
達
「
死
刑
確
定
者
の
接
見
及
び
信
書
の
発
受
に
つ
い
て
」
（
以
下
「
昭
和
三
十
八
年
通
達
」
と
い
う
。
）
が 

 
 

発
出
さ
れ
た
当
時
、
死
刑
確
定
者
の
接
見
及
び
信
書
の
発
受
に
つ
い
て
の
監
獄
法
（
明
治
四
十
一
年
法
律
第
二
十
八
号
）
の

解
釈
運
用
に
つ
き
、
行
刑
関
係
の
部
内
の
職
員
の
中
に
接
見
等
の
制
限
の
根
拠
や
そ
の
在
り
方
に
つ
い
て
疑
義
を
抱
く
者
が

一
部
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。 

昭
和
六
十
二
年
四
月
三
十
日 

 
 

第
百
八
回
国
会
に
法
案
提
出 

昭
和
五
十
八
年
十
一
月
二
十
八
日 

第
百
回
国
会
で
の
衆
議
院
の
解
散
に
よ
り
、
審
査
未
了
の
ま
ま
廃
案 

昭
和
五
十
七
年
四
月
二
十
八
日 

 

第
九
十
六
回
国
会
に
法
案
提
出 

刑
事
施
設
法
案
の
審
議
経
過
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

六 

 



 

一
の
（
8
）
に
つ
い
て 

3 

第
三
回
目 

憲
法
第
四
十
一
条
は
、
「
国
会
は
、
国
権
の
最
高
機
関
で
あ
つ
て
、
国
の
唯
一
の
立
法
機
関
で
あ
る
。
」
と
定
め
て
い
る 

 
 

と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
権
能
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
が
、
平
成
十
年
八
月
二
十
一
日
答
弁
書
一
の
（
12
）
に

つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
昭
和
三
十
八
年
通
達
は
、
現
在
効
力
を
有
し
て
い
る
監
獄
法
の
法
意
を
明
確
に
し
た
も
の 

政
府
と
し
て
は
、
本
法
案
に
つ
い
て
は
、
国
会
議
員
の
間
に
種
々
の
御
意
見
が
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
右
の
よ
う
な
審
議

経
過
を
た
ど
り
、
議
決
さ
れ
る
に
至
ら
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
。 

昭
和
六
十
三
年
十
月
十
八
日 

 
 

第
百
十
三
回
国
会
の
衆
議
院
法
務
委
員
会
に
お
い
て
審
査
開
始 

昭
和
六
十
三
年
五
月
二
十
四
日 

 

第
百
十
二
回
国
会
の
衆
議
院
法
務
委
員
会
に
お
い
て
提
案
理
由
説
明 

昭
和
六
十
三
年
五
月
十
七
日 

 
 

第
百
十
二
回
国
会
の
衆
議
院
本
会
議
に
お
い
て
趣
旨
説
明 

平
成
五
年
六
月
十
八
日 

 
 

 
 
第
百
二
十
六
回
国
会
で
の
衆
議
院
の
解
散
に
よ
り
、
審
査
未
了
の
ま
ま
廃
案 

平
成
三
年
四
月
一
日 

 
 

 
 

 

第
百
二
十
回
国
会
に
法
案
提
出 

平
成
二
年
一
月
二
十
四
日 

 
 

 

第
百
十
七
回
国
会
で
の
衆
議
院
の
解
散
に
よ
り
、
審
査
未
了
の
ま
ま
廃
案 

七 

 



 

一
の
（
10
）
に
つ
い
て 

一
の
（
9
）
に
つ
い
て 

な
お
、
質
問
主
意
書
に
対
す
る
答
弁
書
は
、
内
閣
の
立
場
に
お
い
て
答
弁
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
閣
内
の
議
論
に
つ
い

て
は
、
答
弁
を
差
し
控
え
た
い
。
以
下
、
一
の
（
9
）
及
び
（
11
）
、
二
の
（
2
）
並
び
に
三
の
（
10
）
に
つ
い
て
も
同
様

で
あ
る
。 

で
あ
り
、
刑
事
施
設
法
案
が
成
立
し
て
い
な
い
こ
と
が
昭
和
三
十
八
年
通
達
の
有
効
性
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
と

考
え
て
い
る
。 

通
達
発
出
前
に
つ
い
て
は
、
関
係
記
録
が
す
べ
て
残
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
具
体
的
事
例
は
明
ら
か
に
で
き
な
い
も

の
の
、
法
令
の
解
釈
運
用
の
在
り
方
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
典
型
的
な
も
の
を
類
型
化
し
て
示
し
た
通
達
等
と
し
て 

 

は
、
例
え
ば
、
監
獄
法
第
三
十
一
条
及
び
監
獄
法
施
行
規
則
（
明
治
四
十
一
年
司
法
省
令
第
十
八
号
）
第
八
十
六
条
の
解
釈

運
用
の
在
り
方
を
示
し
た
、
収
容
者
に
閲
読
さ
せ
る
図
書
、
新
聞
紙
等
取
扱
規
程
（
昭
和
四
十
一
年
法
務
大
臣
訓
令
法
務
省

矯
正
甲
第
千
三
百
七
号
）
第
三
条
に
定
め
る
閲
読
の
基
準
が
あ
る
。
そ
の
後
の
運
用
の
実
態
に
か
ん
が
み
れ
ば
、
こ
れ
ら
の

通
達
等
は
妥
当
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

八 

 



 

一
の
（
11
）
に
つ
い
て 

二
の
（
1
）
に
つ
い
て 

御
指
摘
の
事
実
の
存
否
に
つ
い
て
は
、
法
務
省
内
の
記
録
を
精
査
し
た
が
、
そ
の
確
認
に
は
至
ら
な
か
っ
た
も
の
で
あ 

 
る
。
ま
た
、
当
時
の
新
聞
記
事
の
内
容
を
調
査
し
た
が
、
調
査
し
た
範
囲
で
は
御
指
摘
の
事
実
を
掲
載
す
る
も
の
は
見
当
た

ら
な
か
っ
た
。 

な
お
、
一
般
的
に
い
え
ば
、
行
政
は
、
特
段
の
事
情
が
な
い
限
り
、
原
則
と
し
て
、
継
続
性
を
も
っ
て
行
わ
れ
る
べ
き
も

の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

政
府
と
し
て
は
、
お
尋
ね
の
意
見
書
に
つ
い
て
、
謙
虚
に
受
け
止
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
な
お
、
死
刑
制
度
の
存

廃
は
、
国
民
世
論
に
十
分
配
慮
し
つ
つ
、
社
会
に
お
け
る
正
義
の
実
現
等
種
々
の
観
点
か
ら
慎
重
に
検
討
す
べ
き
問
題
で
あ

る
と
こ
ろ
、
国
民
世
論
の
多
数
が
、
極
め
て
悪
質
、
凶
悪
な
犯
罪
に
つ
い
て
は
、
死
刑
も
や
む
を
得
な
い
と
考
え
て
お
り
、

多
数
の
者
に
対
す
る
殺
人
、
誘
拐
殺
人
等
の
凶
悪
犯
罪
が
い
ま
だ
後
を
絶
た
な
い
状
況
等
に
か
ん
が
み
る
と
、
そ
の
罪
責
が

著
し
く
重
大
な
凶
悪
犯
罪
を
犯
し
た
者
に
対
し
て
は
、
死
刑
を
科
す
る
こ
と
も
や
む
を
得
な
い
と
考
え
て
い
る
。 

い
ず
れ
の
国
に
お
い
て
も
「
人
間
の
尊
厳
を
尊
重
す
る
姿
勢
」
や
「
人
道
主
義
」
が
尊
重
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と 

九 

 



 

三
の
（
2
）
及
び
（
3
）
に
つ
い
て 

三
の
（
1
）
に
つ
い
て 

二
の
（
2
）
に
つ
い
て 

は
当
然
で
あ
る
が
、
死
刑
制
度
の
存
廃
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
を
前
提
と
し
つ
つ
も
、
基
本
的
に
は
各
国
に
お
い
て

当
該
国
の
国
民
感
情
、
犯
罪
情
勢
、
刑
事
政
策
の
在
り
方
等
を
踏
ま
え
て
慎
重
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ

れ
の
国
に
お
い
て
独
自
に
決
定
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

な
お
、
断
片
的
な
記
録
し
か
残
っ
て
い
な
い
理
由
に
つ
い
て
は
、
相
当
の
年
数
を
経
て
い
る
こ
と
で
も
あ
り
、
判
然
と
し

な
い
。 

御
指
摘
の
よ
う
な
捕
虜
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
外
務
省
が
保
管
す
る
外
交
記
録
、
防
衛
庁
が
保
管
す
る
戦
史
資
料
等

に
つ
き
可
能
な
範
囲
で
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
関
連
の
事
実
に
つ
き
断
片
的
な
記
録
し
か
残
っ
て
い
な
い
た
め
、
政
府
と
し
て

そ
の
状
況
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 

死
刑
を
め
ぐ
る
情
報
公
開
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
刑
事
法
制
等
の
違
い
を
反
映
し
、
お
の
ず
か
ら
そ
の
程
度
に

違
い
が
あ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

一
〇 

 



 

三
の
（
6
）
及
び
（
7
）
に
つ
い
て 

三
の
（
5
）
に
つ
い
て 

三
の
（
4
）
に
つ
い
て 

平
成
十
年
八
月
二
十
一
日
答
弁
書
三
の
（
4
）
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
各
裁
判
国
別
死
刑
者
数
は
、
法
務
省
が
保
管
し

て
い
る
い
わ
ゆ
る
Ｂ
Ｃ
級
戦
争
犯
罪
裁
判
に
関
す
る
資
料
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
平
成
十
年
八
月
二
十
一

日
答
弁
書
三
の
（
11
）
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
そ
の
内
容
の
正
確
性
に
つ
い
て
の
保
証
が
十
分
で
は
な
く
、
右

各
裁
判
国
別
死
刑
者
数
も
正
確
に
把
握
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。 

平
成
十
年
八
月
二
十
一
日
答
弁
書
三
の
（
2
）
に
つ
い
て
で
お
答
え
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
御
指
摘
の
戦
争
中
の
捕
虜
等

の
取
扱
い
、
殺
害
者
数
等
に
つ
い
て
、
外
務
省
が
保
管
す
る
外
交
記
録
、
防
衛
庁
が
保
管
す
る
戦
史
資
料
等
に
つ
き
可
能
な

範
囲
で
調
査
を
行
っ
た
が
、
当
該
事
項
を
確
認
す
る
に
足
り
る
記
録
が
見
当
た
ら
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。 

な
お
、
当
該
事
項
を
確
認
す
る
に
足
り
る
記
録
が
見
当
た
ら
な
い
理
由
に
つ
い
て
は
、
相
当
の
年
数
を
経
て
い
る
こ
と
で

も
あ
り
、
判
然
と
し
な
い
。 

公
刊
物
、
行
刑
に
関
す
る
部
内
資
料
等
を
指
す
も
の
で
あ
る
。 

一
一 

 



 

三
の
（
8
）
に
つ
い
て 

憲
法
前
文
に
お
い
て
は
、
日
本
国
民
が
「
人
間
相
互
の
関
係
を
支
配
す
る
崇
高
な
理
想
」
を
深
く
自
覚
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
は
、
我
が
国
が
平
和
主
義
の
立
場
に
立
つ
こ
と
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ 

 

て
、
平
成
十
年
八
月
二
十
一
日
答
弁
書
三
の
（
13
）
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
こ
の
こ
と
と
我
が
国
の
刑
事
司
法

に
お
い
て
罪
責
が
著
し
く
重
大
な
凶
悪
犯
罪
を
犯
し
た
者
を
対
象
と
し
て
死
刑
制
度
を
存
続
さ
せ
る
こ
と
と
は
関
係
が
な
い 

憲
法
前
文
に
お
い
て
は
、
日
本
国
民
が
「
人
間
相
互
の
関
係
を
支
配
す
る
崇
高
な
理
想
」
を
深
く
自
覚
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
は
、
我
が
国
が
平
和
主
義
の
立
場
に
立
つ
こ
と
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
公
務
員
の
綱

紀
等
と
の
関
係
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。 

ま
た
、
死
刑
に
関
す
る
質
問
の
一
部
に
対
し
て
、
「
個
々
具
体
的
な
事
項
に
つ
い
て
答
弁
を
差
し
控
え
た
い
」
旨
お
答
え 

 

し
て
い
る
の
は
、
死
刑
を
執
行
さ
れ
た
者
の
遺
族
の
感
情
、
他
の
死
刑
確
定
者
の
心
情
の
安
定
等
に
配
慮
し
て
い
る
た
め
で

あ
る
。 

な
お
、
相
次
ぐ
公
務
員
の
不
祥
事
に
よ
り
、
行
政
及
び
公
務
員
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
を
傷
つ
け
る
に
至
っ
た
こ
と
は
極

め
て
遺
憾
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
引
き
続
き
綱
紀
の
厳
正
な
保
持
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。 

一
二 

 



 

三
の
（
10
）
に
つ
い
て 

三
の
（
9
）
に
つ
い
て 

な
お
、
憲
法
前
文
第
二
段
中
の
御
指
摘
の
部
分
は
、
我
が
国
が
平
和
主
義
の
立
場
に
立
つ
こ
と
を
宣
明
し
た
も
の
で
あ 

 

り
、
死
刑
の
存
廃
や
死
刑
に
関
す
る
情
報
公
開
の
具
体
的
程
度
と
の
関
係
で
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
そ
の
文
言

に
照
ら
し
て
明
ら
か
で
あ
る
。
平
成
十
年
八
月
二
十
一
日
答
弁
書
三
の
（
14
）
に
つ
い
て
の
答
弁
は
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か

ら
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、
御
指
摘
の
よ
う
な
意
図
の
下
に
行
っ
た
も
の
で
は
な
い
。 

と
考
え
て
い
る
。 

相
次
ぐ
公
務
員
の
不
祥
事
に
よ
り
、
行
政
及
び
公
務
員
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
を
傷
つ
け
る
に
至
っ
た
こ
と
は
極
め
て
遺

憾
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
引
き
続
き
綱
紀
の
厳
正
な
保
持
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。 

な
お
、
政
府
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
政
府
は
「
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る

法
律
案
」
を
国
会
に
提
出
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

死
刑
の
執
行
に
つ
い
て
は
、
法
令
に
従
い
適
正
に
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

ま
た
、
山
一
証
券
の
経
営
状
況
等
に
つ
い
て
は
、
し
か
る
べ
く
報
告
が
行
わ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。 一

三 

 



 

四
の
（
1
）
に
つ
い
て 

三
の
（
11
）
に
つ
い
て 

お
尋
ね
の
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
十
一
条
第
一
項
は
、
明
治
十
三
年
七
月
十
七
日
に
公
布
さ
れ
た
刑

法
（
明
治
十
三
年
太
政
官
布
告
第
三
十
六
号
。
以
下
「
旧
刑
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
の
「
死
刑
ハ
絞
首
ス
但
規
則
ニ
定 

 
 

ム
ル
所
ノ
官
吏
臨
検
シ
獄
内
ニ
於
テ
之
ヲ
行
フ
」
と
の
規
定
が
改
正
さ
れ
て
、
「
死
刑
ハ
監
獄
内
ニ
於
テ
絞
首
シ
テ
之
ヲ
執 

行
ス
」
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
当
時
の
政
府
提
出
刑
法
改
正
案
理
由
書
に
お
い
て
は
、
そ
の
改
正
理
由
と
し
て
、
「
本
條 

 

第
一
項
ハ
現
行
法
第
十
二
條
ト
同
シ
ク
死
刑
ノ
執
行
ニ
關
ス
ル
規
定
ナ
リ
現
行
法
二
死
刑
ハ
絞
首
ス
ト
ア
ル
ヲ
改
メ
テ
絞
首

シ
テ
執
行
ス
ト
爲
シ
タ
ル
ハ
絞
首
シ
テ
生
命
ヲ
絶
ツ
コ
ト
ヲ
明
ニ
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
絞
首
ニ
依
リ
一
旦
絶
命
シ
タ
ル
後
蘇

生
ス
ル
コ
ト
ア
ル
モ
更
ニ
絞
首
シ
テ
生
命
ヲ
絶
ツ
可
キ
コ
ト
ヲ
命
シ
タ
ル
ナ
リ
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。 

例
え
ば
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
警
察
官
、
自
衛
官
、
監
獄
官
吏
、
入
国
審
査
官
、
入
国
警
備
官
、
税
関
職 

 
 

 

員
、
麻
薬
取
締
官
、
麻
薬
取
締
員
、
海
上
保
安
官
及
び
海
上
保
安
官
補
が
他
人
の
生
命
の
保
護
等
の
た
め
武
器
を
使
用
す
る

場
合
が
考
え
ら
れ
る
。 

な
お
、
旧
刑
法
に
お
い
て
死
刑
の
執
行
方
法
が
絞
首
の
み
と
さ
れ
た
経
緯
等
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
年
八
月
二
十
一
日
答 

一
四 

 



 

四
の
（
4
）
に
つ
い
て 

四
の
（
3
）
に
つ
い
て 

四
の
（
2
）
に
つ
い
て 

れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
判
然
と
し
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。 

弁
書
一
の
（
4
）
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
る
。 

平
成
十
年
八
月
二
十
一
日
答
弁
書
四
の
（
3
）
に
つ
い
て
で
お
答
え
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
死
刑

制
度
に
関
す
る
文
献
等
に
つ
い
て
可
能
な
範
囲
で
調
査
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
千
九
百
三
十
三
年
（
昭
和
八

年
）
三
月
に
制
定
さ
れ
た
法
律
に
よ
り
、
一
定
の
重
罪
に
つ
い
て
の
死
刑
の
執
行
方
法
と
し
て
絞
首
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
さ
れ
た
こ
と
を
承
知
し
、
ま
た
、
文
献
に
は
、
千
九
百
四
十
四
年
（
昭
和
十
九
年
）
七
月
の
ヒ
ト
ラ
ー
暗
殺
計
画
事

件
に
関
し
、
二
百
名
以
上
が
死
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
一
部
の
者
に
つ
き
絞
首
刑
に
処
せ
ら
れ
た
旨
を
記
載
し
た
も
の
が
あ

る
こ
と
に
つ
い
て
は
承
知
し
た
が
、
ナ
チ
ス
政
権
下
で
絞
首
刑
が
銃
殺
や
ギ
ロ
チ
ン
に
よ
る
斬ざ

ん

首
以
上
に
残
虐
な
刑
罰
と
さ 

お
尋
ね
の
「
多
数
の
国
」
と
は
、
我
が
国
の
ほ
か
、
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
等
世
界
の
多
数
の
国
で
あ
る
。 

御
指
摘
の
よ
う
な
外
国
の
歴
史
的
事
実
に
つ
い
て
調
査
を
尽
く
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 

一
五 

 



 

四
の
（
5
）
に
つ
い
て 

平
成
十
年
八
月
二
十
一
日
答
弁
書
四
の
（
7
）
に
つ
い
て
で
お
答
え
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
死
刑
制
度
が
あ
る
国
に
関
す

る
文
献
等
に
つ
い
て
可
能
な
範
囲
で
調
査
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
国
際
連
合
に
加
盟
し
て
い
る
国
の
う
ち
死

刑
制
度
が
あ
る
国
に
つ
い
て
は
承
知
し
た
が
、
そ
の
う
ち
、
絞
首
刑
を
採
用
し
て
い
る
国
の
数
及
び
そ
の
理
由
に
つ
い
て
ま

で
は
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。 

平
成
十
年
八
月
二
十
一
日
答
弁
書
四
の
（
6
）
に
つ
い
て
で
お
答
え
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て

死
刑
制
度
が
あ
る
三
十
八
州
の
死
刑
の
執
行
方
法
に
関
す
る
文
献
等
に
つ
い
て
可
能
な
範
囲
で
調
査
を
行
っ
た
も
の
で
あ 

る
。
そ
の
結
果
、
こ
れ
ら
の
州
の
そ
の
執
行
方
法
に
つ
い
て
は
承
知
し
た
が
、
そ
の
執
行
方
法
が
採
用
さ
れ
た
理
由
に
つ
い

て
ま
で
は
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。 

御
指
摘
の
よ
う
な
外
国
の
法
制
に
お
い
て
特
定
の
死
刑
の
執
行
方
法
が
採
用
さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
ま
で
調
査
を
尽
く
す

こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 

御
指
摘
の
よ
う
な
諸
外
国
の
法
制
に
お
い
て
特
定
の
死
刑
の
執
行
方
法
の
採
用
の
有
無
及
び
こ
れ
が
採
用
さ
れ
た
理
由
に

つ
い
て
ま
で
調
査
を
尽
く
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 

一
六 

 



 

五
の
（
5
）
に
つ
い
て 

五
の
（
4
）
に
つ
い
て 

五
の
（
3
）
に
つ
い
て 

五
の
（
2
）
に
つ
い
て 

五
の
（
1
）
に
つ
い
て 

矯
正
施
設
職
員
募
集
用
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
、
矯
正
施
設
職
員
の
募
集
の
た
め
に
そ
の
職
務
内
容
等
の
概
要
を
分
か
り
や

す
く
説
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
職
務
の
す
べ
て
を
記
載
す
る
必
要
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。
死
刑

の
執
行
に
つ
い
て
は
、
矯
正
施
設
職
員
が
日
常
的
に
行
っ
て
い
る
一
般
的
な
職
務
と
は
い
え
ず
、
募
集
時
に
周
知
徹
底
す
る

必
要
は
な
い
の
で
、
こ
れ
を
記
載
し
て
い
な
い
。 

お
尋
ね
の
通
信
は
、
調
査
し
た
限
り
、
御
指
摘
の
事
例
以
外
に
は
見
当
た
ら
な
い
。 

少
な
く
と
も
相
当
数
の
死
刑
確
定
者
が
、
死
刑
執
行
に
直
面
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
の
罪
責
を
深
く
自
覚
し
、
悔
悟 

職
員
の
心
情
等
に
耳
を
傾
け
た
結
果
、
必
要
と
判
断
さ
れ
れ
ば
、
所
要
の
対
応
が
行
わ
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

職
員
の
心
情
は
様
々
で
あ
り
、
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

一
七 

 



 

五
の
（
6
）
に
つ
い
て 

以
上
の
と
お
り
、
検
察
官
の
指
揮
の
相
手
方
が
監
獄
の
長
で
あ
る
こ
と
は
、
右
の
法
律
の
規
定
か
ら
当
然
に
導
か
れ
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
執
行
事
務
規
程
（
平
成
六
年
法
務
大
臣
訓
令
法
務
省
刑
総
訓
第
二
百
二
十
八
号
）
第
十
条
は
、
こ
の
こ
と
を

確
認
的
に
規
定
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。 

す
る
側
面
を
、
多
か
れ
少
な
か
れ
有
し
て
い
る
と
認
識
し
て
い
る
。
ま
た
、
矯
正
施
設
に
お
い
て
は
、
死
刑
確
定
者
の
心
情

を
的
確
に
把
握
す
べ
く
、
関
係
職
員
が
勤
務
に
精
励
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

死
刑
の
執
行
に
つ
い
て
は
、
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
は
、
「
死
刑
の
執
行
は
、
法
務
大
臣 

 
 

の
命
令
に
よ
る
。
」
（
第
四
百
七
十
五
条
第
一
項
）
、
「
裁
判
の
執
行
は
（
中
略
）
検
察
官
が
こ
れ
を
指
揮
す
る
。
」
（
第 

 
 

 
 

四
百
七
十
二
条
第
一
項
）
と
規
定
し
、
法
務
大
臣
の
命
令
及
び
検
察
官
の
執
行
指
揮
が
必
要
と
し
て
い
る
。
他
方
、
刑
法
第

十
一
条
第
一
項
は
、
「
死
刑
は
、
監
獄
内
に
お
い
て
、
絞
首
し
て
執
行
す
る
。
」
と
規
定
し
、
ま
た
、
監
獄
法
第
七
十
一
条 

 
 

 

第
一
項
は
、
「
死
刑
ノ
執
行
ハ
監
獄
内
ノ
刑
場
ニ
於
テ
之
ヲ
為
ス
」
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
死
刑
は
、
検
察
官 

 
 

の
指
揮
を
受
け
て
監
獄
内
の
刑
場
に
お
い
て
執
行
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
検
察
官
の
指
揮
を
受
け
る
者

は
、
監
獄
に
お
け
る
刑
の
執
行
責
任
者
で
あ
る
監
獄
の
長
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。 

一
八 

 



 

五
の
（
7
）
に
つ
い
て 

死
刑
の
執
行
の
指
揮
及
び
そ
の
立
会
い
は
、
死
刑
の
執
行
が
死
刑
を
宣
告
し
た
確
定
判
決
に
基
づ
い
て
法
令
に
従
い
適
正

に
行
わ
れ
る
よ
う
監
督
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
執
行
を
確
認
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
検

察
庁
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
四
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
裁
判
の
執
行
の
監
督
を
職
務
と
す
る
検
察

官
が
行
う
こ
と
と
し
、
他
方
、
監
獄
法
第
七
十
一
条
第
一
項
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
死
刑
は
監
獄
内
の
刑
場
に
お
い
て
執

行
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
そ
の
執
行
に
つ
い
て
は
、
刑
の
執
行
を
職
務
と
す
る
監
獄
の
職
員
が
担
当
す
る
と
と

も
に
、
そ
の
執
行
の
責
任
者
と
し
て
監
獄
の
長
又
は
そ
の
代
理
者
が
立
ち
会
う
こ
と
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
い
ず
れ
も
相
当

で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

平
成
十
年
八
月
二
十
一
日
答
弁
書
五
の
（
10
）
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
現
行
法
上
、
死
刑
は
、
確
定
判
決
に

基
づ
き
、
法
務
大
臣
の
命
令
に
よ
り
、
検
察
官
が
監
獄
の
長
に
そ
の
執
行
を
指
揮
し
、
監
獄
の
長
の
職
務
上
の
命
令
に
従
い

職
員
が
執
行
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
刑
事
訴
訟
法
第
四
百
七
十
七
条
第
一
項
は
、
「
死
刑
は
、
検
察
官
、
検
察 

 
 

事
務
官
及
び
監
獄
の
長
又
は
そ
の
代
理
者
の
立
会
の
上
、
こ
れ
を
執
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
規
定
し
て
い
る
。 

御
指
摘
の
改
正
案
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
現
行
制
度
と
の
関
係
に
つ
い
て
慎
重
な
検
討
が
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ 

一
九 

 



 

五
の
（
9
）
に
つ
い
て 

五
の
（
8
）
に
つ
い
て 

六
の
（
2
）
に
つ
い
て 

六
の
（
1
）
に
つ
い
て 

検
察
事
務
官
募
集
用
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
、
検
察
事
務
官
の
募
集
の
た
め
に
そ
の
職
務
内
容
等
の
概
要
を
分
か
り
や
す
く

説
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
職
務
の
す
べ
て
を
記
載
す
る
必
要
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。
死
刑
執
行

の
立
会
い
等
に
つ
い
て
は
、
検
察
事
務
官
が
日
常
的
に
行
っ
て
い
る
一
般
的
な
職
務
と
は
い
え
ず
、
募
集
時
に
周
知
徹
底
す

る
必
要
は
な
い
の
で
、
こ
れ
を
記
載
し
て
い
な
い
。 

検
察
当
局
に
お
い
て
も
、
死
刑
確
定
者
が
再
審
で
無
罪
と
な
っ
た
事
件
に
お
け
る
問
題
点
に
つ
い
て
の
検
討
は
必
要
で
あ

る
と
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
既
に
、
平
成
十
年
八
月
二
十
一
日
答
弁
書
六
の
（
3
）
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お 

る
と
考
え
て
い
る
。 

検
察
事
務
官
に
対
し
て
は
、
死
刑
を
含
む
刑
の
執
行
に
関
す
る
研
修
が
行
わ
れ
て
い
る
。 

無
罪
判
決
が
確
定
し
た
事
件
に
つ
い
て
、
処
分
を
行
う
べ
き
事
由
が
存
在
し
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。 二

〇 

 



 

六
の
（
3
）
に
つ
い
て 

七
の
（
1
）
に
つ
い
て 

お
尋
ね
の
刑
事
訴
訟
法
第
三
百
五
十
一
条
第
一
項
は
、
大
正
十
一
年
五
月
五
日
に
公
布
さ
れ
た
刑
事
訴
訟
法
（
大
正
十
一

年
法
律
第
七
十
五
号
。
以
下
「
旧
刑
事
訴
訟
法
」
と
い
う
。
）
第
三
百
七
十
六
条
の
「
上
訴
ハ
検
察
官
又
ハ
被
告
人
之
ヲ
為 

 
 

ス
コ
ト
ヲ
得
」
と
の
規
定
が
改
正
さ
れ
て
、
「
検
察
官
又
は
被
告
人
は
、
上
訴
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
さ
れ
た
も
の 

 
 

で
あ
る
が
、
そ
の
改
正
に
お
い
て
は
、
旧
刑
事
訴
訟
法
の
規
定
と
同
様
、
検
察
官
に
対
し
、
公
益
の
代
表
者
の
立
場
か
ら
上

訴
す
る
権
限
を
与
え
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。 

平
成
十
年
八
月
二
十
一
日
答
弁
書
七
の
（
1
）
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
通
常
犯
罪
に
つ

き
死
刑
が
廃
止
さ
れ
た
当
時
の
民
間
の
世
論
調
査
に
は
死
刑
の
存
続
に
賛
成
す
る
意
見
が
八
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
た
も 

り
、
検
察
当
局
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
事
件
の
無
罪
判
決
に
お
い
て
捜
査
又
は
公
判
に
か
か
わ
る
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
深
刻
に
受
け
止
め
、
こ
れ
ら
の
事
件
に
お
け
る
捜
査
及
び
公
判
上
の
問
題
点
に
つ
い
て
必
要
な
検
討
を
行
っ
た

結
果
、
信
用
性
の
あ
る
供
述
の
確
保
と
そ
の
裏
付
け
捜
査
の
徹
底
、
証
拠
物
や
そ
の
鑑
定
等
の
客
観
的
な
証
拠
の
十
分
な
収

集
、
検
討
等
に
一
層
の
意
を
用
い
、
事
件
の
適
正
な
捜
査
処
理
に
努
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
。 

二
一 

 



 

七
の
（
2
）
に
つ
い
て 

の
が
あ
る
が
、
そ
の
世
論
調
査
に
お
け
る
質
問
は
、
「
あ
な
た
は
、
法
律
上
、
①
す
べ
て
の
殺
人
に
つ
い
て
絞
首
刑
を
定
め 

 
る
べ
き
で
あ
る
と
思
う
か
、
②
一
定
の
類
型
の
殺
人
に
つ
い
て
の
み
絞
首
刑
を
定
め
る
べ
き
で
あ
る
と
思
う
か
、
③
絞
首
刑

を
全
く
定
め
る
べ
き
で
は
な
い
と
思
う
か
。
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
と
承
知
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
質
問
に
対 

 

し
て
、
①
の
す
べ
て
の
殺
人
に
つ
い
て
絞
首
刑
を
定
め
る
べ
き
で
あ
る
と
思
う
と
の
意
見
が
三
十
八
パ
ー
セ
ン
ト
、
②
の
一

定
の
類
型
の
殺
人
に
つ
い
て
の
み
絞
首
刑
を
定
め
る
べ
き
で
あ
る
と
思
う
と
の
意
見
が
四
十
七
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
り
、
こ
れ

ら
の
死
刑
の
存
続
に
賛
成
す
る
意
見
が
八
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。 

ま
た
、
平
成
十
年
八
月
二
十
一
日
答
弁
書
七
の
（
1
）
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
に
お
い
て

死
刑
制
度
が
廃
止
さ
れ
た
当
時
の
民
間
の
世
論
調
査
に
は
、
死
刑
の
存
続
に
賛
成
す
る
意
見
が
六
十
二
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め

た
も
の
が
あ
る
が
、
そ
の
世
論
調
査
に
お
け
る
質
問
は
、
「
あ
な
た
は
、
個
人
と
し
て
、
死
刑
に
賛
成
で
す
か
、
反
対
で
す 

 

か
。
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
と
承
知
し
て
い
る
。 

イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
諸
事
情
を
踏
ま
え
て
慎
重
に
検
討
さ
れ
た
結
果
、
通
常

犯
罪
又
は
す
べ
て
の
犯
罪
に
つ
き
死
刑
を
廃
止
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
法
律
が
成
立
し
、
死
刑
が
廃
止
さ
れ
た
も
の
と
承 

二
二 

 



 

七
の
（
4
）
に
つ
い
て 

七
の
（
3
）
に
つ
い
て 

検
察
官
は
、
捜
査
の
結
果
、
法
と
証
拠
に
照
ら
し
て
起
訴
す
る
に
足
り
る
犯
罪
の
嫌
疑
が
あ
る
と
認
め
た
場
合
に
お
い 

 

て
、
そ
の
犯
人
を
起
訴
す
べ
き
か
起
訴
猶
予
と
す
べ
き
か
を
決
す
る
に
際
し
、
被
害
者
や
そ
の
遺
族
が
犯
人
の
処
罰
に
つ
い

て
い
か
な
る
心
情
を
有
し
て
い
る
か
を
重
要
な
判
断
要
素
の
一
つ
と
し
て
考
慮
し
て
い
る
と
と
も
に
、
起
訴
し
た
事
件
に
つ

い
て
は
、
裁
判
結
果
に
こ
れ
が
適
切
に
反
映
さ
れ
る
よ
う
に
裁
判
所
に
意
見
を
述
べ
、
ま
た
、
そ
の
た
め
の
立
証
活
動
を
し

て
い
る
。 

知
し
て
い
る
。 

被
害
者
や
そ
の
遺
族
が
犯
人
の
処
罰
を
望
ん
で
も
、
検
察
官
と
し
て
は
、
捜
査
の
結
果
、
法
と
証
拠
に
照
ら
し
て
起
訴
す

る
に
足
り
る
犯
罪
の
嫌
疑
が
十
分
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
事
件
を
不
起
訴
処
分
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
が
、
そ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
被
害
者
や
そ
の
遺
族
に
対
し
て
誠
実
に
対
応
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

そ
の
背
景
や
経
緯
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
年
八
月
二
十
一
日
答
弁
書
二
の
（
1
）
及
び
（
2
）
並
び
に
（
4
）
か
ら 

 
 

（
6
）
ま
で
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
る
。 

二
三 

 



 

七
の
（
5
）
に
つ
い
て 

犯
罪
被
害
者
の
救
済
に
つ
い
て
は
、
加
害
者
に
資
力
が
な
い
た
め
に
十
分
な
損
害
の
回
復
が
な
さ
れ
な
い
場
合
が
多
い
こ

と
か
ら
、
実
質
的
に
そ
の
実
現
を
図
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
支

給
法
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
三
十
六
号
）
が
制
定
さ
れ
、
人
の
生
命
又
は
身
体
を
害
す
る
犯
罪
行
為
に
よ
り
、
不
慮
の
死

を
遂
げ
た
者
の
遺
族
又
は
重
障
害
を
受
け
た
者
に
対
し
、
国
が
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
を
支
給
す
る
制
度
が
設
け
ら
れ
て
い

る
。
平
成
九
年
度
に
お
い
て
は
、
二
百
四
十
人
の
被
害
者
又
は
そ
の
遺
族
（
以
下
「
被
害
者
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
総 

 
 

額
約
五
億
七
千
万
円
の
給
付
金
が
支
給
さ
れ
て
い
る
。 

さ
ら
に
、
被
害
者
等
に
対
し
て
相
当
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
の
情
報
提
供
を
行
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
お

り
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
警
察
に
お
い
て
、
殺
人
、
強
盗
致
死
傷
、
一
定
の
重
大
な
傷
害
、
ひ
き
逃
げ
事
件
、
交
通
死

亡
事
故
等
に
つ
き
被
疑
者
の
検
挙
の
状
況
、
処
分
状
況
等
を
連
絡
す
る
「
被
害
者
連
絡
制
度
」
を
実
施
し
て
い
る
。
ま
た
、 

ま
た
、
犯
罪
被
害
者
の
救
済
に
関
連
し
て
、
警
察
庁
で
は
、
平
成
八
年
二
月
に
「
被
害
者
対
策
要
綱
」
を
定
め
、
被
害
者

等
の
視
点
に
立
っ
た
活
動
の
推
進
に
組
織
的
、
総
合
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

な
お
、
御
指
摘
の
件
に
関
し
、
処
分
は
行
っ
て
い
な
い
。 

二
四 

 



 

八
の
（
2
）
に
つ
い
て 

八
の
（
1
）
に
つ
い
て 

な
お
、
被
害
者
の
損
害
回
復
を
容
易
に
す
る
た
め
の
司
法
手
続
上
の
方
策
と
し
て
、
刑
事
手
続
と
の
関
連
に
お
い
て
犯
人

の
財
産
の
保
全
の
在
り
方
等
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

同
様
の
観
点
か
ら
、
多
数
の
検
察
庁
に
お
い
て
は
、
事
件
の
処
理
結
果
、
公
判
期
日
、
判
決
結
果
等
を
通
知
す
る
「
被
害
者

等
通
知
制
度
」
を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
情
報
の
提
供
は
、
被
害
者
等
国
民
の
検
察
に
対
す
る
負

託
に
こ
た
え
る
と
と
も
に
刑
事
司
法
の
適
正
か
つ
円
滑
な
運
営
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
今
後
、
全
国
の
検
察
庁

に
お
い
て
「
被
害
者
等
通
知
制
度
」
を
実
施
す
べ
く
検
討
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

我
が
国
に
お
け
る
死
刑
執
行
の
方
法
、
死
刑
確
定
者
に
対
す
る
処
遇
の
状
況
、
死
刑
判
決
が
言
い
渡
さ
れ
た
事
件
の
被
害

者
の
遺
族
の
救
済
に
か
か
わ
る
現
状
等
が
一
般
論
と
し
て
国
民
に
伝
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
死
刑
制
度
に
関
す
る
国
民
の
理
解

及
び
議
論
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

な
お
、
雑
誌
の
出
版
社
へ
の
問
い
合
わ
せ
は
行
っ
て
い
な
い
。 

法
務
省
に
お
い
て
記
録
の
有
無
等
を
調
査
し
た
も
の
で
あ
る
。 

二
五 

 



 

八
の
（
5
）
に
つ
い
て 

八
の
（
4
）
に
つ
い
て 

八
の
（
3
）
に
つ
い
て 

学
校
に
お
い
て
は
、
教
育
課
程
の
基
準
で
あ
る
学
習
指
導
要
領
に
基
づ
き
、
生
徒
の
発
達
段
階
等
に
応
じ
、
適
切
な
配
慮

の
下
に
指
導
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
各
学
校
に
お
い
て
そ
の
取
組
が
な
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
お
、
高
等

学
校
公
民
科
の
教
科
書
の
中
に
は
、
例
え
ば
、
死
刑
を
定
め
た
刑
法
の
規
定
は
違
憲
で
な
い
と
判
断
し
た
昭
和
二
十
三
年
三

月
十
二
日
最
高
裁
判
所
大
法
廷
判
決
の
判
旨
を
紹
介
し
て
い
る
も
の
が
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

な
お
、
個
々
具
体
的
な
死
刑
執
行
に
関
す
る
事
項
及
び
個
々
の
死
刑
確
定
者
の
処
遇
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
死
刑
確
定
者

の
心
情
の
安
定
、
死
刑
を
執
行
さ
れ
た
者
の
遺
族
の
感
情
、
個
別
の
事
件
の
被
害
者
の
遺
族
の
感
情
等
に
配
慮
し
、
公
表
を

差
し
控
え
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

少
年
事
件
の
発
生
件
数
等
に
影
響
を
与
え
る
要
因
と
し
て
は
様
々
な
も
の
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
、
死
刑
制
度
に
つ

い
て
の
学
校
の
教
師
や
児
童
、
生
徒
の
受
け
止
め
方
に
も
様
々
な
も
の
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
死
刑
制
度
が
こ
れ
ら

に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
い
る
か
は
、
一
概
に
は
お
答
え
で
き
な
い
。 

二
六 

 



 

 

二
七 

死
刑
に
関
す
る
論
議
に
影
響
を
及
ぼ
す
要
素
は
様
々
で
あ
り
、
そ
の
中
で
、
死
刑
に
関
す
る
情
報
公
開
の
程
度
が
ど
の
よ

う
な
影
響
を
及
ぼ
す
か
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
実
証
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
判
断 

が
困
難
」
と
お
答
え
し
た
も
の
で
あ
る
。 

八
の
（
6
）
に
つ
い
て 

個
々
具
体
的
な
死
刑
執
行
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
答
弁
を
差
し
控
え
た
い
。 


