
一　

は
じ
め
に

　

近
時
の
少
年
事
件
の
動
向
は
、
少
年
法
改
正
（
二
〇
〇
一
年
）
の
遠
因
と
な
っ
た
神
戸
市
の
少
年
事
件
（
一
九
九
四
年
）
以
降
に
発
生
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し
た
一
連
の
事
件
と
改
正
後
の
低
年
齢
の
触
法
少
年
（
一
四
歳
未
満
の
刑
罰
法
令
に
触
れ
た
少
年
）
に
よ
る
殺
人
事
件
、
と
り
わ
け
長
崎

市
に
お
け
る
幼
児
誘
拐
殺
人
事
件
（
二
〇
〇
三
年
）、
あ
る
い
は
佐
賀
市
に
お
け
る
幼
児
殺
人
事
件
（
二
〇
〇
四
年
）
に
よ
っ
て
、
少
年

の
精
神
状
態
と
審
判
、
処
遇
の
あ
り
方
に
注
目
が
寄
せ
ら
れ
て
き
た
。
長
崎
市
お
よ
び
佐
賀
市
の
い
ず
れ
の
ケ
ー
ス
も
児
童
相
談
所
長
を

経
由
し
て
家
庭
裁
判
所
の
審
判
の
対
象
と
な
り
、
家
庭
裁
判
所
に
よ
り
児
童
自
立
支
援
施
設
送
致
と
な
っ
た
。
そ
の
際
、
長
崎
の
少
年
事

件
に
お
け
る
少
年
に
関
し
て
は
、
精
神
鑑
定
に
お
い
て
「
広
汎
性
発
達
障
害
（
ア
ス
ペ
ル
ガ
ー
症
候
群
）」
の
診
断
名
が
知
ら
れ
る
と
こ

ろ
と
な
っ
た
。
広
汎
性
発
達
障
害
と
責
任
能
力
と
の
関
係
は
、
精
神
医
学
界
、
法
学
界
、
司
法
精
神
医
学
界
な
ど
に
お
い
て
、
今
後
、
さ

ら
に
論
じ
ら
れ
て
い
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

神
戸
の
少
年
事
件
に
お
け
る
「
解
離
性
精
神
障
害
」
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
精
神
症
状
の
鑑
定
と
責
任
能
力
が
ど
の
よ
う
な
対
応
関
係

を
示
す
の
か
に
つ
い
て
の
検
討
が
今
後
も
進
め
ら
れ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。

　

本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
少
年
司
法
と
り
わ
け
少
年
審
判
に
お
け
る
精
神
障
害
お
よ
び
責
任
能
力
の
問
題
に
つ
い
て
、
現
状
を
確
認
し
、
今

日
的
状
況
か
ら
考
察
す
べ
き
諸
点
と
方
向
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
少
年
審
判
に
お
い
て
、
責
任
要
素
（
要
件
）
が
問
題
と

な
る
と
し
て
も
、
こ
こ
で
の
問
題
は
故
意
・
過
失
、
違
法
性
の
意
識
の
可
能
性
、
期
待
可
能
性
が
否
定
さ
れ
る
場
合
、
ま
た
そ
れ
以
前
に

違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
場
合
に
は
、
再
非
行
の
可
能
性
は
な
い
し
、
ま
た
問
題
と
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
以
下
で
は
、
こ
れ
を
踏
ま

え
、
是
非
を
弁
別
し
そ
の
弁
別
に
従
っ
て
行
為
す
る
能
力
で
あ
る
「
責
任
能
力
」
を
問
題
と
す
る
。



二　

少
年
審
判
に
お
け
る
責
任
能
力

　

家
庭
裁
判
所
に
お
け
る
審
判
の
対
象
と
な
る
少
年
に
は
責
任
能
力
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

刑
法
は
刑
事
責
任
年
齢
を
一
四
歳
と
し
、
一
四
歳
に
満
た
な
い
少
年
の
刑
事
罰
を
否
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
一
四
歳
未
満
の
少
年
の

刑
事
責
任
能
力
を
一
律
に
斥
け
、
刑
事
未
成
年
と
す
る
も
の
と
し
て
理
解
で
き
る
。
こ
の
点
で
、
少
年
の
刑
事
責
任
能
力
は
、
少
年
に
対

す
る
刑
罰
適
用
の
回
避
と
パ
ラ
レ
ル
に
、
行
為
責
任
能
力
と
し
て
一
律
に
刑
事
責
任
無
能
力
を
社
会
的
・
歴
史
的
な
背
景
を
根
拠
に
し
て

擬
制
し
て
い
る
と
す
る
に
と
ど
ま
る
よ
り
も
、
刑
罰
適
応
能
力
と
し
て
も
実
質
的
に
位
置
付
け
、
科
刑
す
る
余
地
を
政
策
的
に
排
除
し
た

も
の
と
し
て
把
握
す
べ
き
こ
と
に
合
理
性
が
あ
る
。

　

で
は
、
一
四
歳
以
上
、
二
〇
歳
未
満
の
少
年
の
刑
事
責
任
能
力
は
、
ど
の
よ
う
に
把
握
す
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
刑
事

責
任
年
齢
と
の
関
係
で
は
、
一
四
歳
以
上
の
少
年
で
あ
る
犯
罪
少
年
、
虞
犯
少
年
の
場
合
、
家
庭
裁
判
所
の
審
判
に
付
す
場
合
に
、
こ
れ

ら
少
年
の
責
任
能
力
は
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

少
年
法
は
、
家
庭
裁
判
所
の
審
判
に
付
す
る
こ
と
の
で
き
る
「
非
行
の
あ
る
少
年
」（
一
条
）
と
し
て
挙
げ
、
具
体
的
に
は
犯
罪
少
年
、

触
法
少
年
、
虞
犯
少
年
を
対
象
と
し
て
い
る
（
三
条
）。
こ
の
う
ち
犯
罪
少
年
は
、
一
四
歳
以
上
の
刑
罰
法
令
に
触
れ
構
成
要
件
に
該
当

す
る
違
法
で
「
有
責
」
の
要
件
を
満
た
し
た
少
年
で
あ
る
。
審
判
の
対
象
と
な
る
触
法
少
年
お
よ
び
一
四
歳
未
満
の
虞
犯
少
年
の
場
合

は
、
児
童
相
談
所
長
等
の
送
致
を
受
け
て
、
こ
の
審
判
に
付
さ
れ
る
。
一
四
歳
以
上
、
一
八
歳
未
満
の
虞
犯
少
年
の
場
合
、
事
件
の
送

致
・
通
告
者
（
警
察
官
、
保
護
者
）
に
よ
っ
て
家
庭
裁
判
所
の
審
判
に
付
す
こ
と
も
、
児
童
相
談
所
の
措
置
に
委
ね
る
こ
と
も
選
択
で
き
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る
（
六
条
二
項
）。
そ
の
際
に
、
審
判
と
は
、
狭
義
の
審
判
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
に
先
行
す
る
調
査
を
含
む
も
の
で
あ
る
。　

以
下
で
は
、

家
庭
裁
判
所
の
審
判
、
ひ
い
て
は
保
護
処
分
の
対
象
と
な
る
犯
罪
少
年
の
責
任
能
力
の
要
否
に
つ
い
て
見
て
い
く
。

�
　

犯
罪
少
年

犯
罪
少
年
は
「
罪
を
犯
し
た
少
年
」（
三
条
一
項
一
号
）
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
「
罪
」
で
あ
る
犯
罪
に
は
責
任
能
力
が
含
ま
れ
る
か
否

か
が
問
題
と
な
る
。
今
日
で
は
、
罪
に
は
責
任
能
力
を
含
む
と
す
る
必
要
説
（
積
極
説
）
と
不
要
説
（
消
極
説
）
と
が
基
本
的
に
対
立
し

て
い
る
。

　

学
説
に
お
い
て
は
、
現
行
少
年
法
の
施
行
後
（
一
九
四
九
年
一
月
）
必
要
説
か
ら
の
も
の
が
主
流
と
な
っ
た
が
、
今
日
で
は
不
要
説
を

評
価
す
る
流
れ
が
生
ま
れ
て
い
る�
。

　

実
務
に
お
い
て
は
不
要
説
（
旧
少
年
法
〜
一
九
六
一
年
頃
）
か
ら
必
要
説
（
一
九
六
三
年
〜
一
九
六
八
年
全
国
少
年
係
裁
判
官
会
同
〜

一
九
八
四
年
）
へ
、
そ
し
て
両
説
の
並
存
状
況
（
一
九
八
五
年
〜
今
日
）
と
変
遷
し
て
い
る�
。
実
務
に
お
け
る
不
要
説
か
ら
必
要
説
へ
の

変
化
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
連
邦
最
高
裁
判
所
に
お
い
て
、
少
年
保
護
事
件
に
お
い
て
適
正
手
続
き
を
採
用
す
べ
き
と
す
る
ケ
ン
ト
事

件
（
一
九
六
六
年
）、
ゴ
ー
ル
ト
事
件
（
一
九
六
七
年
）
の
判
決
か
ら
「
少
な
か
ら
ず
そ
の
影
響
を
受
け
て
い
る�
」
も
の
と
さ
れ
る�
。

　

こ
れ
ら
の
変
遷
の
背
景
に
は
、
以
下
で
詳
述
す
る
よ
う
に
、
少
年
保
護
事
件
を
伝
統
的
な
パ
レ
ン
ス
パ
ト
リ
エ
（
国
親
思
想
）、
少
年

の
保
護
・
健
全
育
成
に
重
点
を
置
く
の
か
、
あ
る
い
は
保
護
処
分
お
よ
び
そ
の
手
続
き
の
も
つ
自
由
制
限
的
、
抑
制
的
な
性
格
を
重
視
し

適
正
手
続
き
の
保
障
に
重
点
を
置
く
の
か
に
つ
い
て
、
そ
の
基
本
的
視
点
に
対
し
て
歴
史
的
推
移
の
状
況
変
化
に
対
応
し
た
対
立
を
看
取

（
１
）

（
２
）

（
３
）

（
４
）



す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

な
お
、
責
任
能
力
の
う
ち
、
限
定
責
任
能
力
の
場
合
、
審
判
の
対
象
と
な
り
、
実
質
的
な
考
慮
は
処
遇
に
あ
た
っ
て
要
保
護
性
を
判
断

す
る
際
に
行
わ
れ
る�
。

　

以
下
で
は
、
論
者
に
よ
っ
て
責
任
能
力
が
少
年
の
犯
罪
の
成
否
に
関
る
か
否
か
の
論
拠
は
多
岐
に
わ
た
る
こ
と
か
ら
、
論
考
公
表
の
時

間
的
推
移
に
沿
い
、
長
め
の
引
用
と
な
る
が
見
て
い
く
。
必
要
・
不
要
両
説
は
、
少
年
法
三
条
一
項
一
号
の
条
文
理
解
、
審
判
の
対
象
、

保
護
処
分
の
性
質
、
責
任
無
能
力
の
「
犯
罪
」
少
年
の
適
切
な
処
遇
、
現
行
制
度
（
医
療
少
年
院
、
措
置
入
院
制
度
）
の
現
況
評
価
を
交

え
た
認
識
、
評
価
の
違
い
に
よ
っ
て
生
じ
て
い
る
。

　

必
要
説
は
通
説
、
多
数
説
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
れ
を
見
た
の
ち
、
少
数
説
で
あ
る
が
近
時
有
力
説
と
な
っ
て
い
る
不
要
説
に
触
れ
る
。

�
　

必
要
説

（
学
説
等
）
田
宮
裕
は
、
少
年
審
判
の
対
象
た
る
非
行
少
年
の
う
ち
、
犯
罪
少
年
は
文
字
ど
お
り
罪
を
犯
し
た
少
年
で
あ
り
、
一
四
歳
以

上
で
あ
る
こ
と
と
、「
た
ん
に
構
成
要
件
を
充
足
し
て
い
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
、
犯
罪
の
す
べ
て
の
成
立
要
件
を
充
た
し
て
い
る
必
要

が
あ
る
」
と
し
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
行
為
が
反
社
会
な
も
の
と
い
え
ず
、
保
護
処
分
の
対
象
と
な
り
え
な
い
と
す
る
。
こ
れ
を
通
説
と
し

て
い
る�
。

　

平
場
安
治
は
、
純
理
論
的
に
は
保
護
処
分
は
非
行
に
対
す
る
制
裁
で
は
な
い
か
ら
責
任
は
必
要
で
は
な
い
と
す
る
が
、
従
来
刑
事
責
任

の
要
件
と
さ
れ
た
も
の
も
お
お
む
ね
保
護
処
分
に
も
必
要
と
し
、
そ
の
行
為
に
対
す
る
非
難
可
能
性
で
あ
る
客
観
的
責
任
は
保
護
処
分
に

も
必
要
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、

（
５
）

（
６
）
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「
た
だ
問
題
は
保
護
処
分
相
当
か
医
療
処
分
相
当
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
医
療
処
分
だ
け
で
矯
正
可
能
と
い
う
場
合

は
少
な
く
保
護
処
分
を
も
必
要
と
す
る
場
合
が
多
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
論
理
の
問
題
と
し
て
は
、
順
序
と
し
て
、
ま
ず
医
療
処
分

に
よ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
…
保
護
処
分
に
も
一
種
の
責
任
が
必
要
と
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
保
護
処
分

だ
か
ら
と
い
う
の
で
責
任
を
不
要
と
し
て
、
こ
こ
に
い
う
犯
罪
を
以
て
単
に
構
成
要
件
該
当
の
違
法
行
為
で
足
り
る
と
す
る
の
は
、

現
行
法
の
文
言
に
反
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
立
法
論
と
し
て
も
妥
当
と
は
考
え
ら
れ
な
い�
」。

　

東
海
林
保
は
、
少
年
法
三
条
一
項
一
号
の
「
罪
を
犯
し
た
」
に
関
る
文
言
が
法
制
定
過
程
で
責
任
能
力
を
要
求
す
る
も
の
で
は
な
か
っ

た
と
理
解
し
う
る
が
、
条
文
解
釈
は
決
定
的
な
論
拠
と
な
ら
な
い
と
し
、
実
質
的
な
理
由
か
ら
責
任
能
力
の
要
否
を
判
断
す
べ
き
と
す

る
。
東
海
林
は
、
①
保
護
処
分
が
刑
罰
類
似
の
不
利
益
処
分
の
性
格
を
も
つ
こ
と
、
②
人
権
・
適
正
手
続
保
障
の
た
め
責
任
要
件
の
要
で

あ
る
責
任
能
力
は
非
行
事
実
の
要
件
で
あ
り
責
任
能
力
を
欠
く
少
年
は
犯
罪
少
年
と
認
定
す
る
こ
と
は
妥
当
で
な
い
こ
と
、
③
行
為
時
に

心
神
喪
失
と
認
定
さ
れ
る
ほ
ど
の
重
度
の
精
神
障
害
を
負
っ
た
少
年
に
は
ま
ず
医
療
的
治
療
措
置
が
不
可
欠
で
、
医
療
少
年
院
送
致
と
し

て
矯
正
教
育
を
実
施
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
か
ほ
と
ん
ど
効
果
が
期
待
で
き
な
い
こ
と
、
④
犯
罪
事
実
に
つ
き
少
年
に
対
し
て

「
非
難
可
能
性
」
が
な
い
以
上
は
要
保
護
性
が
ど
ん
な
に
高
く
と
も
同
犯
罪
事
実
に
つ
き
保
護
処
分
に
付
す
べ
き
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、

「
犯
罪
少
年
」
と
認
定
す
る
に
は
行
為
時
に
責
任
能
力
が
必
要
と
す
る�
。

　

船
山
泰
範
は
、
必
要
、
不
要
両
説
の
争
点
が
保
護
処
分
の
性
質
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
に
あ
る
と
し
た
う
え
で
、
保
護
処
分
と
し
て

の
少
年
院
送
致
が
社
会
防
衛
の
た
め
に
保
安
処
分
化
す
る
こ
と
を
懸
念
し
、
必
要
説
に
立
っ
て
少
年
審
判
手
続
き
か
ら
ダ
イ
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ

ン
し
医
療
措
置
を
優
先
す
べ
き
こ
と
を
志
向
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

（
７
）

（
８
）



「
刑
事
事
件
を
惹
き
起
こ
し
た
少
年
が
、
犯
行
当
時
心
神
喪
失
状
態
に
あ
り
、
し
か
も
医
療
的
措
置
が
必
要
と
さ
れ
る
場
合
、
少
年

審
判
に
付
す
べ
き
で
は
な
く
、
ま
ず
、
医
療
的
措
置
が
と
ら
れ
る
べ
き
こ
と
…
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
要
保
護
性
を
強
調

す
る
立
場
か
ら
は
異
論
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
仮
に
少
年
に
対
し
、
医
療
的
措
置
に
合
わ
せ
て
生
活
訓
練
等
の
必
要
性
が
認

め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
医
療
的
措
置
の
後
に
考
慮
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
を
明
確
に
し
て
お
か
な
い

と
、
少
年
の
危
険
性
を
理
由
に
少
年
の
保
護
の
た
め
で
は
な
く
社
会
防
衛
の
た
め
の
『
保
安
処
分
』
と
し
て
少
年
院
送
致
が
利
用
さ

れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い�
」。

　

松
田
昇
は
、
犯
罪
少
年
の
成
立
に
有
責
性
を
要
す
る
か
否
か
を
問
い
、
こ
の
問
題
が
保
護
処
分
の
性
質
、
特
徴
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す

る
か
を
争
点
と
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
①
少
年
法
上
の
保
護
処
分
は
純
粋
な
福
祉
的
措
置
で
は
な
く
、
犯
罪
の
再
発

防
止
と
少
年
犯
罪
か
ら
社
会
を
守
る
刑
事
政
策
的
な
保
護
措
置
と
解
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
②
少
年
院
送
致
は
人
身
の
自
由
に
対
す

る
重
大
な
不
利
益
処
分
で
あ
り
保
護
処
分
は
刑
罰
類
似
の
法
的
性
質
を
も
つ
こ
と
、
③
保
護
処
分
の
も
つ
不
利
益
処
分
性
が
司
法
機
関
に

対
し
て
処
遇
決
定
権
能
を
付
与
し
保
護
処
分
に
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
を
要
求
す
る
考
え
方
が
な
じ
む
こ
と
を
根
拠
に
、
健
全
な
法
感
情
と
憲

法
上
の
要
請
と
し
て
必
要
説
（
積
極
説
）
を
説
く�
。
す
な
わ
ち
、

「
有
責
性
は
、
行
為
に
つ
い
て
の
非
難
を
行
為
者
に
帰
責
し
得
る
と
い
う
点
で
可
非
難
性
を
本
質
と
す
る
が
、
そ
の
理
由
は
刑
罰
に

お
い
て
も
保
護
処
分
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
て
、
実
質
的
に
み
て
人
身
の
自
由
制
限
の
点
で
共
通
の
要
素
を
持
つ
両
者
を
有
責
性

の
有
無
で
区
別
す
る
こ
と
は
妥
当
で
な
く
、
刑
罰
に
お
い
て
有
責
性
が
必
須
の
要
件
と
要
求
さ
れ
る
の
と
同
じ
く
、
少
年
事
件
に
お

い
て
あ
っ
て
も
刑
罰
類
似
の
不
利
益
処
分
に
付
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
以
上
、
責
任
能
力
を
欠
く
場
合
は
、
可
非
難
性
を
欠
く
と
し
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９
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て
審
判
の
対
象
と
な
ら
な
い�
」。

　

と
く
に
、
以
下
の
最
高
裁
の
必
要
説
は
、
事
実
認
定
に
お
け
る
適
正
手
続
き
に
向
け
た
審
判
手
続
き
を
改
善
し
よ
う
と
す
る
機
運
の
な

か
で
、
そ
の
後
の
実
務
に
お
い
て
主
流
を
形
成
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
家
庭
局
（
一
九
六
八
年
）
の
見
解
は
、
①
現
行
法
が
旧
少
年
法
と
異
な
り
触
法
少
年
と
犯
罪
少
年
と
を
書
き
分

け
「
罪
を
犯
し
た
少
年
」
と
規
定
し
た
こ
と
、
②
有
責
な
行
為
と
す
る
こ
と
で
行
為
が
人
格
の
現
わ
れ
と
み
え
る
こ
と
、
③
責
任
要
件
を

備
え
た
行
為
を
矯
正
教
育
の
対
象
内
容
と
し
て
保
護
処
分
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
に
刑
事
政
策
的
な
合
理
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
現
行
法
の

解
釈
と
し
て
犯
罪
少
年
に
は
責
任
能
力
な
ど
の
責
任
要
件
を
具
備
す
る
必
要
が
あ
る
と
す
る�
。

　

司
法
研
修
所
は
、「
罪
を
犯
し
た
」
と
い
う
た
め
に
は
、
構
成
要
件
の
み
な
ら
ず
、
違
法
、
有
責
の
要
件
を
も
充
足
し
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
の
が
通
説
で
あ
り
、
違
法
性
阻
却
事
由
ま
た
は
責
任
阻
却
事
由
が
認
め
ら
れ
る
と
き
は
犯
罪
少
年
と
し
て
処
分
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
と
し
て
き
た�
。

　

総
じ
て
、
必
要
説
は
少
年
法
三
条
一
項
一
号
の
「
罪
を
犯
し
た
」
は
有
責
性
を
要
件
化
し
て
い
る
と
解
釈
し
、
審
判
の
対
象
は
非
行
事

実
で
あ
り
厳
格
な
認
定
・
手
続
き
を
必
要
と
し
、
保
護
処
分
は
刑
罰
類
似
の
不
利
益
処
分
性
・
刑
事
政
策
的
な
性
質
を
も
つ
と
し
、
責
任

無
能
力
の
「
犯
罪
」
少
年
の
適
切
な
処
遇
は
医
療
的
措
置
が
求
め
ら
れ
、
現
行
制
度
の
医
療
少
年
院
の
処
遇
に
は
不
適
合
な
い
し
は
否
定

的
で
、
措
置
入
院
制
度
に
委
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
現
況
評
価
を
交
え
た
認
識
、
評
価
と
な
ろ
う
。

�
　

不
要
説�

　

こ
れ
に
対
し
、
不
要
説
は
、
少
年
法
の
制
定
後
か
ら
展
開
さ
れ
続
け
た
も
の
と
、
必
要
説
か
ら
の
転
換
を
し
た
も
の
、
近
時
の
処
遇
の

（　
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段
階
・
現
状
を
踏
ま
え
た
も
の
な
ど
、
時
期
お
よ
び
論
拠
に
違
い
が
あ
る
が
一
括
し
て
見
て
み
よ
う
。

（
学
説
等
）

　

団
藤
重
光
＝
森
田
宗
一
は
、
犯
罪
少
年
が
罪
を
犯
し
た
少
年
と
い
う
言
葉
を
文
字
通
り
理
解
す
る
と
、
構
成
要
件
に
該
当
す
る
違
法
・

有
責
の
行
為
の
あ
っ
た
少
年
と
な
り
、
違
法
性
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
あ
ま
り
異
論
が
な
い
と
し
た
う
え
で
、
有
責
性
ま
で
が
必
要
さ
れ

る
か
に
つ
い
て
問
い
、
責
任
要
件
を
必
要
と
し
な
が
ら
も
、
虞
犯
、
触
法
少
年
の
処
遇
と
の
整
合
性
か
ら
、
実
質
的
な
処
遇
面
か
ら
責
任

要
件
緩
和
を
主
張
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「
少
年
法
に
お
い
て
、
既
に
虞
犯
少
年
や
触
法
少
年
を
対
象
と
し
て
い
る
点
か
ら
考
え
て
、
か
り
に
『
犯
罪
少
年
』
と
し
て
非
行
の

成
立
に
お
よ
そ
有
責
性
を
必
要
と
す
る
と
し
て
も
、
刑
法
上
の
観
念
に
と
ら
わ
れ
、
そ
の
実
質
的
な
処
遇
面
に
刑
法
に
お
け
る
厳
密

な
責
任
概
念
を
と
り
こ
む
必
要
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か�
」。

　

安
部
純
二
は
、
不
要
説
（
安
部
の
い
う
「
消
極
説
」）
の
立
場
か
ら
、
保
護
処
分
に
付
す
る
場
合
に
は
、
責
任
能
力
は
犯
罪
少
年
の
要

件
で
は
な
い
と
す
る
。
責
任
能
力
の
要
否
の
問
題
は
、
責
任
無
能
力
者
の
少
年
を
い
か
に
処
遇
す
べ
き
か
と
い
う
処
遇
論
の
問
題
で
あ
る

と
し
て
、
責
任
無
能
力
の
犯
罪
少
年
に
対
し
て
、
保
護
処
分
に
よ
る
医
療
少
年
院
送
致
あ
る
い
は
不
処
分
の
う
え
、
精
神
保
健
福
祉
法
上

の
精
神
病
院
へ
の
措
置
入
院
が
行
政
的
に
（
知
事
に
よ
っ
て
）
と
れ
る
、
少
年
に
と
っ
て
の
最
適
の
柔
軟
な
処
遇
を
考
え
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
そ
の
際
に
、
処
遇
の
振
り
分
け
を
不
要
説
に
立
っ
て
家
裁
の
裁
判
官
に
委
ね
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
積
極
説
（
必
要
説
の
こ
と
。
三
宅
）
は
、
責
任
無
能
力
に
と
っ
て
、
保
護
処
分
、
就
中
医
療
少
年
院
が
適
切
な
矯
正
教
育
の
場
で

あ
る
か
を
疑
う
（
略
）。
し
か
し
、
積
極
説
も
、
限
定
責
任
能
力
者
の
医
療
少
年
院
送
致
が
あ
り
得
る
こ
と
は
み
と
め
る
は
ず
で
あ
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る
、
責
任
無
能
力
者
と
限
定
責
任
能
力
者
は
い
わ
ば
法
的
評
価
に
お
け
る
程
度
の
差
で
あ
っ
て
、
そ
の
生
物
学
的
基
礎
は
共
通
で
あ

り
、
治
療
手
段
に
も
変
り
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
現
在
の
医
療
少
年
院
で
限
定
責
任
能
力
に
対
す
る
処
遇
が
可
能
だ
と
す
れ
ば
、
責

任
無
能
力
者
の
処
遇
も
不
可
能
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
精
神
障
害
あ
る
少
年
の
す
べ
て
を
医
療
少
年
院
に
収
容
す
べ
し

と
い
う
の
が
、
私
の
真
意
で
は
な
い
。
医
療
少
年
院
に
お
け
る
矯
正
教
育
が
可
能
な
少
年
に
対
し
て
は
医
療
少
年
院
送
致
、
精
神
病

院
へ
の
入
院
が
適
切
な
少
年
に
対
し
て
は
不
処
分
の
う
え
所
定
の
措
置
を
と
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
選
択
を
裁
判
官
に
委
ね
る
べ
き

だ
と
い
い
た
い
の
で
あ
る�
」。

　

沢
登
俊
雄
は
、「
犯
罪
（
少
年
）
に
つ
い
て
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
形
式
的
に
は
責
任
能
力
を
必
要
と
し
な
い
触
法
（
少
年
）
に
つ
い

て
も
、
実
質
的
責
任
（「
行
為
の
責
任
を
弁
別
す
る
に
足
る
能
力
」）
を
要
求
す
る
方
向
に
あ
る
」
と
し
た
う
え
で
、
保
護
処
分
の
特
別
抑

止
効
果
を
期
待
で
き
る
条
件
と
し
て
の
展
望
的
な
責
任
を
実
質
的
責
任
と
し
、
こ
れ
が
要
求
さ
れ
る
の
は
非
行
事
実
の
要
素
と
い
う
よ
り

も
、
要
保
護
性
の
要
素
と
す
る
。
非
行
事
実
は
要
保
護
性
と
並
ぶ
保
護
処
分
の
前
提
と
す
る
理
論
構
成
で
あ
る
。
保
護
処
分
を
言
い
渡
す

要
件
と
し
て
の
「
責
任
能
力
」
概
念
は
、
非
行
事
実
の
要
素
と
し
て
の
面
と
要
保
護
性
の
要
素
と
し
て
の
面
と
、
二
重
に
機
能
し
う
る
と

す
る�
。

　

岩
井
宜
子
は
、
必
要
説
の
い
う
成
人
が
無
罪
と
さ
れ
る
行
為
に
対
し
て
保
護
処
分
を
課
（
科
）
す
の
は
不
当
だ
と
す
る
根
拠
に
つ
い
て

批
判
し
、
触
法
少
年
に
も
虞
犯
少
年
に
も
課
さ
れ
う
る
保
護
処
分
が
犯
罪
少
年
に
対
し
て
の
み
非
難
可
能
性
が
な
け
れ
ば
課
せ
な
い
と
す

る
こ
と
に
説
得
性
が
な
い
と
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
非
行
少
年
に
と
っ
て
の
最
善
の
処
遇
を
整
合
的
に
行
い
う
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、

責
任
能
力
を
基
準
に
し
て
保
護
処
分
の
対
象
者
か
ら
犯
罪
少
年
を
除
外
す
る
こ
と
は
す
べ
き
で
な
い
と
す
る
と
立
場
と
考
え
ら
れ
る
。
す
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な
わ
ち
、

「
要
保
護
性
の
判
断
は
、
必
ず
し
も
審
判
廷
へ
の
出
席
を
必
要
と
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
特
別
予
防
の
必
要
性
も
考
慮
に
入
れ
た
、
本

人
に
と
っ
て
ベ
ス
ト
な
処
置
が
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
と
さ
ら
、
責
任
能
力
が
な
い
と
し
て
、
保
護
処
分
を
選
択
肢
か
ら
外

す
必
要
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か�
」

　

多
田
周
弘
は
、
法
解
釈
面
か
ら
①
立
法
者
の
意
思
、
②
少
年
法
三
条
の
犯
罪
・
触
法
・
虞
犯
の
整
合
的
理
解
、
③
医
療
的
措
置
（
少
年

院
送
致
）
の
可
能
性
を
検
討
し
、
ま
た
実
務
面
か
ら
必
要
説
で
は
①
審
判
に
先
立
ち
責
任
能
力
の
存
在
の
心
証
を
得
る
制
度
を
も
た
な
け

れ
ば
な
ら
な
く
な
る
こ
と
、
②
責
任
無
能
力
の
少
年
に
は
教
育
的
措
置
も
と
れ
な
い
こ
と
は
少
年
法
の
精
神
に
反
す
る
こ
と
、
不
要
説
に

立
っ
て
も
③
保
護
処
分
の
適
否
は
家
裁
が
判
断
す
れ
ば
足
り
保
護
処
分
に
適
さ
な
い
ケ
ー
ス
に
対
し
て
は
医
療
的
措
置
と
平
行
し
た
保
護

観
察
に
付
す
こ
と
な
ど
の
対
応
が
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
不
要
説
を
説
く�
。

　

長
井
圓
は
、
安
部
不
要
説
と
同
様
に
、
少
年
の
最
適
な
処
遇
と
の
観
点
か
ら
、
不
要
説
の
判
断
が
個
別
の
事
案
に
応
じ
て
少
年
に
最
適

な
処
遇
を
選
択
し
う
る
点
で
、
そ
の
選
択
が
責
任
能
力
の
存
否
に
拘
束
さ
れ
る
必
要
説
よ
り
も
優
れ
て
い
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、

「
責
任
能
力
の
存
否
と
人
格
の
危
険
性
・
教
育
矯
正
の
必
要
性
と
は
必
ず
し
も
対
応
し
な
い
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
不
要
説
に

よ
っ
て
も
、
当
該
違
法
行
為
が
対
象
少
年
の
性
格
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
く
、
行
為
時
責
任
能
力
（
統
合
失
調
症
の
幻
覚
・
幻
聴

等
）
の
所
産
で
し
か
な
い
た
め
に
、
専
ら
精
神
病
の
治
療
目
的
の
入
院
等
が
有
効
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
場
合
に
は
、
保
護
処
分
の

相
当
性
を
欠
く
と
決
定
し
う
る
の
で
あ
る�
」。

　

町
野
朔
は
、
こ
れ
ら
の
必
要
説
、
不
要
説
に
つ
き
、
条
文
の
文
言
は
決
定
的
で
は
な
く
実
質
的
に
判
断
し
、
責
任
能
力
が
刑
罰
適
応
性

（　

）
１８

（　

）
１９

（　

）
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五
九
四
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け
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志
社
法
学　

五
六
巻
六
号

　
（
二
○
八
二
）

を
重
要
な
要
素
と
す
る
立
場
か
ら
、
保
護
処
分
に
は
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
に
足
る
少
年
の
精
神
能
力
、「
保
護
処
分
能
力
」
を
必
要
と
す

る
と
し
て
、
社
会
的
非
難
が
可
能
な
少
年
に
は
保
護
処
分
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
「
保
護
処
分
能
力
説
」
を
と
る
。
こ
れ
を
修
正
不
要
説

と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
保
護
処
分
を
課
す
に
は
、
行
為
責
任
能
力
で
は
な
く
、
こ
の
意
味
で
の
実
質
的
責
任
能
力
が
必
要
で
あ
る
こ

と
に
な
ろ
う�
。

　

総
じ
て
、
不
要
説
は
少
年
法
三
条
一
項
一
号
の
「
罪
を
犯
し
た
」
は
、
触
法
・
虞
犯
が
保
護
処
分
対
象
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
犯
罪

成
立
要
件
と
し
て
の
厳
密
な
有
責
性
を
要
件
化
し
て
い
る
と
は
解
釈
で
き
な
い
し
、
審
判
の
対
象
は
違
法
行
為
と
い
う
非
行
事
実
で
あ
る

よ
り
も
要
保
護
性
と
し
、
保
護
処
分
は
多
用
な
処
遇
選
択
肢
の
一
つ
と
し
、
他
の
医
療
的
措
置
等
も
課
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
し

た
が
っ
て
責
任
無
能
力
の
「
犯
罪
」
少
年
の
適
切
な
処
遇
は
最
善
の
措
置
を
検
討
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
現
行
制
度
の
医
療
少
年
院
の

処
遇
に
適
合
で
き
る
、
ま
た
は
む
し
ろ
矯
正
的
な
処
遇
に
委
ね
る
こ
と
が
良
い
場
合
も
あ
り
、
他
方
で
医
療
措
置
（
措
置
入
院
）
へ
の
流

れ
を
審
判
不
開
始
や
不
処
分
決
定
に
よ
っ
て
柔
軟
に
と
り
得
る
と
す
る
、
現
況
の
実
態
評
価
を
踏
ま
え
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ

う
。

�
　

判
例
の
推
移
と
近
時
の
動
向

　

判
例
の
推
移
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
東
海
林
お
よ
び
多
田
の
先
行
研
究
、
岩
井
の
判
例
動
向
に
つ
い
て
の
分
類
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で

は
補
充
的
に
見
て
お
く�
。

　

実
務
に
お
い
て
は
不
要
説
（
旧
少
年
法
〜
一
九
六
一
年
頃
。
第
一
期
）
か
ら
必
要
説
（
一
九
六
三
年
〜
一
九
六
八
年
全
国
少
年
係
裁
判

官
会
同
〜
一
九
八
四
年
。
第
二
期
）
へ
、
そ
し
て
両
説
の
並
存
状
況
（
一
九
八
五
年
〜
今
日
。
第
三
期
）
と
変
遷
し
て
い
る
こ
と
は
既
述

（　

）
２１

（　

）
２２



し
た
。
こ
こ
で
は
各
期
の
そ
の
代
表
事
例
を
中
心
に
見
て
お
く
。

　

第
一
期
の
不
要
説
の
判
例
と
し
て
は
、
盛
岡
家
裁
決
定
一
九
五
九
（
昭
和
三
四
）・
五
・
一
九
が
あ
り
、
是
非
弁
別
の
で
き
な
い
行
為

に
出
た
精
神
病
質
的
人
格
者
で
、
罪
質
が
父
殺
害
と
重
大
で
あ
り
、
治
療
・
教
導
に
よ
る
保
護
の
た
め
、
医
療
少
年
院
送
致
の
決
定
と
な

っ
た
事
案
が
あ
る�
。

　

第
二
期
の
最
初
の
必
要
説
判
例
と
し
て
は
、
津
家
裁
決
定
一
九
六
三
（
昭
和
三
八
）・
五
・
三
一
が
あ
り
、
精
神
分
裂
病
の
心
神
喪
失

下
で
の
尊
属
（
祖
母
）
殺
人
で
高
二
少
年
に
不
処
分
決
定
と
な
っ
た
事
案
が
あ
る�
。

　

第
二
期
に
あ
っ
て
も
、
不
要
説
判
例
は
散
見
さ
れ
、
松
江
家
裁
決
定
一
九
六
四
（
昭
和
三
九
）
四
・
二
一
は
、
間
脳
性
て
ん
か
ん
病
で

実
父
を
殺
害
し
た
一
七
歳
少
年
を
不
処
分
と
し
、
事
後
、
措
置
入
院
の
手
続
き
が
と
ら
れ
た
。
決
定
理
由
に
お
い
て
「
心
神
喪
失
者
の
行

為
で
あ
る
が
、
保
護
処
分
は
刑
罰
と
異
り
、
非
行
に
対
す
る
制
裁
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
少
年
法
第
三
条
第
一
項
第
一
号
の
「
罪
を

犯
し
た
少
年
」
に
該
当
す
る
も
の
と
解
す
る
」
と
不
要
説
を
示
し
た�
。
他
方
、
や
が
て
主
流
と
な
る
必
要
説
判
例
の
、
新
潟
家
裁
長
岡
支

部
決
定
一
九
六
四
（
昭
和
三
八
）・
八
・
六
は
、
精
神
分
裂
病
で
尊
属
殺
人
・
自
宅
放
火
・
死
体
損
壊
の
少
年
を
不
処
分
と
し
た
。
決
定

理
由
に
お
い
て
「
本
件
行
為
は
心
神
喪
失
中
の
行
為
と
し
て
罪
と
な
ら
な
い
。
従
っ
て
こ
の
事
件
を
検
察
官
に
送
致
し
、
あ
る
い
は
少
年

を
保
護
処
分
に
付
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
必
要
説
を
示
し
た�
。

　

こ
の
第
二
期
、
最
後
の
不
要
説
判
例
で
あ
る
岡
山
家
裁
決
定
一
九
七
〇
（
昭
和
四
五
）
九
・
一
二
は
、
接
枝
性
精
神
分
裂
病
で
強
姦
致

傷
・
強
制
わ
い
せ
つ
致
傷
の
少
年
を
心
神
喪
失
に
よ
る
責
任
無
能
力
者
た
る
少
年
で
あ
る
が
保
護
処
分
と
し
て
の
医
療
少
年
院
送
致
と
し

た�
。
こ
れ
は
、
抗
告
審
で
の
決
定
で
心
神
耗
弱
と
し
必
要
説
に
た
っ
て
医
療
少
年
院
送
致
決
定
に
法
令
の
違
反
は
な
い
と
さ
れ
た�
。
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五
九
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第
三
期
は
、
一
九
八
五
年
の
東
京
家
裁
決
定
に
見
ら
れ
る
必
要
説
の
再
登
場
か
ら
始
ま
る
。
同
決
定
一
九
八
五
（
昭
和
六
〇
）
一
・
一

一
は
、
精
神
分
裂
病
ま
た
は
同
病
同
様
の
精
神
状
態
で
是
非
善
悪
の
弁
別
能
力
を
欠
い
て
祖
父
を
殺
害
し
た
少
年
を
非
行
時
に
刑
事
責
任

能
力
は
存
在
し
た
と
認
め
ら
れ
な
い
と
し
た
が
、
不
要
説
に
立
ち
医
療
少
年
院
送
致
の
保
護
処
分
に
し
た�
。
な
お
、
本
決
定
は
、
不
要
説

に
立
つ
多
田
周
弘
裁
判
官
の
担
当
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

最
近
の
判
例
の
動
向
を
み
る
と
、
大
半
が
必
要
説
に
立
つ
て
お
り
、
そ
れ
ら
に
は
①
岡
山
家
裁
決
定
一
九
九
五
（
平
成
七
）
三
・
二
七

は
、
解
体
型
の
精
神
分
裂
病
で
犯
行
時
心
神
喪
失
の
状
態
に
あ
っ
た
一
九
歳
少
年
の
殺
人
事
件
に
つ
き
精
神
医
学
的
な
医
療
措
置
が
相
当

で
保
護
処
分
対
象
と
し
て
の
適
格
性
を
欠
く
と
し
不
処
分
決
定
と
し
、
少
年
鑑
別
所
長
か
ら
知
事
へ
の
精
神
保
健
法
二
六
条
所
定
の
通
報

に
よ
り
措
置
入
院
（
二
九
条
）
と
な
っ
た
事
案�
、
②
静
岡
家
裁
決
定
一
九
九
五
（
平
成
七
）
一
二
・
一
五
は
、
精
神
分
裂
病
で
犯
行
当
時

心
神
喪
失
状
態
に
あ
っ
た
一
九
歳
少
年
の
殺
人
事
件
に
つ
き
少
年
法
三
条
一
項
一
号
所
定
の
犯
罪
少
年
に
は
責
任
能
力
が
必
要
と
し
責
任

能
力
が
な
か
っ
た
の
で
不
処
分
と
し
、
本
決
定
後
知
事
に
よ
っ
て
措
置
入
院
が
と
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
事
案�
、
③
千
葉
家
裁
松
戸
支
部

決
定
一
九
九
六
（
平
成
八
）
八
・
五
は
、
心
神
喪
失
に
よ
る
責
任
無
能
力
で
の
殺
人
未
遂
事
件
に
つ
き
「
罪
を
犯
し
た
少
年
」
と
い
え
ず

審
判
不
開
始
と
し
、
本
決
定
後
検
察
官
通
報
に
よ
っ
て
措
置
入
院
と
な
っ
た
事
案�
、
④
大
阪
家
裁
決
定
一
九
九
八
（
平
成
一
〇
）
一
二
・

一
四
は
、
犯
行
当
時
、
非
定
型
精
神
病
の
一
五
歳
少
年
に
よ
る
殺
人
事
件
に
つ
き
心
神
喪
失
状
態
に
あ
り
少
年
の
行
為
は
心
神
喪
失
者
の

行
為
と
し
て
非
行
と
な
ら
な
い
と
し
て
不
処
分
と
し
た
事
案�
、
⑤
金
沢
家
裁
決
定
二
〇
〇
〇
（
平
成
一
二
）
一
〇
・
一
八
は
、
犯
行
当

時
、
躁
う
つ
病
に
よ
る
精
神
障
害
に
よ
る
一
九
歳
少
年
の
業
務
上
過
失
傷
害
お
よ
び
傷
害
事
件
に
つ
き
、
行
為
の
是
非
弁
別
・
制
御
能
力

に
欠
け
て
い
た
の
で
犯
罪
と
な
ら
ず
非
行
が
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
と
し
て
不
処
分
と
し
た
事
案
が
あ
る�
。
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こ
れ
に
対
し
、
少
数
な
が
ら
不
要
説
に
立
つ
も
の
と
し
て
、
大
阪
家
裁
決
定
一
九
九
五
（
平
成
七
）
二
・
一
〇
は
、
心
神
喪
失
者
の
殺

人
事
件
に
お
い
て
も
保
護
処
分
の
効
用
が
認
め
ら
れ
、
か
つ
他
に
適
切
な
保
護
手
段
が
期
待
で
き
な
い
場
合
に
は
医
療
少
年
院
送
致
な
ど

の
処
分
が
選
択
で
き
る
と
し
た
う
え
で
、
本
件
で
は
保
護
に
適
さ
ず
審
判
を
行
う
こ
と
の
教
育
効
果
も
期
待
で
き
な
い
と
し
て
、
さ
き
に

し
た
審
判
開
始
決
定
を
取
り
消
し
て
審
判
不
開
始
に
し
た
事
案
が
あ
る�
。

　

以
上
、
今
日
に
至
る
第
三
期
は
、
実
務
が
両
説
の
並
存
状
況
の
不
統
一
の
状
況
で
推
移
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

�
　

触
法
、
虞
犯
少
年

　

触
法
（
少
年
）
に
つ
い
て
は
、
刑
法
四
一
条
の
刑
事
責
任
年
齢
の
規
定
を
受
け
て
、
少
年
法
三
条
一
項
二
号
が
「
一
四
歳
に
満
た
な
い

で
刑
罰
法
令
に
触
れ
る
行
為
を
し
た
少
年
」
と
規
定
し
て
い
る
の
で
、
責
任
能
力
の
な
い
少
年
を
審
判
の
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら

か
と
な
る
（
不
要
説�
）。
こ
れ
に
対
し
て
、
必
要
説
の
論
者
か
ら
は
、
触
法
（
少
年
）
に
も
「
実
質
的
な
責
任
能
力
、
す
な
わ
ち
行
為
の

責
任
を
弁
別
す
る
に
足
り
る
能
力
は
具
え
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い�
」
こ
と
に
な
り
、
犯
罪
少
年
と
異
な
ら
な
い
。
少
年
に
重
大
な
精
神

に
障
害
が
あ
る
場
合
、
都
道
府
県
知
事
・
児
童
相
談
所
長
か
ら
家
庭
裁
判
所
へ
送
致
が
な
さ
れ
な
い
の
が
一
般
的
だ
と
し
て
も
、
同
送
致

が
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
少
年
の
非
行
性
と
精
神
的
身
体
的
な
未
発
達
、
未
成
熟
が
あ
れ
ば
、
要
保
護
性
を
審
判
の
対
象
と

し
て
判
断
し
、
少
年
法
に
定
め
ら
れ
た
保
護
手
段
で
も
っ
て
処
遇
す
る
こ
と
（
児
童
自
立
支
援
施
設
送
致
等
）
も
選
択
肢
に
含
ま
せ
る
べ

き
で
あ
ろ
う�
。

　

虞
犯
事
由
（
虞
犯
行
為
）
に
は
、
責
任
能
力
を
必
要
と
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
不
要
説
か
ら
は
必
要
と
し
な
い
。
他
方
、
犯
罪
少
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年
で
の
必
要
説
か
ら
は
、
虞
犯
少
年
に
つ
い
て
も
実
質
的
な
責
任
能
力
必
要
説
を
と
る
も
の
（
松
田
）
と
不
要
説
を
と
る
も
の
（
船
山
）

に
分
か
れ
る�
。
判
例
は
、
神
戸
家
裁
決
定
一
九
八
一
（
昭
和
五
六
）
一
〇
・
一
五
に
お
い
て
、
虞
犯
行
為
そ
の
も
の
は
責
任
能
力
の
要
件

を
必
要
と
し
な
い
が
、
将
来
予
想
さ
れ
る
「
罪
」（
虞
犯
性
）
は
当
然
有
責
性
も
備
え
た
犯
罪
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
必
要
説
を
と

る�
。�

　

若
干
の
検
討

少
年
審
判
に
お
け
る
保
護
処
分
に
付
す
る
に
あ
た
っ
て
、
対
象
少
年
の
刑
事
責
任
能
力
を
要
件
と
す
る
か
を
巡
っ
て
、
必
要
説
と
不
要
説

が
対
立
し
て
い
る
。
そ
の
対
立
の
争
点
は
、
既
述
し
た
よ
う
に
①
少
年
法
三
条
、
と
り
わ
け
一
項
一
号
の
条
文
理
解
、
②
保
護
処
分
の
性

質
、
③
少
年
審
判
の
対
象
、
④
責
任
無
能
力
の
「
犯
罪
」
少
年
等
の
適
切
な
処
遇
、
⑤
現
行
制
度
（
医
療
少
年
院
、
措
置
入
院
制
度
）
の

現
況
評
価
を
交
え
た
認
識
、
評
価
を
巡
っ
て
で
あ
っ
た
。

　

①　

少
年
法
規
定
の
解
釈
論　
　

少
年
法
三
条
、
と
り
わ
け
一
項
一
号
の
条
文
理
解
に
つ
い
て
は
、
旧
少
年
法
が
保
護
処
分
に
付
す
こ

と
の
で
き
る
対
象
少
年
を
刑
事
責
任
能
力
が
あ
る
こ
と
を
要
件
と
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
こ
の
旧
法
改
正
の
経
過
に
お
い
て
も
旧
法
を

変
更
し
対
象
少
年
に
刑
事
責
任
能
力
を
必
要
と
す
る
変
更
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
条
文
文
言
の
「
罪
を

犯
し
た
少
年
」
は
積
極
的
に
刑
事
責
任
能
力
を
要
件
と
す
る
旨
を
明
示
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
た
だ
文
言
上
、
こ
の
「
罪
」
に
は

刑
事
責
任
能
力
を
要
件
と
す
る
必
要
説
の
余
地
を
残
す
表
記
で
あ
っ
た
と
理
解
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
ろ
う�
。

　

②　

保
護
処
分
の
性
質　
　

保
護
処
分
の
本
質
は
少
年
の
要
保
護
性
に
対
応
し
た
処
分
で
あ
り
、
少
年
の
健
全
育
成
を
最
終
目
的
と
し

（　

）
３９

（　

）
４０

（　

）
４１



性
格
の
矯
正
と
環
境
の
調
整
の
具
体
的
措
置
を
講
じ
て
、
非
行
性
を
取
り
除
き
犯
罪
的
危
険
性
を
除
去
す
る
も
の
で
あ
る
。
保
護
処
分
は

刑
事
法
上
保
安
処
分
の
一
種
と
類
別
さ
れ
る
が
、
教
育
・
福
祉
的
な
内
容
と
性
質
も
も
つ
も
の
で
あ
り
、
保
安
処
分
の
「
保
安
」
に
主
要

な
重
点
を
お
い
た
保
安
処
分
と
は
異
な
り
、
む
し
ろ
「
行
為
者
を
保
護
す
る
た
め
の
処
分�
」
の
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
保
護
処
分
を
刑
罰
類
似
の
も
の
と
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
保
護
処
分
が
も
つ
人
身
の
自
由
に
対
す
る
重
大
な
不
利
益
処
分
と
し

て
の
特
性
を
も
つ
こ
と
の
み
を
も
っ
て
、
刑
罰
類
似
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
特
性
は
多
様
性
の
あ
る
保
安
処
分
に
も

共
通
す
る
特
性
で
あ
る
。

　

保
護
処
分
は
そ
の
性
質
を
「
純
然
た
る
福
祉
的
措
置�
」
と
言
え
な
い
ま
で
も
、
そ
こ
ま
で
に
高
め
る
こ
と
は
今
後
な
お
必
要
な
課
題
で

あ
る
。
必
要
説
が
、
と
り
わ
け
犯
罪
少
年
の
場
合
、
責
任
能
力
の
必
要
性
を
説
く
背
景
に
は
、
保
護
処
分
が
刑
罰
に
類
似
し
た
制
度
と
い

う
側
面
が
濃
厚
で
あ
る
と
す
る
こ
と
、
伝
統
的
な
保
安
処
分
化
す
る
こ
と
へ
の
懸
念
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
妥
当
で
は
な
い
。

　

③　

少
年
審
判
の
対
象　
　

審
判
の
対
象
（
実
体
要
件
）
は
非
行
事
実
と
要
保
護
性
の
両
者
で
あ
り
、
保
護
処
分
を
そ
の
法
律
効
果
と

捉
え
る
の
が
通
説
で
あ
る�
。
審
判
は
非
行
事
実
の
認
定
と
少
年
の
要
保
護
性
の
判
断
に
あ
る
が
、
上
記
か
ら
も
少
年
の
審
判
に
お
い
て
福

祉
的
な
機
能
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
審
判
の
対
象
は
非
行
事
実
の
重
視
で
は
で
は
な
く
、
少
年
の
人
格
を
重
視
す
る
べ
き
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
そ
の
判
断
に
は
責
任
能
力
の
存
在
は
不
可
欠
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

④　

責
任
無
能
力
の
「
犯
罪
」
少
年
等
へ
の
適
切
な
処
遇　
　

全
件
送
致
主
義
の
原
則
（
少
年
法
四
二
条
）
か
ら
家
庭
裁
判
所
に
送
致

さ
れ
た
事
件
は
、
精
神
に
障
害
を
も
っ
た
少
年
の
ケ
ー
ス
に
よ
っ
て
は
審
判
で
の
決
定
時
ま
で
に
、
少
年
の
責
任
能
力
・
精
神
状
態
に
応

じ
て
ダ
イ
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
を
行
い
精
神
保
健
福
祉
法
二
六
条
の
少
年
鑑
別
所
長
に
よ
る
知
事
通
報
が
な
さ
れ
措
置
入
院
（
同
法
二
九
条
）

（　

）
４２

（　

）
４３

（　

）
４４

五
九
九

少
年
審
判
に
お
け
る
責
任
能
力�

同
志
社
法
学　

五
六
巻
六
号

　
（
二
○
八
七
）



六
○
○

少
年
審
判
に
お
け
る
責
任
能
力�

同
志
社
法
学　

五
六
巻
六
号

　
（
二
○
八
八
）

が
と
ら
れ
う
る
こ
と
、
し
か
も
こ
の
措
置
も
審
判
期
日
ま
で
に
少
年
鑑
別
所
へ
の
観
護
措
置
決
定
、
調
査
命
令
、
審
判
開
始
決
定
、
試
験

観
察
決
定
と
並
行
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る�
。
不
処
分
の
み
な
ら
ず
、
保
護
処
分
決
定
の
場
合
に
も
、
不
要
説
か
ら
は
、
少
年
に
対
応
し

医
療
少
年
院
お
よ
び
他
の
少
年
院
へ
の
送
致
、
保
護
観
察
、
児
童
自
立
支
援
施
設
へ
の
送
致
な
ど
、
多
様
な
処
遇
の
選
択
肢
が
開
か
れ
る

し
、
ま
た
実
務
に
お
い
て
開
か
れ
て
き
た�
。

　

⑤
現
行
制
度
（
医
療
少
年
院
、
措
置
入
院
制
度
）
の
現
況
評
価
を
交
え
た
認
識
、
評
価　
　

少
年
院
は
法
務
省
管
轄
の
矯
正
教
育
施
設

（
少
年
院
法
一
条
）
で
あ
る
が
、
医
療
少
年
院
を
含
み
、
生
活
訓
練
・
特
殊
教
育
・
医
療
措
置
他
の
課
程
で
構
成
さ
れ
、
処
遇
の
個
別
化

と
分
類
処
遇
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
現
状
は
精
神
障
害
者
の
処
遇
環
境
と
し
て
最
善
の
も
の
で
は
な
い
と
し
て
も
、
一
層
の
改
善
、

充
実
と
に
よ
っ
て
、
ダ
イ
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
に
よ
る
精
神
病
院
に
お
け
る
処
遇
に
は
現
状
で
は
馴
染
ま
な
い
少
年
を
も
受
け
入
れ
る
こ
と
を

可
能
に
し
て
い
る
。
思
春
期
青
少
年
の
精
神
医
療
を
専
門
と
す
る
精
神
病
院
が
設
置
さ
れ
、
一
定
保
護
的
な
措
置
を
院
内
で
と
る
こ
と
が

で
き
る
と
し
て
も
、
な
お
精
神
病
院
で
の
処
遇
よ
り
も
医
療
少
年
院
で
の
処
遇
が
適
切
な
場
合
も
あ
る
こ
と
は
否
定
す
べ
き
で
な
い�
。
多

様
で
、
な
だ
ら
か
な
段
階
的
な
処
遇
制
度
は
少
年
の
充
実
し
た
個
別
処
遇
に
は
適
合
す
る
。
医
療
少
年
院
の
管
轄
省
庁
、
矯
正
処
遇
の
現

状
が
妥
当
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
例
外
的
な
ケ
ー
ス
に
対
す
る
教
育
・
福
祉
・
医
療
的
を
優
先
し
た
保
護
処
分
に
期
待
さ
れ
る
現
代
的

要
請
に
応
え
る
処
遇
選
択
肢
は
依
然
と
し
て
必
要
で
あ
る
。

三　

お
わ
り
に

　

心
神
喪
失
者
医
療
観
察
法
（
二
〇
〇
三
年
）
の
成
立
に
よ
っ
て
、
同
法
が
限
定
さ
れ
た
対
象
者
に
対
す
る
も
の
と
は
い
え
、
精
神
医
療

（　

）
４５

（　

）
４６

（　

）
４７



が
「
司
法
精
神
医
学
」
の
台
頭
の
も
と
に
、
新
し
い
段
階
を
迎
え
て
い
る
。
同
法
と
少
年
法
に
よ
る
処
遇
の
交
錯
と
そ
の
問
題
点
を
、
同

法
の
施
行
に
あ
た
っ
て
、
な
お
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
不
要
説
の
立
場
か
ら
今
後
、
検
討
を
深
め
た
い
。

　

＊
科
学
主
義
の
限
界
、
個
人
主
義
と
共
生
を
説
か
れ
て
こ
ら
れ
た
大
谷
實
先
生
の
近
く
で
、
学
部
の
専
門
演
習
以
来
今
日
ま
で
学
び
、

ご
教
示
、
ご
指
導
い
た
だ
い
た
こ
と
に
感
謝
申
し
あ
げ
る
。
研
究
ノ
ー
ト
的
な
拙
稿
で
あ
り
、
忸
怩
た
る
思
い
が
あ
る
が
、
な
お
研
究
を

深
め
る
こ
と
を
お
誓
い
し
、
先
生
の
古
稀
祝
賀
に
あ
た
り
寄
稿
す
る
。

（
１
）　

旧
大
正
少
年
法
で
は
、「
刑
罰
法
令
ニ
触
ル
ル
行
為
ヲ
為
シ
又
ハ
為
ス
虞
ア
ル
少
年
」（
四
条
一
項
）
を
少
年
法
の
対
象
者
を
し
て
い
た
の
で
責
任
要
件

は
問
題
と
な
ら
な
か
っ
た
。

（
２
）　

時
期
区
分
に
つ
い
て
は
、
多
田
裁
判
官
の
先
行
す
る
判
例
研
究
に
よ
る
分
析
に
負
う
。
多
田
周
弘
「
非
行
と
責
任
能
力
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
、
九
九
六
号

（
一
九
九
九
年
）
三
二
四
頁
以
下
。

（
３
）　

多
田
、
同
論
文
、
三
二
五
頁
。

（
４
）　

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
少
年
審
判
と
デ
ユ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
の
展
開
に
つ
き
、
事
実
認
定
過
程
に
人
権
保
障
を
要
求
し
た
も
の
と
す
る
。
田
宮
裕
「
青
少
年
の

処
遇
（
一
）」
刑
事
政
策
講
座
三
巻
（
一
九
七
二
年
）
二
六
九
頁
。
他
に
、
松
尾
浩
也
「
少
年
裁
判
と
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
三
七
八
号
（
一

九
六
七
年
）
一
〇
八
頁
、
ゴ
ー
ル
ト
事
件
の
翻
訳
（
松
尾
＝
菊
地
訳
）
と
し
て
家
庭
裁
判
月
報
二
〇
巻
五
号
（
一
九
六
八
年
）。

（
５
）　

田
宮
裕
・
廣
瀬
健
二
編
・
注
釈
少
年
法
【
改
訂
版
】（
二
〇
〇
一
年
）
五
五
頁
。

（
６
）　

田
宮
・
前
掲
注
（
４
）
論
文
、
二
七
二
頁
。
同
旨
と
し
て
、
柏
木
千
秋
・
改
訂
新
少
年
法
概
説
（
一
九
五
一
年
）
四
〇
頁
。

（
７
）　

平
場
安
治
・
少
年
法
〔
新
版
〕（
一
九
八
七
年
）
一
〇
一
頁
。

（
８
）　

東
海
林
保
「
少
年
保
護
事
件
に
お
け
る
責
任
能
力
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
家
庭
裁
判
月
報
四
八
巻
五
号
（
一
九
九
六
年
）
一
二
〜
一
五
頁
。

六
○
一

少
年
審
判
に
お
け
る
責
任
能
力�

同
志
社
法
学　

五
六
巻
六
号

　
（
二
○
八
九
）



六
○
二

少
年
審
判
に
お
け
る
責
任
能
力�

同
志
社
法
学　

五
六
巻
六
号

　
（
二
○
九
○
）

（
９
）　

船
山
泰
範
「
犯
罪
少
年
と
責
任
要
件
」
別
冊
判
例
タ
イ
ム
ズ
六
号
（
一
九
七
九
年
）
八
一
頁
。
な
お
、
必
要
説
を
保
護
処
分
の
性
質
か
ら
説
く
。
同
（
担

当
部
分
）・
少
年
法
（
田
宮
裕
編
、
一
九
八
六
年
）
四
一
頁
。

（　

）　

松
田
昇
「
少
年
法
第
三
条
第
一
項
第
一
号
の
「
犯
罪
少
年
」
及
び
同
条
第
一
項
第
三
号
の
「
ぐ
犯
少
年
」
と
責
任
能
力
の
関
係
」
警
察
学
論
集
三
五
巻

１０
三
号
（
一
九
八
二
年
）
一
五
六
〜
一
五
七
頁
。
な
お
、
触
法
少
年
お
よ
び
虞
犯
少
年
に
お
い
て
も
「
実
質
的
な
意
味
で
の
責
任
能
力
す
な
わ
ち
触
法
又
は

ぐ
犯
に
対
す
る
行
為
の
責
任
を
弁
別
す
る
に
足
る
能
力
（
略
）
は
必
要
不
可
欠
な
基
本
要
件
」
と
す
る
。
同
一
五
八
頁
。

（　

）　

松
田
、
同
一
五
七
頁
。

１１
（　

）　

最
高
裁
事
務
総
局
家
庭
局
「
昭
和
四
三
年
二
月
開
催
少
年
係
裁
判
官
会
同
協
議
概
要
」
家
裁
月
報
二
〇
巻
一
一
号
（
一
九
六
八
年
）
八
一
頁
。
当
時
の

１２
医
療
少
年
院
で
は
、
精
神
障
害
者
の
処
遇
に
は
困
難
な
面
が
あ
り
、
ま
た
精
神
衛
生
法
の
措
置
に
す
べ
て
委
ね
る
の
が
適
当
か
に
は
問
題
が
あ
る
と
し
、
立

法
論
と
し
て
保
護
処
分
の
多
様
化
の
一
環
と
し
て
、
新
し
く
「
精
神
障
害
者
施
設
送
致
処
分
」
の
創
設
案
を
提
示
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、「
少
年
保
護
事

件
に
係
る
補
償
に
関
す
る
法
律
」
と
の
関
り
で
、
最
高
裁
事
務
総
局
は
同
補
償
法
が
不
要
説
に
立
ち
、
そ
の
こ
と
に
合
理
的
理
由
が
あ
る
と
し
て
い
る
。

『
少
年
補
償
事
件
執
務
資
料
』
家
庭
裁
判
所
資
料
一
五
七
号
（
一
九
九
三
年
）
二
九
頁
。

（　

）　

司
法
研
修
所
・
少
年
法
概
説
（
三
訂
版
、
一
九
六
九
年
）
二
三
頁
。

１３
（　

）　

入
江
正
信
「
少
年
保
護
事
件
に
お
け
る
若
干
の
法
律
問
題
」
家
庭
裁
判
月
報
五
巻
七
号
（
一
九
五
三
年
）
三
〇
頁
。「
犯
罪
の
概
念
を
そ
の
ま
ま
非
行
に

１４
当
嵌
め
る
必
要
は
な
い
の
み
な
ら
ず
、
非
行
を
そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
は
か
え
っ
て
不
適
当
で
あ
る
」（
二
八
〜
二
九
頁
）
と
し
、「
審
判
権
取
得
の

一
条
件
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
位
置
に
置
か
れ
て
い
る
非
行
に
、
責
任
の
存
在
を
要
求
す
る
必
要
を
認
め
な
い
。
従
っ
て
、
罪
を
犯
す
と
い
い
刑
罰
法
令
に
触

れ
る
と
い
う
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
構
成
要
件
に
該
当
す
る
違
法
な
行
為
を
指
し
て
い
る
の
で
審
判
権
の
条
件
と
し
て
は
そ
れ
で
足
り
る
。
責
任
能
力
や
責

任
条
件
は
、
非
行
が
実
体
的
判
断
と
し
て
の
要
保
護
性
の
認
定
に
寄
与
す
る
際
考
慮
す
れ
ば
十
分
で
あ
る
し
、
そ
の
方
が
妥
当
で
あ
る
」
同
三
〇
頁
。
ま

た
、
現
行
少
年
法
の
犯
罪
（
少
年
）
の
解
釈
と
し
て
は
有
責
性
を
否
定
し
得
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
非
行
成
立
要
件
か
ら
責
任
の
概
念
を
排
除
す
る
こ
と

を
先
駆
的
に
説
い
た
も
の
に
、
裾
分
一
立
「
要
保
護
性
試
論
」
家
庭
裁
判
月
報
五
巻
四
号
（
一
九
五
三
年
）
二
七
頁
。

（　

）　

団
藤
重
光
＝
森
田
宗
一
・
新
版
少
年
法
（
初
版
、
一
九
六
八
年
。
第
二
版
、
一
九
八
四
年
）
各
四
八
、
四
九
頁
。
も
っ
と
も
、
団
藤
重
光
他
・
少
年
法

１５
（
一
九
五
六
年
）
は
必
要
説
（
森
田
宗
一
）
で
あ
っ
た
。
同
九
一
頁
。



（　

）　

安
部
純
二
「
少
年
法
三
条
一
項
一
号
の
犯
罪
少
年
お
よ
び
同
項
三
号
の
ぐ
犯
少
年
と
責
任
能
力
の
関
係
」
家
庭
裁
判
月
報
三
五
巻
一
号
（
一
九
八
三

１６
年
）
一
七
一
頁
。

（　

）　

沢
登
俊
雄
「
保
護
処
分
と
責
任
の
要
件
」
団
藤
古
稀
祝
賀
論
文
集
三
巻
（
一
九
八
四
年
）
一
五
三
〜
一
五
八
頁
。
要
保
護
性
の
概
念
の
中
に
実
質
的
責

１７
任
の
諸
要
素
は
す
べ
て
吸
収
さ
れ
る
と
す
る
こ
と
が
、
要
保
護
性
の
中
に
実
質
的
責
任
を
必
要
的
に
求
め
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
こ
と
か
ら
、
沢
登
説

を
不
要
説
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
な
お
、
条
文
の
形
式
的
な
理
解
か
ら
は
、
犯
罪
少
年
は
「
罪
を
犯
し
た
少
年
」
で
あ
る
か
ら
、「
そ
の
少
年
の
行
為

に
つ
い
て
犯
罪
が
成
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
行
為
に
は
有
責
性
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
触
法
少
年
や
虞
犯
少
年
は
「
罪
を

犯
し
た
少
年
」
で
は
な
い
か
ら
、
そ
の
行
為
に
つ
い
て
有
責
性
は
必
要
で
な
い
」
と
す
る
。
同
一
五
五
頁
。

（　

）　

岩
井
宜
子
「
犯
罪
少
年
と
責
任
能
力
」
少
年
法
判
例
百
選
（
一
九
九
八
年
）
一
四
頁
。

１８
（　

）　

多
田
周
弘
「
非
行
と
責
任
能
力
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
九
九
六
号
（
一
九
九
九
年
）
三
二
六
頁
以
下
。
同
旨
先
行
論
文
と
し
て
、
同
「
少
年
保
護
事
件
に
お

１９
け
る
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
の
実
現
の
た
め
の
覚
書
（
中
）」
判
例
タ
イ
ム
ズ
六
三
四
号
（
一
九
八
七
年
）
一
五
頁
。

（　

）　

長
井
圓
「
保
護
処
分
の
対
象
少
年
に
お
け
る
行
為
時
責
任
能
力
の
要
否
―
刑
法
の
責
任
年
齢
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
」
児
童
青
年
精
神
医
学
と
そ
の
近

２０
接
領
域
、
四
五
巻
三
号
（
二
〇
〇
四
年
）
四
七
頁
以
下
。

（　

）　

町
野
朔
「
保
護
観
察
と
精
神
医
療
」
猪
瀬
慎
一
郎
他
編
『
少
年
法
の
あ
ら
た
な
展
開
―
理
論
・
手
続
・
処
遇
』（
二
〇
〇
一
年
）
八
五
頁
以
下
。
保
護
処

２１
分
は
社
会
的
非
難
が
可
能
な
者
に
課
せ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
社
会
的
非
難
が
不
可
能
な
者
に
は
保
護
処
分
を
課
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で

「
責
任
主
義
が
」
保
護
処
分
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
余
地
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
に
よ
っ
て
も
、
犯
罪
少
年
に
刑
法
上
の
責
任
能
力
が
必
要
で
あ

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
刑
罰
に
よ
る
責
任
非
難
の
可
能
性
が
な
い
少
年
に
つ
い
て
も
、
社
会
的
非
難
が
可
能
な
場
合
は
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
ま
た
他
方
で
は
、
触
法
少
年
、
虞
犯
少
年
に
も
以
上
の
よ
う
な
保
護
処
分
能
力
が
必
要
で
あ
る
と
同
時
に
、
社
会
的
非
難
の
範
囲
内
で
の
保
護
処
分

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
」。
同
八
八
頁
。

（　

）　

東
海
林
、
多
田
、
岩
井
の
前
掲
論
文
、
注
（
８
）（　

）（　

）。

２２

１８

１９

（　

）　

家
庭
裁
判
月
報
一
一
巻
七
号
八
六
頁
。

２３
（　

）　

家
庭
裁
判
月
報
一
五
巻
一
一
号
一
五
九
頁
。

２４

六
○
三

少
年
審
判
に
お
け
る
責
任
能
力�

同
志
社
法
学　

五
六
巻
六
号

　
（
二
○
九
一
）



六
○
四

少
年
審
判
に
お
け
る
責
任
能
力�

同
志
社
法
学　

五
六
巻
六
号

　
（
二
○
九
二
）

（　

）　

家
庭
裁
判
月
報
一
六
巻
八
号
一
三
八
頁
。
た
だ
し
、
医
療
少
年
院
へ
の
送
致
お
よ
び
保
護
処
分
の
相
当
性
を
い
ず
れ
も
否
定
し
た
。

２５
（　

）　

家
庭
裁
判
月
報
一
七
巻
三
号
七
九
頁
。

２６
（　

）　

家
庭
裁
判
月
報
二
三
巻
六
号
八
四
頁
。
決
定
理
由
で
、
少
年
法
三
条
一
項
一
号
は
、「
審
判
に
付
す
べ
き
少
年
と
し
て
「
罪
を
犯
し
た
少
年
」
を
挙
げ
て

２７
お
り
、
こ
れ
に
構
成
要
件
に
該
当
す
る
違
法
な
行
為
を
し
た
が
行
為
当
時
心
神
喪
失
状
態
に
あ
っ
た
も
の
が
含
ま
れ
る
か
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
る
と
こ

ろ
で
あ
る
が
、
当
裁
判
所
は
こ
れ
を
肯
定
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
考
え
る
」
と
不
要
説
を
示
し
た
。

（　

）　

広
島
高
裁
岡
山
支
部
決
定
一
九
七
〇
（
昭
和
四
五
）
年
一
一
月
二
日
、
家
庭
裁
判
月
報
二
三
巻
六
号
七
九
頁
。
抗
告
を
棄
却
し
、
不
要
説
に
立
っ
た
原
決

２８
定
の
心
神
喪
失
を
心
神
耗
弱
（
限
定
責
任
能
力
）
と
認
定
し
、
原
決
定
の
少
年
法
規
定
の
解
釈
に
誤
り
が
あ
る
と
し
た
が
、
原
決
定
の
保
護
処
分
は
維
持

し
た
。

（　

）　

家
庭
裁
判
月
報
三
七
巻
六
号
九
六
頁
。
同
決
定
は
、
旧
少
年
法
改
正
経
過
、
保
護
処
分
の
性
質
等
、
詳
細
な
決
定
理
由
か
ら
、
少
年
法
上
の
保
護
処
分

２９
に
付
す
る
に
つ
き
、
対
象
少
年
に
つ
い
て
刑
事
責
任
能
力
を
要
件
と
し
な
い
と
考
え
る
と
し
た
。「
保
護
処
分
は
、
保
安
処
分
の
性
格
を
も
有
す
る
も
の
で
、

そ
の
対
象
者
の
刑
事
責
任
を
問
う
趣
旨
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
要
保
護
性
に
対
応
し
て
非
行
性
を
除
去
し
、
社
会
的
適
応
能
力
を
回
復
充
足
さ
せ
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
、
刑
事
責
任
を
基
礎
と
す
る
刑
罰
と
は
異
る
」
と
す
る
。
同
一
〇
七
頁
。

（　

）　

家
庭
裁
判
月
報
四
七
巻
七
号
一
九
六
頁
。

３０
（　

）　

家
庭
裁
判
月
報
四
八
巻
六
号
八
四
頁
。

３１
（　

）　

家
庭
裁
判
月
報
四
九
巻
八
号
一
一
五
頁
。

３２
（　

）　

家
庭
裁
判
月
報
五
二
巻
一
〇
号
一
〇
二
頁
。

３３
（　

）　

家
庭
裁
判
月
報
五
三
巻
三
号
一
〇
〇
頁
。

３４
（　

）　

家
庭
裁
判
月
報
四
七
巻
七
号
二
〇
六
頁
。

３５
（　

）　

安
部
純
二
、
前
掲
論
文
、
注
（　

）
一
七
一
頁
参
照
。

３６

１６

（　

）　

船
山
泰
範
、
前
掲
論
文
、
注
（
９
）
八
〇
頁
。
同
旨
、
柏
木
千
秋
、
前
掲
論
文
、
注
（
６
）
四
一
頁
。

３７
（　

）　

二
〇
〇
四
年
の
長
崎
佐
世
保
市
で
発
生
し
た
小
六
同
級
生
殺
人
事
件
の
少
年
（
一
一
歳
）
は
こ
の
送
致
ケ
ー
ス
で
あ
る
が
、
軽
度
の
人
格
特
性
が
あ
る

３８



も
の
の
統
合
失
調
症
を
は
じ
め
と
す
る
精
神
病
性
の
障
害
の
存
在
は
否
定
さ
れ
た
。
長
崎
家
裁
佐
世
保
支
部
決
定
（
九
月
一
五
日
）、
毎
日
新
聞
二
〇
〇
四

年
九
月
一
六
日
掲
載
決
定
要
旨
。

（　

）　

松
田
昇
は
「
ぐ
犯
事
由
は
不
良
行
状
で
あ
っ
て
も
と
も
と
犯
罪
で
は
な
い
か
ら
、
そ
の
意
味
で
は
刑
事
責
任
能
力
は
必
要
と
し
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ

３９
ば
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
が
実
質
的
な
意
味
で
の
責
任
能
力
つ
ま
り
ぐ
犯
事
由
に
対
す
る
弁
別
能
力
又
は
そ
れ
に
従
っ
て
行
動
す
る
能
力
ま
で

を
不
要
と
し
た
の
で
あ
れ
ば
問
題
が
残
る
」
と
す
る
。
前
掲
論
文
、
注
（　

）
六
〇
頁
。
船
山
泰
範
は
「
虞
犯
少
年
は
、
あ
く
ま
で
将
来
に
お
け
る
危
険

１０

性
に
着
目
し
て
保
護
処
分
の
対
象
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
む
ろ
ん
、
有
責
性
の
要
件
を
必
要
と
さ
れ
る
い
わ
れ
は
な
い
。」
前
掲
論
文
、
注
（
９
）
八
〇

頁
。
同
旨
、
田
宮
裕
、
前
掲
論
文
、
注
（
４
）
二
七
二
頁
。

（　

）　

家
庭
裁
判
月
報
三
四
巻
七
号
一
〇
一
頁
。
予
想
さ
れ
る
行
為
が
責
任
能
力
を
欠
い
た
も
の
で
あ
る
か
ら
「
罪
」
に
は
該
当
し
な
い
と
し
て
、
結
局
虞
犯

４０
性
の
要
件
を
欠
く
と
し
て
保
護
処
分
に
付
さ
な
か
っ
た
。

（　

）　

同
旨
、
多
田
周
弘
、
家
庭
裁
判
月
報
三
七
巻
六
号
（
一
九
八
五
年
）
一
〇
六
頁
の
殺
人
事
件
の
決
定
理
由
に
お
け
る
法
改
正
経
緯
の
説
明
は
説
得
的
で

４１
あ
る
。
町
野
朔
、
前
掲
論
文
、
注
（　

）
八
七
頁
。

２１

（　

）　

森
下
忠
・
刑
事
政
策
大
綱
Ⅰ
（
一
九
八
五
年
）、
一
一
三
頁
。
森
下
は
、
少
年
の
保
護
処
分
は
、
国
親
の
立
場
か
ら
第
一
次
的
に
少
年
を
保
護
し
、
第
二

４２
次
的
に
社
会
を
保
護
す
る
目
的
を
も
つ
処
分
と
す
る
。
森
下
は
刑
罰
は
刑
事
罰
の
衰
退
（
社
会
内
処
遇
の
進
展
）
の
中
で
保
護
処
分
と
接
近
し
つ
つ
あ
る

と
す
る
も
、
保
護
処
分
は
「
非
行
少
年
に
対
す
る
教
育
処
分
（
な
い
し
再
教
育
処
分
）
と
い
う
性
格
を
も
つ
」
と
す
る
。
同
・
刑
事
政
策
の
論
点
Ⅰ
（
一

九
九
二
年
）
三
一
頁
。

（　

）　

船
山
泰
範
、
前
掲
（
少
年
法
）
論
文
、
注
（
９
）
四
〇
頁
。

４３
（　

）　

澤
登
俊
雄
・
少
年
法
入
門
（
第
二
版
、
二
〇
〇
一
年
）
一
三
七
頁
。

４４
（　

）　

多
田
周
弘
、
前
掲
（
判
タ
掲
載
）
論
文
、
注
（　

）
三
二
七
頁
。

４５

１９

（　

）　

同
旨
、
町
野
朔
、
前
掲
論
文
、
注
（　

）
八
九
頁
。

４６

２１

（　

）　

町
野
、
同
九
一
頁
。

４７

二
〇
〇
四
年
一
一
月

六
○
五

少
年
審
判
に
お
け
る
責
任
能
力�

同
志
社
法
学　

五
六
巻
六
号

　
（
二
○
九
三
）


	少年審判における責任能力
	一　はじめに
	二　少年審判における責任能力
	三　おわりに


