
   

裁
判
を
担
当
す
る
裁
判
所
の
取
組
み
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

中
国
の
最
高
裁
判
所
は
2
0
1
4
年
6
月
、
環
境
と
資
源
に

関
す
る
裁
判
活
動
を
強
化
す
る
と
い
う
「
意
見
」
を
発
布
し

ま
し
た
。
民
事
訴
訟
法
と
環
境
保
護
法
の
改
正
を
受
け
て
、

環
境
民
事
公
益
訴
訟
に
裁
判
所
が
積
極
的
に
取
組
む
べ
き
具

体
的
内
容
が
示
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
裁
判
所
に
環
境
と
資
源

に
関
す
る
専
門
の
法
廷
を
設
け
る
な
ど
、
司
法
体
制
の
改
革
・

整
備
を
進
め
る
こ
と
と
さ
れ
、
最
高
裁
自
身
は
同
月
に
環
境

資
源
法
廷
を
設
立
し
、
地
方
で
も
設
立
が
進
め
ら
れ
て
い
ま

す
。

　

環
境
問
題
で
裁
判
を
行
う
と
き
の
ハ
ー
ド
ル
と
し
て
法
律

の
専
門
知
識
の
ほ
か
、
問
題
の
原
因
・
結
果
の
関
係
や
、
被

害
・
損
失
な
ど
の
評
価
に
つ
い
て
専
門
的
技
術
・
知
識
が
必

要
で
、
そ
の
証
明
の
た
め
の
費
用
負
担
が
大
き
な
解
決
課
題

と
な
っ
て
い
ま
す
。
環
境
民
事
公
益
訴
訟
で
も
、
こ
れ
が
提

訴
の
障
害
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

検
察
の
公
益
訴
訟
実
験
で
は
、
強
権
的
な
事
実
解
明
権
限
は

認
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
行
政
機
関
や
関
係
者
は
検
察
に

協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
検
察
は
、

刑
事
事
件
の
捜
査
・
起
訴
な
ど
の
職
務
を
執
行
し
て
い
る
と

き
に
、
社
会
公
共
利
益
を
害
す
る
環
境
汚
染
を
発
見
し
た
場

合
に
、
民
事
公
益
訴
訟
を
提
起
で
き
ま
す
。
行
政
公
益
訴
訟

が
提
起
で
き
る
の
は
、
生
態
環
境
と
資
源
保
護
で
行
政
が
職

権
の
違
法
行
使
な
ど
を
し
て
い
る
こ
と
を
発
見
し
た
場
合
で

す
。
し
た
が
っ
て
刑
事
事
件
の
捜
査
で
検
察
が
事
件
解
明
の

作
業
を
進
め
て
い
る
こ
と
は
、
裁
判
で
の
証
明
作
業
に
は
プ

ラ
ス
と
な
り
、
先
に
挙
げ
た
裁
判
の
ハ
ー
ド
ル
を
下
げ
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

社
会
公
共
利
益
の
実
現
が
目
的
で
す
か
ら
、
検
察
に
よ
る

環
境
公
益
訴
訟
は
合
理
的
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
裁
判
の
ハ
ー

ド
ル
と
の
関
係
で
、
提
訴
主
体
が
権
力
機
関
で
あ
る
こ
と
は

手
段
合
理
性
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
た
だ
中
国
で
は
検

察
が
裁
判
の
再
審
請
求
権
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
裁
判
で
の

環
境
公
共
利
益
に
関
す
る
判
断
が
、
実
質
的
に
検
察
の
取
組

み
に
依
存
す
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
検
察

と
裁
判
所
が
公
益
訴
訟
と
い
う
負
担
（
人
的
・
時
間
的
負
担
）

が
加
わ
る
こ
と
で
、
環
境
汚
染
や
環
境
破
壊
で
深
刻
な
被
害

を
受
け
て
い
る
個
人
・
集
団
・
法
人
な
ど
の
裁
判
に
よ
る
救

済
が
、
ス
ム
ー
ズ
に
進
行
し
な
い
と
い
う
影
響
が
出
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
同
一
原
因
に
よ
る
環
境
問
題
で
公
共
利
益
と

私
的
利
益
の
区
分
は
ど
う
行
わ
れ
、
そ
し
て
原
因
者
の
負
担

能
力
と
の
関
係
か
ら
は
、
ど
の
利
益
の
救
済
が
優
先
さ
れ
る

の
か
。
来
年
6
月
末
、
ど
う
い
う
実
験
成
果
が
出
る
の
か
、

注
目
し
た
い
で
す
。

　

こ
こ
数
年
の
間
に
、
王
燦
発
先
生
が
来
日
さ
れ
る
予
定
が
急
遽
、

中
止
に
な
っ
た
こ
と
が
少
な
く
と
も
２
回
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
だ

け
に
８
月
に
王
先
生
の
来
日
と
講
演
が
実
現
し
た
こ
と
は
、
そ
れ

自
体
、
貴
重
な
こ
と
で
し
た
。

　

私
も
１
９
９
８
年
の
初
対
面
以
来
２
０
１
０
年
夏
ま
で
ほ
ぼ
毎

年
お
目
に
か
か
っ
て
い
た
の
が
、
そ
の
後
４
年
間
は
空
白
に
し
て

し
ま
い
ま
し
た
。
２
０
１
４
年
９
月
上
旬
に
訪
問
し
た
と
き
は
、

王
先
生
が
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
の
マ
グ
サ
イ
サ
イ
賞
の
受
賞
式
か
ら
戻

ら
れ
た
直
後
で
し
た
。
こ
の
と
き
王
先
生
は
お
土
産
話
も
そ
こ
そ

こ
に
、
当
時
は
改
正
後
未
施
行
だ
っ
た
環
境
保
護
法
の
環
境
公
益

訴
訟
の
条
文
の
解
釈
に
つ
き
、
パ
ソ
コ
ン
に
届
い
た
ば
か
り
の
最

新
情
報
を
モ
ニ
タ
ー
に
示
し
、
政
府
系
以
外
（
草
の
根
）
の
環
境

Ｎ
Ｇ
Ｏ
も
環
境
公
益
訴
訟
を
起
こ
せ
る
よ
う
に
す
べ
き
、
と
い
う

ご
自
身
の
主
張
が
通
っ
た
こ
と
を
、
一
緒
に
確
認
さ
せ
て
下
さ
り

ま
し
た
。
私
は
直
前
の
時
期
に
、
北
京
・
天
津
の
主
な
環
境
Ｎ
Ｇ

Ｏ
を
訪
問
調
査
し
、
各
団
体
か
ら
連
日
、
高
い
関
心
を
聞
か
さ
れ

て
い
た
の
で
す
。

　

そ
の
１
年
半
後
の
今
年
３
月
に
も
訪
問
し
、
こ
の
と
き
は
既
に

「
自
然
の
友
」
を
は
じ
め
複
数
の
草
の
根
の
環
境
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
前
年
内

に
4
0
余
件
の
環
境
公
益
訴
訟
を
提
起
し
て
い
た
の
で
す
が
、
王

先
生
か
ら
は
、
そ
の
多
く
に
王
先
生
率
い
る
公
害
被
害
者
法
律
援

助
セ
ン
タ
ー
（
英
語
名
：
C
e
n
t
e
r   

f
o
r  

L
e
g
a
l   

A
s
s
i
s
t
a
n
c
e  

t
o 

P
o
l
l
u
t
i
o
n   

V
i
c
t
i
m
s
。
以
下
、Ｃ
Ｌ
Ａ
Ｐ
Ｖ
と
略
）
が
直
接
・
間
接
に

　　

中
国
で
は
、
環
境
問
題
の
法
整
備
は
、
制
度
の
運
用
実
験
を
行
い
、
そ

れ
を
元
に
制
度
改
善
を
進
め
る
方
法
が
採
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
環
境
問
題

の
裁
判
で
も
制
度
実
験
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

2
0
1
2
年
の
民
事
訴
訟
法
改
正
と
2
0
1
4
年
の
環
境
保
護
法
改
正

で
、
環
境
問
題
に
対
す
る
民
事
公
益
訴
訟
が
規
定
さ
れ
ま
し
た
。
一
定
の

条
件
を
満
た
し
た
環
境
N
G
O
は
、
社
会
公
共
利
益
を
害
す
る
環
境
汚
染
・

破
壊
行
為
者
に
対
し
て
、
民
事
公
益
訴
訟
を
提
起
で
き
ま
す
。
民
間
組
織

の
公
益
訴
訟
が
制
度
化
さ
れ
る
一
方
で
、
検
察
が
環
境
公
益
訴
訟
を
行
う

実
験
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

2
0
1
5
年
7
月
に
全
国
人
民
代
表
大
会
常
務
委
員
会
は
、
1
3
の
省
・

自
治
区
・
直
轄
市
で
2
年
間
、検
察
が
環
境
公
益
訴
訟
の
実
験
的
取
組
み（
中

国
語
で
「
試
点
工
作
」）
を
行
う
こ
と
を
認
め
ま
し
た
。
こ
の
実
験
で
は
、

検
察
は
民
事
公
益
訴
訟
に
加
え
て
、
行
政
機
関
を
相
手
と
す
る
環
境
行
政

公
益
訴
訟
も
提
訴
で
き
ま
す
。
民
事
公
益
訴
訟
で
は
、
環
境
問
題
の
原
因

者
（
個
人
、
法
人
、
そ
の
他
の
組
織
）
に
対
し
て
、
侵
害
停
止
・
妨
害
排
除
・

危
険
除
去
・
財
産
返
却
・
原
状
回
復
・
損
失
賠
償
を
請
求
で
き
ま
す
。
行

政
公
益
訴
訟
で
は
、
権
限
の
あ
る
行
政
機
関
の
違
法
な
権
限
行
使
と
権
限

不
行
使
に
対
し
て
、
行
政
の
違
法
行
為
の
取
消
し
・
法
定
職
責
の
履
行
・

行
政
行
為
の
違
法
や
無
効
の
確
認
を
、
検
察
が
公
益
訴
訟
人
と
し
て
裁
判

所
に
請
求
で
き
ま
す
。
2
年
間
の
制
度
実
験
の
後
、
成
果
が
あ
っ
た
実
践

に
つ
い
て
は
立
法
対
応
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

環
境
公
益
訴
訟
の
実
験
と
注
目
点　
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加
わ
っ
て
い
る
と
聞
き
ま
し
た
。Ｃ
Ｌ
Ａ
Ｐ
Ｖ
自
体
は
公
益
訴
訟
を

起
こ
す
資
格
を
持
た
な
い
一
方
、公
益
訴
訟
を
起
こ
す
資
格
は
あ
っ

て
も
能
力
が
な
い
環
境
Ｎ
Ｇ
Ｏ
も
多
数
あ
り
、
そ
う
し
た
団
体
が

起
こ
す
公
益
訴
訟
へ
の
弁
護
士
の
派
遣
、
助
言
、
相
談
対
応
を
し

て
い
る
と
い
う
の
で
す
。
ま
た
、
団
体
内
に
弁
護
士
が
い
る
環
境

Ｎ
Ｇ
Ｏ
も
、
そ
の
弁
護
士
は
Ｃ
Ｌ
Ａ
Ｐ
Ｖ
に
よ
る
研
修
を
受
け
た

こ
と
が
あ
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。
他
の
団
体
を
訪
問
し
て
も
、

Ｃ
Ｌ
Ａ
Ｐ
Ｖ
が
中
国
（
草
の
根
）
環
境
Ｎ
Ｇ
Ｏ
界
の
法
律
顧
問
的

な
存
在
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

講
演
会
の
際
に
出
た
、
中
国
の
環
境
訴
訟
が
具
体
的
に
ど
う
い

う
も
の
か
わ
か
ら
な
い
、
と
い
う
疑
問
は
、
数
年
ぶ
り
に
王
先
生

の
講
演
を
聞
く
立
場
か
ら
も
、
も
っ
と
も
な
も
の
で
し
た
。
王
先

生
と
し
て
は
、
近
編
著
『
中
国
環
境
訴
訟
典
型
案
例
与
評
析
』
を

読
ん
で
欲
し
い
、
と
言
い
た
い
と
こ
ろ
だ
っ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

た
だ
、
同
書
も
含
め
、
す
で
に
2
0
年
近
く
に
及
ん
で
い
る
Ｃ
Ｌ

Ａ
Ｐ
Ｖ
の
活
動
経
験
を
、
法
政
策
の
発
展
や
、
他
の
環
境
訴
訟
の

変
遷
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
位
置
づ
け
る
歴
史
的
な
分
析
は
ま
だ
不

十
分
で
、
今
後
の
課
題
と
い
え
そ
う
で
す
。

　

そ
の
ほ
か
、
環
境
専
門
法
廷
が
熱
心
な
院
長
が
い
る
法
院
に
は

設
置
さ
れ
る
一
方
、
そ
の
人
が
離
任
す
る
と
廃
止
さ
れ
る
な
ど
の

話
に
透
け
て
見
え
る
「
法
治
」
を
め
ぐ
る
「
人
治
」
ぶ
り
も
印
象

的
で
し
た
。
同
じ
こ
と
は
、
一
時
的
に
同
趣
旨
の
団
体
が
で
き
た

こ
と
は
あ
っ
た
も
の
の
、
継
続
的
に
は
類
例
が
な
い
Ｃ
Ｌ
Ａ
Ｐ
Ｖ

と
い
う
存
在
に
も
い
え
ま
す
。
と
は
い
え
、
い
く
ら
課
題
や
問
題

点
が
あ
っ
て
も
、「
環
境
公
益
訴
訟
」
や
「
環
境
専
門
法
廷
」
が
制

度
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
自
体
、
日
本
か
ら
み
れ
ば
中
国
の
方
が
先

進
的
と
も
い
え
る
こ
と
は
、
注
意
を
要
し
ま
す
。

王
燦
発
先
生
と
Ｃ
Ｌ
Ａ
Ｐ
V
の

     

見
聞
録 

２
０
１
４
～
１
６

        　

相
川
　
泰
　
　（
公
立
鳥
取
環
境
大
学
）　

マ
グ
サ
イ
サ
イ
賞
の
賞
状
を

手
に
す
る
王
燦
発
先
生

上
海
の
被
害
者
か
ら

Ｃ
Ｌ
Ａ
Ｐ
Ｖ
に
贈
ら
れ
た

中
国
式
ペ
ナ
ン
ト

 

２
０
１
４
年
マ
グ
サ
イ
サ
イ
賞
の
ポ
ス
タ
ー

　
（
二
）
大
量
の
関
係
規
定
と
基
準
の
制
定
、
及
び
地
方
政

策
の
整
理
が
改
正
環
境
保
護
法
の
実
施
を
促
し
た
。

　
（
三
）
環
境
影
響
評
価
の
厳
格
な
実
施
、
地
方
政
府
に
対

す
る
問
責
制
度
、
環
境
公
益
訴
訟
の
制
度
化
な
ど
が
、
経

済
発
展
ス
タ
イ
ル
の
転
換
を
促
し
た
。

　
（
四
）
改
正
環
境
保
護
法
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
新
た
な

措
置
が
効
果
的
に
実
施
さ
れ
て
い
る
。

　
（
五
）
企
業
の
環
境
意
識
は
向
上
し
て
お
り
、
特
に
大
企

業
は
中
小
企
業
よ
り
も
情
報
公
開
が
進
ん
で
お
り
、
基
準

達
成
率
も
比
較
的
高
い
。

　

ま
た
、
残
さ
れ
た
課
題
に
つ
い
て
も
、
以
下
の
五
点
が

指
摘
さ
れ
ま
し
た
。

　
（
一
）
地
方
政
府
に
よ
る
「
保
護
主
義
」。
未
だ
環
境
法

執
行
上
の
最
大
の
阻
害
要
因
。

　
（
二
）
関
係
法
規
の
制
定
の
遅
れ
。
制
度
実
施
に
影
響
を

与
え
て
い
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
。

　
（
三
）
環
境
行
政
能
力
の
限
界
。

　
（
四
）
政
府
の
各
部
門
間
の
協
調
と
情
報
共
有
の
欠
如
。

　
（
五
）
環
境
情
報
公
開
の
不
徹
底
。

三
　
質
疑
応
答

　

質
問
は
多
数
寄
せ
ら
れ
途
切
れ
る
こ
と
が
な
く
、
内
容

も
関
心
の
高
さ
を
示
す
も
の
ば
か
り
で
し
た
。
例
え
ば
、「
公

益
訴
訟
に
関
す
る
民
訴
法
5
5
条
で
は
、
環
境
問
題
に
つ

い
て
の
み
原
告
範
囲
を
広
げ
る
こ
と
に
成
功
し
た
」
と
い

う
専
門
性
の
高
い
指
摘
も
あ
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、「
日
本
の
環
境
法
と
中
国
の
環
境
法
の
特
徴
の
違

い
は
？
」
と
い
う
質
問
に
対
し
、
王
教
授
は
「
日
本
の
環

境
法
の
発
展
は
公
害
訴
訟
を
通
し
て
整
備
さ
れ
て
来
た
が
、

中
国
で
は
民
事
訴
訟
や
公
衆
の
力
で
は
な
く
、
政
府
が
主

導
し
て
発
展
さ
せ
て
来
た
と
い
う
特
徴
が
あ
る
」
と
答
え
、

「
中
国
で
は
汚
染
の
防
止
と
処
理
に
よ
り
生
態
破
壊
の
減
少

を
目
標
と
す
る
の
に
対
し
、
日
本
で
は
環
境
が
よ
り
良
く

な
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
る
」
と
い
う
違
い
を
指
摘
さ

れ
ま
し
た
。
中
国
の
環
境
政
策
の
特
徴
を
見
事
に
言
い
表

し
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。



　
　
は
じ
め
に

　

今
回
は
第
二
回
日
中
環
境
問  

サ
ロ
ン
（
大
阪
弁
護
士
会

館
、
八
月
五
日
）
の
内
容
を
ご
紹
介
し
ま
す
。
サ
ロ
ン
に
は

北
海
道
や
名
古
屋
な
ど
遠
方
か
ら
来
ら
れ
た
方
も
お
ら
れ
、

会
場
の
椅
子
が
全
て
使
用
さ
れ
る
ほ
ど
の
盛
況
ぶ
り
で
し

た
。

サ
ロ
ン
で
の
報
告
の
た
め
、
一
頁
目
で
相
川
先
生
よ
り
ご
紹

介
の
王
燦
発
・
中
国
政
法
大
学
教
授
に
ご
来
訪
い
た
だ
き
ま

し
た
。

　

以
下
で
は
、
王
教
授
に
よ
る
二
つ
の
ご
報
告
と
質
疑
応
答

に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

一
　
環
境
訴
訟
の
現
状
と
展
望

　

環
境
訴
訟
に
関
す
る
報
告
は
、（
一
）
現
状
、（
二
）
現
状

の
背
景
、（
三
）
今
後
の
展
望
の
三
部
構
成
で
し
た
。

　
（
一
）
現
状

　

王
教
授
が
ま
ず
指
摘
さ
れ
た
の
は
、「
環
境
訴
訟
の
数
が

少
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
中
国
の
環
境
汚
染
の
深
刻
さ

は
中
国
国
内
で
も
す
で
に
広
く
認
識
さ
れ
て
い
る
そ
う
で
、

行
政
か
ら
公
表
さ
れ
て
い
る
「
環
境
紛
争
」
の
数
に
比
較
し

て
、
紛
争
が
裁
判
に
持
ち
込
ま
れ
る
ケ
ー
ス
は
少
な
い
そ
う

で
す
。
ま
た
、
最
高
人
民
法
院
が
公
表
し
て
い
る
環
境
訴
訟

の
内
訳
を
み
る
と
、
そ
の
七
割
が
環
境
刑
事
訴
訟
で
あ
り
、

民
事
と
行
政
は
そ
れ
ぞ
れ
十
七
％
、
十
三
%
を
占
め
る
に
過

ぎ
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
一
般
の
市
民
が
公
害

発
生
源
を
訴
え
る
ケ
ー
ス
は
環
境
訴
訟
全
体
の
二
割
に
満
た

ず
、
更
に
少
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

も
っ
と
も
、
全
体
の
数
は
少
な
い
な
が
ら
、
環
境
訴
訟
は

2
0
1
2
年
以
降
、
増
加
す
る
傾
向
に
あ
る
と
王
教
授
は
指

摘
し
、
こ
の
点
を
強
調
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

　
（
二
）
現
状
の
背
景

　

環
境
訴
訟
が
少
な
い
こ
と
に
関
し
て
、
王
教
授
は
以
下
の

よ
う
な
社
会
的
背
景
を
説
明
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
ず
、
地
方
保
護
主
義
に
よ
る
不
当
な
司
法
へ
の
関
与
で

す
。
あ
る
地
域
で
広
域
汚
染
事
件
が
発
生
し
た
際
、
何
人
か

の
弁
護
士
が
被
害
者
の
支
援
を
し
よ
う
と
し
た
の
で
す
が
、

当
地
の
人
民
法
院
が
訴
状
を
受
理
し
な
い
こ
と
が
あ
っ
た
そ

う
で
す
。

　

次
に
、
環
境
訴
訟
の
コ
ス
ト
が
高
い
と
い
う
要
因
が
関
係

し
て
い
る
よ
う
で
す
。
訴
訟
コ
ス
ト
が
高
く
な
る
原
因
は
、

裁
判
官
が
法
院
鑑
定
に
依
存
す
る
傾
向
が
あ
り
、
そ
の
鑑
定

費
用
が
高
額
で
当
事
者
は
そ
の
負
担
を
理
由
に
訴
訟
を
諦
め

る
ケ
ー
ス
も
あ
る
そ
う
で
す
。
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三
つ
目
は
、証
明
の
困
難
さ
で
す
。
環
境
訴
訟
に
お
い
て
、

損
害
の
大
き
さ
や
加
害
行
為
と
損
害
発
生
と
の
因
果
関
係

を
証
明
す
る
た
め
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
デ
ー
タ
が
必
要
で
す

が
、
当
事
者
が
自
ら
収
集
作
成
し
た
デ
ー
タ
や
、
当
事
者

が
業
者
に
委
託
し
て
得
た
デ
ー
タ
は
、
ほ
と
ん
ど
の
裁
判

で
証
拠
と
し
て
採
用
さ
れ
な
い
そ
う
で
す
。
そ
の
た
め
、

被
害
者
は
環
境
保
護
行
政
の
研
究
機
関
等
に
モ
ニ
タ
リ
ン

グ
を
依
頼
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
す
が
、
地
元
企
業
へ
の

配
慮
か
ら
な
か
な
か
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
し
て
も
ら
え
ず
、

デ
ー
タ
も
公
表
し
て
も
ら
え
な
い
そ
う
で
す
。
こ
の
他
、

地
方
政
府
が
見
舞
金
の
拠
出
、
医
療
費
の
補
助
、
工
場
の

一
時
的
閉
鎖
な
ど
行
政
的
手
段
で
の
解
決
を
図
る
と
、
被

害
者
も
こ
れ
に
従
う
ケ
ー
ス
が
多
い
そ
う
で
す
。

  

一
方
、
二
〇
一
二
年
以
降
に
訴
訟
が
増
加
す
る
傾
向
に
つ

い
て
、
王
教
授
は
ま
ず
政
治
的
な
背
景
、
具
体
的
に
は
中

国
共
産
党
第
十
八
回
全
国
代
表
大
会
に
お
い
て
「
生
態
文

明
建
設
」が
強
調
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、

こ
の
時
期
に
各
地
の
人
民
法
院
で
専
ら
環
境
訴
訟
を
担
当

す
る
環
境
法
廷
が
増
え
た
こ
と
、
二
〇
一
一
年
の
刑
法
改

正
を
受
け
二
〇
一
三
年
に
最
高
人
民
法
院
と
最
高
人
民
検

察
院
が
環
境
破
壊
罪
の
適
用
に
関
す
る
法
律
解
釈
を
定
め

た
こ
と
、
そ
し
て
環
境
N
G
O
や
弁
護
士
の
活
躍
な
ど
に

つ
い
て
も
言
及
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
立
法
面
で
は
、
二
〇
一
二
年
の
民
事
訴
訟
法
の
改

正
後
、
二
〇
一
四
年
の
環
境
保
護
法
は
改
正
後
、
公
害
被

害
に
よ
っ
て
直
接
法
益
を
侵
害
さ
れ
て
い
な
い
環
境
Ｎ
Ｇ

Ｏ
も
公
益
訴
訟
を
提
起
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

王教授を招いての日中環境サロンの様子

（
三
）
今
後
の
展
望

　

今
後
の
環
境
訴
訟
に
つ
い
て
王
教
授
は
、
以
下
の
四
つ
の

展
望
を
示
さ
れ
ま
し
た
。
ま
ず
、
環
境
訴
訟
は
ま
す
ま
す
増

え
て
い
く
だ
ろ
う
、
と
述
べ
て
い
ま
す
。
そ
の
理
由
と
し
て
、

民
事
訴
訟
法
の
改
正
に
よ
っ
て
環
境
訴
訟
案
件
の
受
理
が
比

較
的
容
易
に
な
っ
た
こ
と
、
一
般
の
人
々
の
権
利
意
識
が
高

ま
っ
て
い
る
こ
と
、
環
境
行
政
の
執
行
が
厳
格
に
な
る
こ
と

に
よ
っ
て
企
業
に
よ
る
行
政
訴
訟
が
増
え
る
こ
と
、
司
法
鑑

定
に
関
す
る
制
度
が
整
備
さ
れ
る
こ
と
、
な
ど
が
挙
げ
ら
れ

ま
し
た
。

　

他
方
、
公
害
病
の
被
害
者
に
よ
る
訴
訟
は
「
緩
や
か
に
」

増
加
す
る
と
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
こ
で
「
緩
や
か
に
」
と

い
う
表
現
を
使
っ
た
理
由
は
、
公
害
病
が
発
生
し
て
い
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
官
僚
が
訴
訟
後
の
結
果
を
心
配
す
る
た
め
、

公
害
病
案
件
は
「
迅
速
で
大
量
」
に
は
増
加
し
な
い
と
思
わ

れ
る
か
ら
で
す
。
ス
ラ
イ
ド
に
は
各
地
の
公
害
被
害
に
関
す

る
事
例
の
紹
介
も
あ
り
ま
し
た
。
環
境
訴
訟
全
体
と
し
て
は

増
加
す
る
見
込
み
を
示
し
つ
つ
、
訴
訟
に
よ
る
公
害
被
害
者

の
救
済
に
つ
い
て
は
冷
静
に
現
状
を
分
析
し
て
お
ら
れ
る
点

が
印
象
的
で
し
た
。

　

ま
た
、
環
境
公
益
訴
訟
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
一
歩
発
展

す
る
と
い
う
見
込
み
を
示
さ
れ
ま
し
た
。
改
正
環
境
保
護
法

が
施
行
さ
れ
て
か
ら
一
年
以
内
に
五
十
一
件
の
環
境
公
益
訴

訟
が
提
起
さ
れ
、
今
年
六
月
ま
で
に
す
で
に
九
十
三
件
ま
で

増
加
し
て
い
る
そ
う
で
す
。
そ
し
て
最
後
に
、
地
方
の
法
院

に
環
境
訴
訟
を
専
門
に
担
当
す
る
環
境
法
廷
が
次
々
に
設
立

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
期
待
を
寄
せ
て
い
ま
し
た
。

二
　
改
正
環
境
保
護
法
の
評
価

　

中
国
で
「
史
上
最
も
厳
格
な
環
境
保
護
法
」
と
喧
伝
さ
れ

て
い
る
同
改
正
法
に
つ
い
て
、
王
燦
発
教
授
は
「
実
施
状
況

評
価
グ
ル
ー
プ
」
を
設
立
し
、
そ
の
主
任
と
し
て
各
地
で
の

ヒ
ア
リ
ン
グ
や
デ
ー
タ
分
析
を
実
施
し
、
今
年
七
月
に
は
王

燦
発
主
編
『
新
《
環
境
保
護
法
》
実
施
状
況
評
価
報
告
』
が

中
国
政
法
大
学
出
版
会
よ
り
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。
今
回
の
報

告
は
、
こ
の
よ
う
に
本
格
的
な
状
況
調
査
を
も
と
に
し
た
評

価
で
あ
り
、
予
定
し
た
報
告
時
間
を
若
干
超
過
し
て
し
ま
う

ほ
ど
内
容
豊
富
で
し
た
。

　

報
告
は
、①
評
価
の
背
景
、②
結
論
、③
課
題
、④
提
言
の
四

部
構
成
で
し
た
。
こ
の
う
ち
、
結
論
に
つ
い
て
は
以
下
の
五

つ
が
指
摘
さ
れ
ま
し
た
。

　
（
一
）
広
範
な
宣
伝
と
研
修
に
よ
っ
て
社
会
的
意
識
が
高

め
ら
れ
、
改
正
環
境
保
護
法
を
実
施
す
る
基
礎
を
提
供
し
た
。

　
（
二
）
大
量
の
関
係
規
定
と
基
準
の
制
定
、
及
び
地
方
政

策
の
整
理
が
改
正
環
境
保
護
法
の
実
施
を
促
し
た
。

　
（
三
）
環
境
影
響
評
価
の
厳
格
な
実
施
、
地
方
政
府
に
対

す
る
問
責
制
度
、
環
境
公
益
訴
訟
の
制
度
化
な
ど
が
、
経

済
発
展
ス
タ
イ
ル
の
転
換
を
促
し
た
。

　
（
四
）
改
正
環
境
保
護
法
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
新
た
な

措
置
が
効
果
的
に
実
施
さ
れ
て
い
る
。

　
（
五
）
企
業
の
環
境
意
識
は
向
上
し
て
お
り
、
特
に
大
企

業
は
中
小
企
業
よ
り
も
情
報
公
開
が
進
ん
で
お
り
、
基
準

達
成
率
も
比
較
的
高
い
。

　

ま
た
、
残
さ
れ
た
課
題
に
つ
い
て
も
、
以
下
の
五
点
が

指
摘
さ
れ
ま
し
た
。

　
（
一
）
地
方
政
府
に
よ
る
「
保
護
主
義
」。
未
だ
環
境
法

執
行
上
の
最
大
の
阻
害
要
因
。

　
（
二
）
関
係
法
規
の
制
定
の
遅
れ
。
制
度
実
施
に
影
響
を

与
え
て
い
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
。

　
（
三
）
環
境
行
政
能
力
の
限
界
。

　
（
四
）
政
府
の
各
部
門
間
の
協
調
と
情
報
共
有
の
欠
如
。

　
（
五
）
環
境
情
報
公
開
の
不
徹
底
。

三
　
質
疑
応
答

　

質
問
は
多
数
寄
せ
ら
れ
途
切
れ
る
こ
と
が
な
く
、
内
容

も
関
心
の
高
さ
を
示
す
も
の
ば
か
り
で
し
た
。
例
え
ば
、「
公

益
訴
訟
に
関
す
る
民
訴
法
5
5
条
で
は
、
環
境
問
題
に
つ

い
て
の
み
原
告
範
囲
を
広
げ
る
こ
と
に
成
功
し
た
」
と
い

う
専
門
性
の
高
い
指
摘
も
あ
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、「
日
本
の
環
境
法
と
中
国
の
環
境
法
の
特
徴
の
違

い
は
？
」
と
い
う
質
問
に
対
し
、
王
教
授
は
「
日
本
の
環

境
法
の
発
展
は
公
害
訴
訟
を
通
し
て
整
備
さ
れ
て
来
た
が
、

中
国
で
は
民
事
訴
訟
や
公
衆
の
力
で
は
な
く
、
政
府
が
主

導
し
て
発
展
さ
せ
て
来
た
と
い
う
特
徴
が
あ
る
」
と
答
え
、

「
中
国
で
は
汚
染
の
防
止
と
処
理
に
よ
り
生
態
破
壊
の
減
少

を
目
標
と
す
る
の
に
対
し
、
日
本
で
は
環
境
が
よ
り
良
く

な
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
る
」
と
い
う
違
い
を
指
摘
さ

れ
ま
し
た
。
中
国
の
環
境
政
策
の
特
徴
を
見
事
に
言
い
表

し
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。


