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t
　
少
年
保
護
事
件
と
成
人
刑
事
事
件
と
の
関
連

二
　
福
祉
犯
の
併
合
管
轄

三
　
少
年
保
護
事
件
と
福
祉
犯

四
　
私
見
-
手
続
構
造
に
対
す
る
実
体
法
概
念
か
ら
の
統
制

お
わ
り
に

は

　

じ

　

め

　

に

少
年
非
行
の
特
徴
と
し
て
、
し
ば
し
ば
へ
非
行
の
集
団
性
、
す
な
わ
ち
共
犯
傾
向
の
高
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
実
際
、
一
般
事

件
に
お
け
る
共
犯
の
あ
る
少
年
の
割
合
は
、
こ
こ
一
〇
年
間
の
う
ち
、
平
成
三
年
度
ま
で
概
ね
六
〇
%
を
超
え
て
お
り
へ
平
成
六
年
度
に

お
い
て
も
五
六
・
九
%
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
過
失
犯
を
除
-
(
成
人
)
刑
法
犯
有
罪
人
員
に
占
め
る
共
犯
の
あ
っ
た
者
の
、
同
年
度
二

六
二
%
と
比
較
す
る
と
、
少
年
の
場
合
は
か
な
り
高
い
共
犯
率
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
を
非
行
別
に
見
る
と
、
共
犯
の
割
合
が
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高
い
の
は
'
暴
力
行
為
等
処
罰
'
繭
ス
ル
法
律
違
反
の
九
七
・
三
%
を
筆
頭
に
、
以
下
、
強
盗
七
四
・
三
%
、
傷
害
七
三
・
八
%
、
脅
迫

七
二
・
四
%
へ
・
住
居
侵
入
五
五
二
%
へ
売
春
防
止
法
違
反
五
〇
・
〇
%
へ
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。
成
人
と
の
共
犯
関
係
は
、
共
犯
の
あ

る
も
の
の
う
ち
六
・
八
%
に
す
ぎ
な
い
が
'
非
行
別
に
見
る
と
殺
人
に
お
い
て
七
七
・
八
%
を
占
め
る
な
ど
へ
深
刻
な
結
果
を
招
い
た
事

!
.
.
,

案
に
成
人
の
関
与
が
目
立
っ
て
い
る
。
平
成
七
年
度
で
は
、
少
年
に
お
け
る
共
犯
率
は
、
五
六
・
八
%
と
下
が
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
成
人

e
サ

に
お
け
る
二
六
・
二
%
を
大
き
-
上
回
っ
て
お
り
、
成
人
と
の
共
犯
率
も
六
・
六
%
を
維
持
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
、
少
年
が
関
わ
る
共
犯
事
件
に
つ
い
て
、
管
轄
、
審
判
の
問
題
と
し
て
ど
う
対
応
し
て
い
-
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
少
年
同

士
が
共
犯
関
係
に
あ
る
ば
あ
い
は
'
事
は
比
較
的
簡
単
で
あ
る
.
し
か
し
少
年
と
成
人
が
、
同
音
た
は
同
種
の
客
観
的
犯
罪
者
実
に
関

与
し
て
い
る
よ
う
な
ば
あ
い
は
ど
う
か
.
通
常
、
実
体
法
上
共
犯
と
さ
れ
る
も
の
は
同
1
裁
判
所
に
係
属
す
る
ば
あ
い
は
刑
訴
法
三
三

条
l
項
で
弁
論
の
併
合
が
な
さ
れ
得
、
同
1
裁
判
所
に
係
属
し
て
い
な
い
ば
あ
い
も
、
同
法
九
条
1
項
二
号
で
関
連
事
件
と
な
り
、
同
法

T
こ

五
条
お
よ
び
八
条
で
併
合
審
判
し
得
る
が
、
訴
訟
法
上
は
'
成
人
年
齢
で
〓
胎
の
線
が
ひ
か
れ
て
お
り
、
双
方
が
刑
事
事
件
と
な
ら
な
い
限

り
、
こ
れ
を
境
に
実
体
法
概
念
も
、
ま
た
手
続
法
上
の
便
宜
も
両
領
域
を
結
び
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
-
な
る
。
こ
の
当
然
の
よ
う
な
法
理
を
、

い
つ
い
か
な
る
ば
あ
い
で
も
認
め
る
べ
き
で
あ
る
か
、
そ
L
 
t
て
保
護
事
件
と
刑
事
事
件
と
は
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
異
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
、

と
い
う
点
に
つ
い
て
は
1
考
の
余
地
も
あ
り
そ
う
で
あ
る
.
な
ぜ
な
ら
、
現
在
わ
が
国
を
賑
わ
し
て
い
る
少
年
審
判
に
関
す
る
手
続
二
分
論

も
、
非
行
事
実
認
定
に
つ
い
て
は
へ
刑
事
も
保
護
も
関
係
な
い
で
は
な
い
か
と
い
う
思
考
が
そ
の
底
流
に
あ
る
と
推
察
し
得
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
現
行
少
年
法
は
、
少
年
の
共
犯
者
で
あ
る
成
人
の
刑
事
事
件
を
家
庭
裁
判
所
の
管
轄
と
し
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
,
少
年

は
保
護
処
分
に
付
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
へ
成
人
は
起
訴
猶
予
ま
た
は
刑
の
執
行
猶
予
に
な
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
不
均
衡
が
、
か
ね

(
4
)

て
よ
り
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
へ
と
り
わ
け
実
務
家
の
間
に
'
た
と
え
ば
少
年
を
教
唆
し
て
窃
盗
を
犯
さ
し
め
た
者
や
,
少
年
か
ら
、

盗
品
そ
の
他
財
産
に
対
す
る
罪
に
当
た
る
行
為
に
よ
っ
て
領
得
さ
れ
た
物
を
有
償
で
譲
り
受
け
た
り
し
た
者
に
対
す
る
管
轄
権
を
も
、
家
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5
)

庭
裁
判
所
に
包
含
さ
せ
た
ほ
う
が
よ
い
で
は
な
い
か
と
い
う
声
も
強
い
と
い
う
。
た
し
か
に
、
刑
訴
法
九
条
一
項
二
号
、
二
項
が
共
犯
等

に
つ
き
関
連
事
件
の
概
念
を
認
め
て
い
る
趣
旨
か
ら
す
れ
ば
、
審
判
の
便
宜
上
併
合
管
轄
を
認
め
、
科
刑
の
適
正
、
被
告
人
の
利
益
、
実

体
的
真
実
発
見
、
訴
訟
経
済
に
資
す
る
べ
き
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
'
刑
訴
法
九
条
は
刑
事
事
件
に
関
す
る
規
定
で
あ
り
、
少

i
-
c
)

年
刑
事
事
件
と
の
関
連
で
あ
れ
ば
と
も
か
-
、
-
少
年
保
護
事
件
と
の
関
連
を
認
め
る
こ
と
は
、
解
釈
論
と
し
て
は
か
な
り
困
難
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
こ
の
間
題
に
関
し
て
は
、
も
っ
ぱ
ら
立
法
論
と
し
て
併
合
管
轄
の
必
要
性
が
説
か
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
間
題
に
対
す
る
現
行
法
上
の
解
釈
論
は
、
必
ず
し
も
こ
れ
ま
で
十
分
に
な
さ
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
。
問
題

を
立
法
論
に
放
逐
す
る
こ
と
は
た
や
す
い
が
、
実
り
の
あ
る
立
法
論
を
展
開
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
現
行
法
制
に
対
す
る
可
能
性
と
限
界

を
十
分
に
把
握
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
研
究
ノ
ー
ト
で
は
'
少
年
事
件
と
成
人
事
件
、
ま
た
保
護
事
件
と
刑
事
事
件
に
関

す
る
管
轄
問
題
の
立
法
政
策
論
を
展
開
す
る
準
備
作
業
と
し
て
、
そ
の
両
者
が
交
錯
す
る
場
面
で
あ
る
少
年
と
成
人
の
共
犯
事
件
の
事
物

管
轄
を
と
り
あ
げ
、
デ
ッ
サ
ン
を
描
い
て
み
た
い
。

(
1
)
　
以
上
の
統
計
は
、
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
家
庭
局
「
家
庭
裁
判
所
事
件
の
概
況
(
二
・
完
)
-
少
年
事
件
-
」
『
法
曹
時
報
・
第
四
十
八
巻
第
こ
ち
』

(
法
曹
会
、
平
八
)
　
六
一
、
六
二
貢
に
依
っ
た
。

(
2
)
　
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
編
『
平
成
七
年
司
法
統
計
年
報
(
少
年
編
)
』
(
法
曹
会
へ
平
八
)
よ
り
算
出
。

(
3
)
　
三
万
の
関
連
事
件
に
つ
い
て
は
へ
筑
間
正
春
「
l
事
件
1
裁
判
の
原
則
」
一
〇
五
頁
参
照
(
広
島
法
学
へ
平
三
)

(
4
)
　
森
下
忠
『
刑
事
政
策
大
綱
』
[
新
版
第
二
版
]
三
五
三
貢
(
成
文
堂
、
1
九
九
六
)

(
5
)
　
司
法
研
修
所
『
再
訂
少
年
法
概
説
』
　
l
二
五
頁
(
司
法
研
修
所
へ
昭
四
〇
)

(
6
)
　
少
年
法
四
九
条
二
項
翼
「
少
年
に
対
す
る
被
告
事
件
は
、
他
の
被
告
事
件
と
関
連
す
る
場
合
に
も
'
審
理
に
妨
げ
な
い
限
り
、
そ
の
手
続
を
分
離
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
規
定
す
る
が
、
最
高
裁
(
昭
二
四
・
八
二
八
刑
集
三
・
九
二
四
八
九
)
は
、
「
少
年
と
共
犯
関
係
に
あ
る
事
案
の
審
理
を
分

離
し
て
審
理
す
る
た
め
に
か
え
っ
て
事
案
の
真
相
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
の
お
こ
り
う
る
こ
と
は
想
像
に
難
-
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
か

ら
、
同
条
の
規
定
に
は
『
審
理
に
妨
げ
な
い
限
り
』
と
い
う
制
限
を
設
け
て
い
る
の
で
あ
っ
て
'
少
年
に
対
す
る
被
告
事
件
は
こ
れ
を
絶
対
に
他
の
被
告
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事
件
と
併
合
し
て
審
理
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
」
と
し
て
お
り
、
同
項
が
訓
示
規
定
で
あ
る
こ
と
は
、
7
般
に
承
認
さ
れ
て
い
る
o

1
　
少
年
保
護
事
件
と
成
人
刑
事
事
件
と
の
関
連

少
年
保
護
事
件
と
成
人
刑
事
事
件
の
関
連
問
題
に
入
る
ま
え
に
、
互
い
に
少
年
保
護
事
件
で
あ
る
ば
あ
い
と
、
少
年
と
成
人
が
互
い
に

刑
事
事
件
で
あ
る
ば
あ
い
、
と
を
見
て
お
こ
う
。

ま
ず
、
少
年
保
護
事
件
同
士
は
'
両
者
と
も
家
庭
裁
判
所
の
管
轄
に
属
す
る
た
め
、
事
物
管
轄
に
関
し
て
は
、
刑
事
手
続
の
関
連
事
件

概
念
を
認
め
る
必
要
も
余
地
も
な
い
。
そ
こ
で
共
犯
の
ば
あ
い
、
両
者
を
刑
訴
法
三
一
三
条
一
項
類
似
の
思
考
で
、
併
合
審
判
し
得
る
か

が
問
題
と
な
る
。
従
来
か
ら
家
庭
局
で
は
こ
れ
に
つ
き
、
個
別
処
遇
の
原
則
か
ら
消
極
に
解
す
る
が
、
合
理
的
な
範
囲
で
そ
の
例
外
を
認

(
7
)

め
る
と
い
う
立
場
を
採
っ
て
い
る
。
特
に
、
共
犯
少
年
に
共
通
す
る
証
人
を
調
べ
る
ば
あ
い
に
は
、
審
理
を
併
合
す
る
実
益
も
大
き
い
と

し
、
併
合
審
判
に
よ
り
得
ら
れ
る
利
益
と
、
共
犯
少
年
の
審
判
に
他
の
共
犯
少
年
や
そ
の
関
係
人
を
立
ち
会
わ
せ
る
こ
と
に
よ
る
少
年
の

情
操
や
審
判
の
教
育
的
な
効
果
に
及
ぼ
す
マ
イ
ナ
ス
効
果
、
と
を
比
較
衡
量
し
て
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー
ス
に
よ
っ
て
決
す
べ
き
で
あ
る
と
し

<
=
>
)

て
い
る
。
た
だ
し
、
決
定
書
に
つ
い
て
ま
で
1
本
に
す
る
必
要
は
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
.
最
近
の
裁
判
例
も
、
た
と
え
ば
福
岡
家
裁

久
留
米
支
部
平
成
六
年
三
月
二
三
日
決
定
(
家
月
四
七
巻
一
号
一
五
〇
貢
)
は
併
合
審
判
を
認
め
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
家
庭
局
は
、
「
少

年
審
判
の
密
行
主
義
や
個
別
主
義
の
要
請
か
ら
原
則
と
し
て
許
さ
れ
な
い
が
、
審
理
の
迅
速
、
適
性
、
実
体
的
真
実
発
見
と
い
っ
た
要
請

も
無
視
し
得
ず
、
共
犯
少
年
に
共
通
の
証
人
を
取
り
調
べ
る
場
合
や
、
同
1
家
族
に
属
す
る
少
年
の
要
保
護
性
を
審
理
す
る
場
合
な
ど
、

少
年
の
秘
密
保
持
や
情
操
保
護
、
教
育
的
配
慮
等
の
必
要
性
が
高
-
な
い
と
き
に
は
、
例
外
的
に
は
許
さ
れ
る
と
す
る
見
解
が
一
般
的
と

P邸E

思
わ
れ
、
本
決
定
も
同
様
の
理
解
を
前
提
に
L
で
い
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
」
な
ど
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
議
論
は
正
に
少
年
審
判
の
構
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造
と
い
う
根
本
的
問
題
に
か
か
わ
っ
て
お
り
へ
政
策
論
と
し
て
論
ず
べ
き
点
も
少
な
-
な
い
が
、
現
行
法
上
は
、
例
外
的
に
併
合
を
認
め

て
差
し
支
え
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

次
に
、
少
年
刑
事
事
件
と
成
人
刑
事
事
件
の
共
犯
に
つ
い
て
は
、
両
者
と
も
刑
事
事
件
で
あ
る
か
ら
、
原
則
と
し
て
刑
訴
法
上
の
問
題

と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
同
l
裁
判
所
に
係
属
す
る
ば
あ
い
は
、
刑
訴
法
三
一
三
条
1
項
で
弁
論
の
併
合
が
な
さ
れ
得
、
そ
う
で
な
い
ば
あ

い
も
、
同
法
九
条
一
項
二
号
で
関
連
事
件
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
得
る
。
と
こ
ろ
が
へ
　
少
年
法
四
九
条
二
項
は
少
年
に
対
す
る
被
告
事
件
に

つ
い
て
、
他
の
被
告
事
件
と
関
連
す
る
場
合
に
も
審
理
に
妨
げ
な
い
限
り
へ
　
そ
の
手
続
を
分
離
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
定
め
て
い
る
の

で
'
そ
れ
と
の
関
係
が
問
題
と
な
る
。
し
か
し
一
般
に
、
同
項
は
訓
示
規
定
で
あ
っ
て
併
合
は
可
能
で
あ
り
、
仮
に
同
項
に
違
反
し
て
他

の
被
告
事
件
を
併
合
し
た
り
'
あ
る
い
は
他
の
被
告
事
件
と
分
離
し
な
い
で
併
合
の
ま
ま
審
理
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
訴
訟
手
続
の
違
反

(

3

2

は
判
決
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
。

以
上
二
つ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
解
釈
論
と
し
て
併
合
審
判
の
可
能
性
は
1
応
承
認
さ
れ
る
O
　
で
は
、
少
年
保
護
事
件
と
成
人
刑
事
事

(
3
)

件
の
場
合
と
で
は
ど
う
か
。
一
般
に
少
年
保
護
事
件
は
家
庭
裁
判
所
の
専
属
管
轄
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
成
人
の
刑
事
事
件
は

福
祉
犯
を
別
と
す
れ
ば
簡
裁
へ
　
地
裁
、
高
裁
の
各
刑
事
裁
判
所
の
事
物
管
轄
に
属
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
焦
点
は
関
連
事
件
管
轄
が
認
め

ら
れ
る
か
否
か
に
か
か
っ
て
-
る
。
刑
訴
法
九
条
は
刑
事
事
件
に
関
す
る
規
定
で
あ
り
、
家
庭
裁
判
所
に
お
い
て
な
さ
れ
る
保
護
事
件
手

続
に
つ
い
て
は
少
年
法
の
規
定
が
基
本
で
あ
る
か
ら
、
特
に
明
文
の
規
定
が
お
か
れ
て
い
る
ば
あ
い
.
(
少
年
法
1
四
条
二
項
、
1
五
条
二
項
)

3
雌
凸

の
ほ
か
、
刑
事
訴
訟
法
は
一
般
に
類
推
適
用
さ
れ
な
い
も
の
と
解
す
る
の
が
形
式
的
説
明
と
し
て
妥
当
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
実
質
的
に
考
え
る
と
、
少
年
法
四
〇
条
の
ば
あ
い
と
異
な
っ
て
一
般
的
準
用
規
定
が
な
い
と
い
う
こ
と
が
'
個
別
の
条
文
に
お

(S)

け
る
解
釈
上
の
類
推
適
用
を
全
面
的
に
認
め
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
繋
が
ら
な
い
。
た
し
か
に
、
少
年
保
護
手
続
は
、
後
見
的
職
権
主
義
、

審
問
主
義
、
非
公
開
主
義
、
非
形
式
主
義
を
基
本
と
し
た
構
造
を
も
ち
、
他
方
刑
事
訴
訟
手
続
は
、
当
事
者
主
義
、
対
審
主
義
、
公
開
主
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義
へ
　
形
式
主
義
を
基
本
と
す
る
構
造
を
も
つ
こ
と
か
ら
'
両
者
の
差
異
を
重
視
し
、
こ
れ
を
互
い
に
相
容
れ
な
い
も
の
と
考
え
る
こ
と
に

は
十
分
な
理
由
が
あ
る
.
だ
が
、
こ
の
両
手
続
の
基
本
構
造
の
差
異
が
問
題
と
な
ら
な
い
よ
う
な
規
定
に
つ
い
て
は
、
な
お
解
釈
上
類
推

(S)

適
用
を
認
め
る
余
地
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
少
年
法
が
少
年
保
護
手
続
を
家
庭
裁
判
所
で
行
わ
せ
、
保
護
処
分
の
決
定
を
裁
判

に
よ
ら
せ
る
こ
と
と
し
た
の
は
、
法
の
適
正
手
続
に
よ
り
少
年
の
基
本
的
人
権
を
保
障
す
べ
き
こ
と
を
企
図
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

っ
て
、
こ
の
際
に
は
、
刑
事
訴
訟
法
学
の
成
果
で
あ
る
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
の
法
理
を
可
能
な
限
り
少
年
保
護
手
続
に
も
推
及
せ
し
め
る
べ

き
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
と
り
わ
け
非
行
事
実
認
定
過
程
に
お
い
て
は
へ
　
こ
の
要
請
は
強
い
。
併
合
審
判
が
少
年
の
利
益
に
資
す
る
よ
う

な
と
き
は
、
例
外
的
に
刑
訴
法
九
条
1
項
二
号
を
類
推
適
用
す
る
余
地
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
.

3
伽
E

も
し
併
合
が
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
少
年
保
護
事
件
に
成
人
刑
事
事
件
が
併
合
さ
れ
る
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
成
人
刑
事
事
件
に

(
3
)

少
年
保
護
事
件
が
併
合
さ
れ
る
こ
と
も
、
観
念
的
に
は
考
え
う
る
が
'
そ
れ
で
は
せ
っ
か
-
の
保
護
事
件
が
刑
事
事
件
と
し
て
取
り
扱
わ

れ
、
家
庭
裁
判
所
に
専
属
管
轄
を
認
め
た
趣
旨
が
無
意
味
に
帰
し
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
少
年
保
護
事
件
が
成
人
刑
事
事
件
を
併
合
す
る

た
め
に
は
、
成
人
刑
事
事
件
の
係
属
す
る
裁
判
所
が
家
庭
裁
判
所
の
下
級
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
(
刑
訴
法
三
条
t
項
、
五
条
1
項
)
、

考
え
う
る
と
す
れ
ば
簡
易
裁
判
所
と
の
関
係
の
み
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
実
際
、
窃
盗
の
罪
等
軽
微
な
事
件
で
簡
裁
の
事
物
管
轄

に
属
す
る
成
人
も
多
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
若
年
成
人
と
の
共
同
正
犯
に
お
け
る
事
実
認
定
や
科
刑
の
適
正
に
資
し
得
る
こ
と
は
考
え
ら

れ
る
。
な
お
、
刑
訴
法
九
条
一
項
二
号
で
l
応
関
連
事
件
と
さ
れ
る
と
、
ま
ず
同
法
三
条
1
項
の
問
題
と
な
る
が
、
同
項
の
文
言
「
併
せ

て
こ
れ
を
管
轄
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
　
の
意
味
と
し
て
、
上
級
の
裁
判
所
の
事
物
管
轄
に
属
さ
な
い
関
連
事
件
に
つ
い
て
も
上
級
の
裁
判

s

所
が
固
有
の
管
轄
事
件
と
併
合
し
て
審
判
す
る
場
合
に
限
り
管
轄
権
を
取
得
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
、
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
し
か
し
、

三
条
の
ば
あ
い
は
'
上
級
裁
判
所
内
で
両
事
件
が
同
一
の
訴
訟
法
上
の
裁
判
所
に
係
属
す
る
こ
と
は
必
要
で
な
い
し
、
ま
た
同
一
の
訴
訟

法
上
の
裁
判
所
に
係
属
す
る
ば
あ
い
で
あ
っ
て
も
、
両
事
件
に
つ
い
て
併
合
審
判
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
必
要
と
さ
れ
な
い
と
解
す
べ
き
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(
2
0
)

で
あ
る
。
三
条
一
項
が
　
「
併
せ
て
こ
れ
を
管
轄
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
、
五
条
一
項
が
「
併
せ
て
審
判
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し

て
い
る
の
は
こ
の
意
味
で
あ
っ
て
、
併
合
管
轄
の
狙
い
が
併
合
審
判
を
可
能
に
す
る
こ
と
に
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
も
の
の
、
併
合

審
判
を
な
す
か
否
か
又
は
そ
の
時
期
等
は
、
具
体
的
な
訴
訟
の
進
行
状
況
を
勘
案
し
て
決
す
べ
き
も
の
で
あ
り
'
こ
の
よ
う
に
具
体
的
、

個
別
的
に
決
せ
ら
れ
る
併
合
審
判
と
の
関
連
で
、
本
来
抽
象
的
へ
　
画
一
的
に
定
め
ら
れ
る
べ
き
管
轄
権
の
有
無
が
左
右
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
は
不
合
理
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
.
ち
な
み
に
へ
　
八
条
1
項
に
関
し
て
で
は
あ
る
が
、
併
合
決
定
書
の
様
式
も
単
な
る
併
合
決
定
と
審

a

判
併
合
決
定
の
も
の
と
に
分
か
れ
て
い
る
。

こ
う
し
て
、
併
合
審
判
を
必
ず
し
も
前
提
と
し
な
い
併
合
管
轄
が
成
立
す
る
と
す
れ
ば
、
た
と
え
保
護
事
件
と
刑
事
事
件
と
の
違
い
が

あ
っ
て
も
、
検
察
官
が
刑
訴
法
三
条
1
項
に
基
づ
い
て
、
家
庭
裁
判
所
に
係
属
す
る
少
年
保
護
事
件
と
関
連
す
る
成
人
事
件
を
同
家
庭
裁

判
所
に
起
訴
し
た
と
し
て
も
、
少
年
審
判
構
造
に
直
接
影
響
を
与
え
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
こ
れ
は
積
極
に
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

問
題
は
係
属
後
弁
論
の
併
合
が
で
き
る
か
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
私
見
の
と
こ
ろ
で
述
べ
る
。
た
だ
そ
の
前
に
、
家
庭
裁
判
所
が

簡
易
裁
判
所
の
上
級
の
裁
判
所
で
あ
る
か
に
は
問
題
が
あ
り
、
こ
れ
は
特
に
福
祉
犯
の
併
合
管
轄
を
め
ぐ
っ
て
議
論
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ

で
も
あ
る
の
で
、
章
を
改
め
、
こ
の
間
題
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。

(
7
)
　
法
務
省
刑
事
局
『
少
年
法
関
係
執
務
資
料
』
　
i
七
九
頁
(
検
察
資
料
(
l
六
七
〕
、
昭
四
八
)
　
[
昭
和
三
六
年
二
月
全
国
少
年
係
裁
判
官
会
同
家
庭
局

見
解
]

(
o
o
)
(
o
サ
)
　
法
務
省
刑
事
局
・
前
掲
同
書
一
八
〇
頁
[
昭
和
三
九
年
三
月
全
国
少
年
係
裁
判
官
会
同
家
庭
局
見
解
]

(
1
0
)
　
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
家
庭
局
こ
別
掲
注
(
-
二
二
〇
貢

(
1
)
　
田
宮
裕
編
『
少
年
法
』
　
二
七
七
頁
(
有
斐
閣
へ
　
t
九
八
六
)
へ
　
な
お
管
内
純
1
　
『
新
版
実
務
刑
事
訴
訟
法
全
訂
版
』
　
四
三
五
、
四
三
六
質
(
立
花
書
房
へ

昭
四
〇
)

(
2
)
　
少
年
法
四
九
条
二
項
に
は
'
同
法
同
条
一
項
や
同
法
九
条
の
よ
う
に
「
な
る
べ
-
」
と
い
う
文
言
を
欠
い
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
同
項
が
訓
示
規
定
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で
あ
る
こ
と
の
妨
げ
と
は
な
ら
な
い
と
解
さ
れ
る
　
(
東
京
高
裁
昭
二
七
二
二
・
三
回
裁
刑
集
五
・
1
二
二
三
六
二
)
o

(
2
)
　
渥
美
東
洋
『
刑
事
訴
訟
法
〔
新
版
〕
』
　
二
二
三
頁
(
有
斐
閣
、
一
九
九
〇
)

(
3
)
　
井
上
勝
正
『
少
年
法
-
解
釈
と
実
務
』
三
〇
頁
(
日
世
社
、
昭
四
六
)

(
3
)
　
野
間
洋
之
助
「
少
年
保
護
事
件
と
刑
事
訴
訟
法
の
準
用
」
別
冊
判
例
タ
イ
ム
ズ
第
六
号
七
五
貢

野
間
・
前
掲
論
文
七
六
貢

(
5
)
　
た
だ
し
へ
共
通
証
拠
物
の
取
扱
い
に
つ
き
犯
罪
捜
査
規
範
二
1
二
条
l
項
は
、
そ
の
l
号
で
少
年
事
件
と
成
人
事
件
と
が
関
連
す
る
場
合
に
は
'
原
則

と
し
て
、
成
人
事
件
に
証
拠
物
を
添
付
す
べ
き
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
o
捜
査
段
階
で
は
、
ま
だ
少
年
事
件
が
'
保
護
事
件

と
な
る
か
、
刑
事
事
件
と
な
る
か
は
不
明
で
あ
る
O

(
3
)
　
内
乱
に
関
す
る
罪
お
よ
び
独
禁
法
違
反
の
罪
を
犯
し
た
成
人
と
の
共
犯
少
年
に
つ
き
、
刑
訴
法
三
条
二
項
ま
た
は
五
条
二
項
に
基
づ
-
併
合
審
判
の
可

能
性
で
あ
る
が
、
当
然
消
極
に
解
す
べ
き
で
あ
る
。
同
旨
、
松
尾
浩
也
監
・
松
本
時
夫
、
土
本
武
司
編
『
条
解
刑
事
訴
訟
法
〔
新
版
〕
』
九
頁
(
弘
文
堂
へ

平
八
)
0

(
2
)
　
山
西
晃
『
裁
判
所
書
記
官
研
修
所
実
務
研
究
報
告
書
・
刑
事
訴
訟
事
件
に
お
け
る
併
合
・
分
離
・
再
開
に
関
す
る
書
記
官
事
務
の
研
究
』
九
貢
(
法
曹

会
、
昭
五
六
)
へ
団
藤
重
光
『
新
刑
事
訴
訟
法
綱
要
〔
七
訂
版
〕
』
八
〇
貢
(
創
文
社
、
昭
四
九
)
へ
平
場
安
治
ほ
か
『
注
解
刑
事
訴
訟
法
〔
上
巻
〕
』
二
一

貢
　
(
青
林
書
院
新
社
、
昭
四
三
)
、
高
窪
喜
八
郎
へ
久
礼
田
益
喜
編
『
刑
事
訴
訟
法
　
(
上
)
』
　
二
二
貢
(
中
央
大
学
出
版
部
、
昭
二
五
)
等
。

伊
藤
栄
樹
ほ
か
『
注
釈
刑
事
訴
訟
法
〔
新
版
〕
第
1
巻
』
九
五
貢
(
立
花
書
房
、
平
七
)
、
藤
永
幸
治
ほ
か
『
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
事
訴
訟
法
第
1
巻
』

一
〇
三
貢
(
青
林
書
院
、
一
九
九
五
)
、
青
柳
文
雄
『
五
訂
刑
事
訴
訟
法
通
論
　
(
上
巻
)
』
一
〇
五
貢
(
立
花
書
房
へ
　
昭
二
四
)

(
」
)
　
山
西
・
前
掲
注
(
2
)
三
八
、
三
九
頁
参
照

二
　
福
祉
犯
の
併
合
管
轄

家
庭
裁
判
所
が
成
人
の
共
犯
事
件
を
併
合
管
轄
し
得
る
か
否
か
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
考
察
に
値
す
る
の
は
、
家
庭
裁
判
所
の
刑
事
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管
轄
権
が
、
少
年
法
三
七
条
一
項
に
掲
げ
ら
れ
た
事
件
に
厳
格
に
限
ら
れ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
間
題
を
め
ぐ
っ
て

は
'
家
庭
裁
判
所
と
簡
易
裁
判
所
の
上
級
下
級
関
係
に
か
ら
み
二
説
の
対
立
が
あ
る
。
こ
れ
を
便
宜
上
仮
に
、
限
定
説
、
非
限
定
説
と
称

L
へ
　
検
討
し
て
み
た
い
。

限
定
説
は
、
そ
も
そ
も
家
庭
裁
判
所
は
司
法
行
政
上
も
審
級
上
も
簡
易
裁
判
所
の
上
級
裁
判
所
と
し
て
の
地
位
を
有
し
な
い
か
ら
へ
刑

訴
法
三
条
・
五
条
の
「
上
級
の
裁
判
所
」
に
当
た
ら
ず
、
ま
た
、
も
し
刑
訴
法
三
条
・
五
条
が
家
庭
裁
判
所
と
簡
易
裁
判
所
の
間
に
も
適

用
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
刑
訴
法
九
条
の
関
連
事
件
で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
、
簡
易
裁
判
所
の
管
轄
に
属
す
る
事
件
も
す
べ
て
家
庭
裁
判
所
が

審
判
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
が
'
こ
の
よ
う
な
結
論
は
'
少
年
の
福
祉
を
害
す
る
1
定
の
罪
に
限
り
家
庭
裁
判
所
が
審
判
で
き

s
サ

る
と
し
た
少
年
法
三
七
条
の
趣
旨
に
反
す
る
と
す
る
。

し
か
し
、
多
数
説
は
非
限
定
説
を
採
り
、
家
庭
裁
判
所
は
地
方
裁
判
所
と
同
格
の
裁
判
所
で
あ
る
か
ら
簡
易
裁
判
所
の
「
上
級
の
裁
判

所
」
に
当
た
り
、
刑
訴
法
三
条
・
五
条
に
よ
っ
て
家
庭
裁
判
所
が
簡
易
裁
判
所
の
管
轄
に
属
す
る
関
連
事
件
と
併
せ
管
轄
な
い
し
審
判
で

(
8
1

き
る
、
と
し
て
い
る
。

限
定
説
に
よ
れ
ば
、
関
連
事
件
概
念
を
認
め
る
趣
旨
で
あ
る
、
被
告
人
の
利
益
へ
科
刑
の
適
正
、
実
体
的
真
実
発
見
、
訴
訟
経
済
と
い

っ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
が
互
い
に
矛
盾
し
な
い
よ
う
な
ば
あ
い
に
も
、
な
お
少
年
法
三
七
条
に
拘
泥
し
、
併
合
管
轄
を
認
め
な
い
こ
と
に

な
る
が
、
あ
ま
り
に
も
形
式
的
で
あ
り
、
い
き
す
ぎ
た
概
念
法
学
と
の
批
判
を
免
れ
な
い
。
も
と
も
と
、
少
年
の
福
祉
を
害
す
る
罪
は
少

年
法
三
七
条
1
項
に
限
っ
た
も
の
で
は
な
-
、
売
春
防
止
法
、
職
業
安
定
法
、
風
営
適
正
化
法
、
毒
物
お
よ
び
劇
物
取
締
法
、
覚
せ
い
剤

取
締
法
、
青
少
年
保
護
育
成
条
例
そ
の
他
の
法
令
に
及
ん
で
お
り
へ
福
祉
犯
被
害
少
年
、
検
挙
人
員
と
も
圧
倒
的
に
三
七
条
1
項
以
外
の

罪
の
ほ
う
が
多
い
の
で
あ
っ
て
、
し
か
も
、
立
法
当
時
、
現
在
は
削
除
さ
れ
た
三
九
条
に
よ
っ
て
科
刑
権
が
制
限
さ
れ
て
い
た
た
め
少
年

法
三
七
条
一
項
に
取
り
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
遺
棄
の
罪
(
刑
法
≡
七
条
、
≡
八
条
)
や
未
成
年
者
略
取
お
よ
び
誘
拐
の
罪
な
ど
は
、
三
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九
条
が
削
除
さ
れ
た
現
在
、
三
七
条
一
項
中
に
列
挙
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
は
ず
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
も
は
や
、
現
行
三
七
条
一
項
の
列

(
3
)

挙
に
拘
泥
す
る
理
由
は
な
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
.
す
-
な
Y
と
も
刑
訴
法
九
条
の
関
連
事
件
で
あ
れ
ば
'
主
観
的
関
連
で
あ
れ
客
観

的
関
連
で
あ
れ
、
併
合
管
轄
の
可
能
性
を
承
認
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
を
認
め
た
と
し
て
も
、
必
要
的
併
合
で
は
な
い
う
え
へ
　
い
っ
た
ん

係
属
し
て
も
'
併
合
の
必
要
が
な
-
な
れ
ば
刑
訴
法
四
条
で
分
離
移
送
す
れ
ば
済
む
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
問
題
は
生
じ
な
い
。

な
お
へ
鹿
児
島
家
裁
昭
和
四
七
年
二
月
六
日
判
決
(
家
月
二
五
巻
八
号
二
七
貢
)
は
、
両
者
と
も
福
祉
犯
の
事
件
に
つ
い
て
へ
併
合

審
判
を
認
め
た
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
事
案
は
、
簡
易
裁
判
所
に
係
属
中
の
風
俗
営
業
取
締
法
(
当
時
)
違
反
被
告
事
件
と
家
庭
裁
判
所
に
係
属

す
る
児
童
福
祉
法
違
反
被
告
事
件
と
を
関
連
事
件
と
し
て
刑
訴
法
五
条
に
よ
り
併
合
し
、
家
庭
裁
判
所
に
お
い
て
審
判
し
た
も
の
で
あ
る
。

判
決
は
理
由
中
で
、
「
併
合
審
判
の
理
由
」
と
し
て
五
つ
の
も
の
を
挙
げ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
の
三
番
目
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
家
庭
裁
判
所
は
'
簡
易
裁
判
所
の
裁
判
に
対
す
る
上
訴
事
件
を
取
り
扱
わ
ず
、
簡
易
裁
判
所
及
び
そ
の
職
員
に
対
す
る
司
法
行
政
上
の

監
督
権
も
有
し
な
い
の
で
、
簡
易
裁
判
所
に
対
す
る
関
係
で
'
刑
事
訴
訟
法
五
条
に
い
わ
ゆ
る
上
級
の
裁
判
所
と
い
え
る
か
ど
う
か
に
つ

い
て
は
若
干
疑
義
が
な
い
で
は
な
い
。
し
か
し
'
家
庭
裁
判
所
は
、
通
常
裁
判
所
の
系
列
に
属
す
る
裁
判
所
で
審
級
上
も
司
法
行
政
上
も

最
高
裁
判
所
及
び
高
等
裁
判
所
に
次
い
で
地
方
裁
判
所
と
並
ん
で
第
三
層
に
任
し
、
し
か
も
同
列
の
地
方
裁
判
所
が
審
級
上
も
司
法
行
政

上
も
簡
易
裁
判
所
に
対
し
上
級
裁
判
所
た
る
地
位
を
有
す
る
関
係
に
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
通
常
は
取
扱
事
件
に
か
か
わ
り
あ
い
が
な
い

た
め
と
同
列
に
地
方
裁
判
所
が
あ
る
た
め
に
実
際
に
は
簡
易
裁
判
所
と
上
級
下
級
の
関
係
に
立
た
な
い
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
場
合

も
抽
象
的
論
理
的
に
は
簡
易
裁
判
所
と
上
級
下
級
の
関
係
に
立
っ
て
い
る
と
み
る
こ
と
は
可
能
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
、
現
実
に
家
庭
裁

判
所
の
取
扱
事
件
と
簡
易
裁
判
所
の
取
扱
事
件
と
が
か
か
わ
り
あ
い
を
持
っ
て
来
た
よ
う
な
場
合
に
は
正
に
そ
の
関
係
が
現
実
化
す
る
と

み
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
-
-
(
中
略
)
-
-
そ
し
て
裁
判
所
の
構
成
の
う
え
か
ら
み
て
も
、
審
級
の
利
益
の
点
で
も
、

家
庭
裁
判
所
簡
易
裁
判
所
間
で
関
連
事
件
の
管
轄
の
併
合
や
審
判
の
併
合
を
認
め
て
も
、
当
事
者
の
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
は
な
い
も
の
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と
解
せ
ら
れ
る
。
」
こ
の
事
案
は
両
事
件
が
刑
法
四
五
条
前
段
の
併
合
罪
の
関
係
に
立
ち
、
被
告
人
と
し
て
は
、
一
括
し
て
審
判
さ
れ
る
ほ

う
が
利
益
で
あ
り
、
現
に
被
告
人
の
弁
護
人
か
ら
併
合
審
判
さ
れ
た
い
旨
の
申
出
が
あ
っ
た
。
本
判
決
は
先
例
と
し
て
は
こ
の
よ
う
に
一

人
が
数
罪
を
犯
し
た
ば
あ
い
に
限
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
前
提
と
し
て
福
祉
犯
に
お
け
る
関
連
事
件
の
概
念
を
認
め
、

か
つ
家
庭
裁
判
所
が
簡
易
裁
判
所
の
上
級
で
あ
る
こ
と
が
承
認
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
共
犯
等
、
数
人
が
l
罪
を
犯
し
た
ば
あ
い
に
も

併
合
管
轄
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

こ
う
し
て
、
両
事
件
が
刑
事
事
件
で
あ
る
場
合
に
は
'
少
年
法
三
七
条
一
項
列
挙
の
福
祉
犯
以
外
の
罪
の
と
き
に
も
、
家
庭
裁
判
所
の

刑
事
管
轄
権
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
へ
少
年
保
護
事
件
と
直
接
結
び
つ
き
の
な
い
成
人
の
刑
事
事
件
で
さ
え
家
庭
裁
判
所

の
管
轄
と
し
て
い
る
少
年
法
の
趣
旨
か
ら
は
、
さ
ら
に
そ
の
関
連
事
件
が
併
合
管
轄
さ
れ
得
る
の
に
、
少
年
保
護
事
件
と
直
接
の
結
び
つ

き
を
有
す
る
共
犯
事
件
に
つ
き
、
保
護
事
件
と
の
関
連
で
あ
る
こ
と
を
唯
1
の
理
由
と
し
て
こ
れ
を
認
め
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
た
し
て

合
理
性
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
刑
事
管
轄
権
に
関
す
る
三
七
条
一
項
の
制
限
が
解
除
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
す
-
な
-
と
も
管
轄
の
問
題

と
し
て
は
理
論
的
に
係
属
可
能
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
章
を
改
め
、
こ
の
こ
と
を
も
う
少
し
詳
し
-
考
え
て
み
た
い
。

平
場
安
治
『
少
年
法
〔
新
版
〕
』
四
六
1
頁
(
有
斐
閣
、
昭
四
六
)
へ
藤
原
藤
l
　
「
少
年
の
福
祉
を
害
す
る
事
件
と
管
轄
裁
判
所
」
平
野
龍
l
'
松
尾
浩

也
編
『
実
例
法
学
全
集
・
続
刑
事
訴
訟
法
』
　
1
四
二
へ
　
1
四
三
貢
(
青
林
書
院
新
社
、
1
九
七
九
)
、
北
島
敬
介
『
福
祉
犯
罪
-
解
釈
と
実
務
』
二
五
八
、

二
五
九
貢
(
日
世
社
、
一
九
七
九
)
、
小
林
充
「
少
年
法
三
七
条
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
三
九
七
貢
(
家
庭
裁
判
資
料
二
五
号
)

(
S
)
　
E
B
膝
重
光
『
条
解
刑
事
訴
訟
法
(
上
)
』
　
1
五
頁
(
弘
文
堂
、
昭
二
五
)
、
下
村
三
郎
「
裁
判
所
(
そ
の
二
)
　
-
　
裁
判
所
の
権
限
」
団
膝
重
光
編
『
法

律
実
務
講
座
刑
事
編
第
1
巻
』
八
七
、
八
八
頁
(
有
斐
閣
、
昭
二
八
)
、
小
野
清
1
郎
ほ
か
『
刑
事
訴
訟
法
(
上
)
〔
新
版
〕
』
　
〓
ハ
'
一
七
貢
(
有
斐
閣
、

昭
六
〇
)
へ
田
宮
裕
『
注
釈
刑
事
訴
訟
法
』
八
貢
(
有
斐
閣
新
書
、
一
九
八
〇
)
、
高
窪
喜
八
郎
、
久
礼
田
益
喜
編
『
刑
事
訴
訟
法
(
上
)
』
二
二
頁
(
中
央

大
学
出
版
部
、
昭
二
五
)
へ
伊
藤
栄
樹
ほ
か
『
注
釈
刑
事
訴
訟
法
〔
新
版
〕
第
l
巻
』
九
E
Z
頁
(
立
花
書
房
、
平
七
)
へ
相
木
千
秋
ほ
か
『
註
釈
刑
事
訴
訟

法
第
l
巻
』
三
-
頁
(
立
花
書
房
へ
昭
五
1
)
、
青
柳
文
雄
『
五
訂
刑
事
訴
訟
法
通
論
上
巻
』
　
l
〇
三
貢
(
立
花
書
房
、
昭
五
〇
)
へ
藤
永
幸
治
ほ
か
『
大
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コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
事
訴
訟
法
第
1
巻
』
九
七
貢
(
青
林
書
院
へ
　
T
九
九
五
)
等
が
あ
る
.

(
3
)
　
同
旨
へ
安
部
哲
夫
「
『
少
年
福
祉
阻
害
犯
』
に
関
す
る
序
論
的
考
察
」
三
g
I
'
三
五
頁
(
北
陸
法
学
第
1
巻
北
陸
大
学
法
学
部
開
設
記
念
号
、
i
九
九
三
)

三
　
少
年
保
護
事
件
と
福
祉
犯

わ
が
国
の
福
祉
犯
は
、
ア
メ
リ
カ
の
原
因
供
与
罪
と
異
な
り
、
そ
の
福
祉
を
害
さ
れ
た
少
年
に
非
行
が
あ
っ
た
こ
と
を
必
要
と
し
て
い

)埋己

な
い
。
し
か
し
も
し
そ
の
福
祉
を
害
さ
れ
た
少
年
が
非
行
を
犯
し
家
庭
裁
判
所
に
お
い
て
保
護
事
件
と
し
て
係
属
し
て
い
る
と
す
る
と
、

す
で
に
そ
れ
ら
は
同
一
裁
判
所
の
管
轄
に
属
し
て
お
り
、
弁
論
の
併
合
が
な
さ
れ
な
い
ま
で
も
、
証
拠
関
係
へ
科
刑
(
少
年
は
処
分
)
の
適

正
に
と
っ
て
好
都
合
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。
し
か
し
こ
の
ば
あ
い
、
福
祉
犯
と
少
年
の
非
行
事
実
と
は
'
構
成
要
件
が
異

な
る
以
上
客
観
的
犯
罪
事
実
を
各
別
に
し
て
い
る
こ
と
が
通
常
で
、
と
き
に
は
当
該
福
祉
犯
と
は
全
-
関
係
の
な
い
ば
あ
い
さ
え
考
え
ら

れ
る
.
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
1
裁
判
所
に
係
属
し
得
る
と
い
う
便
宜
を
得
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
'
た
と
え
ば
共
同
正

犯
は
、
多
-
の
ば
あ
い
客
観
的
犯
罪
事
実
を
共
通
に
し
て
お
り
、
教
唆
犯
、
従
犯
の
ば
あ
い
で
さ
え
、
福
祉
犯
の
ば
あ
い
と
比
べ
て
主
観

的
に
も
客
観
的
に
も
両
者
の
結
び
つ
き
は
は
る
か
に
強
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
通
常
少
年
法
三
七
条
の
厳
格
解
釈
に
よ
っ
て
そ
の
併
合
管

轄
の
可
能
性
は
否
定
さ
れ
て
い
る
O
そ
の
た
め
1
章
で
み
た
よ
う
な
、
刑
訴
法
三
条
ま
た
は
五
条
に
よ
る
併
合
管
轄
・
審
判
の
可
能
性
が

模
索
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
刑
訴
法
三
条
・
五
条
で
い
-
と
、
簡
易
裁
判
所
の
刑
事
管
轄
権
は
裁
判
所
法
三
三
条
一
項
二
号
の
罪

に
限
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
以
上
の
罪
と
の
あ
い
だ
で
は
、
併
合
管
轄
が
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
既
に
管
轄
の
問
題
を
ク
リ
ア
し

て
い
る
少
年
保
護
事
件
と
福
祉
犯
と
の
関
係
構
造
が
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
成
人
の
関
与
が
重
大
な
も
の
で
あ
っ
て

も
管
轄
権
に
支
障
は
な
い
。
し
か
し
、
逆
に
こ
の
ば
あ
い
は
、
両
者
の
繋
が
り
が
共
犯
の
ば
あ
い
よ
り
直
接
的
で
な
い
こ
と
も
あ
り
(
勿
論
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刑
事
事
件
と
保
護
事
件
の
差
異
は
決
定
的
で
あ
ろ
う
が
)
、
手
続
は
分
離
さ
れ
て
い
る
。

も
と
も
と
少
年
法
が
少
年
の
福
祉
を
害
す
る
成
人
の
刑
事
事
件
に
つ
い
て
規
定
を
設
け
た
の
は
、
少
年
の
福
祉
を
護
る
と
い
う
理
念
が

少
年
保
護
事
件
と
共
通
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
の
に
、
そ
の
手
続
規
定
は
一
般
の
刑
事
事
件
の
手
続
と
何
等
の
差
異
を
お
か
ず
、
刑
事
訴

訟
法
の
規
定
に
よ
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
審
理
の
過
程
に
お
い
て
、
そ
の
成
人
に
よ
っ
て
、
福
祉
を
害
さ
れ
た
少
年
が

果
た
し
て
非
行
に
陥
っ
た
か
ど
う
か
、
も
し
陥
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
非
行
の
内
容
へ
程
度
、
さ
ら
に
は
そ
の
少
年
に
対
し
て
と
ら
れ
た

保
護
措
置
な
い
し
処
分
の
有
無
や
方
法
な
ど
に
つ
い
て
ま
で
、
審
理
究
明
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
明
文
は
な
い
。
実
務
家
の
な
か
に
は
、

('j:I

こ
れ
を
裁
判
官
の
訴
訟
指
揮
で
ま
か
な
う
べ
き
だ
と
す
る
意
見
が
あ
る
。
そ
し
て
「
そ
こ
ま
で
究
明
し
て
こ
そ
、
少
年
の
福
祉
を
害
す
る

成
人
の
刑
事
事
件
の
被
告
人
の
量
刑
に
つ
い
て
、
少
年
に
対
し
て
と
ら
れ
た
保
護
処
分
と
の
均
衡
も
考
慮
し
得
て
、
検
察
官
は
よ
り
確
信

の
あ
る
求
刑
が
で
き
る
だ
ろ
う
し
、
弁
護
人
も
被
告
人
の
た
め
に
十
全
な
弁
護
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
現
実
の
家
庭
裁
判
所
の

法
廷
で
多
-
な
さ
れ
て
い
る
審
理
の
方
法
程
度
で
は
、
成
人
の
刑
事
事
件
は
手
続
き
の
面
か
ら
見
て
、
少
年
の
保
護
と
何
等
有
機
的
な
関

連
を
持
っ
て
は
お
ら
ず
、
被
告
人
を
刑
事
処
分
に
付
す
る
手
続
き
に
の
み
終
始
し
て
い
る
感
が
あ
る
。
」
と
し
て
'
手
続
面
に
お
け
る
少
年

S
)

保
護
事
件
と
の
連
携
の
必
要
性
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
少
年
保
護
事
件
と
福
祉
犯
と
が
同
一
家
庭
裁
判
所
に
係
属
す
る
ば
あ
い
に
は
'
で
き
る
か
ぎ
り
両
者
の
関
連
を
考
慮
し

た
実
務
の
運
用
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
言
え
る
。
し
か
し
一
方
、
福
祉
犯
は
必
ず
し
も
少
年
の
非
行
を
伴
う
と
は
限
ら
ず
、
少
年
は

l
方
的
な
被
害
者
と
い
う
ケ
ー
ス
も
多
-
(
そ
も
そ
も
少
年
自
身
に
対
す
る
罰
則
が
な
い
こ
と
が
多
い
)
へ
両
者
の
当
罰
性
が
高
い
共
犯
の
事
例

と
は
、
併
合
審
判
の
必
要
性
に
お
い
て
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
.
少
年
保
護
事
件
と
福
祉
犯
の
ば
あ
い
に
は
、
既
に
同
1
裁
判
所
の
管
轄

に
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
訴
訟
指
揮
等
実
務
の
適
切
な
運
用
に
よ
っ
て
、
ま
だ
し
も
ま
か
な
い
得
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
併
合
管

轄
の
必
要
性
は
、
少
年
保
護
事
件
と
成
人
刑
事
事
件
の
共
犯
現
象
に
こ
そ
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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平
場
・
前
掲
注
　
　
四
五
三
貢

中
西
孝
「
少
年
の
福
祉
を
害
す
る
成
人
事
件
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
第
二
ハ
七
号
臨
時
増
刊
7
三
六
貢

(
」
)
　
中
西
・
前
掲
論
文
二
二
六
貢

四
　
私
　
見
-
手
続
構
造
に
対
す
る
実
体
法
概
念
か
ら
の
統
制

少
年
保
護
事
件
と
成
人
刑
事
事
件
の
関
連
は
、
解
釈
論
と
し
て
か
な
り
厳
し
い
も
の
で
あ
る
が
、
も
し
仮
に
刑
訴
法
九
条
1
項
二
号
が

類
推
適
用
さ
れ
得
る
と
し
て
も
、
併
合
さ
れ
る
べ
き
事
件
が
、
簡
易
裁
判
所
の
固
有
管
轄
権
の
事
件
に
限
定
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
、
こ
れ

に
は
限
界
が
あ
る
.
そ
こ
で
、
家
庭
裁
判
所
の
成
人
に
対
す
る
刑
事
管
轄
権
規
制
(
裁
判
所
法
第
三
一
条
の
三
第
這
ハ
第
三
号
)
が
'
少
年
法

三
七
条
一
項
所
定
の
福
祉
犯
(
便
宜
上
狭
義
の
福
祉
犯
と
称
す
る
)
に
お
け
る
関
連
事
件
併
合
管
轄
に
よ
り
解
除
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら

れ
る
と
す
れ
ば
、
少
年
の
保
護
事
件
と
、
よ
り
実
質
的
に
関
係
の
深
い
共
犯
に
つ
い
て
は
、
そ
の
刑
事
管
轄
権
が
家
庭
裁
判
所
に
認
め
ら

れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
少
年
法
三
七
条
1
項
に
列
挙
さ
れ
る
犯
罪
類
型
を
1
種
の
例
示
規
定
と
見

て
、
少
年
と
と
も
に
す
る
共
同
正
犯
、
少
年
に
対
す
る
狭
義
の
共
犯
を
少
年
の
福
祉
を
害
す
る
犯
罪
の
一
形
態
と
し
て
把
握
し
、
こ
れ
を

検
察
官
は
家
庭
裁
判
所
に
起
訴
し
得
る
こ
と
と
解
す
る
。
訴
訟
法
的
規
定
で
あ
る
三
七
条
一
項
の
「
次
に
掲
げ
る
成
人
の
事
件
に
つ
い
て

は
」
と
い
う
文
言
は
、
「
次
に
掲
げ
る
成
人
の
事
件
に
限
り
」
と
い
う
よ
う
に
読
む
べ
き
で
は
な
-
、
「
次
に
掲
げ
る
成
人
の
事
件
に
つ
い

て
は
-
-
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
が
、
「
次
に
掲
げ
る
成
人
の
事
件
以
外
の
共
犯
事
件
に
つ
い
て
は
-
-
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
す
る

目
的
論
的
解
釈
も
許
さ
れ
る
と
解
す
る
の
で
あ
る
o
た
だ
し
、
従
来
の
少
年
法
三
七
条
1
項
の
ば
あ
い
と
同
様
、
保
護
事
件
と
刑
事
事
件

と
い
う
枠
組
み
お
よ
び
審
判
構
造
の
根
本
的
な
違
い
は
動
か
せ
な
い
か
ら
へ
刑
訴
法
三
1
1
1
秦
を
類
推
適
用
し
て
弁
論
の
併
合
を
認
め
る
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こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
'
事
実
認
定
の
段
階
で
は
両
者
は
共
通
す
る
こ
と
が
多
-
、
し
か
も
狭
義
の
福
祉
犯
の
ば
あ
い
よ
り
も
事
実

の
合
l
的
確
定
の
要
請
は
強
い
と
考
え
ら
れ
る
う
え
、
刑
と
処
分
の
均
衡
を
は
か
る
必
要
も
あ
る
の
で
、
狭
義
の
福
祉
犯
の
ば
あ
い
に
も

ま
し
て
、
両
者
の
連
携
を
は
か
る
実
務
の
運
用
が
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

問
題
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
の
か
と
い
う
実
質
的
な
理
由
づ
け
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
な
ぜ
へ
狭
義
の
福
祉
犯

で
も
な
く
、
福
祉
犯
の
関
連
事
件
で
も
な
い
、
少
年
保
護
事
件
の
成
人
共
犯
を
家
庭
裁
判
所
で
併
合
管
轄
で
き
る
の
か
。
そ
れ
は
、
]
I
B

す
れ
ば
、
実
体
法
概
念
の
手
続
面
へ
の
規
制
的
効
力
で
あ
る
。
個
人
責
任
の
原
則
を
堅
持
し
っ
つ
も
、
す
-
な
-
と
も
法
益
侵
害
と
い
う

違
法
状
態
惹
起
の
確
定
過
程
に
つ
い
て
共
犯
は
連
帯
す
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
手
続
と
実
体
と
は
不
即
不
離
の
関
係
に
あ
ら
ね

ば
な
ら
ず
、
あ
ま
り
に
実
体
に
か
け
離
れ
た
手
続
は
、
条
文
の
合
理
的
解
釈
に
よ
っ
て
修
正
が
施
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
勿
論
被
告
人
に

不
利
益
な
方
向
で
の
類
推
解
釈
は
許
さ
れ
な
い
が
、
被
告
人
に
利
益
と
な
れ
ば
可
能
な
限
り
(
類
推
し
て
差
し
支
え
な
い
O
そ
し
て
、
併

合
管
轄
を
認
め
る
具
体
的
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
次
の
よ
う
に
考
え
て
は
ど
う
か
。
つ
ま
り
、
刑
訴
法
九
条
一
項

二
号
の
解
釈
よ
り
狭
-
、
単
な
る
同
時
犯
は
含
ま
な
い
が
、
必
要
的
共
犯
、
共
同
正
犯
へ
教
唆
犯
、
従
犯
、
で
あ
る
こ
と
を
要
し
、
そ
れ

も
部
分
的
犯
罪
共
同
説
を
標
準
と
し
て
認
め
ら
れ
る
共
犯
に
限
る
こ
と
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
併
合
管
轄
を
認
め
る
か
べ
き
か
否

か
と
い
う
道
具
的
基
準
で
選
択
さ
れ
た
も
の
で
、
刑
法
上
共
犯
の
成
否
に
た
と
え
行
為
共
同
説
そ
の
他
の
説
を
採
用
し
て
も
何
等
矛
盾
し

な
い
O
な
ぜ
な
ら
、
併
合
管
轄
を
要
請
す
る
強
い
1
体
性
が
実
体
法
上
の
概
念
に
対
し
求
め
ら
れ
て
お
り
、
少
な
-
と
も
部
分
的
犯
罪
共

同
が
な
け
れ
ば
、
異
な
る
手
続
の
壁
に
跨
が
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
完
全
犯
罪
共
同
説
の
と
こ
ろ

ま
で
は
要
求
さ
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
た
と
え
ば
成
人
が
窃
盗
を
教
唆
し
た
と
こ
ろ
少
年
が
強
盗
に
及
ん
だ
よ
う
な
場
合
、
窃

盗
教
唆
と
強
盗
正
犯
は
、
罪
名
従
属
性
と
い
う
点
で
は
一
体
性
に
欠
け
る
も
の
の
、
併
合
管
轄
の
利
益
は
高
い
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
よ
う

な
と
き
に
厳
格
な
意
味
で
犯
罪
の
1
体
性
を
強
調
し
過
ぎ
る
こ
と
は
現
実
的
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
罪
名
従
属
性
を
あ
ま
り
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厳
格
に
解
す
る
必
要
は
な
い
。

こ
う
し
て
、
成
人
共
犯
者
を
広
義
の
福
祉
犯
の
な
か
に
包
摂
L
へ
刑
と
処
分
の
均
衡
を
期
待
す
る
検
察
官
の
裁
量
に
よ
っ
て
、
家
庭
裁

判
所
へ
の
訴
追
を
可
能
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
狭
義
の
福
祉
犯
の
ば
あ
い
と
同
様
簡
易
裁
判
所
と
地
方
裁
判
所

も
競
合
管
轄
権
を
有
す
る
も
の
の
、
そ
れ
と
異
な
っ
て
共
犯
事
件
は
、
「
公
訴
は
、
こ
れ
を
家
庭
裁
判
所
に
提
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
い
う
規
定
の
外
に
あ
る
の
で
、
簡
易
裁
判
所
ま
た
は
地
方
裁
判
所
に
公
訴
提
起
が
な
さ
れ
た
ば
あ
い
に
も
、
刑
訴
法
三
三
八
条
四
号
の

「
公
訴
提
起
の
手
続
が
そ
の
規
定
に
違
反
し
た
た
め
無
効
で
あ
る
」
と
き
に
は
当
た
ら
ず
'
公
訴
棄
却
き
れ
る
こ
と
が
な
い
の
は
勿
論
で

m
m
k

お

　

わ

　

り

　

に

共
犯
現
象
と
い
う
、
少
年
に
特
徴
的
と
い
え
る
実
体
的
な
非
行
形
態
が
'
現
行
法
上
、
手
続
の
場
面
で
ど
う
そ
れ
に
即
し
た
形
で
取
り

扱
わ
れ
て
い
る
の
か
を
探
っ
て
み
た
。
そ
れ
は
'
保
護
事
件
、
刑
事
事
件
と
い
う
枠
組
み
の
な
か
で
は
、
実
体
に
即
し
た
形
で
併
合
審
判

の
可
能
性
を
留
保
し
て
い
た
が
、
保
護
事
件
と
刑
事
事
件
と
い
う
枠
組
み
を
越
え
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
解
釈
論

と
し
て
は
福
祉
犯
と
同
様
に
考
え
る
こ
と
に
よ
り
、
保
護
事
件
と
刑
事
事
件
の
併
合
管
轄
を
認
め
る
こ
と
が
せ
い
ぜ
い
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
保
護
か
処
罰
か
と
い
う
処
遇
論
は
、
い
ず
れ
も
犯
罪
的
事
実
の
認
定
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
れ
ば

立
法
論
と
し
て
は
、
事
実
認
定
過
程
の
併
合
審
判
の
可
能
性
は
首
肯
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
際
へ
事
実
認
定
に
つ
い
て
は
対

審
構
造
の
ほ
う
が
優
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
へ
少
年
審
判
の
構
造
も
結
局
こ
の
過
程
で
は
成
人
刑
事
事
件
の
構
造
に
合
流

す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
だ
し
へ
少
年
の
情
操
保
護
と
い
う
視
点
は
見
逃
せ
な
い
か
ら
、
少
年
の
同
意
を
条
件
と
し
て
、
現
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行
刑
訴
法
三
一
三
条
類
似
の
規
定
で
弁
論
の
併
合
を
認
め
、
少
年
の
利
益
保
護
お
よ
び
保
護
事
件
と
刑
事
事
件
と
の
差
異
を
顧
慮
し
て
、

(
2
)

そ
れ
を
罪
体
部
分
に
つ
い
て
の
み
行
い
へ
そ
の
過
程
以
降
は
再
び
手
続
を
分
離
し
た
う
え
で
両
者
の
刑
と
処
分
の
均
衡
を
は
か
る
よ
う
に

配
慮
す
る
へ
と
い
っ
た
方
策
、
あ
る
い
は
弁
論
を
分
離
し
た
ま
ま
、
先
行
す
る
成
人
刑
事
裁
判
の
客
観
的
既
判
力
を
後
行
す
る
少
年
保
護

(
8
)

事
件
に
及
ぼ
す
と
い
っ
た
方
策
、
な
ど
が
立
法
論
と
し
て
思
い
浮
か
ぶ
が
、
こ
れ
ら
は
少
年
司
法
を
含
め
た
刑
事
司
法
全
体
の
シ
ス
テ
ム

論
に
関
わ
っ
て
-
る
と
こ
ろ
で
も
あ
り
、
他
日
を
期
す
こ
と
に
し
た
い
。

少
年
司
法
制
度
は
、
少
年
に
お
け
る
非
行
の
遂
行
者
と
し
て
の
側
面
と
、
成
人
犯
罪
の
被
害
者
と
し
て
の
側
面
、
と
の
両
方
に
十
分
配

慮
し
た
も
の
で
な
-
て
は
な
ら
な
い
が
、
少
年
法
の
規
定
、
そ
し
て
現
今
の
少
年
司
法
改
革
の
た
め
の
議
論
も
、
い
-
ぶ
ん
前
者
に
偏
り

過
ぎ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
現
状
は
、
大
人
社
会
の
有
形
無
形
の
悪
影
響
を
受
け
ざ
る
を
え
な
い
子
ど
も
た
ち
が
、
そ
う
す
る
よ

り
し
か
た
な
し
に
非
行
に
走
っ
て
い
る
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
子
ど
も
達
の
非
行
事
実
を
認
定
す
る
こ
と
も
大
切
か
も
知

れ
な
い
が
、
少
年
の
非
行
を
帯
助
し
、
教
唆
す
る
者
は
、
1
種
の
福
祉
犯
で
あ
り
、
彼
ら
に
対
し
て
法
的
に
適
切
な
処
置
を
講
ず
る
こ
と

も
、
ま
た
大
切
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。

(
。
。
¥
　
こ
こ
で
の
罪
体
は
、
何
人
か
の
犯
罪
行
為
に
起
因
す
る
法
益
侵
害
で
は
足
ら
ず
へ
被
告
人
の
犯
罪
行
為
に
起
因
す
る
法
益
侵
害
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
へ
刑
事
裁
判
が
民
事
裁
判
に
対
し
て
及
ぼ
す
既
判
力
論
が
参
考
に
な
る
。




