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第
1

は
じ
め
に

「
検
察
庁
法
改
正
法
案
」

第
2 木

下

「
＃
検
察
庁
法
改
正
案
に
抗
議
し
ま
す
」
の
衝
撃

ー

芸

能

事

務

所

へ

の
独
占
禁
止
法
の
適
用
と
そ
の
民
主
的
意
義

2
0
2
0年
5
月
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の

流
行
に
よ
り
全
国
に
緊
急
事
態
宣
言
が
発
せ
ら
れ

る
な
か
、
安
倍
政
権
は
、
検
察
幹
部
の
定
年
延
長

を
内
閣
の
裁
量
次
第
で
可
能
と
す
る
検
察
庁
法
改

(
l
)
 

正
案
の
早
期
成
立
を
目
指
し
て
い
た
。
同
法
案
に

対
し
て
は
、
政
権
に
よ
る
検
察
官
へ
の
不
当
な
介

入
を
招
き
か
ね
な
い
等
の
批
判
も
あ
っ
た
が
、
こ

れ
ま
で
特
定
秘
密
保
護
法
、
新
安
保
法
制
、
共
謀

罪
創
設
な
ど
様
々
な
法
律
を
強
行
に
成
立
さ
せ
て

き
た
安
倍
政
権
を
止
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考

え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
安
倍
政
権
は
最
終
的

に
今
国
会
で
の
法
案
成
立
を
断
念
せ
ざ
る
を
得
な

く
な
っ
た
。

社
会
隔
離
の
要
請
に
よ
り
デ
モ
活
動
が
自
粛
さ

れ
る
な
か
、
安
倍
政
権
を
追
い
込
ん
だ
の
は
、

T
w
i
t
te
r
上
に
広
が
っ
た
無
数
の
抗
議
ツ
イ
ー
ト

で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
最
初
は
、
「
＃
検

察
庁
法
改
正
案
に
抗
議
し
ま
す
」
と
い
う
ハ
ッ
シ

ュ
タ
グ
を
付
け
法
案
へ
の
抗
議
を
示
し
た
無
名
の

一
人
の
市
民
に
よ
る
ツ
イ
ー
ト
か
ら
始
ま
っ
た
も

の
で
あ
っ
た
が
、
小
泉
今
日
子
、
浅
野
忠
信
、
き

ゃ
り
ー
ぱ
み
ゅ
ば
み
ゅ
と
い
っ
た
著
名
な
芸
能
人

も
同
じ
ハ
ッ
シ
ュ
タ
グ
を
付
け
抗
議
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
次
々
に

ブ
,vitte
r
に
投
稿
、
そ
の
行
動
が

瞬
く
間
に
拡
大
し
た
の
で
あ
る
。

政
府
が
提
出
し
て
い
た
検
察
庁
法
改
正
案
に
つ

い
て
は
多
数
の
法
的
論
点
が
存
在
し
て
い
る
。
た

だ
、
本
稿
で
は
、
そ
れ
ら
の
論
点
は
他
稿
に
譲

り
、
む
し
ろ
、

世
論
を
動
か
し
た
芸
能
人
た
ち
の

行
動
に
着
目
し
た
い
。

こ
れ
ま
で
、
政
治
的
発

言
、
特
に
時
の
政
権
に
対
し
て
異
議
を
唱
え
る
こ

と
に
日
本
の
芸
能
人
は
消
極
的
で
あ
る
と
言
わ
れ

き
た
。
そ
の
な
か
で
、
少
な
く
な
い
芸
能
人
た
ち

が
、
今
回
、
政
治
的
言
論
を
発
し
た
背
景
に
は
、

単
に
法
案
そ
れ
自
体
の
問
題
点
だ
け
で
な
く
、
独

占
禁
止
法
の
適
用
に
つ
い
て
公
正
取
引
委
員
会
が

新
た
な
見
解
を
示
し
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
芸
能

界
の
構
造
が
質
的
に
変
化
し
つ
つ
あ
る
こ
と
が
指

摘
さ
れ
て
い
琴
。

検
察
庁
法
改
正
に
対
す
る
抗
議
と
し
て
現
れ
た

芸
能
界
の
変
化
は
単
に
ワ
イ
ド
シ
ョ
ー
の
話
題
に

留
め
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
日
本
に
お
け
る
民

主
主
義
の
発
展
に
お
い
て
重
要
な
意
義
を
持
つ
も

が
意
味
す
る
も
の

の
で
あ
り
、
そ
れ
は
独
占
禁
止
法
が
本
来
担
う
べ

き
役
割
、
す
な
わ
ち
、
民
主
主
義
の
前
提
と
な
る

経
済
構
造
を
維
持
、
実
現
す
る
と
い
う
役
割
を
再

確
認
さ
せ
る
出
来
事
で
も
あ
る
。
本
稿
で
は
そ
の

点
を
掘
り
下
げ
て
論
述
し
て
お
き
た
い
。

民
主
主
義
と
経
済
構
造
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

民
主
主
義
は
国
家
の
統
治
機
構
の
問
題
で
あ
り
、

私
人
間
の
経
済
活
動
か
ら
成
る
経
済
構
造
と
は
無

関
係
で
あ
る
と
い
う
の
が
最
も
受
容
さ
れ
た
見
方

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
政
治
思
想
の
分
野
で

は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
、
ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
、
ブ
ラ
ン
ダ

イ
ス
、
そ
し
て
、
サ
ン
デ
ル
に
至
る
ま
で
、
民
主

主
義
は
一
定
の
経
済
構
造
を
前
提
と
し
て
初
め
て

維
持
、
機
能
し
得
る
と
い
う
発
想
が
大
き
な
力
を

持
っ
て
き
た
。
そ
の
よ
う
な
政
治
思
想
の
流
れ
の

な
か
で
共
通
の
前
提
と
な
っ
て
き
た
の
は
、
少
数

の
独
占
的
寡
占
的
支
配
者
が
存
在
し
、
多
数
が
独

占
的
寡
占
的
支
配
者
に
経
済
的
に
従
属
す
る
よ
う

な
経
済
構
造
は
民
主
主
義
と
は
相
容
れ
な
い
要
素

を
持
つ
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

(
5
)
 

民
主
主
義
と
独
占
禁
止
法

昌

彦

実
際
、
独
占
的
な
経
済
構
造
は
、
様
々
な
経
路

に
よ
り
民
主
主
義
と
矛
盾
す
る
事
態
を
生
み
出

(4
)
 

す
。
第
一
に
、
独
占
的
な
経
済
構
造
で
は
、

一
部

の
独
占
者
が
多
大
な
超
過
利
潤
（
レ
ン
ト
）
を
獲

得
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
独
占
者
は
、
そ
の
超
過

利
潤
を
政
党
や
政
治
家
へ
の
政
治
献
金
や
ロ
ビ
ー

イ
ン
グ
等
の
政
治
的
、
非
市
場
的
投
資
へ
と
振
り

向
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
民
主
主
義
は
投
票
価
値

の
平
等
に
体
現
さ
れ
る
よ
う
に
、
経
済
力
の
差
異

も
含
め
個
人
の

一
切
の
属
性
を
捨
象
し
た
う
え

で
、
個
人
間
の
政
治
的
影
響
力
が
平
等
と
な
る
こ

と
を
理
想
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
経
済
構
造
の

な
か
で
独
占
的
支
配
権
を
有
す
る
個
人
や
法
人

は
、
経
済
的
影
響
力
の
政
治
的
影
響
力
へ
の
転
化

を
通
じ
て
、
統
治
構
造
の
な
か
で
も
自
ら
の
意
思

を
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
独
占
的
支
配
者
と

な
り
得
る
。
第
二
に
、
独
占
的
な
経
済
構
造
で

は
、
少
数
の
経
済
的
支
配
者
が
、
多
数
の
個
人
の

政
治
活
動
や
言
論
活
動
を
左
右
す
る
事
実
上
の
能

力
を
持
ち
得
る
。
民
主
主
義
は
、
定
期
的
な
選
挙

だ
け
で
な
く
、
個
人
の
持
続
的
な
政
治
活
動
や
言

論
活
動
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。
憲
法
が
政

治
活
動
や
表
現
の
自
由
を
民
主
主
義
に
不
可
欠
な

も
の
と
し
て
特
に
重
要
な
権
利
と
し
て
位
置
付
け

て
い
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、

経
済
的
支
配
者
に
経
済
的
に
依
存
す
る
個
人
は
、

経
済
的
支
配
者
か
ら
取
引
関
係
な
ど
経
済
的
依
存

関
係
の
切
断
を
背
景
に
特
定
の
言
論
を
す
る
よ

う
、
あ
る
い
は
政
治
活
動
を
止
め
る
よ
う
求
め
ら

れ
た
場
合
に
は
そ
れ
を
事
実
上
拒
む
こ
と
が
で
き

ず
、
表
現
の
自
由
は
画
餅
に
帰
し
て
し
ま
う
。

こ
こ
で
重
要
な
点
は
、
戦
後
日
本
の
民
主
主
義

も
ま
た
、
民
主
主
義
と
独
占
的
な
経
済
構
造
は
相

反
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
前
提
の
も
と
で
構
築
さ
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れ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

1
9
4
5年

8
月
か
ら
開
始
さ
れ
た
民
主
化
の
究
極
的
法
的
根

拠
は
、
「
日
本
国
政
府
ハ
日
本
国
国
民
ノ
間
二
於

ケ
ル
民
主
主
義
的
傾
向
ノ
復
活
強
化
二
対
ス
ル
一

切
ノ
障
凝
ヲ
除
去
ス
ベ
シ
」
と
規
定
し
た
ポ
ツ
ダ

ム
宣
言
10項
に
あ
る
。
明
治
憲
法
下
の
天
皇
主
権

は
、
同
項
が
い
う
民
主
主
義
的
傾
向
の
「
障
凝
」

の
最
た
る
も
の
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
、
国
民
主

権
を
基
盤
と
し
た
日
本
国
憲
法
が
制
定
さ
れ
た
。

し
か
し
、
連
合
軍
最
高
司
令
官
総
司
令
部

(
G
H

Q
)
が
、
民
主
主
義
的
傾
向
の
「
障
凝
」
と
し
て

位
置
付
け
た
の
は
、
天
皇
主
権
の
統
治
機
構
だ
け

で
は
な
か
っ
た
。

G
H
Q
は
、
当
時
存
在
し
て
い

た
財
閥
、
地
主
制
、
極
端
な
経
済
的
格
差
を
民
主

主
義
的
傾
向
の
「
障
凝
」
と
し
て
位
置
付
け
、
財

閥
解
体
、
農
地
改
革
、
労
働
改
革
な
ど
革
命
的
な

経
済
構
造
の
変
革
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
経
済
的

権
力
の
集
中
を
民
主
主
義
の
「
障
凝
」
と
み
な
す

そ
の
発
想
は
、

G
H
Q
の
政
策
形
成
を
主
導
し
た

ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ラ
ー
を
介
し
、
当
時
ア
メ
リ
カ
で

大
き
な
影
響
力
を
有
し
た
ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
の
思
想

が
反
映
さ
れ
た
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

同
時
期
に
制
定
さ
れ
た
日
本
国
憲
法
が
目
指
す
民

主
主
義
も
ま
た
独
占
的
な
経
済
構
造
の
否
定
を
前

提
と
し
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
り
、
そ
の
制

定
の
前
後
に
実
施
さ
れ
て
い
た
財
閥
解
体
や
農
地

改
革
の
よ
う
な
経
済
改
革
を
、
憲
法
は
、
許
容
、

む
し
ろ
要
求
し
て
い
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
戦
後
の
経
済
改
革
の
申

し
子
と
言
え
る
の
が
、

1
9
4
7年
に
制
定
さ
れ

(6) 

た
独
占
禁
止
法
で
あ
る
。
独
占
禁
止
法
は
、
経
済

構
造
そ
れ
自
体
の
変
革
を
求
め
た
財
閥
解
体
と
比

較
し
て
基
本
は
特
定
の
経
済
的
行
為
を
規
制
す
る

も
の
に
留
ま
る
が
、
そ
の
究
極
的
目
的
は
財
閥
解

体
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
独
占

禁
止
法
の
目
的
規
定
で
あ
る
1
条
は
、
「
一
般
消

費
者
の
利
益
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
国
民
経
済

の
民
主
的
で
健
全
な
発
達
を
促
進
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
」
と
規
定
し
、
消
費
者
利
益
だ
け
で
な

＜
、
国
民
経
済
の
民
主
的
発
達
を
独
占
禁
止
法
の

目
的
と
し
て
掲
げ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
国
民
経
済

の
民
主
的
発
達
は
、
自
由
競
争
を
基
盤
と
す
る
経

済
秩
序
と
ほ
ぼ
同
義
で
理
解
さ
れ
る
場
合
も
あ
る

が
、
独
占
禁
止
法
の
起
草
者
で
も
あ
る
橋
本
龍
伍

が
「
経
済
の
民
主
化
と
い
う
こ
と
は
、
…
政
治
上

に
民
主
主
義
を
実
現
し
易
く
す
る
よ
う
な
経
済
組

織
を
採
る
こ
と
で
あ
る
」
と
記
述
す
る
よ
う
に
、

民
主
的
な
統
治
制
度
に
適
合
的
な
経
済
の
発
達
と

(7) 

理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
独
占
禁
止
法
の
個
別

の
規
定
の
多
く
は
抽
象
的
な
文
言
で
記
述
さ
れ
て

い
る
が
、
一
般
的
な
法
解
釈
の
技
法
に
従
う
限

り
、
こ
の
目
的
規
定
、
さ
ら
に
は
憲
法
が
依
拠
す

る
民
主
主
義
の
理
念
を
踏
ま
え
た
う
え
で
の
解
釈

が
本
来
は
求
め
ら
れ
て
い
る
。

な
お
、
ア
メ
リ
カ
の
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
学
説
、

実
務
で
は
、

1
9
7
0年
初
頭
ま
で
、
民
主
主
義

の
実
現
を
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
究
極
的
目
的
と
位
置

づ
け
、
独
占
的
経
済
構
造
そ
れ
自
体
を
問
題
視
す

る
ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
学
派
が
優
勢
で
あ
っ
た
も
の

の、

1
9
7
0年
代
後
半
以
降
、
反
ト
ラ
ス
ト
法

の
目
的
を
経
済
的
効
率
性
と
消
費
者
余
剰
の
拡
大

へ
と
縮
減
し
た
シ
カ
ゴ
学
派
に
よ
っ
て
そ
の
支
配

的
地
位
を
奪
わ
れ
た
こ
と
が
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
近
年
、

G
o
o
g
l
e
や
A
m
a

z
o
n
の
よ
う
に
巨
大
な
独
占
的
企
業
が
登
場

し
、
そ
れ
が
経
済
分
野
だ
け
で
な
く
、
社
会
や
政

治
に
も
波
及
的
に
深
刻
な
影
響
を
も
た
ら
し
て
い

る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
な
か
で
、
ネ
オ
・
ブ
ラ
ン

ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
や
プ
ラ
ン
ダ
イ
ス
の
思
想
に
つ

い
て
注
目
す
べ
き
点
は
、
独
立
自
営
農
民
や
零
細

的
自
営
業
者
の
よ
う
に
自
己
の
責
任
に
よ
り
独
立

し
て
活
動
す
る
職
業
が
民
主
主
義
を
支
え
る
う
え

で
重
要
な
職
業
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で

(
9
)
 

あ
る
。
彼
ら
は
独
立
し
て
経
済
活
動
を
行
う
こ
と

こ
そ
が
、
民
主
主
義
を
支
え
る
公
民
と
し
て
の
美

徳
を
涵
養
し
、
さ
ら
に
自
由
な
政
治
活
動
を
可
能

に
す
る
と
考
え
て
い
た
。
自
己
の
才
能
や
魅
力
を

資
源
と
し
て
経
済
的
活
動
に
携
わ
る
芸
能
人
は
、

本
来
、
自
ら
の
意
思
に
よ
り
言
論
活
動
を
行
え
る

存
在
と
し
て
民
主
主
義
を
支
え
る
役
割
を
担
い
得

る
職
業
と
も
言
え
る
。
特
に
、
そ
の
言
動
が
常
に

メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
報
道
さ
れ
る
著
名
な
芸
能
人

は
、
特
定
の
意
見
や
見
解
を
広
く
人
々
に
伝
え
る

ハ
ブ
と
な
り
得
る
。
現
に
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て

は
芸
能
人
を
抜
き
に
し
て
、
世
論
形
成
を
語
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

し
か
し
、
日
本
の
芸
能
人
は
、
伝
統
的
に
言
論

活
動
に
消
極
的
で
あ
り
、
そ
の
背
後
に
は
日
本
特

有
の
芸
能
界
の
構
造
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
日
本
の
芸
能
界
は
芸
能
事
務
所
を
中
心
に

動
い
て
お
り
、
芸
能
界
で
活
動
す
る
芸
能
人
は
、

第
3

芸
能
界
の
掟
と
タ
ブ
—
と
し
て
の
芸
能
人

の
政
治
的
発
言

ダ
イ
ス
学
派
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス

(8) 

学
派
は
再
び
影
響
力
を
持
ち
つ
つ
あ
る
。
前
述
の

よ
う
に
日
本
の
独
占
禁
止
法
は
プ
ラ
ン
ダ
イ
ス
学

派
の
影
響
の
な
か
で
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

が
、
少
な
く
と
も
、
後
述
す
る
芸
能
界
の
分
野
に

お
い
て
は
、
プ
ラ
ン
ダ
イ
ス
学
派
の
視
点
は
有
益

な
示
唆
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

特
定
の
芸
能
事
務
所
に
所
属
す
る
こ
と
が
基
本
で

あ
る
。
芸
能
事
務
所
の
業
務
は
、
所
属
芸
能
人
の

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
管
理
、
出
演
交
渉
や
宣
伝
活
動
と

い
っ
た
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
業
務
、
芸
能
人
の
身
の
回

り
の
世
話
等
が
中
心
と
な
る
が
、
事
務
所
に
よ
っ

て
は
、
ダ
ン
ス
レ
ッ
ス
ン
な
ど
の
芸
能
人
の
育
成

業
務
や
独
自
コ
ン
テ
ン
ツ
を
作
成
す
る
プ
ロ
ダ
ク

シ
ョ
ン
業
務
ま
で
手
掛
け
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。

各
芸
能
人
は
独
立
し
た
事
業
者
で
あ
る
と
い
う

前
提
の
も
と
、
芸
能
事
務
所
と
芸
能
人
と
の
間
の

契
約
は
、
雇
用
契
約
で
は
な
く
業
務
提
携
契
約
と

(10) 

し
て
締
結
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
契
約
の
性

格
付
け
に
つ
い
て
は
議
論
の
あ
り
得
る
と
こ
ろ
で

あ
る
が
、
芸
能
界
に
は
、
契
約
と
は
別
に
、e
薪
~

属
事
務
所
を
独
立
し
て
は
な
ら
な
い
、
②
菫
病
薪
~

の
移
籍
を
し
て
は
な
ら
な
い
、
③
所
属
事
務
所
の

指
示
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
っ
た
不
文

(11) 

の
「
芸
能
界
の
掟
」
が
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。

芸
能
事
務
所
は
、
こ
の
芸
能
界
の
掟
を
破
っ
た

芸
能
人
に
対
し
、
芸
能
界
に
お
け
る
そ
の
後
の
活

動
の
場
を
奪
う
こ
と
、
い
わ
ゆ
る
「
干
す
」
と
い

う
制
裁
を
科
す
こ
と
で
、
芸
能
界
の
掟
を
守
ら
せ

て
き
た
。
芸
能
人
は
個
人
事
業
主
で
あ
る
か
ら
、

芸
能
事
務
所
か
ら
独
立
し
個
人
事
務
所
を
立
ち
上

げ
た
り
、
別
の
事
務
所
に
移
籍
し
た
り
し
て
も
、

従
来
通
り
、
テ
レ
ビ
や
映
画
の
仕
事
に
従
事
で
き

そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
芸
能
事
務
所
が
、
テ
レ

ビ
局
や
映
画
の
制
作
会
社
に
、
独
立
し
た
芸
能
人

を
起
用
し
た
場
合
、
所
属
芸
能
人
を
全
員
引
き
上

げ
る
と
示
唆
し
た
り
、
そ
の
よ
う
な
芸
能
事
務
所

の
意
向
を
テ
レ
ビ
局
が
付
度
し
た
り
す
る
こ
と

で
、
独
立
し
た
芸
能
人
を
起
用
す
る
テ
レ
ビ
局
は

な
く
な
り
、
芸
能
人
は
干
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
芸

能
界
の
掟
は
、
契
約
で
は
な
い
が
、
芸
能
人
を
干
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す
と
い
う
非
公
式
の
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
の
存

在
に
よ
り
事
実
上
契
約
以
上
の
効
力
を
獲
得
し
て

き
た
と
言
え
る
。
国
民
的
人
気
を
誇
っ
た
S
M
A

P
の
メ
ン
バ
ー
が
業
界
に
強
い
影
響
力
を
持
つ
ジ

ャ
ニ
ー
ズ
事
務
所
か
ら
必
ず
し
も
円
満
と
は
言
え

な
い
か
た
ち
で
独
立
し
た
こ
と
が
報
道
さ
れ
た

後
、
急
に
テ
レ
ビ
に
登
場
し
な
く
な
っ
た
の
は
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
芸
能
界
の
掟
の
な
か
で
芸
能
事
務

所
は
所
属
芸
能
人
に
対
し
て
政
治
的
発
言
を
控
え

る
よ
う
指
示
し
て
き
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
社
会

の
最
大
公
約
数
に
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
た

い
テ
レ
ビ
の
ス
ポ
ン
サ
ー
企
業
は
、
特
定
の
政
治

色
に
染
ま
っ
た
芸
能
人
を
起
用
す
る
こ
と
を
嫌
う

(12) 

と
言
わ
れ
て
お
り
、
芸
能
事
務
所
は
所
属
芸
能
人

の
政
治
的
発
言
が
当
該
芸
能
人
の
仕
事
の
幅
を
縮

小
さ
せ
、
結
果
と
し
て
事
務
所
の
収
益
が
失
わ
れ

る
事
態
を
回
避
し
た
い
と
の
事
情
が
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
芸
能
事
務
所
か
ら
の
指
示
に
反
し
、
政

治
的
発
言
を
行
っ
た
芸
能
人
は
、
制
裁
や
見
せ
し

め
と
し
て
、
以
後
事
務
所
か
ら
仕
事
を
回
し
て
も

ら
え
な
く
な
り
、
仮
に
事
務
所
か
ら
独
立
し
て

も
、
所
属
事
務
所
に
よ
る
圧
力
に
よ
っ
て
業
界
全

体
と
し
て
干
さ
れ
る
危
険
性
が
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
芸
能
人
は
、
政
治
に
対
し
て
口
を
閉
ざ
す

か
、
職
業
で
あ
る
芸
能
人
を
辞
め
る
か
と
い
う
二

者
択
一
に
直
面
し
て
き
た
と
言
え
る
。

た
だ
、
よ
り
懸
念
さ
れ
る
こ
と
は
、
芸
能
事
務

所
が
、
実
は
政
治
的
に
無
関
心
、
中
立
的
で
は
な

い
か
も
し
れ
な
い

こ
と
で
あ
る
。
芸
能
事
務
所

は
、
政
治
的
発
言
に
消
極
的
で
あ
る
と
さ
れ
る
一

方
、
政
権
を
担
う
安
倍
晋
三
首
相
と
所
属
芸
能
人

が
面
会
し
、
そ
れ
が
報
道
さ
れ
る
こ
と
に
対
し
て

は
広
く
許
容
し
て
い
る
の
が
現
実
で
あ
り
、
そ
れ

は
政
権
に
と
っ
て
大
き
な
広
告
効
果
を
生
ん
で
い

(13) 

る
と
報
道
さ
れ
て
い
る
。
芸
能
事
務
所
に
様
々
な

業
務
を
発
注
す
る
政
府
は
、
芸
能
事
務
所
に
と
っ

て
重
要
な
顧
客
で
あ
る
。
例
え
ば
、
吉
本
興
業

は
、
新
た
に
、
教
育
向
け
動
画
配
信
事
業
を
N
T

T
と
共
同
で
開
始
す
る
計
画
を
立
ち
上
げ
、
官
民

フ
ァ
ン
ド
で
あ
る
海
外
需
要
開
拓
支
援
機
構
（
い

わ
ゆ
る
ク
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
機
構
）
が
最
大

l
o
o

(
M
)
 

億
円
の
出
資
を
す
る
と
報
道
さ
れ
て
い
る
。
吉
本

興
業
の
株
式
は
現
在
非
公
開
で
あ
り
、
正
確
な
経

営
状
態
は
明
確
で
な
い
も
の
の
、

2
0
0
9
年
時

点
で
、
テ
レ
ビ
番
組
の
半
分
以
上
に
吉
本
所
属
タ

(15) 

レ
ン
ト
が
出
演
し
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
さ

ら
に
、
近
年
で
は
、
専
門
職
と
し
て
の
ニ
ュ

ー
ス

キ
ャ
ス
タ
ー
に
代
わ
り
吉
本
所
属
の
お
笑
い
タ
レ

ン
ト
が
報
道
番
組
の
司
会

・
進
行
を
担
当
す
る
例

も
決
し
て
珍
し
く
は
な
い
。
し
か
し
、
現
政
権
下

で
多
大
な
出
資
を
受
け
る
予
定
の
吉
本
興
業
に
所

属
す
る
芸
能
人
が
、
芸
能
界
の
掟
の
な
か
で
、
政

権
批
判
や
中
立
的
な
言
論
を
ど
こ
ま
で
自
由
に
行

い
得
る
の
か
疑
問
が
あ
る
。
吉
本
興
業
か
ら
所
属

芸
能
人
へ
の
直
接
の
指
示
が
な
く
と
も
、
所
属
芸

能
人
が
「
付
度
」
す
る
こ
と
は
十
分
に
あ
り
得

え
、
政
府
の
方
針
と
異
な
る
言
論
の
抑
圧
の
可
能

性
が
構
造
的
に
存
在
す
る
こ
と
は
否
定
で
き
な

い
。
ま
た
、
吉
本
興
業
や
ジ
ャ
ニ
ー
ズ
事
務
所
の

よ
う
な
巨
大
な
事
務
所
は
、
単
に
所
属
芸
能
人
だ

け
で
な
く
、
所
属
芸
能
人
を
多
数
起
用
す
る
テ
レ

ビ
局
や
新
聞
な
ど
の
報
道
機
関
に
も
影
響
力
を
行

使
で
き
る
立
場
に
あ
り
、
報
道
機
関
が
そ
れ
ら
の

芸
能
事
務
所
に
関
す
る
諸
問
題
を
中
立
的
に
報
道

で
き
る
の
か
と
い
う
問
題
も
あ
る
。

芸
能
界
の
掟
に
代
表
さ
れ
る
芸
能
界
の
旧
態
依

然
と
し
た
構
造
に
風
穴
を
空
け
た
と
言
わ
れ
る
の

が、

2
0
1
8
年
2
月
15
日
に
公
正
取
引
委
員
会

が
取
り
ま
と
め
た

「人
材
と
競
争
政
策
に
関
す
る

検
討
会
報
告
書
」
（
以
下
、
報
告
書
）
で
あ
る
。

従
来
、
公
正
取
引
委
員
会
の
関
心
は
専
ら
企
業
間

の
競
争
で
あ
り
、
芸
能
人
の
よ
う
な
個
人
事
業
主

に
つ
い
て
は
十
分
な
注
意
が
払
わ
れ
て
こ
な
か
っ

た
。
し
か
し
、
報
告
書
は
、
個
人
事
業
主
に
よ
る

役
務
提
供
の
受
注
と
発
注
に
お
い
て
も
独
占
禁
止

法
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
再
確
認
し
、

芸
能
事
務

所
な
ど
に
よ
る
移
籍
制
限
行
為
が
独
占
禁
止
法
上

問
題
と
な
り
得
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
従

来
、
芸
能
事
務
所
は
人
材
育
成
投
資
費
用
の
回
収

を
移
籍
制
限
の
合
理
的
根
拠
と
し
て
き
た
が
、
同

繋
口
書
は
、
毯
贋
限
が
人
材
育
成
の
投
資
費
用

回
収
の
た
め
に
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
と
は
言
え

な
い
と
踏
み
込
ん
だ
判
断
も
示
し
て
い
る
。

こ
の
報
告
の
後
、
公
正
取
引
委
員
会
は
、
芸
能

界
と
の
関
係
で
積
極
的
な
姿
勢
を
見
せ
、

2
0
1

9
年
7
月
に
は
、
退
所
し
た
S
M
A
P
元
メ
ン
バ

ー
3
人
の
番
組
起
用
を
妨
げ
る
よ
う
な
働
き
か
け

が
あ
っ
た
場
合
は
、
独
占
禁
止
禁
止
法
違
反
に
つ

な
が
る
恐
れ
が
あ
る
と
す
る
内
容
の
注
意
を
ジ
ャ

ニ
ー
ズ
事
務
所
に
し
た
こ
と
が
報
道
さ
れ
て
い

(16) 
る
。
さ
ら
に
、
同
年
9
月
25
日
、
公
正
取
引
委
員

会
は
、
独
占
禁
止
法
上
問
題
と
な
り
得
る
芸
能
事

務
所
の
具
体
的
行
為
の
例
を
公
表
し
（
以
下
、
公

取
資
料
）
、
そ
こ
で
は
、
芸
能
事
務
所
が
所
属
芸

第
4

公
正
取
引
委
員
会
の
新
た
な
動
き
と
今
後

の
課
題

能
人
に
対
し
て
、
芸
能
活
動
を
妨
害
す
る
旨
示
唆

し
て
、
移
籍

・
独
立
を
諦
め
さ
せ
る
こ
と
が
優
越

的
地
位
の
濫
用
等
に
、
ま
た
、
実
際
に
前
の
所
属

事
務
所
が
テ
レ
ビ
局
等
の
出
演
先
や
移
籍
先
に
圧

力
を
掛
け
、
独
立

・
移
籍
し
た
芸
能
人
の
芸
能
活

動
を
妨
害
す
る
こ
と
な
ど
が
、
取
引
妨
害
、
取
引

(17
)
 

拒
絶
等
に
当
た
り
得
る
と
の
立
場
が
示
さ
れ
た
。

独
占
禁
止
法
上
、

芸
能
事
務
所
が
テ
レ
ビ
局
等

に
圧
力
を
掛
け
、
芸
能
人
を
干
す
こ
と
が
で
き
な

い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、

芸
能
界
の
掟
の
非

公
式
の
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
が
消
失
す
る
。
芸

能
人
が
移
籍
の
自
由
を
享
受
で
き
る
よ
う
に
な
れ

ば
、
芸
能
事
務
所
と
芸
能
人
と
の
力
関
係
も
よ
り

対
等
な
も
の
と
な
り
、
政
治
的
発
言
も
含
む
芸
能

人
の
自
由
な
活
動
が
可
能
と
な
り
得
る
。
芸
能
人

に
よ
る
検
察
庁
法
改
正
へ
の
抗
議
と
い
う
よ
う
な

言
論
活
動
が
、
独
占
禁
止
法
の
適
用
可
能
性
に
よ

っ
て
活
性
化
た
の
で
あ
れ
ば
、
民
主
主
義
に
相
応

し
い
経
済
構
造
の
形
成
と
い
う
独
占
禁
止
法
が
本

来
有
し
て
い
た
役
割
が
発
揮
さ
れ
た
と
言
え
よ

゜

A

つ
た
だ
、
芸
能
界
の
構
造
を
民
主
的
な
も
の
へ
と

根
本
的
に
変
え
て
い
く
と
い
う
観
点
か
ら
、
現
在

示
さ
れ
て
い
る
公
正
取
引
委
員
会
の
見
解
や
既
存

の
独
占
禁
止
法
の
枠
組
み
に
は
さ
ら
に
検
討
を
要

す
べ
き
い
く
つ
か
の
課
題
が
あ
る
よ
う
に
見
受
け

ら
れ
る
。

第
一
は
、
芸
能
事
務
所
が
関
与
す
る
市
場
が
報

道
活
動
や
表
現
活
動
に
密
接
に
関
係
す
る
市
場
で

あ
る
こ
と
を
独
占
禁
止
法
の
適
用
上
ど
の
よ
う
に

評
価
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
公
取
資
料

は
、
芸
能
事
務
所
の
行
為
が
、
実
際
に
独
占
禁
止

法
違
反
と
な
る
か
ど
う
か
は
、
具
体
的
態
様
に
照
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ら
し
て
個
別
に
判
断
さ
れ
る
と
し
、
特
に
優
越
的

地
位
の
濫
用
の
適
用
上
問
題
と
な
る
「
不
当
に
不

利
益
を
与
え
る
」
か
否
か
の
認
定
に
お
い
て
は
、

①
課
さ
れ
る
義
務
等
の
内
容
や
期
間
が
目
的
に
照

ら
し
て
過
大
で
あ
る
か
、
②
与
え
る
不
利
益
の
程

度
③
岱
雌
楓
の
有
無
や
そ
の
水
準
、
④
あ
ら

か
じ
め
十
分
な
協
議
が
行
わ
れ
た
か
等
が
考
慮
さ

れ
る
と
し
て
い
る
。

こ
れ
は
公
正
取
引
委
員
会
の
伝
統
的
枠
組
み
に

従
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
独
占
禁
止
法
の

究
極
的
目
的
が
民
主
主
義
に
適
合
す
る
経
済
構
造

の
維
持

・
構
築
に
あ
る
な
ら
ば
、
具
体
的
行
為
の

評
価
は
、
当
事
者
の
経
済
的
利
益
へ
の
影
響
だ
け

で
な
く
、
言
論
市
場
へ
の
派
生
的
影
響
も
踏
ま
え

る
べ
き
で
あ
る
。
芸
能
人
の
移
籍
独
立
へ
の
妨
害

は
、
言
論
市
場
か
ら
多
様
性
を
奪
い
、
芸
能
人
や

報
道
機
関
の
言
論
活
動
の
萎
縮
に
繋
が
る
点
で
民

主
主
義
へ
の
弊
害
が
大
き
い
。
そ
れ
故
、
芸
能
界

に
お
け
る
移
籍
独
立
の
妨
害
は
、
ス
ポ
ー
ツ
事
業

分
野
よ
り
も
独
占
禁
止
法
の
適
用
が
強
く
要
請
さ

れ
る
と
言
え
る
。
ま
た
、
移
籍
独
立
へ
の
妨
害
可

能
性
そ
れ
自
体
が
弊
害
を
生
ん
で
い
る
現
状
に
鑑

み
れ
ば
、
個
別
判
断
で
は
な
く
予
防
的
観
点
か
ら

類
型
的
判
断
手
法
も
採
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

第
二
は
、
芸
能
事
務
所
が
所
属
芸
能
人
に
政
治

的
言
論
を
控
え
る
よ
う
指
示
す
る
こ
と
そ
れ
自
体

の
独
占
禁
止
法
上
の
位
置
づ
け
で
あ
る
。
芸
能
事

務
所
が
事
務
所
に
所
属
し
続
け
る
こ
と
の
条
件
と

し
て
政
治
的
言
論
を
控
え
る
よ
う
に
芸
能
人
に
求

め
る
こ
と
は
、
適
用
条
文
と
し
て
は
、
優
越
的
地

位
濫
用
規
制
に
お
け
る
「
そ
の
他
取
引
の
相
手
方

に
お
け
る
不
利
的
と
な
る
よ
う
に
取
引
の
条
件
を

設
定
し
、
若
し
く
は
変
更
し
、
又
は
取
引
を
実
施

す
る
こ
と
」
に
該
当
す
る
か
否
か
の
問
題
と
な
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
（
独
占
禁
止
法
2
条
9
項
5
号

ハ
）
が
、
公
正
取
引
委
員
会
は
未
だ
明
確
な
見
解

を
示
し
て
い
な
い
。

こ
の
論
点
に
つ
い
て
は
、
政
治
的
言
論
は
非
経

済
的
活
動
で
あ
り
、
仮
に
政
治
的
言
論
の
禁
止
が

契
約
条
件
と
な
っ
て
も
、
芸
能
人
は
直
接
的
に
経

済
的
不
利
益
を
被
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
が
市

場
の
競
争
に
与
え
る
影
響
も
明
確
で
は
な
い
こ
と

か
ら
、
こ
の
問
題
は
独
占
禁
止
法
の
問
題
関
心
の

範
囲
外
で
あ
る
と
い
う
見
方
も
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。
た
だ
、
偲
越
的
地
位
濫
用
規
制
の
法
的
性
格

を
競
争
と
の
関
係
で
位
置
付
け
る
必
然
性
は
な

(18) 
＜
、
む
し
ろ
、
民
主
主
義
へ
の
弊
害
防
止
が
独
占

禁
止
法
の
究
極
的
目
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
優
越
的

地
位
濫
用
規
制
が
防
止
し
よ
う
と
す
る
「
不
利

益
」
か
ら
民
主
主
義
に
と
っ
て
不
可
欠
な
表
現
の

自
由
を
失
う
こ
と
を
あ
え
て
排
除
す
る
理
由
は
な

い
と
考
え
ら
れ
る
。

も
っ
と
も
、
政
治
的
言
論
の
禁
止
は
テ
レ
ビ
等

に
お
け
る
活
動
を
広
げ
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
で

あ
り
、
所
属
芸
能
人
に
も
利
益
に
な
る
こ
と
で
あ

る
と
い
う
芸
能
事
務
所
の
主
張
も
あ
り
得
よ
う
。

し
か
し
、
自
身
の
活
動
の
幅
と
政
治
的
活
動
の
い

ず
れ
を
選
択
す
る
か
否
か
は
本
来
自
律
し
た
個
人

事
業
主
で
あ
る
芸
能
人
自
身
が
判
断
す
べ
き
こ
と

で
あ
り
、
芸
能
事
務
所
が
優
越
的
地
位
を
利
用
し

て
決
定
で
き
る
事
柄
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
表
現

の
自
由
は
芸
能
人
本
人
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、

公
共
の
利
益
と
も
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
少
な

く
と
も
‘
こ
れ
ま
で
芸
能
界
に
お
い
て
当
然
視
さ

れ
き
た
よ
う
に
芸
能
事
務
所
が
所
属
芸
能
人
の
政

治
活
動
を

一
律
に
禁
止
す
る
こ
と
は
独
占
禁
止
法

上
も
違
法
な
行
為
と
な
る
と
考
え
る
の
が
適
切
で

(19) 

あ
ろ
う
。
ま
た
、
同
じ
考
え
方
は
、
例
え
ば
、
芸

能
人
の
引
き
上
げ
を
示
唆
し
て
、
テ
レ
ビ
局
や
報

道
機
関
に
芸
能
事
務
所
が
特
定
の
報
道
を
す
る
よ

う
、
あ
る
い
は
、
し
な
い
よ
う
に
働
き
か
け
る
こ

と
に
も
適
用
さ
れ
る
と
考
え
る
。

第
三
は
、
現
在
の
行
為
規
制
が
中
心
と
な
る
独

占
禁
止
法
の
枠
組
み
に
よ
っ
て
は
、
芸
能
界
の
構

造
を
完
全
に
は
変
革
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と

い
う
懸
念
で
あ
る
。
芸
能
人
を
「
干
す
」
メ
カ
ニ

ズ
ム
は
、
関
係
者
の
阿
咋
の
「
付
度
」
に
よ
っ
て

成
立
し
て
お
り
、
必
ず
し
も
指
示
や
命
令
の
よ
う

な
特
定
の
具
体
的
な
行
為
が
常
に
介
在
す
る
わ
け

で
は
な
い
。
「
付
度
」
は
特
定
の
行
為
で
は
な

＜
、
特
定
事
務
所
が
多
数
の
著
名
芸
能
人
を
抱

え
、
多
角
的
な
事
業
展
開
を
す
る
芸
能
界
の
支
配

的
経
済
構
造
か
ら
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
り
、
「
付

度
」
を
予
防
し
、
解
消
す
る
た
め
に
は
、
芸
能
事

務
所
に
対
す
る
構
造
的
規
制
が
必
要
か
も
し
れ
な

い
。
と
り
わ
け
、
吉
本
の
よ
う
に
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

業
務
、
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
業
務
、
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン

業
務
に
同
時
に
従
事
す
る
企
業
形
態
を
許
容
す
る

こ
と
は
、
芸
能
人
と
芸
能
事
務
所
と
の
間
の
利
益

相
反
の
懸
念
が
あ
る
う
え
、
芸
能
界
に
お
い
て
独

占
的
募
占
的
支
配
を
生
み
出
し
、
さ
ら
に
は
、
政

治
と
結
合
す
る
危
険
性
を
有
し
て
い
る
。
芸
能
事

務
所
は
、
民
主
主
義
に
と
っ
て
不
可
欠
な
言
論
市

場
に
最
も
近
い
存
在
で
あ
り
、
そ
こ
に
吉
本
の
よ

う
な
巨
大
企
業
が
存
在
し
て
い
い
の
か
は
検
討
の

余
地
が
あ
ろ
う
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
1
9
6
2年

に
、
司
法
省
が
、
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
業
務
の
み
な
ら

ず
テ
レ
ビ
や
映
画
の
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
業
務
な
ど

を
幅
広
く
手
掛
け
絶
大
な
支
配
力
を
も
っ
た
M
C

A
を、

反
ト
ラ
ス
ト
法
違
反
で
訴
え
、
最
終
的
に

エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
業
務
を
切
り
離
す
和
解
に
応
じ
さ

(20) 

せ
た
こ
と
が
有
名
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
巨
大
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
企
業

の
登
場
へ
の
対
策
を
独
占
禁
止
法
だ
け
に
全
て
委

ね
る
の
で
は
な
く
、
ア
メ
リ
カ
の
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ

ア
州
の
よ
う
に
、
芸
能
人
の
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
業
務

を
許
可
制
に
し
た
う
え
で
、
銀
行
の
よ
う
に
他
業

種
参
入
を
禁
止
す
る
と
い
う
よ
う
な
新
た
な
営
業

(21) 

規
制
の
導
入
も
あ
り
得
る
か
も
し
れ
な
い
。

な
お
、
構
造
的
規
制
の
導
入
に
つ
い
て
は
憲
法

22条
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
営
業
の
自
由
あ
る
い

は
憲
法
29条
に
よ
っ
て
保
節
さ
れ
る
財
産
権
の
侵

害
に
該
当
し
、
違
憲
の
疑
い
が
あ
る
と
い
う
指
摘

が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
見
解
は
経
済
的

自
由
に
関
す
る
判
例
法
理
を
十
分
に
踏
ま
え
て
い

な
い
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
最
高
裁
は
小

売
市
場
事
件
判
決
に
お
い
て
、
憲
法
は
、
国
の
責

務
と
し
て
積
極
的
な
社
会
経
済
政
策
の
実
施
を
予

定
し
て
い
る
と
述
べ
た
う
え
で
、
社
会
経
済
全
体

の
均
衡
の
と
れ
た
調
和
的
発
展
を
図
る
た
め
の
立

(22) 

法
に
つ
い
て
は
、
広
範
な
裁
足
を
認
め
て
い
る
。

民
主
主
義
の
実
現
を
目
的
に
独
占
的
企
業
の
影
響

力
を
分
散
さ
せ
る
法
制
度
が
合
憲
と
な
る
こ
と
は

判
例
上
ほ
ぼ
疑
い
が
な
い
だ
ろ
う
。

本
論
稿
に
お
い
て
は
、
独
占
的
な
経
済
構
造
が

民
主
主
義
を
支
え
る
政
治
過
程
や
言
論
市
場
に
お

い
て
も
弊
害
を
生
じ
さ
せ
る
と
い
う
事
象
を
前
提

に
、
日
本
の
独
占
禁
止
法
の
究
極
的
目
的
が
そ
の

よ
う
な
独
占
的
な
経
済
構
造
の
構
築
を
抑
止
す
る

第
5

お
わ
り
に



291 2450 • 2451合併号 判 例時報

こ
と
に
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
近
年
の
公
正
取
引

委
員
会
が
芸
能
界
に
対
し
て
示
し
た
独
占
禁
止
法

の
適
用
可
能
性
は
単
に
芸
能
界
に
お
け
る
競
争
の

促
進
に
貢
献
す
る
だ
け
で
な
く
、
民
主
主
義
の
実

現
と
い
う
独
占
禁
止
法
の
目
的
の
観
点
か
ら
も
意

義
が
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
今
後
は
、
芸
能
界
の

掟
に
代
表
さ
れ
る
非
民
主
的
な
構
造
の
根
本
的
な

解
消
の
た
め
に
独
占
禁
止
法
は
ど
の
よ
う
に
そ
の

適
用
法
理
を
発
展
さ
せ
る
べ
き
か
、
あ
る
い
は
、

独
占
禁
止
法
以
外
の
法
制
度
の
枠
組
み
と
し
て
ど

の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
得
る
か
が
検
討
さ
れ
て
い

く
べ
き
で
あ
る
。

(
1
)

緊
急
事
態
で
は
内
閣
限
り
で
法
律
と
同

等
の
効
力
を
も
っ
た
政
令
を
制
定
で
き
る
よ

う
に
憲
法
改
正
に
よ
り
緊
急
事
態
条
項
を
設

け
る
べ
き
で
あ
る
と
の
見
解
も
あ
る
。
し
か

し
、
仮
に
緊
急
事
態
条
項
が
存
在
し
て
い
た

場
合
、
今
回
の
検
察
庁
法
改
正
の
案
件
が
ど

の
よ
う
な
経
緯
を
辿
っ
た
の
か
を
想
像
し
て

み
る
こ
と
は
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。

(
2
)

松
谷
創
一
郎
「
政
治
に
対
し
て
声
を
上

げ
始
め
た
芸
能
人
ー
『
＃
検
察
庁
法
改
正
案

に
抗
議
し
ま
す
』
の
背
景
」

(
2
0
2
0
年

5
月
13
日
[
『Y
a
h
o
o
!
ニ
ュ
ー
ス
個
人
』
）

(https://n
e
ws.
 
y
a
h
o
o
.c
o
.jp/
b
yli
ne/soic 

hiromatsutani/2020051
3
,
8
178207/,
2
 

0
2
0
年
7
月
10
日
最
終
閲
覧
）
。

(
3
)

こ
の
論
点
に
つ
い
て
は
、
木
下
昌
彦

「
21
世
紀
の
財
産
権
と
民
主
主
義
ー
富
の
集

中
の
憲
法
的
意
義
と
そ
の
統
制
に
つ
い
て
」

辻
村
み
よ
子
ほ
か
『
「
国
家
と
法
」
の
主
要
問

題
』
（
日
本
評
論
社
、
2

0
1
8
年
）
も
参
照
。

(
4
)

民
主
主
義
と
独
占
的
な
経
済
構
造
の
矛

盾
に
つ
い
て
論
じ
た
論
稿
は
無
数
に
あ
る

が
、
分
か
り
易
く
整
理
さ
れ
た
近
年
の
論
稿

と
し
て
、
例
え
ば
、

N
e
p
h
y
r
T
e
a
ch
o
u
t
 &
 

Lina M
.
 Kh

a
n
,
 Ma

r
k
e
t
 Structu
re
 a
n
d
 

Political 
L
a
w
:
 A
 T
a
x
o
n
o
m
y
 of P
o
we
r,
 

9

D
uKE 
J
.
 CoNsr・L. 

&
 Pus
.
 Po

L'
Y
 37 

(20
14)
.
 

(
5
)

日
本
国
憲
法
が
貫
く
理
想
は
政
治
と
経

済
と
文
化
の
全
て
の
領
域
を
徹
底
的
に
民
主

化
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
経
済
の
民
主
化

に
と
っ
て
不
可
欠
の
施
策
で
あ
る
農
地
改
革

や
財
閥
解
体
は
憲
法
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は

な
い
と
論
じ
る
も
の
と
し
て
、
我
妻
榮
「
農

地
改
革
は
憲
法
違
反
か
」
『
民
法
研
究
暉
憲

法
と
私
法
』
（
有
斐
閣
、

1
9
7
0
年
）
3

0

9
頁
（
初
収
は
、
法
律
タ
イ
ム
ズ

2
巻
1

号
20
頁

(1
9
4
8
年））
。

(
6
)

ア
メ
リ
カ
政
治
思
想
と
独
占
禁
止
法
の

成
立
と
の
結
合
に
つ
い
て
は
、
平
林
英
勝

『
独
占
禁
止
法
の
歴
史
山
』
（
信
山
社
、

2
0

1

2
年
）
を
参
照
。

(
7
)

橋
本
龍
伍

r
独
占
禁
止
法
と
我
が
国
民

経
済
』
（
日
本
経
済
新
聞
社
、

1
9
4
7
年）

8
頁。

(
8
)
D
a
v
id 
D
a
y
e
n
,
 Th

i
s
 B
u
d
d
i
n
g
 

M
o
v
e
m
e
n
t
 
W
a
n
t
s
 
t
o
 
S
m
a
s
h
 

M
o
n
o
p
o
l
i
es,
 The
 Nation (April
 4,
 2017)
,
 

(https:/
/
w
w
w.thenation
.c
o
m
/article/
 

a
r
c
h
i
v
e
/
t
h
i
s
,
b
u
d
d
in
g
,
m
o
v
e
m
e
n
t
,
 

w
a
n
t
s
,
t
o
'
s
m
a
s
h
,
m
o
n
o
p
o
l
i
e
s
/
,
2
0
2
 

0
年

7
月
10
日
最
終
閲
党
）
。
な
か
で
も
、

L
i
n
a
 M
.
 Kh

a
n
,
 Am

a
z
o
n
'
s
 Antitrust 

P
a
r
a
d
o
x,
 126
 Y
ale
 L.J
.
 564 

(20
17)
.
は、

ネ
オ

・
プ
ラ
ン
ダ
イ
ス
学
派
を
代
表
す
る
論

稿
と
し
て
有
名
で
あ
る
。
同
論
文
は
、

一
人

の
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
生
が
書
い
た
も
の
で
あ
っ

た
が
、

A
m
a
z
o
n
の
経
営
戦
略
を
詳
細

に
分
析
し
た
う
え
で
、
旧
来
の
シ
カ
ゴ
学
派

の
枠
組
み
に
よ
っ
て
は
A
m
a
N
o
n
の
市

場
独
占
と
そ
の
弊
害
を
防
止
で
き
な
い
と
論

じ
て
お
り
、
ア
メ
リ
カ
の
み
な
ら
ず
日
本
の

独
占
禁
止
法
実
務
に
も
影
響
を
与
え
た
と
言

わ
れ
て
い
る
（
西
條
都
夫
「
ア
マ
ゾ
ン
を
追

い
詰
め
た
学
術
論
文
」
日
本
経
済
新
聞
電
子

版

(
2
0

1
8
年
3
月

21
日
）
（
https://

w
w
w
.
n
i
k
k
e
i
.
c
o
m
/
a
r
t
i
c
l
e
/
 

D
G
X
M
Z
02
8
3
50
7
9
0
Q8
A
32
0
C
 lX
I
 2000/,
 

2
0
2
0
年
7
月
10
日
最
終
閲
覧
）
。

(
9
)

職
業
と
の
関
係
に
お
け
る
ジ
ェ
フ
ァ
ソ

ン
や
プ
ラ
ン
ダ
イ
ス
の
思
想
に
つ
い
て
は
、

木
下
昌
彦
「
職
業
の
自
由
と
自
己
統
治
ニ
プ

ラ
ン
ダ
イ
ス
が
残
し
た
―
つ
の
可
能
性
」
憲

法
問
題
30
巻
36頁

(
2
0
1
9
年
）
も
参
照
。

(10)

本
稿
で
も
、
芸
能
事
務
所
に
所
属
す
る

芸
能
人
を
、
「
労
働
基
準
法
上
の
労
働
者
」
で

は
な
く
、
独
占
禁
止
法
が
専
ら
適
用
対
象
と

す
る
「
事
業
者
」
と
な
る
個
人
事
業
主
と
し

て
位
置
付
け
て
い
る
。
実
際
、
ブ
vi
tte
r
で
影

響
力
を
も
つ
著
名
芸
能
人
は
「
労
働
基
準
法

上
の
労
働
者
」
で
は
な
く
、
個
人
事
業
主
と

し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
場
合
が
多
い
で
あ
ろ
う
。

(11
)

星
野
陽
平
『
芸
能
人
は
な
ぜ
干
さ
れ
る

の
か
？
芸
能
界
独
占
禁
止
法
違
反
〔
増
補
新

版
〕
』
（
鹿
砦
社
、

2
0
1
6
年）。

(12)

河
村
能
宏
ほ
か
「
芸
能
人
、
政
治
語
れ

ば
干
さ
れ
る
不
安
政
権
側
は
寄
っ
て
く
る

が
」
朝
日
新
聞
デ
ジ
タ
ル

(
2
0
1
9
年
7

月

24
日
）

（https
://di
g
ital.asahi
.c
o
m
/

artic
les/ A
S
M
7
M
7
7
L
F
M
7
M
U
C
V
L
0
2
J
.
 

h
t
m
l
,2
0
2
0
年
7
月
10
日
最
終
閲
覧
）
。

(13)

同
右
。

(14)

「
N
T

T
と
吉
本
興
業
、
教
育
動
画
配

信
で
新
会
社
世
界
展
開
も
」
日
本
経
済
新

聞

電

子

版

2
0
1
9
年
4
月

21

日

(https:
/
/
w
w
w
.n
i
k
k
e
i
.c
o
m
/
a
r
t
icle/ 

D
G
X
M
Z
0
4
4
0
1
6
4
0
0
R
2
0
C
l
9
A
4
T
J
C
O
O
O/
,
 

2
0
2
0
年
7
月
10
日
最
終
閲
覧
）
。

(15)

加
谷
珪
一
「
吉
本
興
業
、
騒
動
の

一
因

は
肥
大
化
に
あ
り
？
芸
能
事
務
所
の
規
模
は

ど
の
ぐ
ら
い
が
適
正
な
の
か
」
ビ
ジ
ネ
ス
＋

I

T

(
2
0
1
9
年
8
月
9
日
）
（
h
g
s
://

w
w
w.sbbit.jp/articl
e/co
ntl
/3678
1,
2
 

0
2
0
年
7
月
10
日
最
終
閲
覧
）
。

(16)

「
ジ
ャ
ニ
ー
ズ
に
『
注
意
』

公
取
委
の

狙
い
は
？
」
日
本
経
済
新
聞
電
子
版

(
2
0

1
9
年
7
月

18

日
）
（
h
弓
s:/
/
w
w
w.

n
i
k
k
e
i
.
c
o
m
/
a
r
t
i
c
l
e
/
 

D
G
X
M
Z
0
4
7
4
6
4
8
0
0
Y
9
A
7
I
O
C
I
O
O
O
O
O
O/
,
 

2
0
2
0
年
7
月
10
日
最
終
閲
覧
）
。

(17)

公
正
取
引
委
員
会
「
令
和
元
年
9
月
25

日
委
員
長
と
記
者
と
の
懇
談
会
配
布
資
料
2

『
人
材
分
野
に
お
け
る
公
正
取
引
委
員
会
の

取
組
』
」

(18)

白
石
忠
志

r
独
占
禁
止
法
〔
第
3
版〕』

（
有
斐
閣
、

2
0
1
6
年）

4
1
7
頁
参
照
。

(19)

芸
能
事
務
所
や
C
M
の
ス
ポ
ン
サ
ー
が

芸
能
人
と
政
治
的
言
論
を
禁
止
す
る
契
約
を

締
結
す
る
こ
と
は
私
人
間
の
行
為
で
あ
り
、

憲
法
は
適
用
さ
れ
ず
、
よ
っ
て
独
占
禁
止
法

の
解
釈
適
用
に
お
い
て
も
憲
法
を
考
慮
す
る

必
要
は
な
い
と
の
考
え
方
が
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
三
菱
樹
脂
事
件
に
お
い
て
最
高

裁
が
示
し
た
立
場
は
、
「
私
人
間
の
関
係
」
に

憲
法
が
適
用
さ
れ
な
い
と
述
べ
る
に
留
ま
り
、

「
私
人
間
の
関
係
」
を
規
律
す
る
「
法
律
」
に

憲
法
の
適
用
が
な
い
と
述
べ
た
も
の
で
は
な
い

（
最
大
判
昭
4
8
.
1
2
.12
民
集
27
巻
11
号
1

5

3
6頁
）
。
む
し
ろ
、
最
高
裁
は
百
里
基
地
事

件
に
お
い
て
、
人
権
規
定
は
、
「
憲
法
よ
り
下

位
の
法
形
式
に
よ
る
す
べ
て
の
法
規
の
解
釈

適
用
に
当
た
っ
て
、
そ
の
指
導
原
理
と
な
り
う

る
」
と
論
じ
て
い
る
（
最
判
平
l
.
6
.
20

民
集
43巻
6
号
3
8
5頁
）
。
独
占
禁
止
法
の

解
釈
適
用
に
お
い
て
も
、
当
然
、
憲
法
の
規

定
が
指
遠
原
理
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

(
2
0
)
K
o
h
 S
i
o
k
 T
i
a
n
 W
i
l
s
o
n
,
 Ta

l
e
n
t
 

A
g
e
n
t
s
 as P
r
o
d
u
c
e
r
s
:
 A
 H
i
s
torical 

P
e
rspective
 o
f
 S
c
r
e
e
n
 A
c
t
o
r
s
 Guild 

R
e
gulation 
a
n
d
 t
h
e
 Rising Conflict 

g
t
h
 M
a
n
a
g
e
r
s
,
 21 

L,y.
 L.A. E

n
t
.
 
L. 
R
ev.
 

401
,
407 (2001)
.
 

(21)

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
に
お
け
る
関
係
条

項
に
つ
い
て
は
、
星
野
、
前
掲
注

(11
)
に

詳
細
な
邦
訳
が
あ
る
。

(22)

最
大
判
昭
4
7
.
1
1
.
2
2
刑
集
2
6
巻
9
号

5
8
6頁。

（き
の
し
た
ま
さ
ひ
こ
・神
戸
大
学
准
教
授
）


