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タ
ク
シ
ー
の
無
賃
乗
車
の
詐
欺
事
案
に
つ
い
て
、
残
遺
型
統
合
失
調
症
に
罹
患
し
、
著
し
い
思
考
障
害
が
あ

っ
た
被
告
人
に
、
詐
欺
の
故
意
が
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
と
し
て
、
原
審
の
有
罪
判
決
を
破
棄
し
て
無
罪
を

言
い
渡
し
た
事
例

菅　

 

沼　

 

真　

也　

子

　
【
事
実
の
概
要
】

　

本
事
案
は
、
被
告
人
が
、
平
成
二
〇
年
三
月
三
〇
日
午
前
〇
時
三
〇
分
頃
、
千
葉
県
成
田
市
内
の
京
成
電
鉄
成
田
駅
西
口
タ
ク
シ
ー
乗
り
場
に
お
い
て
、

タ
ク
シ
ー
運
転
手
Ａ
に
対
し
、
目
的
地
到
着
後
直
ち
に
乗
車
料
金
を
確
実
に
支
払
う
意
思
も
能
力
も
な
い
の
に
こ
れ
が
あ
る
か
の
よ
う
に
装
い
、「
今
持
ち

合
わ
せ
が
な
い
の
で
、
着
い
た
ら
、
お
じ
さ
ん
、
お
ば
さ
ん
が
払
っ
て
く
れ
ま
す
か
ら
、
行
っ
て
く
れ
ま
す
か
。」
な
ど
と
言
い
、
Ａ
に
、
到
着
後
は
直
ち

東
京
高
裁
平
成
二
二
年
五
月
一
二
日
第
三
刑
事
部
判
決
、
判
タ
一
三
七
九
号
二
五
一
頁
、
東
高
刑
時
報
六
一
巻

八
四
頁
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に
上
記
料
金
の
確
実
な
支
払
い
が
受
け
ら
れ
る
も
の
と
誤
信
さ
せ
て
、
茨
城
県
潮
来
市
内
所
在
の
ホ
テ
ル
Ｂ
荘
を
経
由
し
、
千
葉
県
香
取
市
内
の
路
上
ま

で
上
記
タ
ク
シ
ー
を
走
行
さ
せ
、
成
田
駅
西
口
か
ら
佐
原
簡
易
裁
判
所
付
近
の
路
上
ま
で
の
乗
車
料
金
一
万
七
七
一
〇
円
相
当
の
財
産
上
不
法
の
利
益
を

得
た
、
と
い
う
公
訴
事
実
で
公
訴
が
提
起
さ
れ
、
タ
ク
シ
ー
乗
車
時
お
よ
び
乗
車
中
の
被
告
人
の
詐
欺
の
故
意
が
争
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
原
判
決
は
以

下
の
よ
う
な
客
観
的
事
実
を
認
定
し
て
お
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
争
い
が
な
い
。

　

被
告
人
は
、
タ
ク
シ
ー
に
乗
車
す
る
際
、
所
持
金
が
一
〇
一
円
し
か
な
く
、
当
初
は
お
じ
Ｃ
が
経
営
す
る
Ｂ
荘
を
目
的
地
と
し
て
指
定
し
て
、
Ｃ
ら
が

タ
ク
シ
ー
料
金
を
支
払
っ
て
く
れ
る
旨
を
告
げ
た
。
同
日
午
前
一
時
三
〇
分
頃
Ｂ
荘
に
到
着
後
、
呼
び
鈴
を
押
す
な
ど
し
て
も
応
答
が
な
か
っ
た
た
め
、

Ａ
に
指
示
し
て
、
父
の
い
と
こ
Ｄ
が
同
市
内
で
経
営
す
る
飲
食
店
Ｅ
へ
タ
ク
シ
ー
で
行
き
、
Ｄ
に
金
員
の
借
用
方
を
頼
ん
だ
が
、
断
ら
れ
た
。
被
告
人
は
、

Ａ
に
指
示
し
て
タ
ク
シ
ー
で
Ｂ
荘
に
戻
っ
て
も
ら
い
、
再
度
呼
び
鈴
を
押
す
な
ど
し
た
が
、
誰
も
起
き
て
こ
な
か
っ
た
た
め
、
Ａ
に
対
し
、
佐
原
の
裁
判

所
近
く
に
知
っ
て
い
る
人
が
い
て
支
払
っ
て
く
れ
る
な
ど
と
言
っ
て
、
佐
原
簡
易
裁
判
所
付
近
ま
で
タ
ク
シ
ー
で
行
っ
て
も
ら
っ
た
も
の
の
、
知
人
方
の

場
所
は
分
か
ら
な
か
っ
た
。
Ａ
は
タ
ク
シ
ー
料
金
を
支
払
っ
て
も
ら
え
そ
う
に
な
い
と
考
え
て
、
被
告
人
を
乗
せ
た
ま
ま
香
取
警
察
署
へ
行
っ
た
。

　

被
告
人
は
、
成
田
駅
西
口
か
ら
Ｂ
荘
に
向
か
う
に
際
し
、
事
前
に
Ｃ
に
タ
ク
シ
ー
料
金
の
立
替
え
を
依
頼
し
て
は
お
ら
ず
、
ま
た
Ｃ
は
、
本
件
以
前
に

二
、
三
回
、
被
告
人
に
懇
願
さ
れ
て
三
〇
〇
〇
円
な
い
し
五
〇
〇
〇
円
程
度
の
金
を
渡
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
一
万
円
を
超
え
る
よ
う
な
タ
ク
シ
ー
料

金
を
立
て
替
え
る
意
思
は
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
被
告
人
は
Ｄ
に
会
っ
た
こ
と
は
な
く
、
同
人
に
金
銭
を
融
通
し
て
も
ら
っ
た
こ
と
も
な
か
っ
た
。

　

被
告
人
は
、
昭
和
五
八
年
頃
に
統
合
失
調
症
を
発
症
し
、
以
後
入
退
院
を
繰
り
返
し
て
い
た
が
、
平
成
一
九
年
六
月
四
日
を
最
後
に
通
院
し
な
く
な
り
、

本
件
当
時
は
残
遺
型
統
合
失
調
症
に
罹
患
し
て
い
た
。

　

こ
の
よ
う
な
客
観
的
事
実
を
前
提
と
し
て
、
原
判
決
は
、
次
の
三
点
を
理
由
と
し
て
、
被
告
人
の
詐
欺
の
故
意
を
肯
定
し
た
。
①
被
告
人
は
、
Ｂ
荘
〜

飲
食
店
Ｅ
区
間
に
お
い
て
、
支
払
い
の
確
実
な
当
て
が
な
い
の
に
「
目
的
地
で
支
払
っ
て
も
ら
え
る
」
な
ど
と
Ａ
に
虚
偽
の
説
明
を
し
て
乗
車
し
た
の
で

あ
る
か
ら
、
成
田
駅
西
口
〜
Ｂ
荘
区
間
の
乗
車
に
つ
い
て
も
、
確
実
な
支
払
い
の
当
て
が
な
い
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
も
の
と
推
認
で
き
る
。
②
被
告
人

が
、
Ｃ
が
確
実
に
支
払
っ
て
く
れ
る
と
信
じ
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
Ａ
に
そ
の
旨
強
く
主
張
し
、
Ｄ
や
警
察
官
に
対
し
て
も
そ
の
旨
説
明
す
る
の
が
通
常
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で
あ
る
の
に
、
そ
れ
ら
を
せ
ず
、
ま
た
警
察
官
に
対
し
て
Ｃ
に
連
絡
し
て
欲
し
い
と
は
述
べ
て
い
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
Ｃ
に
支
払
っ
て
も
ら
え
な
い
可

能
性
が
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
と
認
め
ら
れ
る
。
③
被
告
人
が
以
前
Ｃ
に
会
っ
た
こ
と
は
三
、
四
回
し
か
な
く
、
本
件
当
日
も
深
夜
の
到
着
で
あ
り
、

か
つ
事
前
の
連
絡
も
し
て
い
な
い
こ
と
、
本
件
タ
ク
シ
ー
料
金
が
従
前
の
Ｃ
の
援
助
金
額
の
二
倍
以
上
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
被
告
人
も
Ｃ
か
ら
金
を
借
り

る
の
が
客
観
的
に
困
難
で
あ
る
こ
と
は
認
識
し
て
い
た
と
認
め
ら
れ
る
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
、
被
告
人
側
か
ら
、
被
告
人
は
本
件
当
時
著
し
い
思
考
障
害
を
伴
う
精
神
障
害
を
有
し
て
お
り
、
か
か
る
精
神
障
害
を
前
提
と
す
れ
ば

詐
欺
の
故
意
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
を
主
張
し
て
、
控
訴
が
な
さ
れ
た
。

　
【
判
決
要
旨
】

　

東
京
高
裁
は
、
原
審
で
認
め
ら
れ
た
客
観
的
事
実
を
前
提
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
、
被
告
人
の
詐
欺
の
故
意
を
否
定
し
た
。

　

ま
ず
、
原
判
決
の
事
実
認
定
の
手
法
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。「
原
判
決
が
認
定
し
た
欺
罔
行
為
は
…
…
要
す
る
に
、
タ
ク
シ
ー
料
金
の
第
三

者
に
よ
る
支
払
い
可
能
性
を
偽
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
形
態
の
詐
欺
に
つ
い
て
故
意
が
あ
る
と
い
う
た
め
に
は
、
未
必
的
に
も
せ
よ
、

第
三
者
に
よ
る
支
払
い
が
確
実
で
な
い
こ
と
及
び
こ
れ
が
確
実
で
あ
る
よ
う
に
装
う
こ
と
の
各
認
識
（
す
な
わ
ち
、
自
己
の
言
動
が
虚
偽
で
あ
る
こ
と
の

認
識
）
が
必
要
で
あ
る
。」「
客
観
的
に
み
て
、
Ｄ
や
上
記
知
人
は
も
と
よ
り
、
Ｃ
に
つ
い
て
も
、
同
人
が
本
件
タ
ク
シ
ー
料
金
を
支
払
っ
て
く
れ
る
こ
と

が
確
実
で
あ
る
と
言
え
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
通
常
人
で
あ
れ
ば
、
そ
の
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
Ｃ
等
が
支
払
っ
て
く
れ
る

旨
告
げ
れ
ば
、
事
実
と
異
な
る
こ
と
を
告
げ
た
こ
と
に
な
る
こ
と
を
も
、
十
分
認
識
で
き
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
被
告
人
は
前
記

の
通
り
著
し
い
思
考
障
害
を
伴
う
精
神
障
害
者
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
被
告
人
が
、
Ｃ
等
が
支
払
っ
て
く
れ
る
可
能
性
及
び
自
己
の
言
動
の
虚
偽
性
に
つ
い

て
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
被
告
人
が
そ
の
よ
う
な
精
神
障
害
を
有
す
る
こ
と
を
踏
ま
え
た
検
討
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
し
か
る
に
、
原
判
決
は
…
…
被
告
人
に
重
篤
な
思
考
障
害
が
あ
る
こ
と
を
否
定
で
き
な
い
と
し
て
い
る
も
の
の
、
被
告
人
に
詐
欺
の
故
意
等
を
認

め
た
理
由
に
関
す
る
補
足
説
明
の
中
で
は
被
告
人
の
精
神
障
害
に
つ
い
て
全
く
触
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
説
示
か
ら
は
、
原
判
決
が
、
被
告
人
の
故
意
を
認
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定
す
る
に
当
た
っ
て
被
告
人
の
精
神
障
害
を
考
慮
し
た
形
跡
は
う
か
が
わ
れ
な
い
。
…
…
原
判
決
は
、
事
実
認
定
に
あ
た
り
当
然
考
慮
す
べ
き
事
実
を
考

慮
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
手
法
自
体
基
本
的
に
誤
っ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。」

　

さ
ら
に
、
原
審
が
詐
欺
罪
の
故
意
を
肯
定
す
る
論
拠
と
し
て
挙
げ
て
い
る
①
か
ら
③
の
点
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
「
被
告
人
の
精
神
障
害
を

前
提
に
す
る
と
、
直
ち
に
原
判
決
や
検
察
官
の
所
論
の
よ
う
に
は
い
え
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」「
そ
も
そ
も
、
被
告
人
は
、
タ
ク
シ
ー
乗
車
時
の

『
お
じ
さ
ん
や
お
ば
さ
ん
が
払
っ
て
く
れ
る
。』
と
い
う
被
告
人
の
言
葉
が
、
確
実
に
お
じ
さ
ん
や
お
ば
さ
ん
が
タ
ク
シ
ー
料
金
を
支
払
っ
て
く
れ
る
と
い

う
意
味
を
持
つ
と
い
う
こ
と
自
体
理
解
し
て
い
た
か
ど
う
か
す
ら
疑
わ
し
い
。
…
…
こ
れ
が
欺
罔
行
為
と
な
り
得
る
の
は
、『
お
じ
さ
ん
や
お
ば
さ
ん
が
払

っ
て
く
れ
る
。』
と
言
っ
て
タ
ク
シ
ー
に
乗
車
す
る
こ
と
は
、
タ
ク
シ
ー
の
料
金
支
払
い
シ
ス
テ
ム
と
の
関
係
で
、
お
じ
さ
ん
や
お
ば
さ
ん
が
確
実
に
支
払

っ
て
く
れ
る
と
の
趣
旨
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
被
告
人
自
身
が
理
解
し
、
認
識
し
て
い
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
被
告
人
の
そ
の
後
の
行
動
に
、
タ
ク
シ
ー
料
金
を
免
れ
よ
う
と
し
た
り
、
自
己
の
行
為
を
正
当
化
し
よ
う
と
し
た
り
す
る
も
の
が
な
い
。」

　
「
以
上
の
通
り
、
被
告
人
に
著
し
い
思
考
障
害
が
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
原
判
決
や
検
察
官
の
指
摘
す
る
被
告
人
の
言
動
か
ら
直
ち
に
本
件
詐
欺
の
故

意
を
推
認
す
る
の
は
相
当
で
は
な
く
、
か
か
る
精
神
障
害
を
前
提
と
し
て
も
な
お
被
告
人
に
本
件
詐
欺
の
故
意
が
あ
っ
た
と
認
め
る
に
足
り
る
証
拠
は
な

い
か
ら
、
被
告
人
に
本
件
詐
欺
の
故
意
が
あ
っ
た
と
認
定
し
た
原
判
決
は
、
証
拠
の
評
価
を
誤
り
事
実
を
誤
認
し
た
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
ず
、
こ
れ
が

判
決
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。」

　
【
研　

究
】

　

Ⅰ　

問
題
の
所
在

　

本
事
案
は
、
残
遺
型
統
合
失
調
症）1
（

に
罹
患
し
著
し
い
思
考
障
害
の
状
態
に
あ
っ
た
被
告
人
が
、
タ
ク
シ
ー
料
金
を
支
払
え
る
か
の
よ
う

に
振
舞
っ
て
タ
ク
シ
ー
に
乗
車
し
た
が
、
結
局
支
払
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
事
案
に
お
い
て
、
東
京
高
裁
が
、
被
告
人
の
精
神



刑
事
判
例
研
究 

⑴
（
菅
沼
）

二
四
三

の
障
害
に
よ
る
思
考
障
害
を
考
慮
せ
ず
に
故
意
を
検
討
し
た
原
判
決
の
判
断
手
法
を
批
判
し
、
被
告
人
に
お
い
て
精
神
障
害
が
存
在
す
る

と
き
に
は
、
そ
の
精
神
障
害
を
考
慮
し
て
当
該
被
告
人
の
認
識
内
容
を
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
事
例
で
あ

る
。

　

本
判
決
に
お
い
て
、
東
京
高
裁
は
、
詐
欺
罪
に
お
け
る
自
己
の
行
為
の
虚
偽
性
の
認
識
と
し
て
、「
第
三
者
に
よ
る
支
払
い
が
確
実
で

な
い
こ
と
」
及
び
「
こ
れ
が
確
実
で
あ
る
よ
う
に
装
う
こ
と
」
を
行
為
者
が
認
識
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
、
と
述
べ
、
行
為
者
に
思
考
障

害
が
な
か
っ
た
場
合
で
あ
れ
ば
、
原
判
決
の
よ
う
な
故
意
の
判
断
手
法
は
誤
り
で
は
な
い
が
、
行
為
者
に
精
神
障
害
に
よ
る
重
篤
な
思
考

障
害
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
否
定
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
上
述
の
各
認
識
に
つ
い
て
、
行
為
者
の
そ
の
よ
う
な
精
神
障
害
の
存
在
を
踏
ま

え
て
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
こ
れ
を
考
慮
せ
ず
に
被
告
人
の
認
識
を
推
認
し
た
原
判
決
の
故
意
の
判
断
手

法
を
否
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
被
告
人
が
タ
ク
シ
ー
の
料
金
支
払
い
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
理
解
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
た
上
で
、
Ａ

に
対
し
て
「
目
的
地
で
お
じ
さ
ん
や
お
ば
さ
ん
が
支
払
っ
て
く
れ
る
」
と
告
げ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
よ
う
な
言
動
の
有
す
る
意
味
に

つ
い
て
認
識
し
て
い
た
の
か
否
か
を
具
体
的
に
検
討
し
て
い
る
点
で
、
東
京
高
裁
は
、
欺
罔
の
故
意
の
存
否
を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
、

自
己
の
言
動
の
虚
偽
性
に
関
す
る
意
味
の
認
識
を
検
討
対
象
と
し
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
よ
う
な
意
味
の
認
識
を
検
討
す
る
に
際
し
て
、
行
為
者
に
お
い
て
存
在
す
る
事
情
は
ど
の
よ
う
に
考
慮
さ
れ
る
べ
き

か
が
問
題
と
な
る
。
以
下
で
は
、
意
味
の
認
識
の
存
否
が
問
題
と
な
り
、
特
に
本
判
決
の
よ
う
に
こ
れ
が
否
定
さ
れ
る
場
合
に
は
、
行
為

者
の
認
識
は
ど
の
よ
う
に
検
討
さ
れ
る
の
か
、
そ
し
て
詐
欺
罪
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
意
味
の
認
識
は
い
か
な
る
も
の
な
の
か
、
と
い

う
点
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
。
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Ⅱ　

意
味
の
認
識

　

1　

外
部
的
事
実
の
認
識
と
社
会
的
意
味
の
認
識

　

故
意
犯
罪
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
構
成
要
件
に
該
当
す
る
事
実
を
認
識
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
が
、
こ
れ
に
は
、
構
成
要
件
に

該
当
す
る
単
な
る
外
部
的
事
実
の
認
識
と
、
そ
れ
が
構
成
要
件
に
該
当
す
る
と
の
判
断
を
下
し
う
る
だ
け
の
社
会
的
意
味
の
認
識
が
あ
る
。

　

こ
の
意
味
の
認
識
は
、
専
門
家
的
認
識
で
あ
る
必
要
は
な
く
、
行
為
者
の
属
す
る
社
会
の
一
般
人
の
判
断
に
お
い
て
理
解
さ
れ
て
い
る

程
度
の
意
味
の
理
解
が
あ
れ
ば
足
り
る
、
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
点
で
は
争
い
が
な
い）2
（

。
通
例
、
特
に
記
述
的
構
成
要
件
要
素
は
、
感
覚

的
に
知
覚
可
能
な
事
情
で
あ
る
た
め
、
外
部
的
・
自
然
的
事
実
の
認
識
が
あ
れ
ば
社
会
的
意
味
の
認
識
が
あ
る
こ
と
に
な
る
が
、
自
然
的

事
実
の
認
識
に
は
多
か
れ
少
な
か
れ
社
会
的
意
味
が
伴
っ
て
い
る
た
め
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
外
部
的
事
実
を
目
の
当
た
り
に
し
て
も
、

そ
の
社
会
的
意
味
を
認
識
で
き
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ど
の
よ
う
な
構
成
要
件
に
お
い
て
も
、
事
情
に
よ
っ
て
は
意
味
の
認
識

が
問
題
と
な
り
う
る
。

　

意
味
の
認
識
の
有
無
が
問
題
と
な
る
場
面
は
、
大
き
く
分
け
て
二
つ
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
一
つ
は
、
対
象
物
（
客
体
）
の
属
性
の
認
識

が
問
題
と
な
る
場
合
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
行
為
者
自
身
の
行
為
の
属
性
の
認
識
が
問
題
と
な
る
場
合
で
あ
る
。
前
者
に
当
た
る
事
案

と
し
て
は
、
薬
物
輸
入
罪
に
お
け
る
対
象
物
の
認
識
の
程
度
に
関
す
る
事
例
が
挙
げ
ら
れ
る
が）3
（

、
本
事
案
は
、
行
為
者
の
欺
罔
行
為
性
の

認
識
が
問
題
と
な
る
こ
と
か
ら
、
後
者
に
属
す
る
事
案
で
あ
る
と
い
え
る
た
め
、
以
下
で
は
、
後
者
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

　

2　

行
為
の
属
性
の
認
識
に
関
す
る
事
例

　

⑴　

特
殊
公
衆
浴
場
事
例

　

意
味
の
認
識
が
自
己
の
行
為
の
属
性
の
認
識
の
問
題
と
し
て
表
れ
て
い
る
事
案
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
特
殊
公
衆
浴
場
事
例
を
挙
げ
る
こ
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と
が
で
き
る）4
（

。

　

当
該
事
案
は
、
も
と
も
と
実
父
が
個
人
名
義
で
知
事
の
営
業
許
可
を
得
て
営
業
を
開
始
し
た
特
殊
公
衆
浴
場
に
つ
い
て
、
被
告
人
の
経

営
す
る
会
社
で
実
質
上
経
営
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
公
衆
浴
場
法
上
は
名
義
変
更
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
被
告
人
が
県
議
会
議

員
を
通
じ
て
営
業
の
継
続
を
陳
情
し
た
と
こ
ろ
、
県
か
ら
指
示
を
受
け
、
指
示
通
り
の
名
義
変
更
届
を
提
出
し
て
こ
れ
が
受
理
さ
れ
た
た

め
、
従
前
の
営
業
を
続
け
て
い
た
も
の
の
、
当
該
手
続
き
は
無
効
な
も
の
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
事
実
上
、
営
業
許
可
が
な
い
ま
ま
営
業

し
て
い
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
無
許
可
営
業
罪
に
お
い
て
は
、「
知
事
の
許
可
な
く
業
と
し
て
公
衆
浴
場
を
経
営
す
る
こ
と
」
が

故
意
の
認
識
対
象
で
あ
り）5
（

、
行
為
者
は
「
知
事
の
許
可
な
く
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
適
切
に
認
識
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
と
こ
ろ
、
被
告

人
に
は
「
正
規
の
営
業
許
可
は
な
か
っ
た
」
と
い
う
認
識
は
認
め
ら
れ
る
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
認
識
を
も
っ
て
無
許
可
営
業
の
認
識
が

あ
っ
た
と
い
え
る
の
か
が
争
点
と
な
っ
た
。
原
々
審
並
び
に
原
審
が
「
正
規
の
営
業
許
可
が
な
か
っ
た
」
と
い
う
被
告
人
の
認
識
を
も
っ

て
無
許
可
営
業
の
故
意
を
肯
定
し
た
の
に
対
し
て
、
最
高
裁
は
、
た
と
え
「
正
規
の
営
業
許
可
が
な
か
っ
た
」
と
被
告
人
が
認
識
し
て
い

た
と
し
て
も
、
前
述
の
よ
う
な
手
続
き
上
の
事
情
等
か
ら
、「
被
告
人
が
変
更
届
受
理
に
よ
っ
て
被
告
会
社
に
営
業
許
可
が
あ
っ
た
と
の

認
識
の
も
と
に
本
件
浴
場
の
経
営
を
担
当
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」
と
判
示
し
て
、
被
告
人
の
故
意
を
否
定
し

た
。

　

当
該
判
決
の
理
論
に
対
す
る
評
価
は
様
々
で
あ
る
が
、
最
高
裁
が
こ
れ
を
事
実
の
錯
誤
と
し
て
処
理
し
た
こ
と
に
鑑
み
て
解
釈
す
る

と
、
こ
れ
は
、
被
告
人
に
お
い
て
存
在
し
た
特
殊
な
事
情
ゆ
え
に
、
通
常
で
あ
れ
ば
問
題
と
な
ら
な
い
「
無
許
可
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と

の
意
味
の
認
識
の
存
否
が
顕
在
化
し
た
事
案
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
無
許
可
営
業
罪
の
故
意
と
し
て
要
求
さ
れ
る
「
知
事
の

許
可
な
く
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
「
公
衆
浴
場
の
営
業
が
県
に
承
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
」
の
認
識
で
あ
る
と
捉
え
れ
ば
、
通
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常
、
行
為
者
に
「
正
規
の
営
業
許
可
は
な
い
」
と
い
う
事
実
の
認
識
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
当
該
営
業
が
県
に
承
認
さ
れ
て
い
な
い
」
と

い
う
認
識
に
結
び
つ
く
か
ら
、
自
己
の
営
業
形
態
は
無
許
可
営
業
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
こ
こ
で
は
、
手
続
き
自
体
が
正
規
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
「
正
規
の
営
業
許
可
は
な
か
っ
た
」
と
の
認
識
を
被
告
人
が
有

し
て
い
た
と
し
て
も
、
名
義
変
更
届
が
県
に
受
理
さ
れ
た
と
い
う
、
被
告
人
が
無
許
可
で
あ
る
こ
と
の
意
味
の
認
識
を
持
つ
こ
と
を
妨
げ

る
よ
う
な
特
殊
な
事
情
が
被
告
人
に
お
い
て
介
在
し
て
い
た
た
め
に
、「
当
該
営
業
が
県
に
承
認
さ
れ
て
い
な
い
」
と
い
う
認
識
に
至
る

こ
と
が
で
き
ず
、「
無
許
可
で
あ
る
」
と
い
う
認
識
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

⑵　

共
済
金
騙
取
事
例

　

次
に
、
本
判
決
の
事
案
と
同
様
に
詐
欺
の
故
意
が
否
定
さ
れ
た
事
例
と
し
て
、
共
済
金
の
騙
取
が
問
題
と
な
っ
た
事
例
を
挙
げ
る
こ
と

が
で
き
る
。
被
告
人
は
、
株
式
会
社
甲
の
特
約
販
売
店
と
し
て
稼
働
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
平
成
五
年
五
月
一
〇
日
に
福
岡
県
内
の

路
上
で
自
動
車
を
運
転
中
、
Ｋ
の
運
転
す
る
自
動
車
に
追
突
さ
れ
負
傷
し
た
こ
と
を
奇
貨
と
し
て
、
休
業
損
害
補
償
金
名
目
下
に
、
Ｋ
が

運
転
し
て
い
た
車
両
の
所
有
者
が
Ａ
農
協
と
の
間
で
締
結
し
て
い
た
自
動
車
共
済
契
約
に
よ
る
共
済
金
を
騙
取
し
よ
う
と
企
て
、
被
告
人

は
、
真
実
は
特
約
販
売
店
の
仕
事
を
同
年
五
月
二
二
日
で
辞
め
、
同
年
六
月
四
日
か
ら
有
限
会
社
乙
山
塗
装
店
で
稼
働
し
て
い
た
の
に
、

こ
れ
を
秘
し
て
、
自
己
が
継
続
し
て
甲
の
特
約
販
売
店
と
し
て
稼
働
し
て
お
り
前
記
負
傷
の
た
め
に
休
業
中
で
あ
る
か
の
よ
う
に
装
い
、

同
年
五
月
一
〇
日
か
ら
同
年
七
月
三
〇
日
ま
で
の
う
ち
七
一
日
間
、
甲
の
特
約
販
売
店
の
営
業
を
休
業
し
た
旨
を
記
載
し
た
内
容
虚
偽
の

休
業
損
害
証
明
書
（
以
下
、「
本
件
証
明
書
」
と
い
う
。）
を
提
出
し
て
、
休
業
損
害
補
償
金
の
支
払
い
を
請
求
し
、
Ａ
農
協
共
済
課
主
任
Ｂ

ら
を
そ
の
旨
誤
審
さ
せ
て
、
七
七
万
円
余
り
の
休
業
損
害
補
償
金
の
支
払
い
を
受
け
た
、
と
い
う
事
実
で
公
訴
が
提
起
さ
れ
た
事
例
で
あ

る
）
6
（

。
こ
の
事
案
に
は
、
次
の
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
被
告
人
は
、
①
手
続
き
に
際
し
て
Ｂ
に
問
い
合
わ
せ
を
し
、
自
身
は
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現
在
転
職
に
よ
り
乙
山
塗
装
店
で
稼
働
中
で
あ
る
と
告
げ
て
い
る
こ
と
、
②
共
済
金
を
請
求
す
る
に
あ
た
り
、
本
件
証
明
書
の
他
に
、
Ｂ

に
指
示
さ
れ
て
、
乙
山
塗
装
店
で
の
休
業
損
害
証
明
書
（
自
身
で
手
書
き
し
た
も
の
）
並
び
に
給
与
明
細
書
等
の
書
類
を
提
出
し
て
い
た
こ

と
、
③
こ
れ
ら
の
書
類
の
提
出
を
受
け
た
Ｂ
が
乙
山
塗
装
店
の
分
に
係
る
書
面
を
突
き
返
し
て
き
た
が
、
本
件
証
明
書
の
内
容
に
つ
い
て

問
い
た
だ
す
こ
と
な
く
、
こ
れ
を
も
と
に
手
続
き
を
進
め
て
い
っ
た
こ
と
、
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
情
を
考
慮
し
て
、
最
高
裁
は
、「
被

告
人
と
し
て
は
、
Ｂ
が
、
本
件
証
明
書
の
内
容
が
真
実
で
な
い
こ
と
を
認
識
し
た
上
で
手
続
き
を
進
め
て
い
る
も
の
と
思
い
、
こ
れ
に
あ

え
て
異
を
唱
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
見
る
余
地
が
多
分
に
あ
る
。
そ
う
す
る
と
…
…
被
告
人
と
し
て
は
、
必
要
書
類
を
提
出
す
れ

ば
…
…
担
当
者
が
正
当
な
補
償
金
の
額
を
算
定
し
た
上
、
手
続
き
を
進
め
て
く
れ
る
も
の
と
信
じ
た
こ
と
に
は
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
と

い
う
べ
き
で
あ
る
。」
と
判
示
し
て
、
外
形
的
に
見
て
詐
欺
の
欺
罔
行
為
自
体
は
否
定
し
が
た
い
と
し
つ
つ
も
、
被
告
人
の
故
意
を
否
定

し
た
。

　

こ
こ
で
、
詐
欺
罪
が
成
立
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
故
意
の
内
容
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
詐
欺
罪
の
故
意
と
し
て

は
、「
人
を
欺
い
て
財
物
な
い
し
財
産
上
の
利
益
を
処
分
さ
せ
る
こ
と
」
の
認
識
が
必
要
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
、
欺
罔
行
為
は
一
般
に
、

「
相
手
方
の
財
産
処
分
の
判
断
の
基
礎
と
な
る
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
偽
る
、
な
い
し
秘
匿
す
る
」
行
為
と
解
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の

こ
と
に
つ
き
認
識
し
て
い
れ
ば
、
自
己
の
行
為
が
欺
罔
行
為
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る）7
（

。
さ
ら
に
、
詐
欺
罪
は
財

産
犯
で
あ
る
た
め
、
欺
罔
行
為
は
財
産
処
分
行
為
に
向
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
そ
の
意
味
で
、
行
為
者
は
、「
自
分
の

偽
っ
た
事
実
は
相
手
方
の
財
産
処
分
に
結
び
つ
く
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
詐
欺
罪
と
い
う
の
は
そ

も
そ
も
相
手
方
に
不
法
に
財
産
を
処
分
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
る
犯
罪
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
意
味
の
認
識
は
ほ
と
ん

ど
問
題
と
な
ら
な
い
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
、
通
例
、
詐
欺
罪
に
お
い
て
行
為
者
の
認
識
内
容
に
関
す
る
問
題
が
顕
在
化
し
な
い
こ
と
を
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意
味
す
る
に
す
ぎ
ず
、
事
情
に
よ
っ
て
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
こ
と
は
否
定
さ
れ
な
い
。

　

共
済
金
騙
取
事
例
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
通
常
で
あ
れ
ば
、
行
為
者
に
お
い
て
、
補
償
金
の
支
払
い
に
係
る
書
類
に
虚
偽
の
内
容
を
記
載

し
て
提
出
す
る
と
い
う
認
識
が
あ
れ
ば
、
そ
の
書
類
に
基
づ
い
て
補
償
金
の
支
払
い
処
理
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
理
解
で
き
る
か
ら
、「
自

分
の
偽
っ
た
事
実
は
相
手
方
の
財
産
処
分
に
結
び
つ
く
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
認
識
を
持
ち
う
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
該
事

案
の
被
告
人
に
お
い
て
は
、「
提
出
し
た
本
件
証
明
書
の
記
載
内
容
が
虚
偽
で
あ
る
こ
と
」
は
認
識
し
て
い
た
が
、
前
述
の
よ
う
な
手
続

き
上
の
特
殊
な
事
情
が
介
在
し
た
た
め
に
、「
虚
偽
の
書
類
提
出
が
財
産
処
分
と
結
び
つ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
」
を
理
解
し
て
い
な
か
っ

た
が
ゆ
え
に
、
欺
罔
行
為
の
意
味
の
認
識
が
欠
け
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る）8
（

。

　

⑶　

事
例
の
共
通
点

　

こ
れ
ら
の
事
例
に
共
通
す
る
の
は
、
行
為
者
に
一
定
の
認
識
が
あ
り
、
通
常
で
あ
れ
ば
そ
の
よ
う
な
事
実
の
認
識
が
あ
れ
ば
意
味
の
認

識
も
持
ち
う
る
と
こ
ろ
、
行
為
者
に
お
い
て
特
殊
な
事
情
が
介
在
し
た
が
ゆ
え
に
、
行
為
者
の
有
し
て
い
た
事
実
の
認
識
と
意
味
の
認
識

と
を
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
れ
ゆ
え
に
故
意
が
な
い
と
判
断
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
特
殊
公
衆
浴
場
事
例
で
あ

れ
ば
、
行
為
者
に
は
「
正
規
の
営
業
許
可
は
な
か
っ
た
」
と
い
う
認
識
が
あ
り
、
共
済
金
騙
取
事
例
で
は
、「
提
出
書
類
の
内
容
が
虚
偽

で
あ
る
」
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
。
正
規
の
営
業
許
可
が
な
け
れ
ば
無
許
可
営
業
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
持
つ
の
が
自
然
で
あ
る
し
、
金

銭
の
交
付
に
係
る
書
類
の
内
容
を
偽
っ
て
い
る
認
識
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
相
手
方
が
錯
誤
に
陥
っ
て
処
分
行
為
を
す
る
と
い
う
認

識
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
。
通
常
は
、
こ
の
よ
う
に
行
為
者
の
認
識
が
推
認
さ
れ
れ
ば
十
分
で
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
事
例
で
は
、
特
殊
な
事
情
が
介
在
す
る
た
め
に
、
行
為
者
が
外
形
的
・
自
然
的
事
実
の
認
識
か
ら
意
味
の

認
識
を
持
つ
に
至
る
契
機
を
失
っ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
故
意
が
否
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
前
述
の
よ
う
な
方
法
で
行
為
者
の
故
意
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を
推
認
し
た
と
し
て
も
、
こ
れ
に
加
え
て
、
行
為
者
に
お
い
て
存
在
す
る
特
殊
な
事
情
を
考
慮
し
て
、
行
為
者
の
認
識
を
検
討
す
る
こ
と

が
必
要
と
さ
れ
る
。
前
述
の
二
事
例
は
、
故
意
の
存
否
が
問
題
と
な
っ
た
場
合
に
、
行
為
者
自
身
の
認
識
可
能
性
に
関
連
す
る
具
体
的
な

事
情
に
つ
い
て
、
十
分
に
配
慮
し
て
検
討
す
べ
き
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
事
例
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る）9
（

。

　

Ⅲ　

本
判
決
の
検
討

　

前
述
の
よ
う
に
、
通
常
の
認
識
能
力
や
責
任
能
力
を
有
す
る
行
為
者
の
場
合
に
は
、
自
己
の
行
為
の
虚
偽
性
を
認
識
し
て
い
れ
ば
、
そ

の
虚
偽
の
事
実
に
基
づ
い
て
相
手
方
が
財
産
処
分
を
す
る
こ
と
が
理
解
可
能
で
あ
る
か
ら
、
詐
欺
罪
の
意
味
の
認
識
が
問
題
と
な
る
こ
と

は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
事
案
は
、
被
告
人
に
精
神
障
害
が
認
め
ら
れ
、
行
為
時
に
思
考
障
害
に
陥
っ
て
い
た
と
い
う
、

事
実
の
認
識
可
能
性
に
関
わ
る
特
殊
な
事
情
が
介
在
し
た
が
ゆ
え
に
、
こ
れ
が
顕
在
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

本
判
決
に
お
い
て
、
東
京
高
裁
は
、
行
為
者
が
「
自
己
の
言
動
が
虚
偽
で
あ
る
こ
と
の
認
識
」、
す
な
わ
ち
、「
第
三
者
に
よ
る
支
払
い

が
確
実
で
な
い
こ
と
」
及
び
「
こ
れ
が
確
実
で
あ
る
よ
う
に
装
う
こ
と
」
の
両
者
に
つ
い
て
認
識
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
、
と
述
べ
て
い

る
と
こ
ろ
、
こ
れ
は
原
判
決
に
お
い
て
認
定
さ
れ
た
欺
罔
行
為
か
ら
導
か
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
詐
欺
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
認
識

自
体
は
、
原
判
決
も
本
判
決
も
同
一
の
も
の
を
要
求
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　

本
判
決
が
原
判
決
と
異
な
る
の
は
、
右
の
認
識
を
認
定
す
る
方
法
で
あ
る
。
本
判
決
中
で
も
、「
通
常
人
で
あ
れ
ば
、
そ
の
こ
と
（
Ｃ

等
が
タ
ク
シ
ー
料
金
を
支
払
っ
て
く
れ
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
い
え
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
…
…
筆
者
注
）
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
Ｃ
等
が
支
払
っ
て
く
れ
る
旨
告
げ
れ
ば
、
事
実
と
異
な
る
こ
と
を
告
げ
た
こ
と
に
な
る
こ
と
を
も
、
十
分
に
認
識
で
き
た
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
て
、
行
為
者
の
認
識
能
力
が
問
題
と
な
ら
な
い
場
合
に
は
、
こ
の
よ
う
に
故
意
を
認
定
す
る
こ
と
自
体
は
、
誤
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り
で
は
な
い
と
認
め
ら
れ
て
い
る
。
原
判
決
は
、
こ
の
よ
う
な
方
法
で
被
告
人
の
故
意
を
認
定
し
た
も
の
と
い
え
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
東
京
高
裁
は
、「
被
告
人
は
…
…
著
し
い
思
考
障
害
を
伴
う
精
神
障
害
者
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
被
告
人
が
、
Ｃ
等
が

支
払
っ
て
く
れ
る
可
能
性
及
び
自
己
の
言
動
の
虚
偽
性
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
被
告
人
が
そ
の
よ
う
な

精
神
障
害
を
有
す
る
こ
と
を
踏
ま
え
た
検
討
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
」
と
述
べ
て
、
被
告
人
の
思
考
障
害
を
考
慮
し
て
、

被
告
人
個
人
に
お
い
て
右
の
認
識
が
あ
っ
た
か
否
か
、
と
い
う
観
点
で
故
意
を
認
定
す
る
必
要
性
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　

そ
う
す
る
と
、
原
判
決
と
本
判
決
の
差
異
は
、
自
己
の
言
動
の
虚
偽
性
の
認
識
に
対
す
る
評
価
の
違
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で

行
為
者
の
行
為
に
欺
罔
行
為
性
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、「『
お
じ
さ
ん
や
お
ば
さ
ん
が
払
っ
て
く
れ
る
』
と
言
っ
て
タ
ク
シ
ー
に
乗
車

す
る
こ
と
は
、
タ
ク
シ
ー
の
料
金
支
払
い
シ
ス
テ
ム
と
の
関
係
で
、
お
じ
さ
ん
や
お
ば
さ
ん
が
確
実
に
支
払
っ
て
く
れ
る
と
の
趣
旨
で
あ

り
、（
こ
の
よ
う
に
発
言
す
れ
ば
）
そ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
被
告
人
自
身
が
理
解
し
、
認
識
し
て
い
る
こ
と
が
前
提
と
な

る
」
と
こ
ろ
、
通
常
の
思
考
能
力
を
有
す
る
行
為
者
で
あ
れ
ば
、
Ｃ
等
と
自
身
と
の
従
前
の
関
係
を
理
解
し
た
上
で
「
Ｃ
等
が
支
払
っ
て

く
れ
る
」
と
い
う
言
動
を
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
に
、
タ
ク
シ
ー
運
転
手
に
対
し
て
そ
の
よ
う
に
告
げ
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
「
第

三
者
に
よ
る
支
払
い
が
確
実
で
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
確
実
で
あ
る
か
の
よ
う
に
告
げ
る
」
と
い
う
認
識
、
す
な
わ
ち
「
事
実

を
偽
っ
て
い
る
」
と
い
う
認
識
を
持
つ
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
重
篤
な
思
考
障
害
を
有
す
る
被
告
人
に
お
い

て
は
、「
タ
ク
シ
ー
乗
車
時
の
…
…
言
動
が
、
確
実
に
お
じ
さ
ん
や
お
ば
さ
ん
が
タ
ク
シ
ー
料
金
を
支
払
っ
て
く
れ
る
と
い
う
意
味
を
持

つ
こ
と
自
体
理
解
し
て
い
た
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
」
と
し
て
、
Ｃ
等
と
の
従
前
の
関
係
を
理
解
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
言
動
が

支
払
い
の
確
実
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
な
い
ま
ま
、
タ
ク
シ
ー
運
転
手
に
そ
の
よ
う
に
告
げ
て
い
る
た
め
に
、
結
局

の
と
こ
ろ
、「
事
実
を
偽
っ
て
い
る
」
と
い
う
認
識
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る）10
（

。
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そ
れ
ゆ
え
、
本
判
決
は
、
原
判
決
の
判
断
方
法
で
は
上
述
の
よ
う
な
被
告
人
の
認
識
能
力
の
存
否
に
係
る
事
情
に
つ
い
て
配
慮
が
不
足

し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
。
故
意
が
問
題
と
さ
れ
る
事
案
に
お
い
て
は
、
行
為
者
の
認
識
能
力
に
関
係
す
る
事
情
を

十
分
に
考
慮
し
て
、
行
為
者
自
身
に
お
い
て
、
各
構
成
要
件
の
事
実
の
認
識
と
し
て
必
要
と
さ
れ
て
い
る
意
味
の
認
識
が
あ
っ
た
か
否
か

が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
本
判
決
は
、
一
定
の
特
殊
な
事
情
が
行
為
者

の
意
味
の
認
識
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
示
し
た
前
述
の
公
衆
浴
場
事
例
お
よ
び
共
済
金
騙
取
事
例
と
共
通
し
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と

が
で
き
る）11
（

。

　

Ⅳ　

本
判
決
の
評
価

　

本
判
決
は
、
行
為
者
の
認
識
に
関
す
る
事
実
認
定
の
問
題
で
あ
り
、
事
例
判
断
に
す
ぎ
な
い
が
、
通
常
で
は
問
題
と
は
な
ら
な
い
詐
欺

罪
の
故
意
に
関
し
て
、
行
為
者
に
精
神
障
害
に
よ
る
重
篤
な
思
考
障
害
と
い
う
事
情
が
介
在
し
た
が
ゆ
え
に
、
欺
罔
行
為
の
意
味
の
認
識

に
つ
い
て
検
討
の
機
会
を
与
え
る
判
決
で
あ
る
と
評
価
で
き
る）12
（

。

（
1
）　

残
遺
型
統
合
失
調
症
と
は
、
世
界
保
健
機
構
（
Ｗ
Ｈ
Ｏ
）
に
よ
っ
て
公
表
さ
れ
て
い
る
国
際
疾
病
分
類
（
Ｉ
Ｃ
Ｄ
）
に
よ
れ
ば
、
統
合
失
調
症

の
急
性
期
に
発
露
す
る
妄
想
や
幻
覚
と
い
っ
た
初
期
症
状
は
ピ
ー
ク
を
過
ぎ
て
い
る
が
、
症
状
が
残
っ
て
い
る
場
合
を
指
す
。
こ
の
状
態
に
あ
る

統
合
失
調
症
罹
患
者
は
、
妄
想
等
に
よ
る
実
生
活
に
お
け
る
影
響
は
治
ま
っ
て
い
る
が
、
感
情
の
鈍
磨
、
思
考
の
無
意
味
な
こ
だ
わ
り
、
意
欲
の

低
下
と
い
っ
た
症
状
が
み
ら
れ
る
と
さ
れ
る
。

（
2
）　

阿
部
純
二
「
事
実
の
錯
誤
と
法
律
の
錯
誤
（
三
）」
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
八
頁
。

（
3
）　

最
決
平
成
二
年
二
月
九
日
集
刑
二
五
四
号
九
九
頁
な
ど
。
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（
4
）　

最
判
平
成
一
年
七
月
一
八
日
刑
集
四
三
巻
七
号
七
五
二
頁
。

（
5
）　

公
衆
浴
場
法
二
条
一
項
「
業
と
し
て
公
衆
浴
場
を
経
営
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。

（
6
）　

最
判
平
成
一
三
年
一
月
二
五
日
判
時
一
七
三
五
号
一
四
五
頁
。

（
7
）　

欺
罔
行
為
性
が
問
題
と
な
る
事
例
に
お
い
て
は
、
故
意
が
一
つ
の
要
件
と
し
て
明
示
的
に
検
討
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、
例
え
ば
最

判
平
成
二
六
年
三
月
二
八
日
刑
集
六
八
巻
三
号
五
八
二
頁
（
暴
力
団
員
で
あ
る
こ
と
を
秘
し
て
ゴ
ル
フ
場
を
利
用
し
た
こ
と
に
つ
き
二
項
詐
欺
罪

が
否
定
さ
れ
た
事
例
）
を
見
る
と
、
欺
く
行
為
は
、
客
観
的
構
成
要
件
要
素
と
し
て
は
、
重
要
事
項
性
と
偽
る
行
為
の
二
つ
の
要
素
か
ら
な
り
、

欺
く
行
為
に
該
当
す
る
と
い
え
る
た
め
に
は
各
要
素
を
満
た
す
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
主
観
的
構
成
要
件
要
素
と
し
て
も
、
こ

の
両
者
に
つ
い
て
行
為
者
が
故
意
を
有
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
行
為
者
に
お
い
て
、
欺
罔
の
故
意
と
し
て
、
重
要
な

事
項
に
つ
い
て
偽
る
こ
と
の
認
識
が
必
要
と
な
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
8
）　

も
っ
と
も
、
そ
う
だ
と
す
る
と
、
当
該
事
案
の
被
告
人
に
は
、
欺
罔
の
故
意
が
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
に
欺
罔
行
為
が
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
か
ら
、

こ
の
判
例
に
お
い
て
は
、
欺
罔
行
為
自
体
が
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
9
）　

故
意
は
、
行
為
者
の
行
為
時
の
内
心
の
状
態
で
あ
り
、
純
粋
に
外
部
か
ら
観
察
で
き
る
も
の
で
は
な
い
が
ゆ
え
に
、
客
観
的
に
存
在
す
る
事
情

か
ら
一
般
人
を
基
準
と
し
て
行
為
者
の
認
識
を
推
認
せ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
他
方
で
、
規
範
を
乗
り
越
え
た
こ
と
に
対
す
る
個
々
の
行
為
者
へ
の

非
難
で
あ
る
か
ら
、
行
為
者
に
お
い
て
故
意
を
妨
げ
る
よ
う
な
事
情
が
あ
る
か
否
か
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
は
、
あ
る
意
味
で

当
然
の
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
事
例
で
は
、
自
然
的
事
実
の
認
識
を
持
て
ば
意
味
の
認
識
を
持
つ
の
が
通
常
で
あ

る
か
ら
、
故
意
を
否
定
し
う
る
よ
う
な
特
殊
な
事
情
が
存
在
す
る
場
合
に
限
っ
て
、
当
該
特
殊
事
情
が
行
為
者
に
お
い
て
意
味
の
認
識
を
持
つ
こ

と
を
妨
げ
る
事
情
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
検
討
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
え
る
た
め
、
故
意
否
定
事
例
に
お
い
て
特
に
顕
著
に
故
意
の

問
題
が
表
れ
る
こ
と
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
10
）　

な
お
、
本
事
案
に
つ
い
て
は
、
欺
罔
行
為
性
の
不
存
在
を
理
由
と
し
て
詐
欺
罪
の
成
立
を
否
定
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
か
っ
た
と
捉
え
る

こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
被
告
人
は
乗
車
の
時
点
で
支
払
い
に
足
り
る
金
銭
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
こ
と
を
Ａ
に
告
げ
て
お
り
、
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
真
夜
中
に
一
万
円
以
上
か
か
る
ほ
ど
の
距
離
が
あ
る
場
所
を
指
定
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
よ
う
な
行
為
自
体
、
タ
ク
シ

ー
の
利
用
客
と
し
て
通
常
で
は
な
い
と
も
考
え
ら
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
Ａ
が
錯
誤
に
陥
る
よ
う
な
欺
罔
行
為
で
は
な
か
っ
た
、
と
理
解
す
る
こ
と
も

で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
事
案
で
は
、
Ａ
の
側
で
確
実
に
支
払
い
を
受
け
る
た
め
の
確
認
（
た
と
え
ば
、
被
告
人
の
現
金
の
持
ち
合
わ
せ
に
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つ
い
て
正
確
に
確
認
す
る
と
か
、
最
初
の
目
的
地
で
あ
る
Ｃ
の
許
可
を
得
て
い
る
の
か
口
頭
で
で
も
確
認
す
る
等
）
が
一
切
な
さ
れ
て
い
な
い
と

し
て
も
、
現
実
に
Ａ
が
錯
誤
に
陥
っ
て
運
転
し
て
い
た
こ
と
は
否
定
し
き
れ
な
か
っ
た
た
め
に
、「
少
な
く
と
も
詐
欺
罪
に
お
け
る
意
味
の
認
識

は
な
か
っ
た
」
と
い
う
点
に
焦
点
を
当
て
て
検
討
が
加
え
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
11
）　

他
方
で
、
前
述
の
二
事
例
が
、
い
ず
れ
も
手
続
き
等
の
客
観
的
に
存
在
す
る
事
情
を
特
殊
事
情
と
し
て
考
慮
し
た
も
の
で
あ
る
一
方
、
本
判
決

は
、
精
神
の
障
害
と
い
う
行
為
者
の
心
的
状
況
に
関
す
る
事
情
を
特
殊
事
情
と
し
て
考
慮
し
た
点
で
、
相
違
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
責
任

能
力
は
否
定
さ
れ
な
い
が
思
考
障
害
に
陥
っ
て
い
た
と
い
う
事
情
を
、
精
神
の
障
害
に
基
づ
く
構
成
要
件
的
事
実
の
錯
誤
（
不
認
識
）
と
し
て
、

故
意
を
否
定
す
る
事
情
と
し
て
取
り
入
れ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
か
と
い
う
、
責
任
能
力
と
故
意
の
関
係
が
問
題
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。
責
任
無

能
力
者
な
い
し
限
定
責
任
能
力
者
が
精
神
の
障
害
に
基
づ
く
錯
誤
に
陥
っ
て
い
た
場
合
に
は
、
心
神
喪
失
者
医
療
観
察
法
（
以
下
、
単
に
「
医
療

観
察
法
」
と
い
う
。）
の
対
象
行
為
該
当
性
に
お
け
る
主
観
的
要
件
の
問
題
と
し
て
処
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
責
任
能
力
が
一
応
認
め
ら
れ

る
行
為
者
に
お
い
て
、
精
神
の
障
害
に
基
づ
く
錯
誤
を
故
意
の
判
断
に
ど
の
よ
う
に
考
慮
す
る
か
は
、
理
論
的
に
は
あ
ま
り
議
論
さ
れ
て
い
な
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
、
仮
に
、
原
判
決
の
導
い
た
帰
結
の
よ
う
に
、
精
神
の
障
害
に
よ
る
重
篤
な
思
考
障
害
が
あ
っ
た
と
し
て
も
こ
れ
を

考
慮
せ
ず
、
あ
く
ま
で
も
通
常
人
で
あ
れ
ば
ど
の
よ
う
に
認
識
し
た
か
、
と
い
う
観
点
で
行
為
者
の
認
識
を
判
断
す
る
、
い
わ
ば
仮
定
的
判
断
を

用
い
る
と
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
仮
定
的
判
断
は
、
行
為
者
が
、
健
全
な
状
態
で
あ
っ
て
も
同
様
の
錯
誤
に
陥
っ
た
場
合
に
の
み
、
そ
の
錯
誤
を

「
一
般
的
な
も
の
」
と
認
め
、
一
般
的
な
錯
誤
論
に
よ
る
処
理
を
行
う
も
の
と
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
故
意
を
責
任
要
素
と
理
解
す
る
と
、

故
意
は
個
々
の
行
為
者
に
対
す
る
非
難
可
能
性
で
あ
る
か
ら
、
故
意
の
判
断
を
も
っ
ぱ
ら
こ
の
よ
う
な
仮
定
的
判
断
を
用
い
て
行
う
こ
と
は
、
行

為
者
自
身
の
非
難
可
能
性
を
十
分
に
検
討
し
た
こ
と
に
な
ら
な
い
。
精
神
の
障
害
に
よ
る
思
考
障
害
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
含
め
て
当
該

行
為
者
の
人
格
や
属
性
が
形
成
さ
れ
て
い
る
と
捉
え
る
な
ら
ば
、
当
該
事
案
に
お
い
て
生
じ
た
行
為
者
の
錯
誤
が
、
そ
の
精
神
の
障
害
に
起
因
す

る
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
精
神
の
障
害
と
は
無
関
係
に
生
じ
た
も
の
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
行
為

者
に
お
い
て
精
神
の
障
害
に
基
づ
く
構
成
要
件
的
事
実
の
錯
誤
（
不
認
識
）
が
あ
る
場
合
に
、
行
為
者
の
精
神
の
障
害
を
考
慮
し
て
行
為
者
の
認

識
内
容
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
不
可
欠
な
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
12
）　

な
お
、
本
判
決
は
、
医
療
観
察
法
の
対
象
行
為
で
は
な
く
、
ま
た
責
任
能
力
の
存
否
自
体
は
問
題
と
な
っ
て
い
な
い
た
め
、
医
療
観
察
法
の
対

象
者
に
よ
る
対
象
行
為
の
故
意
に
関
す
る
議
論
と
直
接
的
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
被
告
人
の
事
実
の
不
認
識
が
精
神
の
障
害
に

基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
対
象
行
為
以
外
の
犯
罪
を
犯
し
た
行
為
者
に
つ
い
て
、
精
神
の
障
害
に
基
づ
く
錯
誤
を
故
意
の
判
断
に
お
い
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て
考
慮
す
る
場
合
に
、
そ
の
際
の
考
慮
基
準
は
、
医
療
観
察
法
の
対
象
者
に
関
す
る
故
意
の
判
断
基
準
と
し
て
示
さ
れ
た
も
の
と
同
じ
な
の
か
、

そ
れ
と
も
異
な
る
の
か
、
と
い
う
議
論
と
も
関
連
す
る
事
例
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
検
討
の
余
地
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

れ
ま
で
、
対
象
行
為
該
当
性
に
関
す
る
故
意
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
心
神
喪
失
状
態
に
あ
っ
た
対
象
者
が
事
後
強
盗
罪
を
行
っ
た
事
案
に
お
い
て
、

最
高
裁
が
、「
対
象
者
の
行
為
を
当
時
の
状
況
下
で
外
形
的
、
客
観
的
に
考
察
し
、
心
神
喪
失
の
状
態
に
な
い
者
が
同
じ
行
為
を
行
っ
た
と
す
れ

ば
、
…
…
対
象
行
為
を
犯
し
た
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
行
為
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
の
観
点
か
ら
行
う
べ
き
で
あ
」
る
と
判
示
し

（
最
決
平
成
二
〇
・
六
・
一
八
刑
集
六
二
巻
六
号
一
八
一
二
頁
）、
ま
た
、
著
し
い
幻
覚
妄
想
状
態
に
あ
っ
た
行
為
者
が
、「
人
の
外
観
を
有
し
、

人
の
振
る
舞
い
を
す
る
も
の
」
と
の
認
識
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
ケ
モ
ノ
だ
と
思
っ
て
殺
害
し
た
事
案
で
は
、
東
京
高
裁
は
、
故
意
を
構
成
要
件

的
故
意
と
責
任
故
意
に
区
別
し
、
前
者
が
認
め
ら
れ
る
に
は
一
般
人
で
あ
れ
ば
殺
人
を
犯
す
と
認
識
す
る
に
足
る
事
実
を
認
識
し
て
い
れ
ば
足
り

る
の
に
対
し
て
、
後
者
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、「
人
」
で
あ
る
と
の
認
識
が
必
要
で
あ
る
と
判
示
し
て
い
る
（
東
京
高
判
平
成
二
〇
・
三
・

一
〇
判
タ
一
二
六
九
号
三
二
四
頁
）。
こ
れ
ら
の
事
例
に
お
い
て
は
、
ア
プ
ロ
ー
チ
方
法
は
異
な
る
と
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
通
常

人
を
基
準
と
し
た
一
定
の
仮
定
的
判
断
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
で
、
本
判
決
で
は
、
行
為
者
自
身
の
認
識
が
正

面
か
ら
問
題
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
責
任
能
力
が
一
応
認
め
ら
れ
る
行
為
者
に
関
し
て
は
、
行
為
者
自
身
が
構
成
要
件
該
当
事
実
を
認
識
し

て
い
る
必
要
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
医
療
観
察
法
の
対
象
者
の
対
象
行
為
該
当
性
に
お
け
る
故
意
と
、
責
任
能
力

自
体
は
否
定
さ
れ
て
い
な
い
行
為
者
で
、
か
つ
対
象
行
為
以
外
の
場
合
に
お
け
る
故
意
で
は
、
判
断
基
準
が
異
な
る
、
と
捉
え
る
余
地
が
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
医
療
観
察
法
の
目
的
等
に
も
鑑
み
て
、
よ
り
慎
重
な
考
察
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
検
討
の
素
材
と

し
て
本
判
決
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
小
樽
商
科
大
学
商
学
部
企
業
法
学
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准
教
授
）


