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紹
介
と
批
評

伊
東
　
　
乾
著

　
　
『
民
事
訴

訟
法
』

　
す
で
に
民
事
訴
訟
法
學
の
基
本
的
諸
問
題
に
つ
き
多
く
の
論
文
を
獲
表
せ
ら

れ
た
伊
東
教
授
の
最
初
の
教
科
書
条
膿
系
書
と
し
て
の
本
書
は
、
次
の
特
色
を

有
す
る
。

　
南
　
本
書
は
目
家
を
一
覧
し
て
分
る
よ
う
に
、
一
般
の
教
科
書
と
は
読
明
の

，
序
が
全
く
異
つ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
童
に
お
い
て
、
訴
訟
の
起
馳

〆
訴
の
成
立
）
と
終
馳
（
既
判
力
あ
る
法
判
噺
）
お
よ
び
そ
の
間
の
獲
展
の
中

軸
と
し
て
の
訴
訟
物
な
る
概
念
を
解
読
し
、
家
に
第
二
章
以
下
で
手
績
の
護
展

過
程
を
読
明
し
、
訴
訟
の
骨
酪
を
次
第
に
肉
づ
け
て
い
く
形
式
を
と
つ
て
い
る

（
第
二
章
手
績
の
組
立
て
ー
裁
鋼
所
、
當
事
者
、
手
績
の
法
定
、
訴
訟
の
形
態

ー
第
三
章
事
實
の
顯
出
ー
口
頭
辮
論
と
そ
の
準
備
、
審
理
の
諸
原
則
－
第
四
章

法
の
確
定
－
法
確
定
の
灌
限
、
法
律
に
よ
る
裁
判
と
謹
擬
に
よ
る
裁
判
、
謹
橡

と
そ
の
評
債
、
立
誰
責
任
と
護
振
契
約
、
法
の
判
噺
i
第
五
章
訴
訟
行
爲
－
訴

訟
行
爲
の
意
義
と
種
類
、
時
、
能
力
、
補
助
、
1
第
六
章
剣
決
の
要
件
－
訴
訟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
四
　
　
　
（
七
三
八
）

要
件
概
説
、
　
一
般
の
要
件
、
併
合
訴
訟
の
要
件
、
訴
訟
中
の
訴
の
剣
噺
－
第
七

章
手
綾
の
運
び
1
諸
原
則
、
中
間
の
裁
到
、
移
邊
、
停
止
、
訴
訟
手
績
の
開
始
、

進
行
、
絡
了
、
終
局
判
決
に
附
籏
す
る
裁
剣
、
簡
裁
の
手
績
の
特
則
、
1
第
八

章
上
訴
－
第
九
章
特
別
上
告
と
再
審
－
第
十
章
督
促
手
績
）
。
そ
し
て
最
後
に

第
十
一
章
に
お
い
て
民
事
訴
訟
の
概
念
規
定
を
し
（
類
縁
手
績
、
民
事
訴
訟
の

概
念
、
そ
の
緩
和
、
民
事
訴
訟
の
種
類
、
民
事
裁
剣
穫
）
、
第
十
二
章
に
お
い

て
民
事
訴
訟
法
と
は
何
か
を
読
明
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
民
事
訴
訟
と
い

う
一
つ
の
手
績
を
理
解
さ
せ
る
た
め
に
先
ず
そ
の
目
標
・
起
黙
と
終
黙
を
し
つ

か
り
と
理
解
さ
せ
、
次
に
そ
の
過
程
を
解
説
し
民
事
訴
訟
法
そ
の
も
の
の
内
容

を
教
え
、
最
後
の
し
め
く
く
り
と
し
て
そ
の
概
念
規
定
を
す
る
こ
と
に
よ
つ

て
、
難
解
で
あ
る
と
い
わ
れ
た
民
事
訴
訟
を
讃
者
に
容
易
に
理
解
さ
せ
よ
う
と

い
う
の
が
著
者
の
配
慮
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
態
度
は
個
々
の
問
題
の
解

説
に
お
い
て
も
覗
う
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
の
試
み
と
し
て
注
目
に
値
す
る
。

　
二
　
本
書
に
お
い
て
著
者
の
既
稜
表
・
未
襲
表
の
見
解
が
各
所
に
非
常
に
彊

く
打
出
さ
れ
、
腔
系
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
我
々
は
本
書
の
最
も
重
要
な
特
色

と
し
て
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
勿
論
教
科
書
と
し
て
の
制
約
は
あ
る
が
）
。

こ
れ
は
、
本
書
を
教
科
書
と
し
て
特
色
あ
る
も
の
と
す
る
の
み
な
ら
ず
（
説
明

に
あ
た
り
全
篇
一
つ
の
立
場
で
貫
い
て
あ
る
の
は
、
學
読
の
箏
鮎
を
紹
介
し
結

論
を
與
え
な
い
や
り
方
が
、
讃
者
に
と
つ
て
好
ま
し
く
な
い
と
い
う
立
場
に
立

つ
著
者
の
配
慮
の
現
れ
で
あ
る
）
、
膿
系
書
た
ら
し
め
て
い
る
（
奮
末
に
お
い



て
著
者
は
、
本
書
が
軍
な
る
教
科
書
で
あ
つ
て
艦
系
書
で
は
な
い
と
述
べ
ら
れ

て
い
る
が
、
艦
系
書
た
る
一
面
を
含
む
こ
と
は
確
か
で
あ
る
）
。
著
者
は
本
書

の
背
景
に
構
想
さ
れ
て
い
る
鰹
系
の
輪
廓
と
し
て
、
一
般
訴
訟
法
理
論
、
訴
訟

原
理
論
、
動
態
構
遥
論
、
静
態
構
造
論
、
、
法
形
成
論
、
事
實
確
定
論
、
訴
訟
行

爲
論
、
訴
訟
要
件
論
、
手
績
形
成
論
、
及
び
訴
訟
周
縁
論
を
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
勿
論
教
科
書
と
し
て
の
制
約
ー
一
参
照
1
か
ら
肢
述
は
こ
の
順
序
に
從
つ
て

は
い
な
い
）
。

　
以
下
私
は
本
書
に
あ
ら
わ
れ
た
重
要
な
問
題
馳
を
指
摘
し
て
み
よ
う
。

　
第
一
章
に
お
け
る
問
題
馳
は
、
次
の
諸
黙
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
イ
、
具
髄

法
（
二
～
三
頁
及
び
第
四
章
五
三
～
五
五
頁
、
＋
二
章
三
二
四
頁
）
。
裁
到
は

法
の
到
漸
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
法
と
は
、
い
わ
ゆ
る
既
定
立
の
實
定
法
で
は
な

く
、
論
理
的
に
訴
訟
前
に
存
し
、
営
該
紛
雫
に
印
し
且
つ
裁
判
手
績
中
で
新
に

定
立
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
抽
象
法
（
法
令
）
に
封
す
る
意

味
で
具
髄
法
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
具
騰
法
も
法
で
あ
る
か
ら
普
遍
性
を
も
つ

が
、
裁
判
で
は
抽
象
法
を
指
針
と
し
各
事
件
の
個
性
に
印
し
た
原
理
の
獲
見
確

定
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
一
方
裁
到
は
法
令
の
有
無
い
か
ん
と
は
別
に
行
わ

れ
う
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
理
念
的
に
は
、
裁
到
は
法
令
の
適
用
乃
至
具
髄
化

で
は
な
く
具
艦
法
の
確
定
で
あ
る
。
既
定
立
法
は
論
理
的
に
訴
訟
に
先
立
つ
の

で
は
な
く
、
裁
到
の
ブ
レ
ー
キ
と
し
て
、
裁
到
官
に
與
え
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
。
現
實
的
に
法
律
に
よ
る
裁
到
が
行
わ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
裁
判
の
本
質
を

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

法
令
の
適
用
で
あ
る
と
し
ば
し
ば
誤
解
さ
れ
て
い
る
と
主
張
さ
れ
る
（
こ
の
誤

解
は
、
裁
判
を
三
段
論
法
の
結
論
と
考
え
た
り
、
訴
訟
の
動
態
的
性
格
に
氣
づ

ぎ
「
法
の
形
成
」
を
説
き
な
が
ら
「
法
令
の
具
膣
化
」
と
言
換
え
た
り
、
太
政

営
布
告
一
〇
三
號
か
ら
條
理
一
般
を
法
源
と
し
た
り
、
調
停
を
訴
訟
と
全
く
異

質
的
な
も
の
と
み
た
り
す
る
考
え
方
に
現
わ
れ
て
い
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
）
。

す
な
わ
ち
、
三
者
の
論
理
的
關
係
は
、
既
定
立
抽
象
法
は
訴
訟
に
お
く
れ
（
訴

訟
は
こ
の
意
味
で
前
法
的
存
在
）
、
具
鰹
法
は
訴
訟
に
先
立
つ
（
訴
訟
は
こ
の

意
味
で
後
法
的
存
在
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ロ
、
訴
訟
自
豊
紛
雫
の
存
綾
獲

展
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
（
四
頁
、
第
四
章
七
七
頁
）
。
紛
雫
と
そ
の
解
決
と
を

分
離
し
、
解
決
前
に
紛
雫
が
あ
り
、
こ
れ
を
固
走
的
に
封
象
と
し
て
解
決
の
努
力

が
展
開
さ
れ
る
と
す
る
一
般
的
見
方
に
反
封
さ
れ
、
紛
雫
は
熟
さ
せ
て
始
め
て

解
決
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
解
決
に
到
る
迄
紛
雫
が
存
績
護
展
す
る
、
裁
判
手

績
は
事
件
庭
理
の
手
綾
で
あ
る
と
同
時
に
事
件
の
獲
展
そ
の
も
の
で
も
あ
る
、

と
さ
れ
る
。
ハ
、
訴
の
成
立
要
件
に
つ
い
て
（
五
頁
）
。
一
般
に
形
式
的
・
固

定
的
な
い
く
つ
か
の
要
件
を
訴
の
成
立
要
件
と
す
る
に
反
し
、
赴
會
通
念
上
行

爲
の
全
膣
と
し
て
の
贋
値
が
紛
雫
解
決
の
た
め
國
家
の
裁
判
所
を
求
め
る
行
爲

で
あ
り
、
訴
に
つ
い
て
現
行
法
の
要
求
す
る
諸
要
件
の
う
ち
少
な
く
と
も
大
ま

か
な
外
面
的
要
件
を
具
え
て
い
る
場
合
に
訴
は
成
立
す
る
と
説
か
れ
て
い
る
。

二
、
訴
訟
物
に
つ
い
て
（
一
五
～
六
頁
）
。
ま
ず
奮
説
の
正
當
性
に
つ
い
て
「
審

到
の
封
象
と
實
膣
権
と
の
關
係
を
正
し
く
理
解
し
、
訴
と
請
求
と
の
混
同
を
冤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五
　
　
　
（
七
三
九
）



　
　
　
　
紹
介
と
批
評

れ
し
め
、
審
到
の
範
園
を
明
確
に
劃
定
し
う
る
融
」
に
あ
る
と
さ
れ
、
新
読
に

つ
い
て
「
理
論
的
に
は
實
騰
法
と
訴
訟
法
と
の
關
係
を
誤
り
、
實
際
的
に
は
し

ば
し
ば
審
到
の
封
象
を
不
明
確
に
す
る
」
貼
で
不
當
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
更
に

奮
説
も
亦
「
講
求
の
趣
旨
を
、
講
求
を
起
す
趣
旨
、
す
な
わ
ち
訴
の
意
味
と
解

し
、
講
求
に
つ
き
如
何
な
る
到
決
を
求
め
る
か
の
表
示
を
い
う
と
読
い
た
り
、

請
求
の
原
因
を
、
こ
れ
な
く
し
て
既
に
請
求
の
特
定
さ
れ
て
い
る
場
合
は
不
要

と
論
じ
て
、
請
求
の
そ
と
に
出
し
て
し
ま
つ
た
り
し
て
い
る
の
は
、
鮮
旬
と
沿

革
に
忠
實
の
あ
ま
り
、
法
と
事
實
と
の
綜
合
髄
た
る
請
求
の
本
質
を
見
誤
つ
た

も
の
で
あ
り
、
ま
た
奮
読
が
實
膿
法
に
よ
る
請
求
の
内
容
規
定
を
読
く
場
合
、

既
定
立
の
實
定
法
の
み
を
考
え
て
未
定
立
法
を
忘
れ
、
杓
子
定
規
な
静
態
的
な

取
扱
に
終
始
し
て
い
る
の
は
、
訴
訟
の
前
法
的
性
格
を
忘
れ
た
も
の
で
あ
る
か

ら
、
こ
れ
ら
の
馳
で
奮
説
も
ま
た
大
き
く
修
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と

批
到
さ
れ
て
い
る
黙
注
目
に
値
す
る
。

　
こ
れ
ら
諸
融
の
他
第
一
章
で
は
訴
訟
繋
驕
の
時
期
は
訴
状
邊
達
の
時
で
あ
る

と
す
る
黙
（
七
頁
）
、
訴
訟
法
律
關
係
二
面
読
を
と
る
黙
（
八
頁
）
、
講
求
と
訴

訟
物
と
の
理
論
上
の
厘
別
の
必
要
性
の
指
摘
（
二
五
頁
）
等
が
注
目
せ
ら
れ
て

よ
い
。

　
第
二
章
に
お
い
て
は
訴
訟
の
形
態
を
當
事
者
の
あ
り
方
（
積
極
的
消
極
的
地

位
と
軍
複
）
と
講
求
の
あ
り
方
（
軍
複
と
同
方
向
異
方
向
と
い
う
方
向
）
と
か

ら
組
合
せ
て
十
種
に
分
類
し
、
こ
れ
ら
が
圖
解
さ
れ
て
い
る
の
で
理
解
す
る
に

九
六

（
七
四
〇
）

便
利
で
あ
る
。

　
第
三
章
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
馳
は
、
イ
、
事
實
の
顯
出
に
關
す
る
當
事
者

主
義
採
用
の
理
由
の
解
説
で
あ
る
（
四
七
～
八
頁
）
。
す
な
わ
ち
著
者
は
、
「
職

灌
主
義
は
、
手
間
と
費
用
と
の
か
か
る
割
合
に
は
實
効
が
あ
が
ら
ず
、
す
べ
て

の
事
件
に
つ
い
て
こ
れ
を
實
行
す
る
こ
と
は
到
底
不
可
能
で
あ
る
。
の
み
な
ら

ず
、
當
事
者
は
訴
訟
に
關
心
を
失
い
、
判
決
の
結
果
を
も
や
む
を
え
な
い
害
悪

と
し
て
し
か
受
取
ら
ぬ
こ
と
に
な
ろ
う
か
ら
、
訴
訟
の
効
用
も
期
待
で
き
ぬ
に

至
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
資
料
の
顯
出
を
當
事
者
の
責
任
と
す
れ
ば
、
各
當
事

者
の
責
任
と
す
れ
ば
、
各
當
事
者
は
自
己
の
辮
論
に
勝
敗
の
蓮
を
か
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
結
果
、
資
料
の
顯
出
は
お
の
ず
か
ら
に
し
て
活
濃
、
迅
速
に
行
わ

れ
、
利
害
の
封
立
す
る
爾
人
の
間
で
は
一
お
う
網
羅
的
に
公
李
に
資
料
の
出
揃

う
こ
と
が
期
待
で
き
る
。
勿
論
、
個
々
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
通
謀
や
駈
引
に
よ

り
、
あ
る
い
は
不
注
意
の
た
め
に
、
眞
相
に
合
致
し
な
い
裁
到
の
な
さ
れ
る
こ

と
も
出
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
個
々
の
事
件
の
解
決
に
つ
い
て
は
國
家

は
直
接
に
は
利
害
を
感
じ
な
い
か
ら
、
そ
れ
が
例
外
的
な
も
の
に
と
ど
ま
る
以

上
、
制
度
と
し
て
は
答
め
だ
て
せ
ず
に
無
覗
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
す
る
從

來
の
読
明
に
封
し
、
「
他
に
も
職
穫
探
知
主
義
を
探
用
し
て
い
る
訴
訟
が
實
際

に
あ
る
理
由
や
、
國
家
が
自
己
の
職
責
を
果
す
た
め
に
『
訴
訟
主
膣
』
た
る
當

事
者
を
利
用
し
て
踊
ら
せ
う
る
理
由
や
、
例
外
的
に
も
せ
よ
初
め
か
ら
眞
相
に

合
致
し
な
い
危
瞼
を
知
つ
て
な
お
且
つ
こ
の
制
度
を
探
用
す
る
理
由
は
納
得
で



き
な
い
一
と
批
到
さ
れ
、
「
こ
れ
ら
は
通
常
の
民
事
訴
訟
が
私
的
自
治
の
許
さ

れ
る
私
人
問
の
財
塵
關
係
を
封
象
と
す
る
特
質
と
こ
そ
蓮
な
る
問
題
な
の
で
あ

つ
て
、
か
か
る
も
の
を
封
象
と
す
る
民
事
訴
訟
は
．
そ
れ
自
驚
、
實
膣
關
係
に

封
鷹
す
る
私
的
自
治
の
原
則
を
も
つ
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
し
て
始
め
て
、
訴
訟

が
封
象
た
る
實
鷺
關
係
に
適
切
に
到
鷹
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
當
事
者

を
利
用
し
踊
ら
せ
る
の
で
な
し
に
営
事
者
自
身
の
活
動
が
當
然
基
本
に
な
る
の

で
あ
り
、
眞
相
と
の
合
致
で
な
し
に
當
事
者
自
身
の
形
成
が
目
標
に
な
る
の
で

あ
る
。
辮
論
主
義
は
、
ま
さ
に
、
か
よ
う
な
訴
訟
上
の
私
的
自
治
原
則
に
ほ
か

な
ら
ぬ
も
の
で
、
か
く
解
し
て
こ
》
、
、
　
一
般
の
読
明
も
理
解
で
き
る
ば
か
り
で

な
く
、
進
ん
で
積
極
的
な
こ
の
制
度
の
合
理
性
を
會
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
辮
論
主
義
は
、
眞
相
究
明
の
た
め
の
手
段
た
る
に
と
ど

ま
る
も
の
で
は
な
く
、
況
し
て
最
善
の
方
策
が
な
い
た
め
己
む
こ
と
を
え
ず
し

て
認
め
ら
れ
る
次
善
の
方
策
な
ど
で
は
な
く
、
民
事
訴
訟
に
本
質
的
な
奪
う
べ

か
ら
ざ
る
意
義
を
も
つ
固
有
な
制
度
で
あ
る
」
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
・
、
次

に
辮
論
主
義
と
眞
實
義
務
と
の
關
係
に
つ
い
て
「
辮
論
主
義
を
眞
相
究
明
の
方

策
と
理
解
す
る
一
般
の
考
え
方
は
、
當
事
者
に
訴
訟
上
知
り
な
が
ら
事
實
に
違

う
た
陳
述
を
行
う
べ
か
ら
ざ
る
義
務
あ
り
と
読
き
、
こ
れ
に
よ
つ
て
彼
等
の
弊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
　
　
じ

害
と
考
え
る
も
の
は
幾
ら
か
で
も
減
殺
し
よ
う
と
努
め
る
こ
と
が
多
い
（
貫
實

義
務
）
。
こ
れ
を
法
的
な
義
務
と
は
稻
え
な
い
學
者
も
道
徳
的
に
は
『
嘘
を
つ

か
ぬ
』
義
務
が
あ
る
と
み
る
こ
と
ほ
ぼ
確
定
の
態
度
で
あ
る
」
に
反
し
、
著
者
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評

は
か
か
る
一
般
的
考
え
方
が
、
第
一
に
、
「
訴
訟
も
ま
た
紛
雫
場
面
と
蓮
な
る

同
じ
生
活
場
面
で
あ
る
道
理
を
忘
れ
」
、
第
二
に
、
「
辮
論
主
義
か
訴
訟
上
私
的

自
治
の
原
則
た
る
濁
自
固
有
の
積
極
的
な
意
義
を
も
つ
制
度
で
あ
る
消
息
を
見

落
し
て
い
る
」
と
批
到
さ
れ
て
い
る
。

　
第
四
章
で
問
題
と
な
る
の
は
、
イ
、
第
一
に
謹
擦
能
力
と
謹
明
力
に
關
す
る

主
義
の
問
題
で
あ
る
（
六
三
頁
以
下
）
。
從
來
學
者
が
謹
擦
能
力
の
問
題
と
謹

明
力
の
問
題
と
を
混
同
し
て
い
た
馳
に
注
目
し
、
爾
者
を
分
離
し
、
法
的
規
整

を
加
え
る
か
否
か
に
よ
り
前
者
に
つ
き
規
制
謹
擁
主
美
と
放
任
識
振
主
義
と
を

匿
別
し
、
後
者
に
つ
い
て
法
定
謹
嫁
主
義
と
自
由
心
讃
主
義
と
を
厘
別
さ
れ
る

（
英
米
法
で
は
誰
線
能
力
の
貼
で
規
制
讃
橡
主
義
を
と
り
護
明
力
の
黙
で
自
由

心
謹
主
義
を
と
る
に
反
し
、
大
陸
法
と
は
前
者
に
つ
ぎ
放
任
諮
豫
主
義
を
と

り
、
後
者
に
つ
き
自
由
心
誰
主
義
を
と
る
。
學
者
は
自
由
心
詮
主
義
が
當
然
に

放
任
護
橡
主
義
を
含
む
か
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
）
。

ロ
、
こ
の
他
本
章
で
は
「
五
　
法
の
到
漸
」
（
七
六
頁
以
下
）
に
お
け
る
裁
到

所
は
事
實
の
確
定
後
始
め
て
法
判
蜥
を
な
す
の
で
は
な
く
、
事
實
の
確
定
を
通

し
て
法
到
噺
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
必
要
な
事
實
の
確
定
は
直
ち
に
法

到
漸
の
形
成
を
意
味
す
る
と
い
う
指
摘
、
訴
訟
が
客
観
的
過
去
的
事
實
の
再
現

を
志
す
も
の
で
は
な
く
、
　
「
現
在
の
紛
雫
を
超
克
し
た
よ
り
良
い
状
態
獲
得
の

た
め
に
、
裁
到
所
と
原
告
と
被
告
と
が
、
新
し
い
條
件
の
も
と
に
行
動
し
生
き

る
場
合
で
あ
る
」
と
い
う
見
方
は
著
者
の
強
調
さ
れ
る
注
目
す
べ
き
見
方
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
七
　
　
　
（
七
四
一
）



紹
介
と
批
評

る
。　

第
五
章
で
は
、
訴
訟
法
上
の
形
成
槽
の
行
使
の
性
質
に
つ
き
「
裁
判
上
に
せ

ら
れ
る
行
爲
が
み
な
訴
訟
行
爲
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
な
い
し
、
事
が

二
面
を
も
つ
と
い
う
こ
と
も
そ
れ
だ
け
で
は
結
合
説
を
基
礎
づ
け
る
も
の
で
は

な
い
か
ら
」
、
私
法
行
爲
読
が
正
當
で
あ
る
と
さ
れ
、
訴
訟
行
爲
読
、
結
合
読

を
排
斥
さ
れ
て
い
る
（
八
七
～
八
頁
）
。

　
第
七
章
に
つ
い
て
。
イ
、
二
重
訴
訟
の
禁
止
さ
れ
る
場
合
に
關
し
（
一
四
五

頁
以
下
）
、
「
辮
論
が
併
合
せ
ら
れ
る
以
上
、
同
一
人
間
も
し
く
は
既
到
力
を
う

け
る
者
が
共
同
訴
訟
人
と
し
て
同
一
人
に
封
す
る
訴
訟
で
は
訴
訟
資
料
は
必
然

的
に
共
通
に
な
る
も
の
で
、
審
理
の
重
複
と
判
決
の
矛
盾
と
を
生
じ
な
い
」
こ

と
を
理
由
に
、
從
來
の
學
説
の
曖
昧
さ
を
排
除
し
、
「
後
訴
は
前
訴
と
は
猫
立

し
て
訴
訟
繋
馬
を
生
ぜ
し
め
る
性
質
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う

要
件
を
加
え
て
い
る
。
更
に
講
求
の
趣
旨
迄
同
一
で
あ
る
必
要
が
あ
る
か
否
か

に
つ
い
て
も
、
從
來
通
読
が
こ
れ
を
必
要
と
し
て
い
る
の
に
反
し
、
「
講
求
の

原
因
が
同
一
で
あ
る
と
た
と
え
趣
旨
は
異
つ
て
も
、
審
理
の
重
複
と
判
決
矛
盾

の
危
瞼
と
は
存
在
し
、
も
し
趣
旨
の
別
個
な
請
求
に
つ
い
て
到
漸
を
う
け
る
實

際
上
の
必
要
が
あ
る
な
ら
ば
、
原
告
は
訴
の
攣
更
に
よ
り
、
被
告
は
反
訴
に
よ

つ
て
、
そ
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
講
求
の
趣
旨
の

異
な
る
こ
と
は
同
一
事
件
た
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
」
と
さ
れ
て
い

る
。
　
ロ
、
ま
た
起
訴
の
時
に
時
効
中
断
効
を
認
め
る
に
つ
き
、
そ
の
理
由
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
八
　
　
　
（
七
四
二
）

「
槽
利
の
存
在
が
既
判
力
を
も
つ
て
確
定
せ
ら
れ
る
豫
想
の
も
と
に
、
手
績
の

偶
然
的
な
長
短
が
時
黙
を
左
右
す
る
こ
と
を
避
け
よ
う
と
し
て
、
劃
一
的
に
起

訴
の
時
に
遅
ら
せ
た
も
の
と
主
張
し
、
從
つ
て
直
接
に
訴
訟
物
と
な
ら
な
か
つ

た
槽
利
に
つ
い
て
時
効
の
中
臨
を
認
め
る
よ
う
な
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
す
る

學
読
に
封
し
、
　
「
實
髄
法
の
問
題
は
實
艦
法
上
の
贋
値
に
よ
つ
て
決
め
ら
れ
る

ぺ
き
も
の
で
、
既
到
力
を
こ
の
場
合
に
も
ち
出
す
こ
と
は
飴
計
な
こ
と
で
あ

る
」
と
批
到
さ
れ
、
起
訴
の
時
に
「
既
に
権
利
の
上
に
眠
る
事
實
を
破
る
態
度

を
認
め
う
る
た
め
と
さ
れ
て
い
る
（
一
四
七
頁
以
下
）
。
　
ハ
、
請
求
の
批
棄
・

認
諾
の
性
質
に
つ
い
て
は
、
　
「
訴
訟
上
の
陳
述
で
あ
る
と
す
る
訴
訟
行
爲
説

（
「
原
告
が
自
己
の
請
求
を
否
定
し
そ
の
主
張
が
唄
理
由
の
な
い
こ
と
を
無
條
件

に
自
認
す
る
訴
訟
上
の
陳
蓮
」
、
「
被
告
が
原
告
の
請
求
を
肯
定
し
そ
の
主
張
が

理
由
の
あ
る
こ
と
を
無
條
件
に
承
認
す
る
訴
訟
上
の
陳
蓮
」
）
を
主
張
さ
れ
る

（
一
五
六
頁
）
。
二
、
こ
れ
に
反
し
訴
訟
上
の
和
解
に
つ
い
て
は
「
訴
訟
の
繋

麗
中
に
裁
判
機
關
の
面
前
で
そ
の
指
揮
監
督
の
も
と
に
訴
訟
終
了
の
合
意
と
併

合
し
て
せ
ら
れ
る
私
法
上
の
和
解
契
約
」
で
あ
る
と
さ
れ
爾
性
読
を
と
ら
れ
て

い
る
（
一
五
七
頁
以
下
）
。
印
ち
私
法
行
爲
説
で
は
訴
訟
終
了
の
結
果
は
法
の

擬
制
に
す
ぎ
ず
、
裁
判
所
の
指
揮
監
督
に
よ
る
と
い
う
特
質
が
捨
象
さ
れ
る
。

訴
訟
終
了
の
合
意
で
あ
る
と
す
る
訴
訟
行
爲
読
で
は
既
判
力
を
與
え
る
理
由
が

な
い
。
私
法
上
の
和
解
の
結
果
を
一
致
し
て
陳
述
す
る
合
同
行
爲
で
あ
る
と
す

る
訴
訟
行
爲
読
は
、
私
法
行
爲
説
の
裏
返
し
に
遇
ぎ
な
い
。
私
法
上
の
和
解
と



訴
訟
終
了
の
合
意
と
の
結
合
で
あ
る
と
す
る
読
も
、
爾
行
爲
の
箪
な
る
併
存

（
併
存
説
）
と
み
る
な
ら
無
意
味
、
第
三
の
行
爲
へ
の
融
合
（
融
合
説
）
と
み

る
な
ら
規
律
す
る
法
規
が
な
い
。
そ
こ
で
「
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
の
私
法
行
爲
・
訴

訟
行
爲
で
あ
り
な
が
ら
相
互
に
制
約
し
つ
つ
既
到
力
の
形
成
に
協
同
す
る
不
可

分
の
現
象
、
帥
ち
、
私
法
的
観
察
と
訴
訟
法
的
襯
察
と
を
重
ね
合
わ
せ
て
初
め

て
把
え
る
こ
と
の
で
き
る
一
箇
の
現
象
」
で
あ
り
、
「
訴
訟
上
の
和
解
こ
そ
は

嚴
密
な
意
味
で
の
『
爾
性
行
爲
』
の
殆
ん
ど
唯
一
の
例
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。

ホ
、
給
付
形
成
判
決
の
既
剣
力
に
つ
き
、
「
既
到
力
を
否
定
す
る
説
が
あ
る
が
、

こ
れ
ら
の
到
決
も
確
認
到
決
と
本
質
は
異
ら
ず
、
給
付
義
務
や
形
成
要
件
に
つ

い
て
既
到
力
を
認
め
る
飴
地
も
必
要
も
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
（
エ
ハ
ニ
頁
）
。

　
第
十
一
章
に
つ
い
て
。
イ
、
先
ず
民
事
訴
訟
と
非
訟
事
件
と
の
匪
別
を
前
者

は
司
法
手
績
後
者
は
行
政
手
綾
で
あ
る
と
い
う
黙
に
求
め
（
二
〇
五
頁
）
ら

れ
、
こ
れ
を
各
種
手
績
に
適
用
せ
ら
れ
て
い
る
。
ロ
、
問
題
と
な
る
黙
を
若
干

取
上
げ
て
み
れ
ば
、
破
産
手
績
に
つ
い
て
は
（
一
二
五
頁
）
、
破
産
手
績
の
内

容
で
あ
る
特
殊
の
假
差
押
手
績
、
特
殊
の
到
決
手
績
、
特
殊
の
執
行
手
績
は
、

「
破
産
手
績
に
お
い
て
不
可
分
に
結
合
し
、
前
者
と
中
者
と
は
た
だ
後
者
に
向

つ
て
の
み
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
む
し
ろ
全
髄
と
し
て
の
破
産
手
績
を

一
種
の
非
訟
事
件
手
績
と
見
る
の
が
愛
當
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
更
に
保

全
執
行
手
綾
に
つ
い
て
も
、
「
保
全
手
績
は
こ
れ
を
認
定
の
段
階
と
執
行
の
段
階

と
に
分
か
ち
う
る
。
p
前
者
は
特
殊
の
到
決
手
績
、
後
者
は
特
殊
の
執
行
手
綾
に

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
前
者
は
後
者
に
不
可
分
に
結
合
し
て
こ
れ
に

奉
仕
す
る
か
ら
、
や
は
り
、
終
始
一
聯
の
手
綾
を
一
種
の
非
訟
事
件
手
績
と
見

る
の
が
愛
當
で
あ
る
」
（
二
一
五
頁
以
下
）
と
さ
れ
る
。

　
第
十
二
章
に
つ
い
て
。
イ
、
訴
権
理
論
に
關
し
（
三
一
一
八
頁
以
下
）
、
伊
東

教
授
は
「
訴
権
の
概
念
を
訴
訟
の
一
定
段
階
に
固
定
せ
し
め
る
こ
と
は
不
嘗
で

あ
る
。
他
の
段
階
に
認
め
う
る
諸
種
の
罐
利
（
た
と
え
ば
訴
の
成
立
に
よ
り
原

告
の
取
得
す
る
判
決
を
う
け
る
椹
利
）
と
こ
れ
を
匠
別
す
る
實
盆
な
く
（
本
案

到
決
請
求
権
説
に
よ
つ
て
も
訴
椹
が
な
け
れ
ば
本
案
到
決
を
受
け
え
ぬ
の
み
で

あ
り
、
ま
た
訴
椹
が
あ
る
と
き
形
成
剣
決
を
受
け
れ
ば
本
案
到
決
の
内
容
に
不

服
あ
る
場
合
と
同
じ
く
上
訴
に
よ
つ
て
雫
い
う
る
に
過
ぎ
ぬ
）
、
さ
り
と
て
、

そ
の
す
べ
て
に
つ
き
権
利
性
を
否
定
す
る
の
も
當
ら
な
い
」
と
さ
れ
、
從
來
の

訴
槽
學
読
、
訴
権
否
認
読
を
批
判
さ
れ
、
御
自
身
の
立
場
を
「
訴
訟
制
度
と
の

關
聯
に
お
い
て
各
段
階
の
訴
訟
朕
態
に
鷹
じ
た
権
利
の
態
容
を
考
え
る
の
が
優

れ
て
い
る
（
訴
の
成
立
に
よ
り
抽
象
的
訴
椹
・
訴
訟
要
件
の
充
足
に
よ
り
本
案

剣
決
請
求
穫
・
請
求
理
由
あ
る
と
き
具
艦
的
訴
椹
）
。
そ
う
し
て
各
段
階
に
具

膣
化
せ
ら
れ
る
さ
よ
う
な
権
利
は
起
訴
の
自
由
の
諸
態
容
に
ほ
か
な
ら
ず
（
起

訴
の
自
由
は
具
艦
事
件
に
つ
い
て
訴
の
提
起
あ
る
ま
で
は
抽
象
的
な
地
位
に
す

ぎ
識
）
、
か
か
る
地
位
と
こ
れ
か
ら
派
生
す
る
各
態
容
の
椹
利
は
、
法
的
に
保

障
せ
ら
れ
、
且
つ
こ
れ
を
考
え
て
の
み
手
績
の
全
驚
を
法
理
論
的
統
一
的
に
把

え
う
る
も
の
と
し
て
、
法
的
地
位
で
あ
り
嚴
格
な
権
利
、
從
つ
て
『
訴
灌
』
．
で
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紹
介
と
批
評

あ
り
、
こ
れ
を
訴
権
と
考
え
る
實
盆
も
あ
る
と
い
え
る
」
と
さ
れ
る
。
p
、
最

後
に
既
到
力
の
本
質
に
つ
い
て
、
訴
訟
法
説
、
實
膿
法
説
及
び
具
豊
的
法
規
説

の
何
れ
に
つ
い
て
も
疑
問
を
提
出
さ
れ
、
御
自
身
の
立
場
を
次
の
よ
う
に
主
張

さ
れ
て
い
る
う
二
四
C
頁
以
下
）
。
邸
ち
、
既
判
力
は
「
①
實
膿
法
と
訴
訟
法

と
の
封
立
を
超
え
て
い
る
。
訴
訟
を
離
れ
た
實
髄
法
上
の
権
利
も
し
く
は
法
律

關
係
は
、
紛
雫
の
生
起
に
よ
つ
て
實
在
性
を
失
う
。
實
在
性
を
同
復
さ
せ
、
こ

れ
を
澹
保
す
る
も
の
は
訴
訟
で
あ
る
。
實
盟
法
と
訴
訟
法
と
の
訴
訟
に
お
け
る

相
互
作
用
に
よ
つ
て
、
爾
者
の
分
離
の
存
し
な
い
法
一
全
の
世
界
に
お
け
る
規

範
が
確
定
せ
ら
れ
る
。
訴
訟
法
読
と
實
騰
法
説
は
既
到
力
の
棲
息
世
界
を
誤
る

も
の
で
あ
る
。
ω
法
と
法
に
封
す
る
到
臨
と
が
、
ま
た
、
匠
別
せ
ら
る
べ
き
で

あ
る
。
到
決
は
直
ち
に
法
で
は
な
く
、
法
に
到
す
る
到
断
で
あ
る
に
ほ
か
な
ら

ぬ
。
判
漸
形
式
の
過
程
に
誤
り
が
あ
ろ
う
と
も
、
一
た
ん
到
決
が
確
定
す
れ
ば

間
議
の
許
さ
れ
な
い
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
具
騰
的
法
規
説
は
こ
の
鮎
に
お

い
て
誤
を
犯
す
。
⑧
到
断
は
直
接
具
瞭
法
に
封
決
し
、
抽
象
法
規
の
具
髄
化
で

は
な
い
。
具
膿
的
法
規
読
は
こ
の
馳
で
も
正
し
く
な
い
。
㈲
判
断
は
た
だ
訴
訟

外
の
一
定
獣
態
の
模
爲
で
は
な
い
。
訴
訟
に
お
け
る
攣
貌
を
通
し
最
後
ま
で
形

成
せ
ら
れ
來
た
つ
た
も
の
の
認
識
宣
明
で
あ
る
。
ー
中
略
1
訴
訟
外
の
紛
雫
結

果
を
訴
訟
は
認
識
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
な
く
、
ー
中
略
i
紛
雫
そ
の
も
の

を
、
從
つ
て
到
漸
せ
ら
る
べ
き
法
そ
の
も
の
を
、
攣
化
し
成
長
さ
せ
る
の
で
あ

る
。
右
に
形
成
と
は
ま
た
認
識
の
形
成
と
も
同
一
で
な
い
。
認
識
せ
ら
れ
る
法
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そ
の
も
の
の
形
成
、
文
字
通
り
の
法
形
成
を
い
う
の
で
あ
る
。
1
既
判
力
は
法

一
全
の
世
界
に
お
い
て
具
匿
法
の
國
家
的
鋼
漸
に
與
え
ら
れ
た
愛
當
性
で
あ

る
」
と
。

　
三
　
私
は
、
以
上
に
お
い
て
、
本
書
の
性
格
、
内
容
、
問
題
鮎
を
一
感
紹
介

さ
せ
て
戴
い
た
。
本
書
は
教
科
書
と
し
て
書
か
れ
、
教
科
書
と
し
て
の
制
約
が

あ
る
こ
と
既
述
の
如
く
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
い
て
教
授
御
自
身
に
よ
つ
て
獲
展

せ
し
め
ら
れ
且
つ
學
問
的
贋
値
の
高
い
理
論
が
各
所
の
解
読
に
と
り
入
れ
ら
れ

て
い
る
結
果
、
柳
も
高
い
學
問
的
水
準
を
落
す
こ
と
な
く
、
訴
訟
法
學
者
並
び

に
實
務
家
に
多
く
の
理
論
的
裏
附
け
を
提
供
し
て
い
る
と
共
に
、
反
省
の
資
料

を
も
供
給
し
て
い
る
と
い
つ
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。
著
者
の
民
事
訴
訟
法

學
に
關
す
る
論
文
集
が
出
版
さ
れ
る
の
も
間
近
い
と
聞
く
。
爾
著
作
を
併
せ
讃

め
る
こ
と
は
、
同
學
の
者
と
し
て
非
常
な
喜
び
で
あ
り
且
つ
、
必
要
な
こ
と
で

あ
る
と
思
う
。

　
最
後
に
こ
の
紹
介
が
極
め
て
難
駁
な
も
の
に
な
つ
て
し
ま
つ
た
こ
と
を
残
念

に
思
う
と
と
も
に
、
著
者
の
御
宥
恕
を
請
い
た
い
と
思
う
。
（
慶
鷹
通
信
刊

四
〇
〇
圓
）
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