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紹
介
と
批
評

中
村
宗
雄
著

　
　
『
民
事
訴
訟
原
理
第
↓
冊
』

　
一
　
本
書
の
書
か
れ
た
動
機
を
著
者
は
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。
「
パ
ソ
デ

ク
テ
ン
・
シ
ス
テ
ム
の
民
法
構
造
に
相
鷹
す
る
民
事
訴
訟
法
學
の
理
論
盟
系

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
六
　
　
　
（
一
二
九
四
）

は
、
一
懸
、
ヘ
ル
ウ
ィ
ッ
ク
・
シ
ュ
タ
イ
ン
の
時
代
に
お
い
て
完
成
し
た
と
い

え
よ
う
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
は
二
元
論
の
訴
訟
理
論
で
あ
る
。
二
元
観

理
論
は
、
カ
ン
ト
哲
學
の
學
問
的
方
法
を
も
つ
て
し
て
は
、
容
易
に
克
服
し
難

き
、
い
わ
ば
宿
命
と
も
み
ら
れ
る
腔
系
的
敏
陥
を
内
在
せ
し
め
る
。
そ
れ
以
後

の
訴
訟
法
學
者
の
多
く
は
、
こ
の
宿
命
的
な
難
關
の
突
破
を
同
避
し
て
、
實
髄

法
の
モ
メ
ソ
ト
を
捨
象
す
る
こ
と
に
よ
り
訴
訟
法
理
を
組
み
立
て
る
訴
訟
法
的

一
元
槻
の
方
向
に
赴
い
た
。
し
か
し
民
事
訴
訟
は
、
私
法
上
の
灌
利
實
現
の

『
場
』
で
あ
り
、
實
膣
法
理
が
、
こ
れ
に
働
く
。
　
し
よ
せ
ん
訴
訟
法
學
は
、
實

豊
法
理
と
無
縁
で
は
あ
り
え
な
い
。
著
者
は
一
貫
し
て
二
元
論
の
立
場
に
あ

る
。
訴
訟
法
學
が
、
實
髄
法
理
を
導
入
し
た
訴
訟
法
理
を
打
ち
樹
て
る
に
は
、

ヘ
ル
ゥ
ィ
ッ
ク
・
シ
ュ
タ
イ
ン
の
そ
れ
を
止
揚
し
た
新
た
な
學
問
的
方
法
を
必

要
と
す
る
。
1
中
略
－
著
者
の
學
問
的
主
力
は
こ
の
新
た
な
學
問
的
方
法

の
獲
見
と
そ
の
整
序
と
に
費
さ
れ
た
。
し
か
し
て
そ
の
成
果
が
、
轍
多
く
の
論

文
と
な
っ
て
い
る
。
近
年
、
漸
く
そ
の
構
想
が
と
り
ま
と
ま
り
、
こ
こ
に
改
め

て
『
原
理
』
と
題
し
て
執
筆
す
る
次
第
で
あ
る
。
」
と
。
そ
し
て
更
に
本
書
が
奮

著
、
「
民
事
訴
訟
法
原
理
」
に
封
し
「
民
事
訴
訟
原
理
」
と
題
さ
れ
た
理
由
に
つ

い
て
「
民
事
訴
訟
は
、
國
家
法
た
る
民
事
訴
訟
法
に
よ
り
管
爲
さ
れ
る
が
、
そ

れ
は
、
私
人
の
権
利
を
實
現
せ
し
め
る
た
め
の
制
度
で
あ
る
。
法
規
範
的
な
表

現
を
以
て
す
れ
ば
、
訴
訟
は
實
膣
法
・
訴
訟
法
の
綜
合
の
『
場
』
で
あ
り
、
そ

れ
が
國
家
意
思
の
宣
言
た
る
裁
到
に
お
い
て
完
結
す
る
。
こ
の
よ
う
な
も
の
と



し
て
『
訴
訟
』
を
學
問
的
封
象
と
す
る
の
が
、
著
者
の
絡
始
楡
ら
ざ
る
學
問
的

立
場
と
す
る
。
從
つ
て
民
事
訴
訟
法
學
は
、
『
訴
訟
法
』
の
學
問
で
は
な
く
し
て

訴
訟
法
に
よ
り
管
爲
せ
ら
れ
る
『
民
事
訴
訟
』
の
學
問
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

本
書
を
題
し
て
、
『
民
事
訴
訟
原
理
』
と
い
う
」
（
序
一
～
二
頁
）
と
さ
れ
る
。

本
書
の
理
論
髄
系
の
基
礎
は
著
者
に
よ
れ
ば
「
e
二
當
事
者
主
義
訴
訟
構
造

⇔
蓮
績
膿
の
理
論
　
㊧
階
暦
の
論
理
の
三
者
で
あ
る
。
著
者
の
訴
訟
理
論
は
、

こ
れ
等
を
基
礎
と
し
、
そ
の
綜
合
の
上
に
成
り
立
つ
。
こ
れ
に
よ
つ
て
、
新
た

な
段
階
に
二
元
観
理
論
を
止
揚
し
、
爽
展
せ
し
め
た
」
（
序
二
頁
）
の
で
あ
る
。

本
書
す
な
わ
ち
民
事
訴
訟
原
理
第
一
珊
は
第
一
編
序
論
に
績
き
第
二
編
訴
訟
主

髄
論
、
第
三
編
訴
訟
構
造
論
（
前
牛
）
を
以
て
終
つ
て
い
る
。

　
二
　
こ
ま
か
い
問
題
黙
は
別
と
し
て
、
先
ず
本
書
の
基
本
的
な
問
題
貼
を
ひ

ろ
つ
て
み
た
い
。
そ
れ
は
第
三
編
訴
訟
構
造
論
に
含
ま
れ
る
。

　
第
一
に
著
者
の
所
謂
訴
訟
観
の
問
題
で
あ
る
。
著
者
は
訴
訟
観
を
四
つ
に
わ

け
る
。
す
な
わ
ち
、
①
私
法
的
一
元
観
、
②
訴
訟
法
的
一
元
観
、
③
實
膣
法
・

訴
訟
法
封
立
二
元
観
、
④
實
髄
法
・
訴
訟
法
綜
合
二
元
観
で
あ
る
。
③
と
④
は

ど
こ
が
違
う
か
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
③
は
、
　
「
實
髄
法
と
訴
訟
法
と
が
、
別
異

の
法
艦
系
を
な
し
て
い
る
と
の
承
認
の
上
に
立
っ
が
、
さ
て
「
訴
訟
の
段
階
に

お
い
て
、
こ
れ
を
合
理
的
に
組
合
わ
せ
る
方
法
を
敏
き
、
結
局
、
訴
訟
法
學
の

立
場
か
ら
す
る
個
別
決
定
的
理
論
に
絡
始
せ
ざ
る
を
え
な
い
」
が
、
こ
の
よ
う

に
、
實
髄
法
・
訴
訟
法
を
「
併
列
の
闘
係
に
お
き
、
必
要
に
懸
じ
個
別
決
定
的

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

に
、
實
騰
法
理
を
『
訴
訟
』
の
理
論
構
造
に
導
入
し
た
の
で
ぽ
、
統
一
あ
る
訴

訟
理
論
騰
系
の
構
成
は
不
可
能
で
あ
り
、
論
理
的
敏
階
を
免
か
れ
る
こ
と
が
で

き
な
い
」
（
一
六
二
頁
）
と
す
る
。
し
か
し
「
二
元
観
は
、
民
事
訴
訟
が
國
家

制
度
で
あ
る
と
同
時
に
、
當
事
者
の
槽
利
保
護
を
そ
の
制
度
目
的
と
す
る
こ
と

に
封
懸
す
る
學
問
的
方
法
を
基
礎
づ
け
る
唯
一
の
も
の
で
あ
る
」
か
ら
、
　
「
こ

の
訴
訟
観
の
下
に
、
實
艦
法
理
と
訴
訟
法
理
と
を
綜
合
す
る
に
は
、
そ
れ
を
可

能
な
ら
し
め
る
新
た
な
學
問
的
方
法
が
見
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
一

六
四
頁
）
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
④
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
著
者
の
構
想
す
る

『
階
暦
の
論
理
』
に
も
と
づ
き
、
實
騰
法
・
訴
訟
法
、
裁
判
の
序
列
を
も
つ
て

す
る
階
暦
構
造
理
論
で
あ
る
」
。
　
そ
れ
で
は
そ
の
階
暦
の
論
理
と
は
な
ん
で
あ

ろ
う
か
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
　
「
訴
訟
に
お
け
る
灌
利
主
張
の
實
騰
面
は
實
騰
法

に
よ
り
、
ま
た
、
そ
れ
を
審
理
す
る
形
式
面
は
訴
訟
法
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
規

律
さ
れ
、
と
も
に
裁
判
に
お
い
て
完
結
す
る
。
『
實
盟
法
』
は
、
抽
象
的
法
規

範
の
膣
系
と
し
て
前
訴
訟
の
段
階
に
お
い
て
存
在
し
、
　
『
訴
訟
法
』
に
よ
り
規

律
さ
れ
る
『
訴
訟
』
の
段
階
に
お
い
て
、
當
事
者
が
そ
れ
を
具
艦
的
事
實
と
蓮

結
し
、
裁
剣
の
段
階
に
お
い
て
、
そ
の
當
否
が
有
灌
的
に
到
漸
さ
れ
る
。
－

中
略
ー
實
艦
法
と
訴
訟
法
と
の
爾
膿
系
が
、
箪
に
併
列
無
縁
の
關
係
で
は
な

く
し
て
、
『
訴
訟
』
を
媒
膣
と
し
て
、
階
暦
的
な
關
係
に
お
か
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
し
か
し
て
こ
の
階
暦
を
成
立
せ
し
め
る
も
の
が
、
『
階
暦
の
論
理
』
で

あ
る
。
i
中
略
i
『
訴
訟
』
に
お
け
る
實
髄
法
理
と
訴
訟
法
理
と
の
髄
系

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
七
　
　
　
（
一
二
九
五
）



　
　
　
　
紹
介
と
批
評

的
綜
合
は
、
こ
の
『
階
暦
の
論
理
』
に
よ
つ
て
初
め
て
可
能
と
な
る
。
げ
だ
し

『
訴
訟
』
は
、
實
艦
法
の
上
に
築
か
れ
る
そ
の
上
部
構
造
だ
か
ら
で
あ
る
。
さ

ら
に
そ
れ
は
、
法
學
の
全
腱
系
を
實
盟
法
學
・
訴
訟
法
學
・
裁
判
理
論
の
三
階

暦
構
造
に
組
み
立
て
る
構
造
に
ま
で
、
そ
れ
自
髄
を
護
展
せ
し
め
る
」
（
一
六

四
～
六
頁
）
と
。

　
元
來
訴
訟
法
は
實
膣
法
と
は
そ
の
規
律
の
封
象
も
亦
規
律
の
原
理
を
も
異
に

す
る
法
腔
系
で
あ
る
か
ら
、
い
か
な
る
範
園
で
實
膿
法
を
そ
の
理
論
構
成
に
と

り
い
れ
る
か
は
訴
訟
法
燭
自
の
立
場
か
ら
決
定
せ
ら
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
訴

訟
法
學
が
實
騰
法
理
を
全
く
捨
象
し
て
自
ら
の
構
成
が
可
能
で
あ
り
且
つ
そ
れ

が
正
當
で
あ
れ
ば
、
實
腱
法
理
を
取
入
れ
る
必
要
は
な
い
（
訴
訟
法
一
元
論
の

立
場
）
。
　
必
要
が
あ
れ
ば
そ
の
範
園
内
で
實
艦
法
理
を
取
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
（
實
艦
法
・
訴
訟
法
封
立
二
元
観
）
。
　
そ
の
場
合
必
要
性
の
到
蜥
は
各
事

項
に
つ
ぎ
各
別
に
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
勿
論
各
事
項
に
お
け
る
必
要
性

の
到
断
が
相
互
に
矛
盾
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
當
然
で
あ
る
。
封
立
二
元
観
も

こ
れ
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
問
題
は
訴
訟
法
一
元
観

や
封
立
二
元
観
を
否
定
し
て
、
著
者
の
い
わ
ゆ
る
階
暦
の
論
理
に
よ
り
裏
づ
け

ら
れ
た
綜
合
二
元
観
を
導
入
す
る
黙
に
あ
る
。
第
一
に
階
暦
の
論
理
そ
の
も
の

の
意
義
が
、
私
に
と
つ
て
は
そ
も
そ
も
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
此
の

馳
に
つ
い
て
教
授
の
御
教
示
を
乞
わ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
訴
訟
が
實
膿
法
・
訴
訟

法
綜
合
の
場
で
あ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
に
し
て
も
、
實
艦
法
が
下
位
次
元
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
八
　
　
　
（
一
二
九
六
）

あ
り
、
訴
訟
法
が
實
膣
法
に
封
し
上
位
段
階
に
あ
る
と
い
5
の
は
何
故
な
の
で

あ
ろ
う
か
。
裁
判
が
實
艦
法
訴
訟
法
の
爾
領
域
に
（
既
判
力
に
つ
ぎ
實
髄
法
読

を
と
る
と
し
て
）
ま
た
が
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
認
め
る
に
し
て
も
、
そ
れ
が

實
腱
法
の
上
位
に
あ
る
訴
訟
法
の
更
に
上
位
に
位
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
疑
問
が
と
け
る
と
し
て
も
何
故
階
層
の
論
理
が
、
實
艦

法
・
訴
訟
法
綜
合
の
新
し
い
方
法
論
た
り
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し

て
も
教
授
の
訴
訟
観
に
關
す
る
こ
れ
ら
の
問
題
貼
に
つ
い
て
御
教
示
を
願
わ
ね

ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

　
第
二
は
、
訴
槽
論
で
あ
る
。
先
ず
訴
灌
論
の
整
理
の
問
題
と
し
て
著
者
は
訴

権
學
説
を
論
述
す
る
に
際
し
、
e
私
法
的
訴
檬
説
　
⇔
公
法
的
訴
檬
読
ー
そ

の
e
抽
象
的
公
権
読
そ
の
⇔
具
盟
的
公
権
読
－
　
目
権
利
保
護
講
求
権
誘

㈲
司
法
行
爲
請
求
灌
読
　
㊨
訴
権
否
認
論
を
撃
げ
ら
れ
る
。
具
膿
的
公
訴
灌
読

と
権
利
保
護
請
求
灌
読
と
は
、
前
者
が
被
告
の
鷹
訴
権
を
認
め
な
い
に
反
し
、

後
者
が
そ
れ
を
認
め
る
鮎
で
匿
別
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
（
一
八
一

頁
）
、
．
爾
者
を
む
し
ろ
一
つ
の
範
疇
に
含
め
て
抽
象
的
公
訴
権
読
と
封
象
せ
し

め
る
こ
と
が
適
切
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
㊨
司
法
行
爲
講
求
権
読
中
で
ザ
ウ

ワ
ー
の
主
張
す
る
が
如
ぎ
饗
展
的
訴
灌
論
を
読
か
れ
る
わ
け
で
あ
る
け
れ
ど

も
、
ロ
ー
ゼ
ソ
ベ
ル
ク
の
主
張
す
る
所
謂
司
法
行
爲
請
求
権
も
こ
の
範
疇
に
含

め
し
め
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
更
に
本
案
到
決
請
求
権
読
を
看
過
な

さ
れ
た
黙
間
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。



　
次
に
著
者
の
訴
灌
論
如
何
。
著
者
に
と
つ
て
は
訴
灌
論
は
實
艦
法
・
訴
訟
法

綜
合
二
元
観
の
一
試
金
石
な
の
で
あ
る
。
著
者
の
訴
権
論
は
次
の
四
馳
に
要
約

し
う
る
よ
う
に
思
う
。
O
訴
灌
は
灌
利
で
あ
つ
て
法
的
地
位
で
は
な
い
。
⇔
訴

灌
は
私
法
學
に
お
け
る
灌
利
概
念
を
も
つ
て
律
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、

制
度
的
具
膣
的
概
念
で
あ
る
。
⑬
訴
灌
は
抽
象
的
訴
灌
論
乃
至
司
法
行
爲
講
求

権
論
の
説
く
が
如
き
形
式
的
概
念
で
は
な
く
、
實
畦
的
概
念
で
あ
り
、
且
つ
護

展
的
な
概
念
で
あ
る
。
飼
被
告
の
鷹
訴
灌
が
認
め
ら
れ
る
。
e
に
つ
い
て
著
者

は
公
灌
否
定
論
と
の
關
係
に
お
げ
る
訴
灌
否
定
論
を
引
合
い
に
し
て
、
そ
れ
が

「
法
的
地
位
」
の
概
念
を
訴
礎
に
代
え
よ
う
と
す
る
が
、
「
法
的
地
位
を
以
て
し

て
は
當
事
者
の
地
位
は
充
分
示
さ
れ
な
い
」
「
訴
あ
れ
ば
必
ず
法
律
に
よ
り
到

決
を
な
す
の
で
あ
つ
て
、
か
か
る
制
度
の
下
に
お
け
る
當
事
者
の
法
的
地
位
は
、

例
え
ば
行
政
法
の
分
野
に
お
い
て
、
箪
に
適
切
な
行
政
庭
置
を
期
待
し
う
る
法

的
地
位
よ
り
は
、
遙
か
に
強
力
か
つ
積
極
的
内
容
を
も
つ
。
從
つ
て
行
政
施
設

の
利
用
に
關
す
る
反
射
灌
の
如
き
消
極
的
概
念
を
も
つ
て
し
て
は
、
把
握
し
え

な
い
」
と
さ
れ
る
（
一
八
六
頁
）
。
結
論
的
に
は
賛
成
で
あ
ろ
う
が
、
現
在
で
も

公
権
否
認
論
と
の
關
係
に
お
け
る
訴
灌
否
定
論
は
あ
る
が
（
例
え
ば
ハ
ー
プ
シ

ャ
イ
ト
）
、
極
め
て
公
盆
的
要
素
の
強
い
訴
訟
要
件
の
う
ち
に
訴
灌
概
念
を
解
清

さ
せ
て
し
ま
う
と
い
う
訴
灌
否
定
論
が
、
刑
事
訴
訟
の
分
野
に
お
い
て
の
み
な

ら
ず
民
事
訴
訟
法
の
分
野
に
お
い
て
も
存
す
る
以
上
（
三
ヶ
月
、
民
事
訴
訟
法
、

八
頁
以
下
）
、
訴
灌
の
権
利
性
を
肯
定
す
る
以
前
に
こ
の
見
解
と
充
分
封
決
す

　
　
　
　
細
介
と
批
許

る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
著
者
は
勿
論
こ
の
黙
で
訴
灌
は
訴
訟
制
度

の
反
射
灌
で
は
な
い
。
こ
れ
は
「
民
事
訴
訟
で
は
二
嘗
事
者
主
義
訴
訟
構
造
に

よ
つ
て
當
事
者
の
灌
利
保
護
を
そ
の
制
度
目
的
と
す
る
こ
と
」
に
よ
つ
て
裏
附

け
ら
れ
る
。
　
「
民
事
訴
訟
が
も
つ
ぱ
ら
法
秩
序
維
持
の
制
度
で
あ
つ
て
、
當
事

者
の
灌
利
保
護
が
、
そ
の
反
射
効
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
訴
灌
の
概
念
は
成
立
し

難
い
」
（
一
八
八
頁
）
と
さ
れ
る
。
し
か
し
訴
訟
の
目
的
が
當
事
者
の
権
利
保
護

で
あ
る
と
い
う
鮎
か
ら
當
然
に
訴
灌
肯
定
論
は
で
て
こ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
い
か
な
る
範
園
で
當
事
者
に
灌
利
保
護
を
與
え
る
か
は
國
家
印
ち
公
盆

の
立
場
か
ら
判
漸
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
訴
訟
要
件
は
依
然
と
し
て
公
盆
的

色
彩
が
彊
く
、
こ
れ
を
當
事
者
の
訴
灌
要
件
と
し
て
把
え
る
こ
と
に
封
し
て
は

疑
問
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
訴
灌
の
灌
利
性
は
、
訴
訟
制
度
の
利
用
灌

と
L
て
の
訴
灌
が
自
然
灌
的
自
力
救
濟
灌
の
代
賞
と
し
て
與
え
ら
れ
て
い
る
こ

と
、
法
規
上
は
憲
法
三
二
條
に
由
來
す
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う

か
。
猶
こ
の
馳
は
筆
者
が
近
い
將
來
論
じ
る
つ
も
り
で
い
る
。
第
二
馳
に
つ
い

て
、
著
者
は
攻
の
如
く
主
張
さ
れ
る
。
　
「
イ
エ
リ
ネ
ッ
ク
を
そ
の
代
表
と
す
る

公
灌
理
論
は
、
灌
利
・
義
務
の
封
立
を
基
底
と
す
る
私
法
學
の
灌
利
理
論
を
そ

の
儘
に
導
入
し
た
も
の
で
あ
つ
た
と
い
え
る
。
　
し
か
し
て
権
利
保
護
請
求
灌

説
、
司
法
行
爲
請
求
穂
読
な
ど
、
い
ず
れ
も
そ
れ
に
追
随
し
て
灌
利
概
念
に
關

す
る
反
省
に
敏
け
て
い
た
。
し
か
し
私
法
上
の
構
利
は
、
封
等
な
個
人
間
に
お

け
る
各
人
の
生
活
利
盆
充
足
の
た
め
に
與
え
ら
れ
る
法
的
手
段
で
あ
つ
て
、
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
九
　
　
　
（
一
二
九
七
）



　
　
　
　
紹
介
と
批
評

か
る
性
格
の
私
灌
を
封
象
と
す
る
権
利
概
念
を
も
つ
て
、
全
鰹
と
部
分
の
關
係

に
あ
る
國
家
封
個
人
間
の
法
律
關
係
を
理
解
す
る
こ
と
に
は
、
方
法
論
的
に
み

て
根
本
的
な
誤
謬
が
あ
る
。
訴
灌
を
私
法
上
の
灌
利
と
同
じ
性
格
の
國
家
に
封

す
る
灌
利
と
み
る
こ
と
は
、
私
法
理
論
の
不
當
接
大
以
外
の
何
も
の
で
も
な

い
。
」
（
一
八
五
頁
）
と
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
此
の
見
方
は
公
灌
否
定
論
の

立
場
か
ら
す
る
訴
灌
否
定
論
の
論
振
と
し
て
し
ば
し
ば
採
用
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
を
私
は
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
著
者
の
意
圖
は
勿
論
こ
の
理

論
を
探
用
す
る
こ
と
に
よ
り
訴
灌
を
否
定
す
る
庭
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し

ろ
、
訴
訟
上
の
灌
利
と
私
法
上
の
灌
利
が
異
質
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す

融
に
あ
る
と
思
う
。
そ
こ
で
著
者
は
更
に
、
當
事
者
の
訴
え
る
灌
利
、
裁
到
所

の
審
理
裁
判
を
な
す
義
務
は
、
「
制
度
機
構
の
上
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る

か
ら
、
私
法
上
の
灌
利
・
義
務
の
如
く
、
要
件
の
具
備
に
よ
つ
て
の
み
成
立
す

る
と
す
る
理
論
構
造
を
そ
の
艦
に
當
て
は
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
訴

灌
を
か
か
る
制
度
的
灌
利
の
意
味
に
お
い
て
理
解
す
る
場
合
、
そ
の
灌
利
概
念

は
、
具
髄
的
な
制
度
概
念
で
あ
つ
て
、
從
來
私
法
學
に
お
い
て
展
開
せ
ら
れ
た

灌
利
論
の
如
き
抽
象
概
念
で
な
い
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
」
（
一
八
六
～

七
頁
）
と
さ
れ
て
い
る
。
訴
訟
上
の
灌
利
が
何
故
要
件
の
具
備
に
よ
つ
て
の
み

成
立
す
る
と
す
る
理
論
構
造
を
と
り
え
な
い
の
か
、
訴
訟
上
の
灌
利
が
具
膣
的

権
利
で
あ
り
、
實
膣
法
上
の
灌
利
が
抽
象
的
権
利
で
あ
る
の
は
何
故
で
あ
ろ
う

か
。
亦
著
者
は
訴
灌
が
制
度
的
灌
利
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
「
私
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
〇
　
　
　
（
一
二
九
八
）

學
上
に
い
う
灌
利
の
如
く
、
直
接
義
務
に
封
立
し
な
い
。
制
度
を
介
し
て
制
度

的
義
務
に
封
感
す
る
。
公
法
上
の
選
撃
灌
、
私
法
上
の
代
理
灌
な
ど
、
こ
の
種

の
も
の
で
あ
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
と
さ
れ
る
。
訴
権
を
こ
の
よ
う
な
意
味
で

制
度
的
権
利
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
訴
権
論
に
お
い
て
ど
う
い
う
意
味
を
も

つ
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
三
に
訴
灌
が
實
膣
的
護
展
的
概
念
で
あ
る
と
い
う
酷

に
つ
い
て
著
者
は
次
の
如
く
主
張
さ
れ
る
。
　
「
訴
訟
は
、
實
膿
法
・
訴
訟
法
綜

合
の
場
な
の
で
あ
る
か
ら
、
訴
訟
構
造
理
論
と
し
て
の
一
面
を
も
つ
訴
灌
學
説

は
、
當
然
、
訴
灌
に
實
膣
的
内
容
を
も
た
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
「
訴
訟

は
、
そ
れ
自
身
獲
展
す
る
と
こ
ろ
の
蓮
績
髄
で
あ
る
か
ら
、
訴
灌
理
論
も
、
ま

た
、
そ
の
獲
展
過
程
に
印
懸
す
る
饗
展
的
内
容
を
も
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
抽
象
的
訴
権
を
出
獲
馳
と
し
て
、
形
式
的
訴
椹
、
實
豊
的
訴
灌
の
序
列

を
も
つ
て
護
展
す
る
と
す
る
階
暦
的
訴
灌
學
読
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
、

階
暦
の
論
理
が
働
く
」
（
一
八
九
頁
）
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
所
謂
形
式
的
訴
灌
は

抽
象
的
訴
灌
（
訴
の
可
能
性
起
訴
の
自
由
）
と
は
異
る
。
後
者
が
抽
象
的
・
一

般
的
概
念
で
あ
る
に
反
し
前
者
は
、
「
二
當
事
者
訴
訟
構
造
の
下
、
原
告
は
、

そ
の
主
観
的
到
断
に
よ
る
一
定
の
権
利
根
擦
（
請
求
の
原
因
）
に
も
と
づ
い
て

訴
訟
上
の
講
求
か
な
し
う
る
」
と
い
う
黙
で
具
豊
的
概
念
な
の
で
あ
る
。
著
者

は
訴
の
「
可
能
は
、
あ
く
ま
で
も
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
丈
で
は
、
具
騰
的
な
訴

を
提
起
し
う
る
根
族
と
な
ら
な
い
。
」
（
以
上
一
九
〇
～
一
九
一
頁
）
と
主
張
さ

れ
る
。
こ
こ
で
著
者
の
い
わ
ゆ
る
形
式
的
訴
灌
と
は
抽
象
的
訴
権
と
同
一
の
も



の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
訴
は
元
來
具
燈
的
な
も
の
で
あ
つ
て
、
抽
象
的
訴

灌
読
も
そ
れ
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ

ば
形
式
的
訴
灌
は
灌
利
と
い
う
に
は
値
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
既
に
論
じ
つ

く
さ
れ
て
い
る
腿
で
は
な
か
ろ
う
か
。
元
來
訴
灌
概
念
の
う
ち
に
時
間
的
モ
メ

ソ
ト
乃
至
襲
展
的
要
求
を
導
入
す
る
こ
と
自
髄
訴
灌
理
論
の
そ
も
そ
も
の
出
護

馳
と
矛
盾
す
る
と
考
え
る
べ
ぎ
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
第
三
に
取
上
げ
た
い
の
は
第
三
編
第
二
章
訴
訟
類
型
論
で
あ
る
。
確
認
・
給

付
訴
訟
に
つ
い
て
は
細
か
な
黙
は
別
に
す
れ
ば
間
題
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
問
題
は
形
式
訴
訟
に
つ
ぎ
存
す
る
。
著
者
は
第
一
に
著
者
の
い
わ
ゆ
る
灌

利
攣
更
灌
を
實
髄
灌
と
み
る
見
解
と
訴
訟
法
上
の
訴
灌
と
み
る
見
解
と
の
封
立

は
、
從
來
の
論
雫
が
、
そ
れ
を
、
「
實
膣
灌
か
、
訴
灌
か
と
い
う
二
者
澤
一
の

李
面
論
理
か
ら
脱
却
し
え
な
い
で
い
る
こ
と
に
よ
る
。
　
そ
れ
を
解
決
す
る
の

が
、
階
暦
の
論
理
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
（
二
三
二
頁
）
。
著
者
は
い
う
。

「
す
な
わ
ち
創
設
請
求
は
、
實
騰
法
・
訴
訟
法
と
の
双
方
の
領
域
に
跨
つ
て
そ

れ
自
身
を
具
農
化
せ
し
め
る
、
い
わ
ば
中
間
的
存
在
な
の
で
あ
る
か
ら
、
訴
訟

法
上
の
灌
利
と
も
、
ま
た
、
實
騰
法
上
の
灌
利
と
も
、
そ
の
性
格
を
一
義
的
に

規
定
し
難
い
。
し
か
し
て
、
こ
の
二
つ
の
性
格
の
内
存
を
肯
定
す
る
の
が
、
階

暦
の
論
理
で
あ
る
」
（
二
三
二
頁
）
。
「
實
匿
法
の
段
階
に
て
は
、
裁
到
所
は
、
未

だ
そ
の
講
求
の
名
宛
人
と
し
て
は
現
わ
れ
な
い
。
事
件
は
、
訴
訟
と
な
つ
た
場

合
に
、
原
告
と
な
る
べ
き
も
の
か
ら
、
同
じ
く
被
告
と
な
る
べ
き
も
の
に
封
す

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

る
灌
利
主
張
の
か
た
ち
を
と
る
。
こ
の
段
階
に
お
げ
る
灌
利
主
張
が
、
實
騰
法

的
性
格
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
は
、
雫
う
籐
地
が
な
い
。
事
件
が
訴
訟
と
し
て

裁
判
所
に
係
騒
し
て
、
初
め
て
裁
判
所
が
創
設
請
求
の
名
宛
人
と
し
て
現
わ
れ

る
。
ー
中
略
i
し
か
し
創
設
の
訴
は
裁
判
所
に
封
し
、
灌
利
關
係
の
形
成

を
求
め
る
の
で
あ
つ
て
、
裁
到
所
は
、
訴
の
名
宛
人
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、

そ
の
訴
の
内
容
を
な
す
創
設
講
求
の
名
宛
人
と
も
な
る
。
こ
れ
は
實
髄
法
の
豫

定
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
て
裁
判
所
が
そ
の
名
宛
人
と
な
る
こ
と
に
ょ

り
、
創
設
請
求
に
訴
訟
的
性
格
が
加
わ
る
。
」
創
設
講
求
は
、
そ
の
系
譜
に
お
い

て
實
騰
法
的
性
格
の
も
の
で
あ
る
が
、
訴
訟
の
段
階
に
お
い
て
訴
訟
的
性
格
を

加
え
て
、
裁
判
所
が
そ
の
名
宛
人
と
し
て
現
わ
れ
る
。
階
暦
の
論
理
に
從
い
、

創
設
講
求
を
も
つ
て
、
こ
の
よ
う
な
襲
展
的
内
容
を
も
つ
も
の
と
理
解
す
る
こ

と
に
よ
り
、
そ
れ
に
實
艦
灌
的
性
格
と
訴
灌
的
性
格
と
の
内
在
す
る
こ
と
が
正

し
く
把
握
さ
れ
る
。
」
（
二
三
三
～
四
頁
）
と
。
結
論
そ
の
も
の
は
議
論
の
あ
る

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
著
者
の
い
わ
ゆ
る
階
暦
の
論
理
を
使
わ
ね
ば
か
か
る
結
論

が
導
き
出
し
え
な
い
も
の
か
否
か
と
い
う
馳
で
も
問
酷
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。

次
に
、
著
者
は
創
設
請
求
を
、
ω
形
成
要
求
灌
（
訴
権
的
性
格
）
、
⑧
灌
利
關

係
攣
更
請
求
灌
（
請
求
椹
的
性
格
）
、
⑧
裁
到
上
行
使
を
要
す
る
形
成
権
（
形
成

椹
的
性
格
）
の
三
類
型
に
分
類
し
て
い
る
。
ω
は
、
「
法
律
の
規
定
形
式
か
ら
、

ま
た
、
事
件
の
内
容
か
ら
み
て
、
原
告
に
は
實
艦
法
上
、
當
事
者
間
に
お
け
る

甑
存
の
灌
利
關
係
を
攣
更
す
る
権
利
な
く
、
實
髄
法
の
定
め
る
一
定
の
要
件
を
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備
え
て
、
到
決
に
よ
る
灌
利
闘
係
の
形
成
を
求
め
る
外
な
ぎ
場
合
で
あ
る
。
從

つ
て
そ
れ
は
訴
訟
の
段
階
に
お
い
て
は
、
訴
耀
と
し
て
形
相
し
、
裁
判
所
に
封

す
る
形
成
要
求
を
以
て
、
そ
の
内
容
と
す
る
」
に
反
し
、
③
は
「
原
告
が
一
定

要
件
の
具
備
に
よ
り
、
既
存
の
権
利
關
係
の
攣
更
権
（
形
成
灌
）
を
も
ち
、
訴

訟
は
そ
の
濫
用
を
防
止
す
る
た
め
、
國
家
が
そ
の
行
使
に
關
與
す
る
方
法
に
止

ま
る
と
み
る
べ
き
」
場
合
で
あ
る
。
ω
は
、
　
「
既
存
の
灌
利
關
係
の
攣
更
を
請

求
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
私
人
の
自
由
な
庭
分
を
許
す
灌
利
關
係
に
つ

き
、
」
「
相
手
方
と
の
合
意
に
よ
り
、
そ
の
求
め
る
灌
利
關
係
攣
更
の
内
容
が

特
定
さ
れ
る
の
で
あ
つ
て
、
訴
訟
と
な
つ
た
場
合
、
判
決
が
そ
の
合
意
に
代
わ

る
も
の
と
し
て
権
利
關
係
を
憂
更
す
る
。
し
か
し
て
到
決
に
よ
り
既
存
の
灌
利

關
係
が
塑
更
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
創
設
訴
訟
で
あ
る
と
同
時
に
、

こ
の
到
決
は
、
箪
に
灌
利
憂
更
講
求
権
が
原
告
に
存
す
る
こ
と
の
裁
可
に
止
ら

ず
、
そ
の
講
求
の
具
騰
的
内
容
を
決
定
す
る
」
も
の
で
あ
る
（
三
二
七
頁
）
。

著
者
は
ω
の
例
と
し
て
は
婚
姻
取
清
の
訴
、
養
子
縁
組
取
滑
の
訴
、
詐
害
行
爲

取
清
の
訴
等
。
ω
の
例
と
し
て
は
、
相
績
人
の
遺
留
分
減
殺
請
求
、
借
地
借
家

の
賃
料
の
壇
減
請
求
、
建
物
造
作
の
買
取
講
求
等
、
⑧
の
例
と
し
て
、
離
婚
の

訴
、
離
縁
の
訴
、
嫡
出
否
認
の
訴
、
破
産
法
上
の
否
認
権
の
訴
等
を
撃
げ
て
お

ら
れ
る
。
⑧
に
つ
き
形
成
訴
訟
を
考
え
る
こ
と
は
間
題
で
あ
ろ
う
。
蓋
し
著
者

の
所
謂
穫
利
關
係
攣
更
請
求
灌
は
訴
訟
外
に
お
い
て
行
使
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
か
ら
で
あ
る
。
（
著
者
は
椹
利
關
係
憂
更
請
求
椹
は
請
求
椹
の
形
で
規
定
さ
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れ
て
い
る
か
ら
請
求
椹
で
あ
つ
て
形
成
椹
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。
一
定
の
椹
利

が
形
成
穫
か
請
求
椹
か
は
規
定
の
形
式
よ
り
規
定
の
趣
旨
か
ら
實
質
的
に
決
定

さ
れ
る
べ
ぎ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
著
者
は
、
結
局
こ
の
請
求
椹
に
つ

い
て
の
訴
が
形
成
の
訴
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
）
費
買
代
金
減
額
請
求
に
例
を

と
つ
て
み
よ
う
。
こ
れ
が
實
膿
法
上
の
訴
訟
外
で
行
使
可
能
な
形
成
灌
で
あ
る

と
み
れ
ば
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
訴
は
訴
訟
外
で
行
使
さ
れ
た
形
成
の
結
果
に
っ

い
て
の
確
認
訴
訟
で
あ
る
。
減
額
の
範
園
は
自
由
裁
量
で
は
な
く
法
規
裁
量
と

み
る
べ
き
で
あ
る
。
以
上
の
理
由
で
ω
は
別
に
す
る
。
そ
こ
で
①
と
⑧
と
を
厘

別
す
る
こ
と
は
理
論
的
に
一
懸
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
も
な
い
が
、
そ
の
匠
別
は

實
際
上
ど
う
い
う
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
著
者
は
、
「
こ
の
類
別

は
、
輩
な
る
純
理
の
問
題
で
は
な
い
。
そ
の
い
ず
れ
に
属
す
る
と
み
る
か
に
よ

り
、
派
生
法
律
關
係
に
っ
い
て
の
法
理
と
解
繹
と
が
異
つ
て
く
る
」
と
い
う

（
二
三
五
頁
註
一
九
。
　
著
者
は
二
三
六
頁
註
二
二
で
、
①
の
例
と
し
て
、
例
え

ば
婚
姻
が
何
ら
そ
の
婚
姻
に
關
係
し
な
か
つ
た
親
族
に
よ
り
取
消
さ
れ
る
と
す

る
こ
と
は
、
個
人
封
等
の
私
法
原
則
の
上
か
ら
承
認
し
難
い
。
從
つ
て
原
告
の

も
つ
形
成
椹
の
行
使
に
よ
り
、
既
存
の
椹
利
關
係
が
憂
更
せ
ら
れ
る
と
い
う
の

は
、
事
件
の
性
質
か
ら
み
て
無
理
で
あ
る
。
債
椹
者
の
詐
害
行
爲
取
清
も
同
様

と
さ
れ
る
。
二
三
八
頁
註
二
六
で
は
ω
の
例
と
し
て
、
建
物
買
取
請
求
灌
を
も

つ
て
形
成
権
と
す
れ
ば
、
請
求
に
よ
り
建
物
の
所
有
権
は
地
主
に
移
韓
す
る
か

ら
、
以
後
、
借
地
人
は
當
該
建
物
に
抵
當
椹
の
設
定
を
な
す
こ
と
が
で
き
な
い



の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
肯
定
す
る
判
例
は
そ
の
理
由
を
示
し
て
い
な
い
。
借
地

法
三
條
の
解
約
申
入
を
形
成
権
と
解
し
た
判
例
は
、
辮
論
の
都
度
被
告
に
封
し

明
渡
を
求
め
る
意
思
表
示
を
な
し
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
、
そ
の
間
正
當
事
由

を
具
備
す
る
に
至
つ
た
頃
の
口
頭
辮
論
期
日
に
正
當
事
由
あ
る
解
約
申
入
を
な

し
た
も
の
と
解
す
る
と
妙
な
理
窟
を
つ
け
て
い
る
。
地
代
の
坪
百
圓
檜
額
の
請

求
に
封
し
、
裁
判
所
が
五
十
圓
値
上
げ
を
認
め
た
と
ぎ
、
そ
の
限
度
で
檜
額
請

求
穫
〔
形
成
穫
〕
を
行
使
し
た
と
す
る
と
い
う
が
如
き
、
辻
褄
あ
わ
せ
の
議
論

に
も
な
つ
て
い
る
と
さ
れ
る
）
が
、
果
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
婚
姻

取
清
の
訴
に
つ
い
て
み
て
も
、
私
法
上
親
族
が
當
事
者
間
の
婚
姻
取
消
権
を
與

え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
は
全
く
不
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
①
乃
至
⑧
の
分

類
が
ど
れ
だ
け
の
意
味
を
も
つ
も
の
か
間
題
が
あ
る
と
思
う
。

、
三
　
以
上
細
か
い
問
題
霜
を
除
い
て
中
村
教
授
の
理
論
の
本
書
に
顯
わ
れ
た

主
要
な
問
題
馳
の
若
干
を
ひ
ろ
つ
て
み
た
。
勿
論
深
遠
な
中
村
理
論
を
淺
學
の

私
が
充
分
批
到
し
つ
く
す
こ
と
は
と
て
も
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
。
更
に
中
村

理
論
の
基
礎
の
正
當
性
を
槍
謹
す
る
に
は
第
一
分
冊
に
示
さ
れ
た
間
題
だ
け
を

封
象
と
し
た
の
み
で
は
不
充
分
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
瓢
で
も
第
二
分

班
以
下
の
饗
刊
が
待
た
れ
る
。
亦
問
題
を
取
上
げ
る
に
あ
た
つ
て
中
村
理
論
を

充
分
に
理
解
し
え
な
か
つ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
し
た
が
つ
て
批
判
以
前
の

段
階
に
絡
り
、
多
く
の
問
題
黒
に
つ
ぎ
、
教
授
の
御
教
示
を
仰
ぐ
こ
と
に
な
つ

て
し
ま
つ
た
。
記
し
て
御
許
し
を
乞
う
次
第
で
あ
る
。
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い
ず
れ
に
せ
よ
、
す
で
に
民
訴
學
會
會
長
の
職
を
退
か
れ
た
先
生
が
、
依
然

と
し
て
絶
え
ず
精
力
的
な
研
究
を
績
け
ら
れ
、
そ
の
集
大
成
と
も
い
う
べ
き
本

書
が
世
に
お
く
ら
れ
た
こ
と
に
、
後
學
の
者
と
し
て
、
心
か
ら
お
喜
び
申
上
げ

る
と
共
に
敬
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。
（
敬
丈
堂
書
店
刊
　
四
六
〇
圓
）
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