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裁
判
上
の
和
解
に
お
け
る
「
争
」

と
「
互
譲
」

五
二

（
一
〇
コ
ハ
）

裁
判
上
の
和
解
に
お
け
る
「
争
」

と
「
互
譲
」石

辺

明

一
一
一
！

三

問
題
の
所
在

裁
判
上
の
和
解
に
お
け
る

裁
判
上
の
和
解
に
お
け
る

「
争
」

「
互
譲
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
問
題
の
所
在

裁
判
上
の
和
解
が
そ
の
成
妾
件
も
て
「
争
｝
必
要
与
る
か
否
か
（
嘱
穣
薙
葬
鉄
．
「
騎
壕
靴
譜
躍
陀
）
、
．
争
・
を
必
要
与
る

場
合
．
争
」
と
は
法
律
関
係
の
存
否
・
内
容
・
範
囲
に
関
す
る
も
の
に
限
る
か
（
脈
モ
、
準
戴
、
者
騨
耐
裸
か
麟
梱
群
面
癬
、
誕
聾
述
読
緊
一
．
辮
捷

鶴
聾
病
癬
醗
鐸
議
餓
認
境
諮
　
鮮
難
繋
錘
ゐ
）
、
あ
る
い
は
、
権
利
関
係
の
不
確
実

や
権
利
実
行
の
不
安
全
な
場
合
竃
含
む
の
か
（
頴
無
好
華
灘
繕
灘
馨
鐘
獅
霧
難
羨
腿
「
鵬
霧
藩
耀
響
能
送
齢
鞍

境
逢
瀬
謹
魏
醐
静
舗
噺
霞
麗
諜
議
切
雛
纏
難
恥
雑
婁
趨
嚢
讐
難
）
梼
題
で
あ
る
．
裁
判
上
の

和
解
に
関
す
る
最
近
の
判
例
は
明
ら
か
に
後
の
場
合
を
も
含
む
と
し
て
い
る
．

　
大
阪
高
裁
昭
和
二
四
年
、
二
月
二
五
日
民
一
判
・
請
求
異
議
事
件
（
論
臓
張
縢
蒐
蜷
）



　
上
告
人
Y
（
被
控
訴
人
・
被
告
）
は
被
上
告
人
X
（
控
訴
人
・
原
告
）
に
金
銭
を
消
費
貸
借
し
．
そ
の
担
保
と
し
て
、
X
は
X
所
有
の
本
件
建

物
等
を
Y
に
売
却
し
、
X
が
右
金
銭
等
の
弁
済
を
一
定
期
間
内
に
し
た
と
ぎ
は
こ
れ
を
買
戻
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
し
か
ら
ざ
る
と
き
は
右
家
屋

等
を
明
渡
す
と
い
う
約
定
を
な
し
た
。
Y
は
右
約
定
に
つ
き
公
正
証
書
の
作
成
を
以
て
し
て
は
満
足
せ
ず
、
裁
判
所
に
お
け
る
和
解
調
書
の
作
成

を
要
求
す
る
の
で
、
本
件
貸
借
に
つ
き
X
よ
り
一
切
を
任
さ
れ
た
訴
外
C
は
X
に
和
解
条
件
及
び
和
解
調
書
の
作
成
に
つ
き
異
議
な
ぎ
こ
と
を
確

か
め
た
後
に
、
X
の
代
理
人
と
し
て
A
を
X
よ
り
受
取
つ
た
白
紙
委
任
状
に
よ
り
選
任
し
て
和
解
の
申
立
を
委
任
し
、
そ
の
結
果
即
決
和
解
が
成

立
し
た
。
Y
は
X
に
対
し
て
右
家
屋
の
処
分
禁
止
の
仮
処
分
を
な
し
、
さ
ら
に
右
和
解
調
書
に
基
づ
ぎ
家
屋
明
渡
執
行
を
な
さ
ん
と
し
て
い
る
。

そ
こ
で
X
は
Y
に
対
し
、
右
和
解
調
書
の
無
効
を
理
由
に
請
求
異
議
の
訴
を
提
起
し
た
。
こ
れ
が
本
訴
で
あ
る
．
X
の
主
張
は
以
下
の
ご
と
く
で

あ
る
。
X
は
か
か
る
和
解
を
し
た
こ
と
も
な
い
し
、
代
理
人
A
に
か
か
る
和
解
申
立
の
委
任
を
し
た
こ
と
も
な
い
。
勿
論
X
は
右
消
費
貸
借
に
際

し
右
不
動
産
に
つ
き
所
有
権
移
転
請
求
権
保
全
の
仮
登
記
を
し
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
際
Y
の
要
求
に
よ
り
双
方
弁
護
士
を
代
理
人
と
し
て
書
類

を
作
成
す
る
要
が
あ
つ
た
の
で
、
X
は
訴
外
C
を
介
し
白
紙
委
任
状
等
を
Y
に
交
付
し
た
こ
と
が
あ
る
。
し
か
も
原
告
X
は
金
銭
の
消
費
貸
借
に

は
公
正
証
書
を
作
成
す
る
こ
と
が
通
例
で
あ
つ
た
か
ら
右
白
紙
委
任
状
も
そ
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
と
考
え
交
付
し
た
の
で
和
解
の
た
め
に
交
付

し
た
の
で
は
な
い
、
と
．
第
一
審
X
敗
訴
。
X
控
訴
。
控
訴
審
で
は
以
下
の
理
由
に
よ
り
原
判
決
を
取
消
し
X
の
請
求
を
認
容
し
た
。
「
起
訴
前

に
訴
訟
防
止
の
目
的
を
以
つ
て
す
る
和
解
は
当
事
者
間
に
争
あ
る
権
利
関
係
に
つ
い
て
互
に
譲
歩
し
て
訴
訟
を
防
止
す
る
こ
と
を
約
す
る
合
意

で
、
」
面
私
法
上
の
和
解
た
る
性
質
を
有
す
る
と
同
時
に
、
他
面
訴
訟
防
止
を
目
的
と
す
る
訴
訟
行
為
た
る
性
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

右
和
解
は
当
事
者
間
に
権
利
関
係
に
つ
い
て
争
の
存
す
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
と
こ
ろ
、
控
訴
人
・
被
控

訴
人
間
に
前
記
建
物
の
売
買
・
買
戻
又
は
明
渡
等
に
つ
い
て
何
等
か
の
争
の
存
し
た
こ
と
は
本
件
に
あ
ら
わ
れ
た
す
べ
て
の
証
拠
に
よ
つ
て
も
こ

れ
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
み
な
ら
ず
、
か
え
つ
て
前
記
認
定
事
実
か
ら
被
控
訴
人
ば
公
正
証
書
に
よ
つ
て
は
建
物
明
渡
の
強
制
執
行
に
つ

い
て
そ
の
債
務
名
義
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
こ
れ
を
得
る
手
段
と
し
て
当
事
者
問
に
何
等
権
利
関
係
に
つ
い
て
争
が
な
い
の
に
こ
れ
あ

　
　
　
裁
判
上
の
和
解
に
お
け
る
「
争
」
と
「
互
譲
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
　
　
　
（
一
〇
一
七
）



　
　
　
裁
判
上
の
和
解
に
お
け
る
「
争
」
と
『
互
譲
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四
　
　
　
（
一
〇
晶
八
）

る
も
の
と
し
て
控
訴
人
に
和
解
の
申
立
を
な
さ
し
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
従
つ
て
右
和
解
は
私
法
上
か
ら
見
て
無
効
の

も
の
で
あ
る
か
ら
訴
訟
法
上
に
お
い
て
も
無
効
の
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
。
Y
上
告
．
上
告
理
由
は
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
．
ω
本

件
和
解
が
私
法
上
無
効
で
あ
る
と
の
判
示
は
、
其
趣
旨
を
汲
み
え
な
い
か
ら
理
由
不
備
で
あ
る
．
＠
「
民
事
訴
訟
法
に
所
謂
『
民
事
上
の
争
』

と
は
、
民
事
訴
訟
法
第
二
〇
三
条
に
規
定
す
る
認
諾
の
場
合
に
在
つ
て
も
存
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
法
律
関
係
の
当
事
者
の
一
方
が
相
手
方
の
請

求
を
全
面
的
に
認
諾
（
債
務
名
義
を
与
え
る
こ
と
を
含
む
）
す
る
場
合
に
、
訴
訟
を
提
起
せ
ず
し
て
、
当
事
者
の
一
方
か
ら
民
事
訴
訟
法
第
三
五

六
条
に
拠
つ
て
和
解
の
申
立
を
す
る
こ
と
は
当
事
者
の
自
由
で
あ
る
．
然
る
に
原
判
決
が
本
件
の
和
解
の
申
立
に
際
し
民
事
上
の
争
が
な
い
と
判

断
し
た
の
は
、
法
律
の
解
釈
を
誤
つ
て
居
る
。
」
　
の
訴
訟
上
無
効
と
い
う
が
民
訴
法
の
ど
の
規
定
に
基
づ
く
か
不
明
で
あ
る
．
上
告
審
原
判
決
破

棄
・
差
戻
。
理
由
と
し
て
以
下
の
ご
と
ぎ
判
断
を
し
て
い
る
．
民
訴
法
第
三
五
六
条
に
規
定
す
る
訴
訟
防
止
の
為
の
和
解
が
一
面
私
法
上
の
和
解

の
性
質
を
も
つ
と
と
も
に
、
他
面
訴
訟
行
為
た
る
性
質
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
又
私
法
上
の
和
解
は
当
事
者
が
互
譲
し
て
争
を
止
め
る
こ
と
を
約

す
る
契
約
で
あ
る
こ
と
は
論
を
ま
た
な
い
が
、
こ
こ
に
「
争
」
と
い
う
の
は
、
原
判
決
の
説
く
よ
う
に
狭
く
権
利
関
係
に
つ
い
て
の
争
即
ち
権
利

関
係
の
存
否
内
容
又
は
範
囲
に
つ
い
て
の
主
張
の
対
立
に
限
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
も
つ
と
広
く
権
利
関
係
に
つ
い
て
の
不
確
実
や
権
利
実
行
の

不
安
全
を
も
含
む
も
の
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
た
と
え
ば
、
原
告
の
貸
金
請
求
に
対
し
被
告
は
原
告
の
主
張
事
実
を
全
部
認

め
な
が
ら
単
に
手
元
不
如
意
の
ゆ
え
に
請
求
に
応
じ
な
い
場
合
分
割
弁
済
を
認
め
る
こ
と
に
よ
り
裁
判
上
の
和
解
が
成
立
す
る
と
い
う
よ
く
あ
る

事
例
と
考
え
合
せ
て
み
て
も
、
容
易
に
わ
か
る
こ
と
で
あ
る
．
今
こ
れ
を
本
件
に
つ
い
て
み
る
に
、
右
消
費
貸
借
契
約
及
び
こ
れ
に
伴
う
買
戻
約

款
附
売
買
契
約
に
つ
い
て
、
’
公
正
証
書
の
作
成
で
は
満
足
せ
ず
、
し
ぎ
り
に
裁
判
所
に
お
け
る
和
解
調
書
の
作
成
を
要
求
し
た
と
い
う
の
で
あ
る

か
ら
、
本
件
当
事
者
間
に
は
権
利
関
係
の
存
否
・
内
容
に
つ
い
て
の
争
は
な
か
つ
た
に
し
て
も
、
少
く
と
も
上
告
人
は
権
利
の
実
行
こ
と
に
公
正

証
書
で
は
債
務
名
義
と
は
な
ら
な
い
家
屋
明
渡
請
求
の
点
で
不
安
を
も
ち
、
そ
の
不
安
を
除
く
た
め
に
本
件
和
解
が
な
さ
れ
た
と
み
る
の
が
相
当

で
あ
る
。
そ
5
み
る
と
、
本
件
和
解
の
前
提
た
る
争
は
存
在
し
、
「
争
な
き
ゆ
え
本
件
和
解
を
無
効
と
す
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
し
て
い



る
。

東
京
幾
昭
和
柔
年
一
亘
言
判
・
和
解
無
効
確
馨
請
求
事
件
（
薇
護
錘

　
被
告
Y
訴
外
A
間
に
お
い
て
、
A
が
Y
よ
り
三
〇
万
円
を
借
り
そ
の
担
保
の
た
め
A
が
有
す
る
借
室
権
等
を
Y
に
譲
渡
す
る
旨
の
即
決
和
解
が

な
さ
れ
た
。
原
告
X
は
右
和
解
の
事
実
を
知
ら
ず
Y
よ
り
同
一
物
件
を
買
受
け
た
が
、
Y
は
X
に
対
す
る
承
継
執
行
文
の
付
与
を
う
け
て
執
行
を

な
さ
ん
と
し
た
。
し
か
し
Y
・
A
間
に
和
解
当
時
金
員
の
貸
借
・
物
件
の
引
渡
等
に
つ
き
何
等
争
が
な
か
つ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
右
物
件
等
引
渡

の
執
行
の
債
務
名
義
を
得
る
手
段
と
し
て
、
両
者
間
に
権
利
関
係
に
つ
い
て
の
争
が
あ
る
か
の
ご
と
く
仮
装
し
、
和
解
の
形
式
を
と
つ
た
。
し
た

が
つ
て
、
右
和
解
は
当
事
者
間
に
そ
の
前
提
と
な
る
べ
き
争
が
な
い
か
ら
無
効
で
あ
る
と
し
て
、
X
は
本
訴
を
提
起
．
こ
れ
に
対
し
て
本
件
判
決

は
以
下
の
ご
と
く
判
断
し
た
。
右
権
利
関
係
の
存
否
・
内
容
に
つ
き
当
事
者
問
に
争
が
あ
つ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
A
は
Y
よ
り
最
初
一
〇

万
円
次
に
二
〇
万
円
計
三
〇
万
円
を
借
受
け
て
お
り
、
且
つ
最
初
の
一
〇
万
円
の
返
済
は
遅
延
し
て
い
る
の
で
、
Y
は
右
約
定
に
よ
る
権
利
関
係

の
確
実
化
を
は
か
り
且
つ
そ
の
権
利
の
実
行
の
不
安
を
除
く
た
め
に
本
件
即
決
和
解
が
な
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
権
利
関
係
に
つ
い
て
の

不
確
実
や
権
利
の
実
行
の
不
安
全
を
予
め
防
止
す
る
目
的
で
和
解
が
な
さ
れ
た
以
上
和
解
の
前
提
た
る
争
が
な
か
つ
た
と
は
い
兇
な
い
の
で
あ

り
、
和
解
は
こ
の
点
か
ら
無
効
で
あ
る
と
す
あ
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
。

東
京
地
裁
昭
和
二
七
年
九
旦
九
罠
四
判
・
請
求
異
議
事
件
（
捗
難
楚
。
）

　
被
告
Y
は
別
件
家
屋
明
渡
諦
求
事
件
の
原
告
と
し
て
、
本
件
原
告
X
（
右
事
件
被
告
）
と
の
間
に
、
同
事
件
に
つ
い
て
、
一
定
期
日
に
X
が
Y
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

係
争
建
物
の
明
渡
を
な
す
こ
と
を
内
容
と
し
た
訴
訟
上
の
和
解
を
締
結
し
た
。
X
は
Y
に
対
し
以
下
の
二
点
か
ら
本
件
和
解
の
無
効
を
主
張
し
て

提
起
し
た
請
求
異
議
の
訴
が
本
訴
で
あ
る
。
ω
和
解
に
要
素
の
錯
誤
が
あ
つ
た
。
⑧
訴
訟
上
の
和
解
が
民
法
上
の
和
解
契
約
た
る
性
質
を
併
せ
も

つ
も
の
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
当
事
者
双
方
の
互
譲
や
当
事
者
間
に
お
け
る
事
実
関
係
に
つ
い
て
の
争
点
を
必
要
と
す
る
筋
合
で
あ
る
が
、
右
和
解

は
、
専
ら
X
の
一
方
的
譲
歩
に
終
始
し
た
も
の
で
あ
久
ま
た
事
実
に
関
す
る
争
も
な
か
つ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
右
和
解
は
和
解
の
成
立
要
件
を

　
　
　
裁
判
上
の
和
解
に
お
け
る
「
争
」
と
「
互
譲
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
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一
〇
一
九
）



　
　
　
裁
判
上
の
和
解
に
お
け
る
「
争
」
と
「
互
譲
」
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欠
い
て
無
効
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
判
決
は
第
二
点
に
つ
い
て
以
下
の
判
断
を
し
て
い
る
．
訴
訟
上
の
和
解
は
一
－
面
私
法
上
の
契
約
た
る
性
質
を
有

し
私
法
上
の
無
効
原
因
が
存
す
る
と
き
は
無
効
の
も
の
と
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
右
訴
訟
上
の
和
解
の
包
含
す
る
私
法
上
の
契
約
は
必
ず
し
も
民

法
の
和
解
契
約
た
る
こ
と
を
要
す
る
も
の
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
民
法
の
和
解
契
約
や
そ
れ
に
準
じ
る
無
名
契
約
に
て
も
足
る
為
の
と
解
さ
れ
る
の

で
、
必
ず
し
も
厳
格
に
当
事
者
の
互
譲
や
事
実
関
係
の
争
点
が
存
在
す
る
こ
と
を
私
法
上
必
要
と
す
る
も
の
で
は
な
い
．
し
か
る
に
、
原
告
は
民

法
の
契
約
を
も
つ
て
立
論
の
根
拠
と
な
し
て
い
る
か
ら
、
か
か
る
主
張
は
そ
の
余
の
点
の
判
断
に
進
む
ま
で
も
な
く
失
当
で
あ
る
、
と
。

名
古
屋
高
裁
昭
和
三
五
年
百
二
昔
民
三
判
・
請
求
異
議
事
件
（
塙
誰
護
、
遷

　
被
上
告
人
Y
（
控
訴
人
．
被
告
）
の
父
訴
外
A
が
昭
和
二
六
年
中
他
よ
り
買
受
け
た
建
物
甲
を
当
時
上
告
人
X
（
被
控
訴
人
．
原
告
）
が
使
用
中
で
、

そ
の
使
用
権
限
が
右
当
事
者
間
で
澗
題
と
な
つ
た
．
協
議
の
結
果
A
は
X
の
建
物
甲
の
明
渡
の
期
限
を
昭
和
三
〇
年
一
旦
三
日
ま
で
猶
予
し

た
．
右
猶
予
期
間
中
A
は
建
物
甲
．
を
売
却
す
る
た
め
、
X
は
A
の
要
求
に
よ
り
右
期
限
前
に
甲
を
明
渡
し
、
代
り
に
A
の
子
Y
は
そ
の
所
有
す
る

建
物
乙
を
右
猶
予
期
間
を
一
年
延
長
し
て
一
時
使
用
を
認
め
た
。
そ
し
て
こ
の
点
に
つ
ぎ
将
来
の
紛
争
を
防
ぐ
た
め
に
起
訴
前
の
和
解
が
成
立
し

た
。
上
告
理
由
は
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
．
民
訴
三
五
六
条
の
和
解
は
、
民
事
上
の
争
に
つ
い
て
和
解
を
為
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
新
た
に
な
す

契
約
を
あ
た
か
も
公
正
証
書
を
作
成
す
る
が
ご
と
く
、
そ
の
代
り
と
し
て
和
解
調
書
を
作
成
す
る
趣
旨
に
規
定
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。

し
か
る
に
、
本
件
に
於
い
て
は
、
原
判
決
の
考
え
は
前
の
和
解
調
書
の
引
継
ぎ
の
た
め
に
本
件
和
解
調
書
を
作
成
し
た
と
認
め
て
い
る
が
ご
と
く

で
あ
る
が
、
契
約
の
相
手
方
は
以
前
は
訴
外
A
で
あ
り
、
本
件
和
解
は
被
上
告
人
Y
で
あ
り
、
賃
貸
家
屋
も
全
く
別
個
の
も
の
で
あ
り
、
新
た
な

る
契
約
が
発
生
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
契
約
を
執
行
力
を
も
た
せ
た
債
務
名
義
に
せ
ん
と
し
て
本
件
和
解
調
書
が
作
成
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
つ

て
、
明
ら
か
に
民
訴
法
第
三
五
六
条
の
法
意
に
反
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
。
こ
れ
に
対
し
て
本
判
決
は
以
下
の
ご
と
く
判
断
し
て
い
る
．
す
な
わ

ち
、
本
件
起
訴
前
の
和
解
当
時
右
一
時
の
賃
貸
借
を
明
確
に
し
将
来
賃
貸
借
の
性
質
に
つ
ぎ
間
々
生
じ
る
こ
と
の
あ
る
紛
争
を
避
け
る
必
要
が
あ

つ
た
．
か
か
る
場
合
も
民
訴
三
五
六
条
一
項
の
「
民
事
上
ノ
争
」
に
該
当
す
る
も
の
と
解
せ
ら
れ
、
新
た
に
な
す
契
約
に
つ
き
、
あ
た
か
も
公
正



証
書
の
代
用
に
作
成
す
る
趣
旨
に
て
本
件
和
解
調
書
が
作
成
せ
ら
れ
た
も
の
と
す
る
右
法
条
違
反
の
論
旨
は
理
由
が
な
い
、
と
。

　
私
は
以
下
本
稿
に
お
い
て
「
争
」
が
裁
判
上
の
和
解
の
成
立
要
件
か
否
か
、
「
争
」
と
は
い
か
な
る
場
合
に
存
在
す
る
か
、
と
い
う
問
題
を
検

討
し
、
こ
れ
ら
の
問
題
と
関
連
し
て
生
じ
且
つ
通
常
実
体
法
上
並
び
に
裁
判
上
の
和
解
の
成
立
要
件
と
さ
れ
る
「
互
譲
」
の
問
題
を
検
討
し
て
み

よ
う
と
思
う
。

二
　
裁
判
上
の
和
解
に
お
け
る
「
争
」

　
私
法
上
の
和
解
や
裁
判
上
の
和
解
は
法
的
紛
争
の
自
主
的
解
決
と
い
う
機
能
を
も
つ
。
し
た
が
つ
て
、
そ
の
成
立
要
件
と
し
て
解
決
の
対
象
た

る
べ
き
法
的
紛
争
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
法
的
紛
争
と
は
解
決
の
対
象
で
あ
り
、
し
た
が
つ
て
解
決
に
値
す
る
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
ガ
い
。
解
決
の
価
値
の
あ
る
法
的
紛
争
と
は
法
律
関
係
の
確
定
や
給
付
が
問
題
で
あ
る
場
合
に
は
、
確
認
の
利
益
や
給
付
の
訴
の
利
益
を

具
備
し
て
い
る
法
的
紛
争
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
．
私
法
上
並
び
に
裁
判
上
の
和
解
が
各
訴
に
固
有
の
訴
の
利
益
を
具
備
す
る
法
的
紛
争
を
前

提
と
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
点
か
ら
だ
け
で
も
充
分
理
由
づ
け
ら
れ
る
。

　
し
か
し
、
さ
ら
に
、
こ
と
に
裁
判
上
の
和
解
は
裁
判
所
が
関
与
し
て
な
す
紛
争
の
自
主
的
解
決
に
訴
訟
法
上
一
定
の
効
果
を
公
権
的
解
決
で
あ

る
判
決
に
伐
え
て
与
え
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
訴
訟
物
に
つ
い
で
各
訴
に
固
有
の
訴
の
利
益
を
必
要
と
す
る
こ
と
は
当
然
墓
る
（
卿
論
辮
鷲

山
木
戸
・
「
和
解
手
続
の
対
象
」
民
事
訴
訟
理
論
の
基
礎
的
研
究
所
収
・
一
六
一
頁
。
な
お
兼
子
・
条
解
n
・
一
七
一
頁
参
照
．
こ
れ
に
反
し
て
当
事
者
に
関
ナ
る
も
の
を
除

き
職
権
で
調
査
す
べ
き
一
切
の
訴
訟
要
件
の
存
在
を
不
要
と
す
る
も
の
と
し
て
、
望
巳
罫
ギ
臼
＆
語
凝
憲
。
F
幹
ω
oo
“
頴
げ
窮
き
戸
ギ
臼
＆
話
贔
或
。
F
ω
●
卜
⊃
＝
“
即
8
S
哀
茜
．

覧購

鴛既、

窺
ポ
．
．
．
、
）
．
各
訴
に
固
票
訴
の
利
薯
伴
う
紛
争
で
あ
ら
ね
獲
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
は
、
裁
判
上
の
和
解
に
あ
つ
て
籔
判

所
が
関
与
し
、
且
つ
判
決
に
代
わ
る
紛
争
の
解
決
手
段
で
あ
る
と
い
う
点
に
由
来
す
る
の
で
あ
つ
π
、
和
解
の
法
的
性
質
に
由
来
す
る
も
の
で
は

な
い
。
し
た
が
つ
て
、
和
解
の
法
的
性
質
に
つ
き
実
体
行
為
説
の
立
場
に
立
つ
て
も
、
ま
ず
第
一
に
実
体
的
和
解
そ
の
も
の
が
前
提
と
し
て
の
紛

争
に
各
訴
固
有
の
訴
の
利
益
を
必
要
と
す
る
か
ら
、
裁
判
上
の
和
解
に
も
当
然
に
そ
の
前
提
た
る
法
的
紛
争
に
各
訴
固
有
の
訴
の
利
益
を
必
要
と

　
　
　
裁
判
上
の
和
解
に
お
け
る
「
争
」
と
「
互
譲
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
五
七
　
　
　
（
一
〇
一
二
）



　
　
　
裁
判
上
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和
解
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す
る
し
、
第
二
に
、
仮
り
に
実
体
的
和
解
が
訴
の
利
益
を
伴
う
紛
争
を
そ
の
前
提
と
し
な
く
て
も
、
裁
判
上
の
和
解
は
裁
判
所
が
関
与
し
判
決
に

代
る
紛
争
の
解
決
で
あ
る
か
ら
当
然
に
訴
の
利
益
を
必
要
と
す
る
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
（
灘
備
蜘
塚
潮
証
勃
蟹
一
魂
噛
）
．

　
私
法
上
の
和
解
に
お
け
る
「
争
」
と
は
、
通
説
に
よ
れ
ば
法
律
関
係
の
存
否
・
範
囲
に
関
す
る
相
対
立
す
る
主
張
を
い
う
、
と
さ
れ
て
い
る

（
幾
錆
線
撫
罐
麹
・
Y
し
か
し
、
民
法
六
九
五
歪
い
わ
ゆ
る
．
争
」
を
こ
の
意
楚
解
す
る
奮
ぽ
、
そ
れ
籍
解
の
要
件
と
し
て
の

両
当
事
者
に
お
け
る
・
を
い
真
実
と
鐘
つ
て
も
・
と
い
う
意
田
心
の
存
在
を
推
測
喜
る
要
件
写
ぎ
な
い
、
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
（
繋
置

轄
聯
巻
H
．
）
．
し
た
が
つ
て
こ
の
意
楚
諄
る
「
争
」
箋
体
的
和
解
の
成
立
要
件
と
い
う
ほ
ど
の
こ
と
瑛
い
、
と
い
う
こ
と
に
馨

（
馨
酷
掲
）
．
そ
こ
で
こ
の
見
蟹
、
実
体
法
上
霜
解
の
認
め
嚢
る
場
合
乞
て
、
ω
葎
関
係
の
内
容
壷
理
関
す
至
張
の
対
立
す

る
場
A
昌
法
律
関
係
が
不
明
確
墓
る
饗
罧
訟
が
係
属
し
て
い
窮
合
（
鑑
瓢
鰐
霧
黙
露
喉
響
駿
ド
礁
燗
燦
諏
謙
灘

灘
叢
欝
霧
総
）
晟
立
す
る
と
い
う
（
講
．
ヂ
濃
豫
研
鑑
つ
覆
鑑
灘
響
鞍
難
舞
砧
酵
茄
離
鑑
難
轟
葬
鍵

の
対
立
を
指
し
、
法
律
関
係
の
不
明
確
ま
た
は
請
求
権
実
現
の
不
確
実
を
含
ま
な
い
、
と
解
す
る
。
和
解
契
約
の
性
質
論
と
も
関
係
す
る
が
、
民
法
が
そ
の
効
果
と
し
て
規
定

す
る
と
こ
ろ
に
照
ら
せ
ば
．
法
律
関
係
の
不
明
確
な
と
き
を
含
ま
な
い
か
否
か
は
問
題
で
あ
る
と
し
て
も
、
独
民
法
と
は
異
な
つ
て
請
求
権
実
現
の
不
確
実
で
あ
る
場
合
を
含

鱗
観
轡
寡
茎
．
法
律
関
係
例
え
籍
付
請
求
権
の
存
在
・
範
囲
菱
つ
い
て
主
窪
対
立
し
て
い
な
暴
、
給
付
請
求
権
緩
行
嚢

る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
履
行
期
が
到
来
し
て
も
履
行
が
な
さ
れ
な
い
場
合
と
か
、
履
行
期
は
到
来
し
な
い
が
到
来
し
て
も
履
行

な
ぎ
こ
と
が
明
白
で
あ
る
場
合
（
稲
蘇
勘
鰍
州
肋
郷
帥
）
、
実
質
的
に
は
給
付
請
求
権
を
義
務
者
が
争
つ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
私
法
上
の
和
解
の
前

提
た
る
争
は
存
在
す
る
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
訴
訟
が
係
属
す
る
場
合
と
か
係
属
し
う
る
場
合
と
い
う
の
は
、
請
求
が
解
決
に
適
す
る
こ
と
、
換

言
す
れ
ば
各
訴
に
固
有
な
訴
の
利
益
を
具
備
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
存
否
・
内
容
・
範
囲
等
に
つ
い
て
争
の

な
い
給
付
請
求
権
に
つ
い
て
い
え
ば
、
給
付
の
訴
の
利
益
乃
至
将
来
の
給
付
の
訴
の
利
益
が
具
備
さ
れ
て
始
め
て
「
争
」
が
存
在
す
る
と
い
う
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

と
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
私
法
上
の
和
解
の
前
提
た
る
「
争
」
の
概
念
を
通
説
に
よ
る
よ
り
、
広
く
理
解
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
か
く
し
て
、
実
体
法
上
並
び
に
裁
判
上
の
和
解
の
成
立
要
件
と
し
て
の
争
が
権
利
関
係
の
不
明
確
な
場
合
並
び
に
権
利
実
現
の
不
確
実
・
権
利



実
行
の
不
安
全
な
場
合
に
も
存
在
す
る
と
み
る
見
解
は
．
こ
こ
に
い
わ
ゆ
る
権
利
実
現
の
不
確
実
を
各
訴
に
固
有
の
訴
の
利
益
と
解
す
る
以
上
妥

当
性
を
有
す
る
も
の
と
解
す
る
。

こ
た
即
決
和
蟹
、
当
妻
間
に
は
法
律
関
係
に
3
て
の
象
な
く
、
単
に
当
事
者
の
芳
が
契
約
上
の
義
肇
つ
き
既
判
力
（
繍
雛

黎
綾
籍
潔
認
）
菱
び
執
行
力
を
前
も
つ
て
取
得
し
て
お
ぎ
、
権
利
の
実
行
を
確
実
且
つ
容
易
に
し
て
お
く
た
め
に
利
用
説
る
こ
と
が
多

い
。
不
動
産
の
明
渡
請
求
の
ご
と
く
公
正
証
書
に
よ
つ
て
は
執
行
力
を
与
え
ら
れ
な
い
請
求
に
関
し
て
即
決
和
解
を
利
用
す
る
効
用
は
大
で
あ
る

し
、
即
決
和
解
に
既
判
力
あ
り
と
す
れ
ば
、
金
銭
・
有
価
証
券
・
代
替
物
の
引
渡
請
求
権
に
つ
い
て
も
既
判
力
の
な
い
公
正
証
書
を
作
成
す
る
よ

り
即
決
和
解
に
よ
る
ほ
う
誓
利
で
あ
る
（
翻
粉
輻
端
馨
罫
謎
民
）
．
冒
頭
に
挙
げ
た
第
丁
第
干
第
四
の
判
窪
い
ず
緊
即
決

和
解
に
関
し
、
そ
の
対
象
た
る
法
律
関
係
に
つ
ぎ
当
事
者
間
に
対
立
す
る
主
張
が
な
く
、
公
正
証
書
に
よ
つ
て
は
執
行
力
を
も
ち
え
な
い
不
動
産

引
渡
請
求
権
を
そ
の
内
容
と
し
、
権
利
実
行
を
確
実
化
す
る
た
め
即
決
和
解
を
利
用
し
た
事
件
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
場
合
で
も
将
来
の
給
付
の
訴

の
利
益
が
あ
つ
て
始
め
て
即
決
和
解
の
対
象
募
る
争
が
存
す
る
と
い
い
葛
（
騨
螺
離
起
羅
鵠
ピ
嫁
蛎
護
業
野
瞭
黙
麹
霧

執
行
力
を
得
る
目
的
で
申
立
て
ら
れ
た
和
解
を
認
め
る
こ
と
は
、
将
来
の
給
付
の
訴
に
、
将
来
の
給
付
の
訴
の
利
益
を
必
要
と
し
て
い
る
法
の
立
前
に
矛
盾
す
る
と
さ
れ
て
い

る
。
斉
藤
・
判
民
昭
和
一
五
年
度
・
二
二
〇
頁
は
、
「
争
が
無
い
の
に
拘
ら
ず
起
訴
防
止
の
為
め
の
和
解
が
申
立
て
ら
れ
た
る
こ
と
が
裁
判
所
に
明
ら
か
と
な
つ
た
と
ぎ
は
、

簾
灘
壌
翻
鶉
釜
鷲
纏
薦
猫
薦
塑
妙
藏
砂
盤
繭
毅
ボ
麓
2
墨
護
利
難
瓢
響
麓
艇
静
黙
馳
蔑
法
）
．
将
来
の

給
付
の
訴
の
利
益
が
な
い
の
に
即
決
和
解
の
成
立
を
認
め
れ
ば
、
即
決
和
解
は
訴
訟
外
に
成
立
し
た
法
律
関
係
を
公
証
す
る
役
割
を
果
す
に
す
ぎ

な
く
な
り
、
即
決
和
解
と
公
証
と
を
明
確
に
区
別
す
る
基
準
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
即
決
和
解
の
本
質
は
あ
く
ま
で
も
紛
争
解
決
と
い
う
点
に
求

め
る
べ
ぎ
で
あ
る
（
㈱
繍
曜
離
訪
韻
鴇
譲
）
．

　
以
上
の
観
点
か
ら
前
掲
諸
判
例
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
大
阪
高
裁
昭
和
二
四
年
の
判
決
に
つ
い
て
。
こ
の
判
決
は
単
に
当
事
者
の
一
方
Y

が
公
正
証
書
の
作
成
で
は
満
足
せ
ず
和
解
調
書
の
作
成
を
要
求
し
た
と
い
う
点
か
ら
、
少
な
く
と
も
Y
は
権
利
の
実
行
こ
と
に
公
正
証
書
で
は
債

務
名
義
と
は

な
ら
な
い
家
屋
明
渡
の
点
に
つ
き
不
安
を
も
ち
、
こ
れ
を
除
く
た
め
に
和
解
を
な
し
た
の
で
あ
る
か
ら
争
は
存
在
す
る
と
判
断
し
て

　
　
　
　
裁
判
上
の
和
解
に
お
け
る
「
争
↑
と
「
互
譲
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
　
　
　
（
一
〇
二
三
）



　
　
　
裁
判
上
の
和
解
に
お
げ
る
「
争
」
と
『
互
譲
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇
　
　
　
（
輔
〇
二
四
）

い
る
。
家
屋
明
渡
請
求
権
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
は
当
事
者
間
に
主
張
の
対
立
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
争
が
存
す
る
と
い
う
た
め
に
は
、
右
請
求

が
将
来
の
給
付
の
訴
の
利
益
を
具
備
す
る
必
要
が
あ
る
。
法
律
関
係
に
つ
き
主
張
の
対
立
が
な
く
て
も
債
務
名
義
を
獲
得
し
な
い
限
り
常
に
権
利

の
実
現
が
不
確
実
で
あ
り
将
来
の
給
付
の
訴
の
利
益
あ
り
と
い
う
な
ら
ば
、
将
来
の
給
付
の
訴
は
無
制
限
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
将
来
の

給
付
の
訴
の
利
益
を
考
え
る
こ
と
自
体
ナ
ン
セ
ン
ス
に
な
る
。
将
来
の
給
付
の
訴
の
利
益
の
存
否
、
換
言
す
れ
ば
紛
争
の
存
否
の
充
分
な
検
討
を

欠
く
と
い
う
点
で
ご
の
判
決
に
は
賛
成
し
え
な
い
。
換
言
す
る
と
、
こ
の
判
決
は
、
即
決
和
解
に
あ
つ
て
は
争
は
権
利
実
現
の
不
確
実
の
場
合
に

も
存
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
点
で
意
味
が
あ
る
が
、
こ
こ
に
権
利
実
現
の
不
確
実
と
は
将
来
の
給
付
の
訴
の
利
益
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ら
ね
ば

な
ら
ぬ
。
こ
の
点
を
誤
解
す
る
と
こ
ろ
に
本
判
決
の
欠
点
が
存
す
る
。

　
も
つ
と
も
こ
の
判
決
の
も
つ
判
例
法
的
意
義
を
、
「
当
事
者
が
和
解
手
続
を
利
用
し
て
契
約
に
つ
い
て
執
行
力
の
あ
る
和
解
調
書
を
作
成
せ
し

め
る
こ
と
が
で
き
る
、
換
言
す
れ
ば
裁
判
所
は
和
解
手
続
に
よ
り
私
人
間
に
締
結
さ
れ
る
契
約
に
つ
い
て
公
正
証
書
を
作
成
す
る
の
と
同
じ
よ
う

な
公
証
作
肛
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
を
認
め
た
」
点
に
求
め
る
見
解
も
あ
る
（
捌
沫
炉
山
パ
鰍
）
．
そ
し
て
か
よ
う
に
理
解
す
る
こ

と
が
、
「
消
費
貸
借
な
い
し
売
渡
担
保
の
契
約
は
和
解
手
続
と
は
無
関
係
に
な
さ
れ
て
和
解
調
書
作
成
前
に
完
全
に
成
立
し
て
お
り
、
和
解
手
続

に
お
い
て
既
に
成
立
し
て
い
る
売
渡
担
保
契
約
上
の
権
利
（
家
屋
明
渡
請
求
権
）
の
実
行
の
不
安
と
い
う
争
が
解
決
さ
れ
た
も
の
と
い
う
よ
う
に
み
る

と
か
、
あ
る
い
は
、
被
控
訴
人
が
控
訴
審
で
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
売
買
と
買
戻
契
約
と
を
切
り
離
し
で
、
既
に
成
立
し
た
売
買
に
関
し
そ
の
買

戻
に
つ
い
て
争
が
存
し
、
そ
の
争
が
和
解
手
続
に
よ
つ
て
解
決
さ
れ
た
と
す
る
見
か
た
な
ど
」
よ
り
は
、
よ
り
合
理
的
で
あ
る
。
け
だ
し
、
コ

般
に
本
件
に
お
け
る
よ
う
な
方
法
で
不
動
産
な
ど
を
も
つ
て
金
融
を
は
か
る
取
引
の
実
情
に
即
し
て
み
て
も
、
『
ま
た
右
約
定
に
つ
い
て
公
正
証

書
で
は
満
足
せ
ず
、
し
ぎ
り
に
裁
判
所
に
お
け
る
和
解
調
書
の
作
成
を
要
求
し
た
』
こ
と
や
調
書
作
成
後
に
は
じ
め
て
金
銭
が
授
受
さ
れ
た
と
い

う
本
件
の
具
体
的
経
緯
に
照
ら
し
て
考
え
て
み
て
も
、
こ
れ
ら
の
見
解
は
技
巧
的
に
過
ぎ
」
る
か
ら
で
あ
る
、
と
。
も
ち
ろ
ん
、
本
判
決
が
権
利

実
行
の
不
確
実
を
将
来
の
給
付
の
訴
の
利
益
と
イ
コ
ー
ル
に
考
え
る
こ
と
な
く
、
こ
れ
を
広
く
認
め
た
こ
と
か
ら
推
測
す
る
と
、
本
判
決
に
か
か



る
判
例
法
的
意
義
を
認
め
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
．
し
か
し
、
即
決
和
解
と
公
証
と
を
明
確
に
区
別
せ
ん
と
す
る
立
場
か
ら
、
本
判
例
の
意
義
を

前
記
の
ご
と
く
、
換
言
す
れ
ば
、
訴
の
利
益
が
存
す
る
場
合
に
限
つ
て
法
律
関
係
に
つ
き
対
立
す
る
主
張
の
な
い
場
合
で
も
裁
判
上
の
和
解
の
対

象
た
り
う
る
こ
と
を
認
め
た
も
の
と
善
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
に
反
し
て
、
東
京
地
裁
昭
和
二
六
年
の
前
記
判
決
の
場
合
は
、
す
で
に
A
が
最
初
の
一
〇
万
円
に
つ
い
て
履
行
を
遅
滞
し
て
い
る
の
で
、

当
該
部
分
に
つ
い
て
は
給
付
の
訴
の
利
益
が
あ
り
．
ま
た
後
の
二
〇
万
円
に
つ
い
て
も
不
履
行
が
当
然
に
予
想
さ
れ
る
の
で
将
来
の
給
付
の
訴
の

利
益
が
あ
る
と
考
え
る
。
し
た
が
つ
て
三
〇
万
円
の
債
権
の
存
在
・
履
行
期
等
に
つ
き
主
張
の
対
立
が
な
い
に
し
て
も
「
争
」
は
存
在
す
る
。
し

た
が
つ
て
即
決
和
解
も
ま
た
可
能
で
あ
る
。

　
東
京
地
裁
昭
和
二
七
年
の
前
記
判
決
は
、
訴
訟
上
の
和
解
に
関
し
て
い
る
．
法
律
関
係
に
関
す
る
見
解
の
対
立
と
い
う
意
味
に
お
け
る
「
争
」

（
囑
難
臥
縫
糠
の
の
瀞
攣
馨
錠
ぎ
や
互
馨
要
件
与
る
意
零
の
私
法
上
の
和
解
の
余
訴
訟
法
上
の
和
解
内
容
た
り
う
る
与
る

こ
と
は
誤
り
で
あ
る
と
す
る
点
で
は
こ
の
判
決
は
正
し
い
も
の
を
含
む
。
互
譲
の
点
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
る
．

　
最
後
に
名
古
屋
高
裁
昭
和
三
五
年
の
前
記
判
決
に
つ
い
て
。
・
X
は
Y
と
の
間
に
締
結
せ
ら
れ
た
一
時
的
賃
貸
借
及
び
そ
れ
か
ら
発
生
す
る
法
律

関
係
を
争
つ
て
い
な
い
か
ら
右
賃
貸
借
の
即
時
確
定
の
利
益
は
存
在
し
な
い
し
、
ま
た
賃
貸
借
関
係
消
滅
の
時
に
お
け
る
家
屋
の
明
渡
を
予
め
請

求
し
て
お
く
必
要
も
な
い
か
ら
、
本
件
の
場
合
そ
も
そ
も
解
決
す
べ
ぎ
争
は
存
し
な
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

三
　
裁
判
上
の
和
解
に
お
け
る
「
互
譲
」

　
裁
判
上
の
和
解
の
対
象
た
る
「
争
」
が
、
権
利
関
係
に
つ
い
て
の
相
対
立
す
る
主
張
の
な
い
場
合
に
も
存
在
し
う
る
と
い
う
な
ら
ば
貞
通
常
私

法
上
並
び
に
裁
判
上
の
和
解
の
要
件
と
さ
れ
る
「
互
譲
」
は
存
在
し
な
い
場
合
も
あ
り
う
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
裁
判
上
の
和
解
に
互
譲
を
必
要
と
す
る
か
否
か
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
判
例
は
訴
訟
上
の
和
解
と
即
決
和
解
と
を
区
別
し
て
、
前
者
に
つ
い

　
　
　
裁
判
上
の
和
解
肥
お
け
る
「
争
」
と
「
互
譲
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一
　
　
（
一
〇
二
五
）



　
　
　
裁
讐
上
の
和
解
に
溶
け
る
「
争
」
と
「
互
譲
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
二
　
　
（
一
〇
二
六
）

て
は
互
譲
必
要
説
を
と
る
も
の
が
多
く
、
互
譲
不
要
説
を
と
る
も
の
は
少
な
く
、
後
者
に
つ
い
て
は
も
つ
ば
ら
互
譲
不
要
説
を
と
る
も
の
の
ご
と

く
思
わ
れ
る
。

　
訴
訟
上
の
和
解
に
つ
き
互
譲
必
要
説
を
と
る
も
の
と
し
て
以
下
の
も
の
が
あ
る
．
旧
法
関
係
に
つ
い
て
で
は
あ
る
が
、
大
正
五
年
（
ハ
）
三
九

八
三
号
裁
判
年
月
日
不
明
大
阪
区
判
新
聞
二
二
六
一
号
一
〇
頁
は
、
「
原
告
ハ
本
件
和
解
調
書
記
載
ノ
契
約
二
於
テ
被
告
ハ
何
等
譲
歩
等
ヲ
為
サ

サ
リ
シ
ヲ
以
テ
右
契
約
ハ
所
謂
和
解
ニ
ア
ラ
ス
ト
主
張
ス
ル
ニ
依
ザ
按
ス
ル
ニ
」
債
務
者
が
元
本
債
権
を
認
め
、
債
権
者
が
そ
の
履
行
期
の
猶
予

及
び
遅
延
利
息
の
暗
黙
の
拗
棄
を
す
れ
ば
、
互
譲
あ
り
と
い
え
る
と
し
て
い
る
。
同
じ
く
旧
法
関
係
で
、
大
正
一
五
年
（
ソ
）
六
二
号
同
年
一
〇

月
二
九
日
東
地
民
六
判
評
論
一
六
巻
民
訴
三
三
三
頁
は
、
「
和
解
契
約
ハ
争
ア
ル
権
利
関
係
二
付
当
事
者
互
譲
シ
テ
争
ヲ
止
ム
ル
コ
ト
ヲ
目
的
ト

シ
テ
締
結
セ
ラ
ル
ル
モ
ノ
ナ
リ
ト
難
モ
当
事
者
互
譲
ノ
結
果
其
ノ
一
方
ノ
ミ
カ
一
定
ノ
債
務
ヲ
負
担
ス
ル
ニ
至
ル
コ
ト
ア
ル
ハ
往
々
存
ス
ル
事
例

ナ
ル
ヲ
以
テ
」
当
事
者
の
一
方
だ
け
に
債
務
を
負
担
さ
せ
る
条
項
の
み
の
和
解
も
そ
れ
だ
け
で
当
事
者
の
互
譲
が
な
く
無
効
で
あ
る
と
は
い
え
な

い
ど
し
て
い
る
。
具
体
的
事
案
は
不
明
で
あ
る
が
互
譲
必
要
説
を
と
る
も
の
ど
思
わ
れ
る
．
新
法
関
係
の
も
の
と
し
て
、
大
審
昭
和
七
年
（
オ
）

一
五
三
二
号
同
八
年
二
月
二
二
日
民
一
判
新
聞
三
五
二
〇
号
九
頁
評
論
二
二
巻
民
訴
四
九
頁
は
、
「
訴
訟
上
ノ
和
解
ハ
訴
訟
ヲ
完
結
セ
シ
ム
ル
コ

ト
ヲ
目
的
ト
ス
ル
モ
入
ナ
レ
ハ
実
体
上
ノ
権
利
義
務
二
関
ス
ル
争
二
付
テ
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
訴
訟
費
用
二
関
ス
ル
争
二
付
テ
モ
互
二
譲
歩
ヲ
為
シ
テ
和

解
ヲ
為
シ
得
ヘ
キ
モ
ノ
ト
謂
フ
ヘ
ク
従
ツ
テ
訴
訟
費
用
ノ
負
担
二
関
シ
テ
ノ
ミ
譲
歩
ヲ
為
ス
場
合
二
於
テ
モ
訴
訟
上
ノ
和
解
成
立
ス
ル
モ
ノ
ト
解

ス
ル
ヲ
相
当
ト
ス
」
と
し
て
い
る
。
大
審
昭
和
七
年
（
オ
）
一
五
三
二
号
同
八
年
二
月
二
二
日
民
一
判
新
聞
三
五
二
〇
号
九
頁
評
論
二
二
巻
民
訴

四
九
頁
は
、
「
和
解
ノ
一
条
項
ト
シ
テ
請
求
ノ
拗
棄
テ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ル
ハ
言
ヲ
侯
タ
サ
ル
所
ニ
シ
テ
其
ノ
請
求
ノ
全
部
ヲ
拗
棄
ス
ル
モ
訴
訟
費

用
二
於
テ
互
二
譲
歩
ヲ
為
ゾ
タ
ル
以
上
ハ
訴
訟
上
ノ
和
解
ト
シ
テ
有
効
二
成
立
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
と
し
て
い
る
。
最
近
の
も
の
と
し
て
、
最
高
昭

和
二
五
年
（
オ
）
二
九
号
同
二
七
年
二
月
八
日
二
小
判
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
号
四
六
頁
は
、
「
和
解
は
『
当
事
者
力
互
二
譲
歩
ヲ
為
シ
テ
其
間
二
存
ス

ル
争
ヲ
止
ム
ル
コ
ト
ヲ
約
ス
ル
』
契
約
で
あ
り
、
、
右
譲
歩
の
方
法
に
つ
い
て
法
律
は
制
限
を
設
廿
て
い
な
い
の
で
あ
る
．
し
た
が
つ
て
当
事
者
が



和
解
に
お
い
て
譲
歩
の
方
法
と
し
て
係
争
物
に
関
係
な
ぎ
物
の
給
付
を
約
す
る
こ
と
は
毫
も
和
解
の
本
質
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
し
て
い

る
．
こ
の
判
決
は
訴
訟
上
の
和
解
が
当
然
に
私
法
上
の
和
解
を
含
み
、
従
つ
て
互
譲
必
要
説
を
と
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
．
こ
れ
に
反
し
て
互
譲

不
要
説
を
と
る
も
の
と
し
て
以
下
の
二
つ
の
判
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
昭
和
一
〇
年
（
ネ
）
七
四
九
号
同
二
年
三
月
九
日

東
控
民
一
判
新
聞
三
九
八
○
号
二
頁
評
論
二
五
巻
民
法
三
五
六
頁
新
報
四
三
二
号
一
五
頁
は
、
「
和
解
ハ
当
事
者
力
互
譲
ヲ
為
シ
テ
其
ノ
間
二

存
ス
ル
争
ヲ
止
ム
ル
コ
ト
ヲ
約
ス
ル
契
約
ニ
シ
テ
其
ノ
争
ヲ
止
ム
ル
．
コ
ト
自
体
換
言
ス
レ
ハ
和
解
条
項
ノ
定
ム
ル
干
コ
・
ニ
ョ
リ
テ
法
律
関
係
ヲ

確
定
ス
ル
コ
ト
自
体
ハ
和
解
契
約
ノ
成
立
ヲ
侯
チ
テ
始
メ
テ
発
生
ス
ル
効
果
ナ
ル
コ
ト
論
ヲ
侯
タ
サ
ル
ト
コ
冒
ナ
レ
ト
モ
和
解
ノ
当
事
者
力
和
解

条
項
ヲ
定
ム
ル
ニ
当
レ
テ
ハ
将
来
二
向
テ
新
タ
ナ
ル
法
律
関
係
ヲ
創
設
ス
ル
コ
ト
固
ヨ
リ
可
能
ナ
ル
ト
共
二
本
件
二
於
ケ
ル
カ
如
ク
従
前
ノ
法
律

関
原
ヲ
承
認
ス
ル
コ
ト
モ
亦
可
能
ナ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
後
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
従
前
ノ
法
律
関
係
ハ
和
解
ノ
当
事
者
間
二
於
テ
ハ
勿
論
第
三
者
二
対
ス

ル
関
係
二
於
テ
モ
其
ノ
儀
存
続
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
」
と
し
て
い
る
．
最
近
の
も
の
と
し
て
．
昭
和
二
七
年
九
月
一
九
日
東
地
民
四
判
昭
和
二
七
年

（
ワ
）
二
号
タ
イ
ム
ズ
ニ
七
号
六
八
頁
は
、
訴
訟
上
の
和
解
の
包
含
す
る
私
法
上
の
契
約
は
、
民
法
上
の
和
解
契
約
の
み
な
ら
ず
そ
れ
に
準
ず
る

無
名
契
約
で
も
足
り
、
必
ず
し
も
厳
格
に
当
事
者
の
互
譲
や
事
実
関
係
の
争
点
が
存
在
す
る
こ
と
を
必
要
と
し
な
い
と
し
て
、
互
譲
不
要
説
を
と

つ
て
い
る
。

　
即
決
和
解
に
つ
い
て
互
譲
不
要
説
を
と
る
判
例
と
し
て
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
大
審
明
治
三
〇
年
六
月
一
八
日
判
民
録
三
巻
六
号
四
四
頁
は
、

即
決
和
解
事
件
に
つ
き
「
裁
判
所
二
申
請
ス
ル
和
解
ノ
如
キ
ハ
敢
テ
当
事
者
双
方
ノ
譲
歩
示
談
ヲ
目
的
ト
ス
ヘ
キ
限
リ
ニ
ア
ラ
サ
ル
ヲ
以
テ
」
と

し
て
い
る
。
こ
こ
で
い
わ
ゆ
る
和
解
が
即
決
和
解
の
み
を
意
味
す
る
の
か
否
か
は
明
白
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
即
決
和
解
を
含
む
こ
と
は
確

か
で
あ
ろ
う
。
大
審
昭
和
一
五
年
六
月
八
日
民
四
判
昭
和
一
四
年
（
オ
）
一
四
五
七
号
事
件
民
集
一
九
巻
二
二
号
九
七
五
頁
は
、
「
元
来
区
裁
判
所

二
於
テ
訴
訟
防
止
ノ
為
メ
ニ
為
サ
ル
ル
裁
判
上
ノ
和
解
二
於
テ
ハ
実
体
上
ノ
請
求
権
“
一
付
当
事
者
ノ
互
譲
ア
ル
コ
ト
ヲ
必
要
ト
セ
ス
従
ッ
テ
和
解

条
項
ト
シ
テ
当
事
者
ノ
一
方
力
相
手
方
ノ
主
張
ス
ル
実
体
上
ノ
請
求
権
ヲ
全
部
認
容
ゾ
テ
之
力
履
行
ヲ
為
ス
コ
，
ト
／
ミ
ヲ
定
ム
ル
場
合
エ
於
テ
モ
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有
効
二
和
解
力
成
立
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以
テ
結
局
此
ノ
点
二
関
シ
法
律
関
係
ノ
確
定
ノ
ミ
ヲ
目
的
ト
ス
ル
和
解
力
無
効
ナ
リ
ト
為
ス
論
旨
ハ
理
由

ナ
キ
ニ
帰
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
」
と
し
て
い
る
。
な
お
即
決
和
解
に
つ
き
実
体
的
法
律
関
係
に
関
す
る
当
事
者
の
主
張
の
対
立
、
権
利
関
係
の
不
明
確

を
必
要
と
せ
ず
、
権
利
実
行
の
不
安
全
を
以
て
も
足
り
る
と
す
る
見
解
は
、
互
譲
不
要
説
に
つ
な
が
る
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ

れ
に
反
し
て
訴
訟
上
の
和
解
に
つ
き
か
か
る
見
解
を
主
張
す
る
と
し
て
も
、
訴
訟
係
属
後
は
一
方
的
譲
歩
は
単
独
行
為
、
合
同
行
為
乃
至
合
意
た

る
請
求
の
拗
棄
・
認
諾
と
な
り
訴
訟
上
の
和
解
と
は
区
別
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
（
獄
働
猷
弾
切
、
て
）
、
互
譲
不
要
説
を
そ
の
当
然
の
帰
結
と
す
る
も

の
で
は
な
い
。

　
こ
の
点
に
関
し
て
学
説
は
、
互
譲
不
要
説
、
必
要
説
、
折
衷
説
の
三
つ
に
わ
か
れ
て
い
る
．
ま
ず
互
譲
不
要
説
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
の
見

解
は
大
別
し
て
二
つ
に
わ
か
れ
る
。
第
一
に
、
請
求
の
拗
棄
・
認
諾
・
和
解
の
三
者
は
性
質
上
何
ら
の
区
別
な
く
、
三
者
共
に
訴
訟
行
為
で
あ
り
、

た
だ
前
二
者
が
単
独
行
麹
後
黍
合
同
行
為
と
い
う
差
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
（
攣
福
灘
鯉
）
（
矯
衛
携
露
憶
と
）
与
る
髭
方
憲

端
に
推
進
め
る
と
、
必
ず
し
も
和
解
に
互
譲
を
必
要
と
し
な
い
と
い
う
こ
た
馨
う
（
齢
鏡
飢
響
議
毯
磨
悟
殿
雛
製
羅
麓
礁

匹
鑛
劉
犠
紡
罐
聾
豪
難
桑
認
る
）
．
し
か
し
、
こ
の
よ
う
葎
挫
萎
く
互
譲
不
要
説
譲
賛
成
で
き
准
．
単
独
行
為
た

る
請
求
の
拗
棄
・
認
諾
の
ほ
か
に
合
同
行
為
乃
至
合
意
た
る
請
求
の
施
棄
・
認
諾
を
、
和
解
乃
至
和
解
に
準
じ
る
も
の
と
し
て
認
め
る
こ
と
は
で

き
な
い
．
ま
ず
私
見
に
よ
れ
ば
、
和
蟹
私
法
上
の
和
蟹
裁
判
所
に
よ
る
そ
の
確
認
行
為
と
か
ら
馨
も
の
で
あ
り
（
灘
髄
慧
鈷
躍
諦

駐
蹴
港
郎
）
、
訴
訟
行
為
た
る
合
同
行
為
は
含
ま
れ
な
い
と
解
す
る
．
つ
ぎ
に
、
合
同
行
為
乃
至
合
意
た
る
請
求
の
拗
棄
・
認
諾
を
和
解
乃
至
和
解

に
準
じ
る
も
の
と
し
て
認
め
る
こ
と
は
、
論
理
的
に
は
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
実
益
が
な
い
．
単
独
行
為
た
る
請
求
の
樋
棄
・
認
諾
、
合
同
行
為
乃

至
合
意
た
る
請
求
の
鍵
・
認
諾
和
蟹
い
ず
馨
訴
訟
上
筒
あ
効
力
竃
つ
も
の
墓
つ
て
（
眠
麺
）
、
合
同
行
為
乃
至
合
意
た
る
請

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ブ

求
の
拗
棄
・
認
諾
を
前
者
後
者
の
い
ず
れ
に
分
類
す
べ
き
か
と
い
う
間
題
は
こ
の
点
か
ら
の
み
考
え
れ
ば
実
益
が
な
い
問
題
で
あ
る
。
ま
た
、
合

伺
行
為
乃
至
合
意
た
る
請
求
の
拗
棄
・
認
諾
に
お
い
て
は
、
拗
棄
者
・
認
諾
者
の
意
思
表
示
の
蝦
疵
の
み
な
ら
ず
相
手
方
の
そ
れ
も
当
然
問
題
と



な
る
と
い
う
意
味
で
単
独
行
為
た
る
請
求
の
拗
棄
・
認
諾
と
は
異
る
、
従
つ
て
両
者
を
区
別
し
て
、
合
同
行
為
乃
至
合
意
の
場
合
は
和
解
乃
至
そ

れ
に
準
ず
る
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
も
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
け
だ
し
、
か
か
る
場
合
は
単
独
行
為
た
る
請
求
の
拗
棄
・
認
諾

と
み
れ
ば
足
り
る
か
ら
で
あ
る
。
，
そ
こ
で
、
裁
判
上
の
和
解
が
民
法
第
六
九
六
条
の
実
体
的
効
果
を
も
つ
と
い
う
前
提
に
立
つ
た
場
合
、
合
同
行

為
乃
至
合
意
た
る
請
求
の
拗
棄
・
認
諾
も
裁
判
上
の
和
解
同
様
民
法
第
六
九
六
条
の
効
果
を
も
ち
う
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
を
裁
判
上
の
和
解

乃
至
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
解
す
る
実
益
は
あ
ろ
う
．
も
し
民
法
六
九
六
条
の
効
果
を
も
た
な
い
も
の
と
す
れ
ば
、
こ
の
点
で
裁
判
上
の
和
解
と

は
異
る
も
の
と
い
わ
ね
ぽ
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
以
下
こ
の
点
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

民
法
六
九
六
条
の
効
果
は
、
互
譲
を
な
し
お
互
に
不
利
益
を
し
の
ぶ
場
合
に
の
み
発
生
す
る
も
の
で
あ
る
．
お
互
に
不
利
益
を
し
の
ぶ
場
合
で

あ
つ
て
は
じ
め
て
、
た
と
い
真
実
に
反
し
て
も
合
意
に
従
う
べ
き
義
務
を
認
め
渇
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
互
譲
は
民
法
上
和

解
の
要
件
で
あ
る
（
離
簸
響
蠣
詮
一
夢
議
掲
義
四
鵡
期
飴
積
媒
譜
簾
螺
重
舞
鯵
篠
編
甥
籏
彗
篠
鰐
嘘
罐

ろ
に
は
争
い
も
な
く
、
ま
た
法
確
定
の
必
要
も
な
い
と
考
え
た
か
ら
で
、
争
い
は
あ
つ
た
が
互
譲
が
な
い
か
ら
、
そ
こ
で
行
な
わ
れ
た
確
定
効
を
生
じ
さ
せ
よ
う
と
い
う
合
意

に
、
は
和
解
の
扱
い
を
せ
ず
、
確
定
効
を
拒
も
う
ー
と
い
つ
た
議
論
に
力
す
る
も
の
で
は
な
か
つ
た
と
思
う
．
争
い
が
あ
つ
て
一
方
が
他
方
の
い
い
分
を
そ
の
ま
ま
認
め
る
場

合
は
、
そ
の
法
関
係
は
従
前
ど
お
り
確
定
し
て
い
る
ま
ま
で
、
争
い
は
い
わ
ば
表
見
的
な
も
の
に
過
ぎ
ず
、
実
質
的
に
は
争
い
が
な
か
つ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
し
た
が
つ
て

こ
れ
を
再
確
定
さ
せ
る
和
解
の
成
立
を
認
め
な
い
で
よ
い
ー
こ
れ
が
互
譲
の
な
い
と
こ
ろ
に
和
解
が
な
い
と
さ
れ
る
意
味
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
同
じ
く
一
方
が
他
方
の
い

い
分
に
全
面
的
に
屈
し
た
場
合
で
あ
つ
て
も
、
双
方
が
こ
の
際
あ
ら
た
に
従
前
の
法
関
係
を
ー
た
と
え
真
実
と
違
お
う
と
も
ー
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
確
定
し
よ
う
と

欲
し
て
い
る
と
き
に
は
、
こ
の
合
意
に
確
定
効
を
認
め
て
や
る
こ
と
が
適
切
で
あ
つ
て
、
こ
れ
を
和
解
で
な
い
と
す
べ
き
強
い
理
由
は
な
に
も
な
い
。
強
い
て
譲
歩
と
い
う
表

現
に
こ
だ
わ
る
な
ら
、
そ
も
そ
も
す
で
に
確
定
し
て
い
る
は
ず
の
も
の
を
い
ま
さ
ら
争
わ
れ
て
、
ふ
た
た
び
あ
ら
た
に
確
定
す
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
主
観
的
に
譲
歩
で
あ
る

と
い
つ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
．
確
認
の
合
意
が
な
い
と
い
う
な
ら
も
ち
論
和
解
の
契
約
も
あ
り
え
な
い
が
、
不
要
な
そ
れ
を
こ
と
さ
ら
に
し
た
と
い
う
の
な
ら
そ
こ
に
一
種
の

譲
歩
が
あ
つ
た
と
み
て
、
そ
の
合
意
に
ふ
た
た
び
争
う
べ
か
ら
ざ
る
確
定
力
を
与
え
る
こ
と
が
望
ま
し
い
の
で
あ
る
．
つ
ま
り
、
互
譲
と
は
、
あ
る
法
律
関
係
を
再
確
定
す
る

必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
の
い
い
換
え
、
あ
る
い
は
例
示
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
る
わ
げ
だ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
多
く
の
異
論
が
あ
る
で
あ
ろ
う
」
と
．
譲
歩
と
は
客
観
的
に

不
利
益
を
う
け
る
こ
と
を
指
す
の
で
あ
る
か
ら
、
確
定
し
て
い
る
も
の
を
争
わ
れ
て
従
前
通
り
確
定
す
る
こ
と
（
合
意
に
よ
る
主
張
の
拗
棄
．
認
諾
）
に
よ
つ
て
従
前
の
注
張

通
り
法
律
関
係
の
確
定
し
た
当
事
者
は
客
観
的
に
不
利
益
を
う
け
て
い
な
い
か
ら
譲
歩
を
な
し
た
と
は
い
い
が
た
い
．
合
意
に
よ
る
主
張
の
拗
棄
・
認
諾
は
、
無
名
契
約
で
あ

即
難
薙
卸
篠
膜
朧
藤
編
篭
繍
鱗
．
）
．
互
譲
警
請
求
の
拗
棄
・
認
藤
そ
紮
単
独
行
為
で
あ
る
と
合
同
行
為
乃
至
合
意
て
あ
る
と

を
問
わ
ず
民
法
六
九
六
条
の
効
果
を
実
体
法
上
も
ち
え
な
い
こ
と
に
な
る
．
し
た
が
つ
て
、
合
同
行
為
乃
至
合
意
た
る
請
求
の
拗
棄
・
認
諾
を
裁

判
上
の
和
解
乃
至
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
と
思
う
。

裁
判
上
の
和
解
に
お
け
る
「
争
」

と
「
互
譲
」

六
五
　
　
（
一
〇
二
九
）
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な
お
、
請
求
の
拗
棄
・
認
諾
に
互
譲
あ
り
と
す
る
立
場
か
ら
、
合
意
た
る
請
求
の
拗
棄
・
認
諾
は
そ
の
実
和
解
で
あ
る
と
み
る
見
解
も
あ
る

が
、
請
求
の
施
棄
・
認
諾
に
互
譲
あ
り
と
す
る
こ
と
自
体
妥
当
性
を
欠
く
こ
と
後
に
述
べ
る
通
り
で
あ
る
か
ら
、
．
か
か
る
見
解
そ
れ
自
体
も
正
当

で
は
な
い
と
考
え
る
。

　
ド
イ
ッ
で
も
互
譲
不
要
説
が
■
一
部
に
主
張
さ
れ
て
い
る
．
す
な
わ
ち
、
訴
訟
上
の
和
解
の
概
念
は
実
体
法
上
の
そ
れ
と
異
り
、
訴
訟
上
の
権
能

乃
至
見
込
・
可
能
性
に
関
す
る
と
実
体
的
法
律
関
係
に
関
す
る
と
を
問
わ
ず
、
互
譲
は
不
要
で
あ
る
と
み
る
（
鴎
罷
麗
噂
。
ノ
融
閥
。
㈱
，
。
獣
勲
、
、
酔
要
評
鰍

餌舞．

翫
甦
窺
強
餓
璽
駈
榛
轟
難
紫
騨
麗
堪
鮪
毬
蟹
獣
婁
誘
肇
．
こ
の
見
蟹
そ
の
論
拠
乞
て
、
訴
訟
上
の
和
解

に
互
譲
を
必
要
と
し
な
く
て
も
、
請
求
の
拗
棄
・
認
諾
と
は
充
分
区
別
し
う
る
こ
と
を
挙
げ
る
。
け
だ
し
、
独
逸
民
訴
法
上
は
、
請
求
の
拗
棄
．

認
諾
に
は
当
事
者
の
行
為
の
他
に
鍵
判
決
・
認
諾
判
決
（
設
麺
。
六
．
）
を
必
要
与
る
点
二
凱
蒜
震
霧
緊
撚
欝
勧
壷
、
こ
蕩

不
要
と
す
る
訴
訟
上
の
和
解
（
蝋
鍵
億
塞
藩
勧
）
と
は
異
る
か
ら
募
る
．
我
民
訴
法
上
は
鍵
判
決
・
認
諾
判
決
の
制
度
暮
在
し
な
い
か

ら
、
互
譲
不
要
説
を
と
る
と
、
既
述
の
論
拠
か
ら
訴
訟
上
の
和
解
と
請
求
の
拗
棄
・
認
諾
と
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
ぎ
な
い
の
で
、
不
要
説
は
妥

当
性
を
欠
く
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
、
互
譲
不
要
説
は
、
独
逸
普
通
法
並
び
に
独
逸
農
法
（
霜
警
鰭
．
．
帰
．
麗
難
の
蕪
藷
露
凝
筆
髪
い
て
、
訴
訟
上
の

和
解
が
官
i
マ
法
に
準
じ
、
独
逸
法
と
は
意
識
的
に
異
つ
て
、
フ
ラ
ソ
ス
法
の
学
説
判
例
に
お
け
る
と
同
様
に
双
務
契
約
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い

る
と
い
う
点
で
、
そ
の
沿
革
的
由
来
に
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
轟
．
鵡
硬
語
．
仁
．
．
）
．
の
み
な
ら
ず
民
訴
法
の
規
定
の
文
言
蔓
塁
藩
翠

顎
灘
奪
碧
q
ぎ
課
諮
射
号
）
「
和
解
」
（
喜
．
Φ
、
・
．
）
と
書
い
て
い
る
拝
で
、
こ
の
概
念
規
定
を
あ
た
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
文
む

し
ろ
既
知
の
も
の
と
し
て
お
り
、
．
当
事
者
双
方
に
互
譲
が
あ
つ
た
場
合
に
の
み
理
解
し
う
る
費
用
に
関
す
る
独
逸
民
訴
九
八
条
・
我
民
訴
九
七
条

の
規
定
と
同
様
に
、
実
体
法
上
の
和
解
の
み
を
当
然
の
前
提
と
し
て
考
え
て
い
る
素
て
よ
い
で
あ
ろ
う
（
鰐
弩
辮
馨
秦
堕
。
。
＠
〉
汐

　
な
お
ピ
9
巨
導
”
は
以
下
の
ご
と
く
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
、
訴
訟
上
の
和
解
は
内
容
的
に
は
実
体
法
上
の
和
解
に
類
似
す
る
．
．
訴
訟
上
の
和



解
に
あ
つ
て
も
互
譲
は
必
要
で
あ
る
．
譲
歩
は
実
体
的
法
律
関
係
に
闘
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
訴
訟
上
の
譲
歩
で
は
充
分
で
は
な
い
．
単

な
る
認
諾
や
拗
棄
は
し
た
が
つ
て
訴
訟
上
の
和
解
で
は
な
い
．
そ
れ
は
む
し
ろ
一
方
的
に
紛
争
を
解
決
す
る
法
律
関
係
の
確
定
契
約
（
Φ
静
・
ま
賢

琶
甕
琶
。
身
ぴ
¢
邑
き
糞
語
）
で
あ
つ
て
、
訴
訟
上
の
和
解
に
準
じ
る
取
扱
を
う
け
る
、
詣
議
〈
躍
一
鐘
聾
露
）
．
彼
が
合
意
た
轟

棄
・
認
諾
を
準
和
解
と
し
て
取
扱
う
の
も
、
拗
棄
・
認
諾
に
判
決
を
必
要
と
す
る
独
逸
法
の
建
前
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
我
民
訴
法
上

は
妥
当
性
を
欠
く
。

　
第
二
に
、
折
衷
説
と
）
い
う
べ
き
見
解
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
訴
訟
上
の
和
解
は
実
体
法
上
の
和
解
に
相
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
訴
訟

法
上
の
和
解
に
あ
つ
て
も
互
譲
は
必
要
で
あ
る
が
、
譲
歩
は
請
求
自
体
に
関
す
る
必
要
が
な
く
訴
訟
法
上
の
も
の
で
あ
つ
て
も
よ
い
と
す
る
見
解

に
立
ち
、
且
つ
互
譲
の
意
味
を
広
く
解
し
、
「
請
求
の
拗
棄
・
認
諾
の
合
意
も
相
手
方
が
こ
れ
ま
で
追
求
し
た
訴
訟
上
の
目
標
即
ち
既
判
力
あ
る

判
婆
袈
す
る
限
り
嚢
歩
が
あ
る
か
ら
互
譲
が
あ
り
訴
訟
上
の
和
解
で
あ
る
と
み
る
（
蹴
り
臨
舗
盟
翼
驚
響
遡
．
㈱
薄
“
窒
艶
物

一旨

“
N
田
p
》
島
‘
の
』
。
⑲
甲
∪
Φ
議
Φ
一
ぴ
Φ
る
①
。
ぎ
語
Φ
｝
＞
昏
』
畏
鼠
の
Φ
ぎ
鳶
ω
脚
の
。
ま
艮
ρ
鵯
電
0
9
》
島
‘
の
』
。
9
ピ
Φ
鼻
望
艮
①
同
旨
。
芦
p
き
ゆ
‘
。
Ω
・
一
ω
9

国
鶏
奪
恩
誉
鼻
ギ
8
＆
蕃
言
冒
眞
①
戸
ψ
お
P
幹
Φ
ぎ
ら
。
壼
甲
ω
9
身
冨
ら
。
匡
ρ
目
一
聾
伽
蕊
蒔
も
「
相
手
方
の
請
求
を
認
諾
す
る
契
約
も
相
手
方
が
こ
れ
ま
で
追
求
し
た

訴
訟
上
の
目
標
す
な
わ
ち
既
判
力
あ
る
判
決
を
拗
棄
す
る
限
り
で
譲
歩
し
て
い
る
」
と
し
て
い
る
。
細
野
・
要
義
・
二
巻
五
三
三
頁
は
、
「
当
事
者
隻
方
力
其
訴
訟
二
於
テ
判

決
二
依
リ
決
セ
ラ
レ
ン
コ
ト
ヲ
互
二
譲
歩
ス
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
斯
ノ
如
キ
譲
歩
モ
亦
一
種
ノ
譲
歩
ト
シ
テ
和
解
タ
ル
ヲ
妨
ケ
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
」
と
し
て
い
る
。
な
お
松
浦
。
前
掲

琵
説
巖
誕
三
）
．

裁
判
上
の
和
蟹
法
霧
争
の
皇
的
解
決
墓
る
が
、
判
決
に
代
り
訴
訟
を
終
了
悪
め
る
あ
（
囑
勧
犠
贈
暁
）
£
ゑ
ら
、
少
な

く
と
も
訴
訟
物
に
つ
い
て
紛
争
が
実
体
的
に
解
決
せ
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
少
な
く
と
も
そ
う
理
解
し
な
け
れ
ば
裁
判
上
の
和
解
の
執

行
力
雲
手
る
こ
と
は
意
蒙
奈
虜
ろ
う
（
難
驚
罐
難
繍
舗
雑
雛
偽
舗
鰹
麗
讐
碑
鑓
糞
殼
饗
鍵
総
鍵
雛

舞
臆
鷺
雛
矯
矯
の
）
．
し
た
が
つ
て
、
裁
判
上
の
和
解
に
あ
つ
て
は
訴
訟
物
を
め
ぐ
つ
て
探
的
和
解
が
肇
姿
け
れ
ば
奮
な
い
．
実

体
的
和
解
に
お
け
る
譲
歩
と
は
、
損
失
を
被
る
こ
あ
承
認
を
い
い
、
そ
の
損
失
に
つ
き
法
律
は
制
限
を
設
け
て
い
な
い
（
離
號
腺
魯
窮

極
的
に
重
要
な
の
は
実
体
関
係
に
お
け
る
利
益
乃
至
損
失
で
あ
る
．
し
か
し
、
訴
訟
上
の
権
能
・
見
込
・
可
能
性
等
も
間
接
的
に
実
体
法
的
利
益

　
　
　
裁
判
上
の
和
解
に
お
け
る
「
争
」
と
「
互
譲
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七
　
　
（
一
〇
三
一
）



　
　
　
裁
判
上
の
和
解
に
お
け
る
「
争
」
と
「
互
譲
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
八
　
　
（
一
〇
三
二
）

乃
至
損
失
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
か
ら
」
こ
れ
ら
を
実
体
的
和
解
に
お
け
る
譲
歩
の
対
象
か
ら
は
ず
す
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
（
獄
醸
や
揃

幣
魔
奪
鍵
藷
難
誰
暴
霧
ギ
群
鍛
禦
雛
聴
誌
膝
盛
）
．
か
く
し
て
、
実
体
的
和
禦
ら
び
に
訴
訟
上
の
和
解
髪
つ

て
は
、
争
あ
る
法
律
関
係
に
つ
き
拗
棄
・
認
諾
が
一
方
で
存
在
し
他
方
に
実
体
法
上
他
の
法
律
関
係
に
関
し
あ
る
い
は
他
の
訴
訟
に
お
け
る
訴
訟

法
上
の
権
能
・
見
込
・
可
能
性
に
関
し
譲
歩
が
存
在
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
か
（
蟹
。
卿
罐
）
、
争
あ
る
法
律
関
係
に
つ
ぎ
互
譲
が
存
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　
譲
歩
が
訴
訟
法
上
の
権
能
・
見
込
・
可
能
性
に
関
し
て
い
て
も
よ
い
と
す
る
と
、
合
意
に
よ
る
請
求
の
拗
棄
・
認
諾
の
場
合
に
も
拗
棄
．
認
諾

の
相
手
方
が
確
定
力
あ
る
判
決
を
う
け
る
可
能
性
を
失
う
が
ゆ
え
に
譲
歩
が
あ
り
、
訴
訟
上
の
和
解
が
成
立
す
る
と
い
う
主
張
が
当
然
に
考
え
ら

れ
る
（
麓
雛
講
群
欝
難
葎
饗
・
艶
蟹
鰍
幕
嬉
罎
墾
銃
難
感
堀
鋸
謙
奴
錨
璽
碑
嚢
轡
譲
議
鎮
器
墓
か

馳
欝
難
載
旦
纏
簡
雛
欝
癬
蘇
譜
罐
畑
蕪
雑
黎
駿
號
難
縫
雛
融
湾
ゼ
豫
設
黙
赫
糠
蘂
謹
穣
）
．
独
逸

に
お
い
て
か
か
る
考
え
方
が
有
力
で
あ
る
の
は
、
拗
棄
・
認
諾
の
相
手
方
が
認
諾
判
決
・
拗
棄
判
決
を
う
け
る
利
益
を
拗
棄
し
て
既
判
力
な
き
和

解
を
な
す
の
で
あ
る
か
ら
、
訴
訟
上
の
可
能
性
の
拗
棄
に
よ
る
譲
歩
と
い
う
こ
と
が
我
民
訴
法
に
お
け
る
よ
り
強
く
認
識
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に

起
因
し
よ
牝
し
た
が
つ
て
、
あ
独
逸
の
通
説
的
見
蟹
そ
の
ま
義
民
訴
法
の
解
釈
髪
り
い
馨
こ
と
自
体
疑
嬰
あ
る
（
訟
謹
肇
．

庭
仮
り
に
和
蟹
既
判
力
あ
り
与
る
立
擾
立
て
奥
醗
巻
、
和
蟹
文
孟
り
確
定
判
決
の
代
用
物
で
あ
る
か
ら
、
あ
意
塞
当
事

者
議
定
判
決
書
け
る
可
能
性
を
失
つ
を
い
至
と
馨
差
い
（
講
壕
鵜
轟
蝉
菱
瀬
磨
瑠
部
輔
貿
罷
霧
謙
霧
醗
V

続
て
）
．
詣
求
の
拗
棄
・
認
諾
・
和
蟹
既
判
力
を
否
定
す
る
我
あ
山
昆
場
か
ら
も
、
そ
の
実
体
的
効
果
に
つ
議
判
力
あ
る
確
定
を
必
要
与

る
な
ら
ば
確
定
判
決
を
得
る
利
益
け
依
然
と
し
て
存
す
る
こ
と
を
否
定
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
当
事
者
の
一
方
が
確
定
判
決
を
う
け
る
可
能
性

を
拗
棄
す
る
内
容
の
譲
歩
を
な
し
た
と
い
う
こ
と
は
で
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
．
た
だ
、
終
局
判
決
後
の
訴
の
取
下
に
は
再
訴
の
禁
止
が
民
訴
二
三
六

条
で
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
場
合
に
の
み
利
益
の
拗
棄
あ
り
と
い
え
よ
う
か
．
さ
ら
に
、
合
意
た
る
請
求
の
推
棄
認
諾
に
よ
り
紛
争
を
解



決
せ
ん
と
す
る
の
は
確
定
判
決
に
よ
り
紛
争
を
解
決
す
る
よ
り
よ
り
有
利
で
あ
る
が
た
め
で
あ
る
か
ら
、
確
定
判
決
を
う
け
る
可
能
性
の
麺
棄
を

も
つ
て
譲
歩
と
髭
る
こ
髭
績
題
奮
る
の
で
饗
庭
ろ
み
（
潔
鍵
魏
鏑
謄
鶴
醐
幣
脇
袈
パ
）
（
藩
藷
講
編
輪
肇
勲

さ
れ
て
い
る
。
「
和
解
に
互
譲
を
必
要
と
し
、
訴
訟
防
止
の
た
め
の
和
解
も
亦
和
解
で
あ
る
限
り
、
互
譲
を
要
す
る
と
為
す
学
者
は
、
予
防
和
解
に
於
て
和
解
の
目
的
た
る
法

律
関
係
の
全
部
が
『
認
諾
』
さ
れ
又
は
『
拗
棄
』
さ
れ
た
場
合
に
は
、
其
の
『
認
諾
』
又
は
『
拗
棄
』
の
利
益
を
享
受
す
る
相
手
方
は
、
自
己
が
之
に
相
応
す
る
判
決
を
受
け

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
訴
訟
手
続
に
入
る
こ
と
を
拠
棄
す
る
点
に
於
て
、
其
の
者
の
側
に
於
け
る
譲
歩
を
見
出
さ
ん
と
欲
す
る
6
。
一
留
畠
昌
爵
§
証
ぢ
さ
N
①
蒔
8
耳
ψ
N
8
）
。

だ
が
し
か
し
、
和
解
手
続
に
依
り
て
争
を
解
決
せ
ん
と
欲
し
た
る
者
が
、
其
の
欲
す
る
通
り
の
解
決
方
法
に
到
達
し
た
場
合
に
、
判
決
手
続
に
依
る
解
決
方
法
を
拗
棄
す
る
こ

と
が
譲
歩
で
あ
る
と
云
ふ
の
は
曲
弁
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
彼
は
判
決
手
続
を
避
け
ん
が
た
め
に
和
解
の
申
立
を
し
た
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
又
和
解
手
続
に
於
て
、
申
立

人
か
ら
請
求
の
全
部
の
拗
棄
を
受
け
た
る
者
は
、
最
早
判
決
手
続
に
依
り
で
請
求
の
不
存
在
を
争
ひ
得
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
判
決
手
続
に
依
る
解
決
方
法
を
揃
棄
す
る
も
の

監
劾
熱
訪
）
．
ま
た
、
仮
り
に
論
者
の
主
張
す
る
ご
と
く
請
求
の
鍵
・
認
諾
の
場
合
相
手
方
の
譲
歩
あ
り
と
す
る
な
餐
常
に
互
譲
が
存
し
、

そ
れ
が
実
体
的
効
果
を
も
も
つ
も
の
と
考
え
る
な
ら
ば
、
民
法
第
六
九
六
条
が
適
用
さ
れ
、
請
求
の
拠
棄
・
認
諾
に
つ
い
て
の
錯
誤
の
主
張
が
制

限
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
か
か
る
主
張
は
見
当
ら
な
い
。

　
そ
こ
で
第
三
に
、
訴
訟
上
の
和
解
に
あ
つ
て
は
第
二
説
同
様
互
譲
を
必
要
と
す
る
が
、
互
譲
は
訴
訟
物
に
関
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
一
方
σ
譲

歩
が
訴
訟
物
に
関
し
他
方
の
そ
れ
が
他
の
法
律
関
係
・
他
の
請
求
に
関
す
る
（
傭
筋
雛
飴
さ
）
乃
至
他
の
訴
訟
に
お
け
る
訴
訟
上
の
権
能
・
見
込
・
可

態
等
に
関
し
て
い
れ
ば
よ
い
（
瓢
螺
黙
合
）
与
る
見
蟹
髭
究
、
私
は
、
笙
説
・
第
二
説
検
討
の
結
果
こ
妻
支
持
し
た
い
．

　
互
譲
が
必
更
で
あ
り
且
つ
請
求
に
関
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
見
解
も
あ
る
（
群
赫
継
馳
葡
咽
頑
ド
酢
佃
号
蒲
議
卑
五
擁
郊
』
謝

伽
蓬
碩
ザ
碑
脚
飾
墾
蝶
　
鐵
蹟
．
）
．
冗
か
し
前
述
の
ご
と
く
特
に
譲
歩
を
双
方
と
も
に
請
求
自
楚
限
定
す
る
必
要
婆
い
と
解
す
る
．

実
体
法
上
併
合
和
禦
認
め
ら
砦
の
封
獲
（
鐸
一
璽
・
訴
訟
法
上
奎
嚢
否
定
す
べ
蓬
由
窄
い
と
琵
る
（
眩
聡
踊
轟
謹

譲
が
請
求
自
体
に
関
す
る
必
要
が
な
い
こ
と
の
論
拠
と
し
て
、
以
下
の
理
由
を
主
張
さ
れ
る
。
「
第
一
に
、
請
求
自
体
に
つ
い
て
の
全
面
的
な
放
棄
・
承
認
ま
た
は
訴
の
取
下

げ
が
あ
れ
ば
、
訴
訟
費
用
に
つ
い
て
ど
ん
な
取
り
き
め
が
行
わ
れ
よ
5
と
、
請
求
の
認
諾
－
・
放
棄
ま
た
は
訴
の
取
下
げ
と
な
る
、
訴
訟
費
用
に
つ
い
て
互
譲
が
あ
れ
ば
そ
れ
自

体
に
つ
き
和
解
が
あ
る
と
考
え
れ
ば
よ
い
と
の
見
解
（
兼
子
・
体
系
〔
三
五
〇
〕
一
㈹
参
照
）
は
、
請
求
と
訴
訟
費
用
と
言
う
二
つ
の
要
素
の
関
係
を
余
り
に
も
孤
立
的
に
取

り
扱
う
も
の
で
、
両
者
が
互
に
条
件
と
な
り
、
牽
連
し
合
つ
て
い
る
事
実
を
軽
視
す
る
も
の
で
あ
り
、
当
事
者
の
意
思
に
も
合
致
し
な
い
と
思
わ
れ
る
。
実
際
的
に
み
て
も
、

請
求
自
体
を
被
告
が
全
部
承
認
し
て
も
、
原
告
に
お
い
て
訴
訟
費
用
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
結
局
被
告
と
し
て
は
請
求
に
お
い
て
原
告
の
譲
歩
を
得
た
の
と
同
じ
こ
と

に
帰
す
る
の
で
あ
る
．
第
二
に
、
反
対
説
の
右
の
よ
う
な
考
え
方
を
押
し
進
め
て
行
く
と
、
併
合
請
求
の
訴
訟
で
一
つ
の
請
求
に
つ
い
て
原
告
が
全
部
放
棄
し
、
他
の
請
求
に

つ
い
て
被
告
が
全
部
承
認
す
る
場
合
や
、
訴
訟
物
た
る
請
求
を
被
告
ぶ
全
部
認
め
る
と
同
時
に
、
未
係
属
の
別
個
の
債
権
に
つ
い
て
原
告
が
全
部
放
棄
す
る
場
合
に
も
一
個
の

和
解
を
認
め
る
こ
と
は
困
難
に
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
第
三
に
、
請
求
自
体
に
つ
い
て
全
面
的
に
放
棄
．
承
認
が
あ
る
場
合
や
訴
の
取
下
げ
の
取
り
ぎ
め
の
場
合
に
、
こ
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れ
ら
を
訴
訟
上
の
和
解
と
呼
ぶ
か
、
あ
る
い
は
放
棄
・
認
諾
ま
た
は
訴
の
取
下
げ
と
呼
ぶ
か
に
つ
き
、
わ
た
く
し
が
前
者
を
と
る
の
は
、
と
り
わ
け
併
合
和
解
お
よ
び
準
併
合

和
解
を
広
く
認
め
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
」
と
．
い
ず
れ
も
正
当
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
と
に
訴
訟
費
用
支
払
義
務
は
訴
訟
法
上
発
生
す
る
も
の
で
は
あ
つ

て
も
、
実
は
実
体
法
上
の
義
務
で
あ
る
か
ら
、
譲
歩
の
対
象
た
り
う
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
理
由
か
ら
は
、
少
な
く
と
も
、
請
求
の
拗
棄
・
認
諾
の
合
意

に
お
い
て
、
当
該
請
求
に
つ
き
確
定
判
決
を
得
る
可
能
性
を
樋
棄
し
た
こ
と
が
譲
歩
で
あ
る
と
い
う
結
論
は
で
て
こ
な
い
．
松
浦
教
授
は
、
「
単
に
訴
訟
費
用
（
和
解
費
用
）

や
訴
訟
上
の
事
項
つ
ま
り
訴
訟
状
態
上
の
地
位
あ
る
い
は
勝
訴
判
決
の
期
待
権
に
つ
い
て
互
譲
が
な
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
場
合
で
も
裁
判
上
の
和
解
は
成
立
す
る
と
解
す
る
」

と
さ
れ
る
。
訴
訟
費
用
は
既
述
の
ご
と
く
訴
訟
法
上
発
生
は
す
る
が
、
実
体
法
上
の
も
の
で
あ
つ
て
、
訴
訟
上
の
権
能
・
可
能
性
と
は
全
く
性
格
を
異
に
す
る
か
ら
、
互
譲
の

対
象
と
な
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
勝
訴
判
決
の
期
待
権
の
拗
棄
は
譲
歩
に
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
蓋
し
、
当
該
訴
訟
に
お
い
て
勝
訴
判
決
の
期
待
権
が
拗
棄
せ
ら
れ
た
の

み
で
、
和
解
に
既
判
力
な
し
と
す
れ
ば
、
再
度
訴
を
提
起
し
て
既
判
力
あ
る
確
定
判
決
を
以
て
請
求
の
拗
棄
・
認
諾
の
結
果
を
確
定
す
る
期
待
権
は
存
在
す
る
。
ま
た
和
解
に

既
判
力
あ
り
と
す
れ
ぼ
、
拗
棄
・
認
諾
の
結
果
が
既
判
力
を
も
つ
て
確
定
さ
れ
る
か
ら
、
勝
訴
判
決
を
得
た
の
と
効
果
に
お
い
て
同
デ
で
、
勝
訴
判
決
の
期
待
権
を
拗
棄
し
た

こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
さ
ら
雄
請
求
の
拗
棄
・
認
諾
の
合
意
に
あ
つ
て
は
、
実
体
関
係
に
お
け
る
譲
歩
、
な
い
し
は
実
体
関
係
の
伸
張
に
影
響
を
与
え
る
よ
う
な
訴
訟
法
上
の

権
能
・
見
込
・
可
能
性
の
拗
棄
は
存
在
し
て
い
な
い
。
認
諾
・
批
棄
を
す
れ
ば
、
そ
の
結
果
が
当
事
者
間
に
一
応
通
用
性
を
も
つ
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
、

私
は
既
述
の
ご
と
く
請
求
の
拗
棄
・
認
諾
の
合
意
に
あ
つ
て
は
互
譲
は
存
し
な
い
と
解
す
る
。
し
た
が
つ
て
譲
歩
が
訴
訟
上
の
権
能
・
見
込
・
可
能
性
に
存
す
る
と
い
う
の

響
難
難
を
の
灘
緩
霜
露
鰍
漢
襲
袈
ゆ
鷺
渉
．

　
起
訴
前
の
即
決
和
解
に
つ
い
て
も
互
譲
が
必
要
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
薬
師
寺
教
授
は
、
「
裁
判
上
の
和
解
に
於
て
、
実
体
上
の
法

律
関
係
が
確
定
す
る
の
は
、
当
事
者
の
『
承
認
』
に
も
因
る
の
で
あ
つ
て
、
此
の
点
『
請
求
の
認
諾
』
又
は
『
請
求
の
抱
棄
』
と
理
を
異
に
す
る

の
で
は
な
い
か
ら
、
少
く
と
も
『
請
求
の
認
諾
』
又
は
『
請
求
の
拗
棄
』
を
為
し
得
ざ
る
予
防
和
解
手
続
に
於
て
は
、
和
解
の
形
式
の
下
に
『
請

求
の
認
諾
』
又
は
『
請
求
の
拡
棄
』
を
認
め
、
之
に
依
り
て
実
体
上
の
法
律
関
係
を
確
定
L
て
、
訴
訟
を
予
防
す
る
こ
と
を
得
し
む
る
こ
と
は
、

予
防
和
解
の
使
命
に
適
合
す
る
と
云
ひ
た
い
。
故
に
私
を
し
て
云
は
し
む
れ
ば
、
予
防
和
解
は
ひ
た
す
ら
訴
訟
の
防
止
を
目
的
と
し
、
其
の
訴
訟

防
止
は
、
『
実
体
関
係
の
確
定
』
に
依
つ
て
達
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
予
防
和
解
は
当
事
者
の
裁
判
上
の
合
意
に
因
る
『
実
体
関
係
の
確
定
』

手
段
と
し
て
把
握
す
べ
く
、
其
の
合
意
が
相
互
的
譲
歩
に
基
く
も
の
な
り
や
否
や
は
之
を
問
ふ
必
要
が
な
い
」
（
誌
雛
咽
に
贈
一
）
と
（
鵬
簸
牝
削
鵬
に
秘

解
は
、
「
申
立
人
に
於
て
、
請
求
の
趣
旨
及
原
因
並
争
の
実
情
を
表
示
し
て
之
を
為
す
こ
と
を
要
す
る
と
は
い
へ
（
民
訴
三
五
六
条
一
項
）
、
訴
訟
係
属
前
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、

訴
訟
法
の
テ
ク
ニ
カ
ル
な
意
味
に
於
け
る
厳
重
な
る
請
求
と
し
て
、
そ
の
限
界
が
訴
訟
物
ほ
ど
し
か
く
明
瞭
な
る
も
の
で
は
な
い
．
故
に
起
訴
防
止
の
為
め
の
和
解
は
民
法
上

肋
鴫
，
讐
窮
舞
鑛
聾
籔
嬰
蕗
難
簿
擁
黛
撫
難
評
舞
銘
動
秦
瓢
勧
解
慧
濾
砕
檎
（
黙
蟹
盤
騙
磐
仇
）
．
か
く
し
て
．

即
決
和
解
に
お
け
る
実
体
行
為
の
範
囲
は
訴
訟
上
の
和
解
に
壽
る
実
体
行
為
の
範
囲
よ
り
、
芳
的
譲
歩
に
よ
る
葎
関
係
の
選
契
約
（
撫

肇
や
芳
譲
歩
髪
る
請
求
の
鍵
．
認
蓼
内
容
与
る
単
独
行
蓼
巻
馨
2
し
て
、
よ
り
広
い
暑
え
る
こ
と
が
妥
導
あ



る
。
即
決
和
解
の
内
容
た
る
実
体
行
為
が
一
方
的
譲
歩
に
よ
る
法
律
関
係
確
定
の
無
名
契
約
や
一
方
的
譲
歩
た
る
請
求
の
勉
棄
・
認
諾
を
内
容
と
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す
る
単
独
行
為
で
あ
る
場
合
も
あ
り
う
る
。
も
ち
ろ
ん
か
か
る
場
合
即
決
和
解
は
そ
の
実
体
法
的
効
果
と
し
て
民
法
六
九
六
条
の
効
果
を
も
た
な

い
．
も
つ
と
も
即
決
和
解
も
和
解
で
あ
る
以
上
互
譲
を
必
要
と
し
、
い
わ
ゆ
る
一
方
的
譲
歩
の
相
手
方
は
訴
を
提
起
し
確
定
判
決
を
得
る
と
い
う

利
益
を
即
決
和
解
の
成
立
に
よ
り
抱
棄
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
こ
の
点
で
譲
歩
を
な
し
て
お
り
互
譲
が
存
す
る
と
い
う
見
解
も
あ
る
こ
と
は
既
述

の
ご
と
く
で
あ
る
．
し
か
し
、
か
か
る
意
味
で
譲
歩
あ
り
と
は
い
え
な
い
こ
と
は
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

裁
判
上
の
和
解
に
お
け
る
「
争
」

と
「
互
譲
」

七
一
　
（
一
〇
三
五
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