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訴
訟
上
の
和
解
の
法
的
性
質

　
　
　
　
　
－
悔
聾
巨
領
母
琶
の
所
説
を
中
心
に
し
て
～

石

ノ

明

　
は
じ
め
に

一
　
ω
建
ヨ
験
鋒
琶
の
私
法
行
為
説
批
判

二
　
一
罫
暮
磯
弩
邑
の
両
性
説
批
判

三
　
併
存
説
に
つ
い
て

四
　
訴
訟
行
為
説
に
つ
い
て

　
む
す
びは

　
じ
　
め
　
に

訴
訟
上
の
和
解
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
攣
説
が
対
立
し
て
い
る
（
犠
赫
卿
鰐
繭
鰭
畿
け
轟
講
吟
響
饗
蘇
謹
勲
獣
軌
野

勺
鶏
琶
§
N
三
一
箕
。
8
些
¢
一
8
“
切
8
旦
零
o
器
響
段
笹
①
一
。
F
o
o
」
い
以
下
に
く
わ
し
い
．
我
国
の
場
合
は
、
伊
東
・
訴
訟
上
の
和
解
・
民
事
法
学
辞
典
下
巻
一
二
四
五

頁
以
下
、
中
村
英
・
裁
判
上
の
和
解
・
民
訴
講
座
三
巻
八
一
九
頁
以
下
、
菊
井
・
民
事
訴
訟
法
下
三
七
一
頁
、
菊
井
・
村
松
・
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
ー
四
五
二
頁
参
照
．
我
国
の

糊に

罧
祭
翻
謬
繍
赫
魏
塩
翰
蟹
礁
濃
難
細
耀
順
）
．

　
そ
の
論
争
は
望
§
o
q
似
誉
一
を
し
て
解
決
が
ぎ
楠
口
彦
⑳
巴
3
で
あ
る
と
慨
嘆
せ
し
め
た
し
（
鋤
騨
館
騎
鰻
題
心
。
－
．
）
、
ま
た
そ
の
法
的
性
質
の
規
定

　
　
　
訴
訟
上
の
和
解
の
法
的
性
質
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
　
　
　
（
五
四
五
〉



　
　
　
訴
訟
上
の
和
解
の
法
的
性
質
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四
　
　
　
（
五
四
六
）

の
困
難
さ
が
守
巳
昌
を
し
て
法
的
性
質
の
規
定
を
放
棄
し
和
解
を
め
ぐ
る
諸
問
題
の
個
別
的
・
合
目
的
的
解
決
に
む
か
わ
せ
る
よ
う
に
な
つ
た

（
卿
。
曜
詩
辱
。
。
”
ρ
）
。
本
稿
は
閃
器
ヨ
o
q
弩
琶
の
和
解
論
を
中
心
に
訴
訟
上
の
和
解
の
法
的
性
質
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
．

一
　
】
W
聾
巨
讐
詳
2
の
私
法
行
為
説
批
判

　
一
　
】
W
き
ヨ
豊
旨
巴
は
訴
訟
上
の
和
解
の
法
的
性
質
に
つ
き
訴
訟
行
為
説
を
主
張
す
る
。

　
彼
は
ま
ず
私
法
行
為
説
の
批
判
か
ら
始
め
る
．
彼
は
主
張
す
る
．
霜
毘
¢
目
導
昌
が
最
も
典
型
的
に
主
張
し
た
私
法
行
為
説
は
訴
訟
上
の
和
解
の

訴
訟
終
了
効
を
説
明
し
え
な
い
（
鋸
難
欝
”
疾
暮
ず
罷
解
器
鋳
禁
撫
鋸
謹
八
隻
鉾
鴎
款
罐
礪
誌
餌
螺
鋸
耀
げ
舗
諏
璽

肋
畷
鴇
離
霧
呈
．
訴
訟
終
了
効
籔
行
力
と
糞
り
、
訴
訟
上
の
和
蟹
本
質
的
な
も
の
で
、
し
た
が
つ
て
訴
訟
終
了
禦
ぎ
訴
訟
上

の
和
解
は
あ
り
え
な
い
．
も
ち
ろ
ん
訴
訟
上
の
和
解
に
よ
り
法
的
紛
争
を
終
了
せ
し
め
る
意
思
は
通
常
明
示
さ
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
訴
訟
上
の
和

解
締
結
の
意
思
表
示
に
当
然
含
嚢
る
（
麗
騒
罐
峯
．
％
雛
即
、
や
、
）
．
訴
訟
終
了
効
が
訴
訟
上
の
意
思
表
示
に
与
え
ら
れ
実
体
的
紛
争
解
決

の
効
果
で
は
な
い
と
い
≧
註
、
訴
訟
外
の
私
法
上
の
和
解
に
訴
訟
終
了
効
が
な
い
こ
と
か
畠
ら
か
墓
轟
．
鰭
．
鰻
．
．
豊
、
と
，

　
彼
は
さ
ら
に
つ
づ
け
て
い
う
。
訴
訟
上
の
和
解
を
機
能
的
に
考
察
す
る
場
合
こ
れ
に
純
実
体
法
的
性
格
を
認
め
る
こ
と
は
で
ぎ
な
い
．
訴
取
下

の
よ
う
な
訴
訟
上
の
和
解
と
は
別
個
の
訴
訟
終
了
効
を
も
つ
当
事
者
の
訴
訟
行
為
と
同
様
に
、
和
解
は
判
決
の
排
除
（
d
話
旨
ぎ
蒔
ぎ
磐
罐
）
と
い

義
態
も
つ
も
の
で
、
実
体
去
和
解
に
本
質
的
奎
体
的
紛
争
の
排
除
と
い
う
機
能
竃
た
な
晶
．
態
－
、
羅
き
．

　
彼
は
か
よ
う
に
説
い
て
、
訴
訟
上
の
和
解
が
と
に
か
く
純
私
法
行
為
で
は
な
く
少
な
く
と
も
訴
訟
的
性
質
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す

る
。　

二
　
た
し
か
に
私
法
行
為
説
を
も
つ
て
し
て
は
何
故
訴
訟
上
の
和
解
が
訴
訟
上
の
効
力
を
発
生
せ
し
め
う
る
の
か
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
．
私
は
訴
訟
上
の
効
果
が
そ
の
典
型
的
第
茨
的
効
果
虜
る
行
為
を
訴
訟
行
為
与
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
轟
羅
．
裟
董
轄



か
薫
．
簿
灘
羅
。
欝
灘
無
露
脚
騨
鰭
獣
デ
離
講
鴛
糧
簸
鱗
融
蜂
ボ
趨
謂
譲
る
婁
酔
島
．
．
議
．
。
言
揃
　
影
）
．

訴
訟
上
の
効
力
は
和
解
の
第
一
次
的
典
型
的
効
力
で
あ
る
と
す
る
点
は
お
そ
ら
く
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
和

解
が
純
然
た
る
私
法
行
為
で
あ
る
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
訴
訟
上
の
和
解
を
裁
判
所
の
面
前
で
な
さ
れ
る
私
法
上
の
和
解
と
裁
判

所
に
よ
る
確
認
行
為
か
ら
な
る
と
解
す
る
奄
ば
（
類
脚
撚
勤
蕪
鐡
竪
駐
）
、
か
か
る
私
法
行
為
説
に
対
す
る
批
判
を
か
わ
す
こ
と
が
で

き
る
．
け
だ
し
、
和
解
の
訴
訟
法
上
の
効
力
は
、
裁
判
所
に
よ
る
裁
判
所
の
面
前
で
な
さ
れ
た
実
体
法
上
の
和
解
の
確
認
行
為
か
ら
発
生
す
る
も

の
で
あ
つ
て
、
私
法
上
の
和
解
か
ら
発
生
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
．

　
ま
た
、
訴
訟
上
の
和
解
の
機
能
と
し
て
判
決
の
排
除
と
い
う
訴
訟
法
上
の
機
能
の
み
を
考
え
、
実
体
法
上
の
和
解
に
本
質
的
な
実
体
的
紛
争
の

排
除
機
能
を
否
定
す
る
点
に
も
賛
成
で
き
な
い
。
訴
訟
行
為
説
の
立
場
か
ら
は
訴
訟
上
の
和
解
が
実
体
的
紛
争
の
排
除
機
能
を
も
た
な
い
と
い
え

よ
う
が
、
訴
訟
行
為
説
を
理
由
づ
け
る
た
め
に
訴
訟
行
為
説
を
前
提
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
訴
訟
上
の
和
解
が
実
体
的
紛
争
排
除
の

機
能
を
も
た
な
い
こ
と
を
理
由
を
挙
げ
て
説
明
す
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
劇
霊
ヨ
温
言
巴
の
両
性
説
批
判

一
次
に
彼
は
訴
訟
上
の
和
解
が
二
重
機
能
的
訴
訟
行
為
で
あ
る
か
否
か
を
検
討
す
る
（
樋
罐
礪
詰
瑠
楚
腫
難
謝
懸
聞
誘
雛
鵜

灘
堕
簸
繍
蕪
肋
議
ピ
罐
蘇
篤
匙
禮
謡
磯
講
彦
．
す
な
わ
ち
、
訴
訟
上
の
和
解
の
董
機
能
的
性
質
は
、
訴
訟
終
了
効
が

概
念
必
然
的
に
実
体
法
上
有
効
な
和
解
を
前
提
と
す
る
場
合
、
換
言
す
れ
ぽ
判
決
排
除
機
能
と
実
体
法
上
の
和
解
の
実
体
的
紛
争
解
決
機
能
と

が
密
接
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
た
め
両
機
能
が
相
互
に
依
存
し
あ
う
場
合
に
の
み
存
す
る
．
し
か
し
、
訴
訟
終
了
効
が
訴
訟
上
の
和
解
の
唯
一
の

内
容
で
あ
り
う
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
訴
訟
上
の
和
解
の
訴
訟
的
側
面
と
実
体
的
側
面
と
を
完
全
に
分
離
す
る
こ
と
に
理
由
を
あ
た
え
る
。
か
か
る

抽
象
的
訴
訟
終
了
契
約
は
訴
訟
行
為
説
の
主
張
者
に
よ
り
適
法
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
誌
轄
碇
轟
嚢
景
話
躍
、
譲
鋤
．
露
酬
鷺
野

　
　
　
訴
訟
上
の
和
解
の
法
的
性
質
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
　
　
　
（
五
四
七
）



　
　
　
訴
訟
上
の
和
解
の
法
的
性
質
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
六
　
　
　
（
五
四
八
）

ギ
。
器
守
9
茎
の
」
お
の
ほ
か
、
Ω
3
密
、
の
葺
φ
器
シ
妻
①
一
誉
導
望
望
ゲ
司
§
吋
等
。
否
定
説
を
と
る
も
の
と
し
て
、
富
ぎ
導
P
U
臼
汐
δ
器
守
①
品
憲
。
げ
噛
ψ
お
導
紹
㎝
食

撃
①
凶
F
O
旨
昌
母
お
〕
ψ
ミ
o
o
“
の
8
凶
p
N
昭
廷
．
の
．
お
O
脚
卑
露
鑑
①
増
舞
ダ
＜
①
冨
ぎ
琶
ロ
需
β
一
旨
曽
≦
一
筍
§
鏑
oo
・
一
◎p
g
Q
◎
箆
零
げ
巨
箆
一
噛
琴
げ
＄
一
轟
9
＞
づ
幹
認
ミ
臣
h
㎝

騨
蝦
嗣
騒
．
寧
癬
鷺
測
裾
、
誤
．
駕
鋸
藷
肇
擢
顛
匙
聾
諸
。
隣
融
賄
暴
震
講
誰
誌
．
“
ω
隷
．
，
。
、
叩
）
．
た
と
え
ぽ
訴
訟
上

の
和
解
締
結
の
と
き
に
す
で
に
訴
訟
外
の
和
解
の
成
立
に
よ
り
実
体
的
紛
争
は
解
決
し
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
み
よ
う
。
当
事
者
間
の
実
体
的
法

律
状
態
は
も
は
や
争
い
え
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
訴
訟
上
の
和
解
が
実
体
法
上
の
和
解
と
同
様
当
該
法
律
関
係
に
影
響
を
あ
た
え
る
こ
と
は
で

き
な
い
（
鰐
警
幡
聡
謎
髪
顯
難
麹
嚢
灘
蕪
製
嬬
謬
壁
条
欝
，
髪
蜷
襲
罐
蕊
竪
鱗
鷺
鴇
麓
礪
妊
編
諺
縣
繧
）
．

す
で
に
成
立
し
た
訴
訟
外
の
和
解
の
更
新
（
国
醤
霧
彦
瞬
）
の
必
要
は
執
行
力
発
生
の
た
め
に
の
み
必
要
で
あ
つ
て
、
訴
訟
終
了
効
発
生
の
た
め
に

は
訴
訟
上
の
和
解
に
お
け
る
訴
訟
外
の
和
解
の
繰
返
し
（
ぎ
霞
．
量
）
は
必
覆
し
も
て
い
為
”
頭
－
、
㈱
．
諦
琶
．
こ
の
場
合
訴
訟
終
了
繧

訴
訟
上
の
和
解
の
唯
一
の
内
容
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
彼
に
よ
れ
ば
、
訴
訟
上
の
和
解
に
お
け
る
実
体
的
側
面
と
訴
訟
的
側
面
と
は
密
接
不
可

分
の
関
係
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
二
重
機
能
的
性
質
は
否
定
さ
れ
る
。

　
互
譲
は
訴
訟
上
の
和
解
に
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
互
譲
は
当
事
者
の
訴
訟
上
の
見
込
（
暮
邑
邑
。
＞
舅
喜
醇
）
に
関
し
て
存
す

る
。
当
事
老
が
一
致
し
た
意
思
表
示
に
基
き
法
的
紛
争
を
終
了
せ
し
め
う
る
と
い
う
こ
と
は
処
分
権
主
義
に
由
来
す
る
。
当
事
者
は
実
体
的
法
律

関
係
に
つ
い
て
処
分
権
を
も
た
な
い
た
と
え
ば
離
婚
訴
訟
の
ご
と
き
場
合
に
お
い
て
も
、
訴
訟
上
の
互
譲
に
よ
り
法
的
紛
争
を
終
了
さ
せ
る
可
能

性
を
も
つ
て
い
る
．
し
た
が
つ
て
、
離
婚
事
件
で
訴
及
び
反
訴
を
訴
訟
費
用
を
相
手
方
負
担
叢
下
げ
る
訴
訟
上
の
和
禦
許
さ
れ
る
（
堵
蝉
・
、
叫
，

ビ。
軌①岬

）
．

　
ま
た
訴
の
取
下
や
本
案
終
結
宣
言
の
ご
と
き
法
的
紛
争
終
結
手
段
が
別
に
あ
る
と
い
う
理
由
で
抽
象
的
訴
訟
終
了
契
約
た
る
和
解
の
必
要
性
を

否
定
し
え
な
い
。
け
だ
し
こ
れ
ら
の
訴
訟
行
為
に
あ
つ
て
は
訴
訟
上
の
和
解
に
お
け
る
同
様
完
全
な
範
囲
で
ー
本
案
に
関
し
て
と
同
様
費
用
に

つ
い
て
も
1
法
的
紛
争
を
終
了
せ
し
め
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
抽
象
的
訴
訟
終
了
契
約
否
定
の
根
拠
と
し
て
、
訴
訟
繰
返
し
の
危
険
は
理
由

が
な
い
．
こ
の
危
険
は
訴
の
雫
・
本
案
の
終
結
宴
・
・
の
場
合
に
も
伴
亀
の
だ
か
ら
で
あ
為
”
藷
．
畢
鉾
）
．



　
彼
は
さ
ら
に
以
下
の
ご
と
く
続
け
る
．
彼
が
訴
訟
上
の
和
解
に
お
い
て
訴
訟
的
機
能
を
実
体
的
機
能
か
ら
分
離
し
前
者
を
本
質
的
な
も
の
と

し
、
い
わ
ゆ
る
抽
象
的
訴
訟
終
了
契
約
た
る
和
解
を
論
証
す
る
出
発
点
は
、
当
事
者
間
に
既
に
訴
訟
外
に
私
法
上
の
和
解
が
成
立
し
て
い
る
と
い

う
よ
う
な
、
例
外
的
な
稀
に
の
み
生
ず
る
に
過
ぎ
な
い
場
合
で
あ
る
．
訴
訟
上
の
和
解
に
際
し
実
体
的
和
解
の
と
も
な
う
典
型
的
・
原
則
的
場
合

　
　
　
　
へ

を
出
発
点
と
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
考
慮
か
ら
、
訴
訟
上
の
和
解
が
二
重
性
格
を
も
つ
や
否
や
の
問
題
に
つ
い
て
決
め
手
と
な
る
の
は
抽
象
的
訴

訟
終
了
契
約
の
可
能
性
の
み
で
は
な
い
と
い
う
反
省
が
当
然
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
で
、
抽
象
的
訴
訟
終
了
契
約
た
る
和
解
は
実
は
訴
訟

上
の
和
解
に
関
す
る
規
定
の
類
推
さ
る
べ
き
特
殊
な
契
約
で
あ
る
と
す
る
異
議
が
抽
象
的
訴
訟
終
了
契
約
を
出
発
点
と
し
て
訴
訟
行
為
説
を
導
く

考
え
方
に
対
し
て
提
出
さ
れ
る
（
盤
癬
騨
灘
難
鮎
姥
寵
論
就
陀
猴
）
．
か
か
る
異
議
壕
昆
る
た
め
、
訴
訟
・
実
体
両
面
が
一
個
の

行
為
に
結
合
さ
れ
て
い
る
場
合
ξ
完
全
に
両
者
を
分
離
し
葛
か
否
か
を
検
討
す
る
必
蓬
迫
ら
れ
る
（
駄
．
鰭
．
叫
．
攣
鉾
）
．

　
そ
こ
で
彼
は
第
一
に
実
体
・
訴
訟
両
面
分
離
可
能
の
根
拠
と
し
て
両
面
の
意
思
の
方
向
の
相
違
を
指
摘
す
る
．
す
な
わ
ち
、
訴
訟
終
了
の
意
思

は
私
法
上
の
和
解
と
い
う
実
体
行
為
の
意
思
と
本
質
的
に
完
全
に
異
る
．
前
者
は
後
者
と
異
り
契
約
で
は
な
い
。
そ
の
形
式
が
合
同
行
為
で
あ
る

と
い
う
こ
と
は
裁
判
所
の
和
解
手
続
に
お
け
る
関
与
に
よ
り
よ
く
適
合
す
る
．
訴
訟
終
了
の
意
思
表
示
は
一
次
的
に
裁
判
所
に
対
す
る
も
の
で
あ

晶蓼

鰭
筑
麗
邑
．

　
第
二
に
、
和
解
に
お
け
る
実
体
・
訴
訟
両
側
面
の
分
離
可
能
性
は
両
面
の
果
す
機
能
に
お
い
て
明
ら
か
で
あ
る
。
両
側
面
は
二
重
性
質
論
者
の

主
張
す
る
よ
う
な
密
接
な
関
係
に
は
な
い
。
判
決
排
除
機
能
は
実
体
的
紛
争
解
決
を
前
提
と
し
な
い
。
訴
訟
上
の
和
解
は
機
能
的
に
み
れ
ば
判
決

の
代
用
物
で
は
な
い
。
判
決
の
場
合
権
利
付
与
（
書
穿
算
。
q
。
響
）
と
い
う
裁
判
官
の
機
能
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
当
事
者
は
訴
訟
上
の
和
解
の

締
結
に
よ
り
実
体
権
を
取
得
し
た
り
付
与
し
た
り
す
る
の
で
は
な
く
、
訴
の
提
起
に
よ
り
成
立
し
た
権
利
取
得
権
利
付
与
の
緊
張
関
係
を
止
め
、

係
属
中
の
法
的
紛
争
に
つ
き
裁
判
所
の
権
利
付
与
行
為
を
放
棄
す
る
も
の
で
あ
る
．
和
解
に
既
判
力
が
な
い
か
ら
和
解
は
判
決
代
用
物
た
り
え
な

い
の
で
あ
る
（
ω
鱒
β
鰻
餌
m
謡
一
）
．
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五
八
　
　
　
（
五
五
〇
）

　
次
に
彼
は
、
個
々
の
問
題
の
実
際
上
の
取
扱
に
際
し
て
も
訴
訟
法
説
が
両
性
説
よ
り
訴
訟
状
態
の
明
確
性
の
要
求
に
よ
り
よ
く
こ
た
え
ら
れ
る

こ
と
を
、
若
干
の
重
要
な
例
を
挙
げ
て
解
説
す
る
．

　
彼
が
第
一
に
挙
げ
る
問
題
は
、
和
解
と
条
件
の
問
題
で
あ
る
。
彼
は
い
う
（
剛
．
鰭
．
噸
岨
ゆ
恥
）
。
手
続
形
成
行
為
と
し
て
の
本
案
終
結
宣
言
・
訴

の
取
下
が
条
件
・
期
限
に
な
じ
ま
な
い
と
同
様
、
訴
訟
終
了
効
が
間
題
で
あ
る
以
上
訴
訟
上
の
和
解
に
条
件
・
期
限
を
付
し
え
な
い
．
も
ち
ろ
ん

実
体
法
が
許
す
限
り
訴
訟
上
の
和
解
と
同
時
に
締
結
さ
れ
る
実
体
法
上
の
和
解
に
条
件
・
期
限
を
付
す
る
こ
と
は
で
き
る
．
法
的
紛
争
が
終
了
し

た
か
否
か
が
明
確
で
あ
る
こ
と
が
司
法
の
利
益
に
適
う
。
仮
り
に
通
説
に
従
い
訴
訟
上
の
和
解
に
つ
き
訴
訟
終
了
効
に
関
し
条
件
・
期
限
を
付
し

う
る
と
す
る
な
ら
ば
、
訴
訟
の
終
了
・
係
属
の
判
断
が
訴
訟
外
の
裁
判
所
に
直
接
に
は
認
識
し
え
な
い
事
実
に
依
存
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る

か
ら
許
さ
れ
な
い
．
和
解
の
効
力
を
同
時
に
締
結
さ
れ
る
実
体
的
和
解
の
効
力
に
依
存
せ
し
め
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
こ
れ
ら
の
場
合
い
ず
れ
も

訴
訟
状
態
の
明
確
性
は
危
く
な
る
か
ら
で
あ
る
．
ま
た
、
訴
・
上
訴
の
取
下
の
よ
う
に
条
件
に
な
じ
ま
な
い
訴
訟
行
為
が
訴
訟
上
の
和
解
に
取
入

れ
ら
れ
る
と
条
件
に
な
じ
む
よ
う
に
な
る
と
す
る
見
解
も
正
当
で
は
な
い
．
和
解
を
法
的
に
は
一
つ
の
事
件
（
＜
。
夷
導
碕
）
と
み
る
両
性
説
の
み
が

訴
訟
状
態
の
明
確
性
の
要
求
に
矛
盾
す
る
帰
結
に
導
く
．

第
走
訴
訟
上
の
和
解
の
訴
訟
的
側
面
の
独
立
性
を
認
め
る
毯
ば
、
意
思
表
示
の
羅
に
つ
き
存
す
る
問
題
の
解
決
が
容
易
髪
る
（
雛
葬

窪
。
。
怖
一
）
．
意
思
表
示
の
羅
が
実
体
法
に
関
す
る
場
合
和
解
の
実
体
的
効
果
が
排
除
さ
れ
、
和
解
の
実
体
的
無
効
箭
訴
又
は
請
求
異
議
訴
訟

で
主
張
さ
れ
る
。
こ
れ
に
反
し
訴
訟
終
了
効
は
訴
訟
上
の
理
由
か
ら
の
み
排
除
さ
れ
る
．
意
思
表
示
の
椴
疵
に
基
く
訴
訟
上
の
和
解
の
取
消
は
訴

訟
状
態
の
明
確
性
と
い
う
要
求
と
矛
盾
す
る
の
で
許
さ
れ
な
い
。
そ
れ
は
そ
の
訴
訟
行
為
で
あ
る
こ
と
に
争
い
の
な
い
他
の
訴
訟
終
了
行
為
に
お

け
る
と
全
く
同
様
で
あ
る
．
つ
ま
り
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
判
決
と
同
じ
く
、
訴
訟
上
の
環
疵
に
つ
い
て
は
旧
訴
を
続
行
し
判
断
し
、
実
体
的
堰
疵

に
つ
い
て
は
別
訴
で
異
議
を
主
張
す
る
こ
と
髪
る
（
茜
簸
翻
竸
辮
罷
酬
蕪
蝋
じ
鴫
論
）
．

以
上
の
ご
と
く
説
い
て
纏
両
性
説
を
否
定
し
訴
訟
行
為
説
を
肯
定
す
る
（
潔
．
鑑
蟹
箭
建
覗
議
押
訓
鞭
禰
臨
踊
髄
酷
醍
喚
髪
護



露．

⑳
ω
鍔
陸
．
矯
鑓
。
羅
聖
膳
醸
露
露
墾
軍
．
鵠
ゆ
．
¢
．
熱
撃
）
．

　
二
　
し
か
し
て
一
W
窪
目
鮫
母
琶
の
両
性
説
批
判
に
は
多
く
の
点
で
疑
問
を
い
だ
か
ざ
る
を
得
な
い
．

　
ま
ず
第
一
に
抽
象
的
訴
訟
終
了
契
約
と
し
て
の
和
解
と
い
う
も
の
を
考
え
る
こ
と
が
で
ぎ
る
で
あ
ろ
う
か
．
訴
訟
上
の
和
解
に
互
譲
が
必
要
で

あ
る
与
る
点
で
、
署
曇
量
の
主
霧
正
当
墓
る
（
狙
譲
罫
麟
諺
馳
嘉
劉
瀦
鮎
鱗
態
晴
）
．
し
か
し
互
譲
が
双
方
と
も
当

事
者
の
訴
訟
上
の
見
込
に
お
い
て
存
す
れ
ば
よ
い
与
る
彼
の
見
蟹
餐
盛
窪
い
（
類
最
鵬
稀
）
．
訴
訟
上
の
和
解
に
お
け
る
互
譲
は
少

な
く
と
も
そ
の
芳
が
訴
訟
物
歯
し
て
い
存
詮
奮
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
（
類
か
魏
繍
）
．
劇
§
讐
琶
は
訴
訟
外
で
私
法
上
の

和
解
が
成
立
し
た
後
訴
訟
上
の
和
解
が
締
結
さ
れ
た
場
合
の
ほ
か
、
当
事
者
が
訴
訟
追
行
に
倦
ん
だ
が
実
体
的
法
律
関
係
に
つ
い
て
は
合
意
し
な

い
場
合
と
か
紛
争
を
仲
裁
裁
判
所
に
移
さ
ん
と
す
る
場
合
な
ど
を
抽
象
的
訴
訟
終
了
契
約
の
認
め
ら
れ
る
場
合
と
し
て
挙
げ
て
い
る
（
町
鎚
、
鯨
典
餌
鰭
．

選
．
い
ず
れ
の
場
合
轟
訟
惣
関
す
る
譲
歩
が
な
丸
馨
・
す
殺
訴
訟
物
5
い
て
の
紛
争
の
実
体
的
解
婆
欠
く
が
ゆ
逢
訴
訟
上
の

和
解
と
は
い
え
な
い
．
け
だ
し
訴
訟
上
の
和
解
は
訴
訟
終
了
の
手
段
で
は
な
く
、
自
主
的
な
実
体
的
紛
争
解
決
手
段
だ
か
ら
で
あ
る
．
民
訴
法
二

〇
三
条
が
「
確
定
判
決
ト
同
一
ノ
効
力
」
と
い
つ
て
い
る
の
は
、
そ
の
効
力
の
範
囲
の
問
題
は
別
に
し
て
、
和
解
に
よ
り
実
体
的
紛
争
が
解
決
さ

れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
も
の
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
．
既
判
力
は
別
に
し
て
も
執
行
力
も
な
い
単
に
訴
訟
終
了
効
の
み
存
す
る
抽
象
的

訴
訟
終
了
契
約
に
あ
つ
て
は
法
的
紛
争
が
解
決
さ
れ
た
と
は
い
い
え
な
い
か
ら
（
概
圃
切
赫
蒋
凱
徽
酔
捷
β
幡
醐
飴
喫
琳
納
嘲
挿
際
灘
轍
拠
動
歌
駐
喉
蜘
茄
飢

鯵
）
、
こ
れ
を
訴
訟
上
の
和
蟹
い
う
こ
と
婆
婁
い
と
菱
る
．
む
し
ろ
図
き
薯
験
の
主
張
す
る
よ
う
に
、
か
か
る
抽
象
的
訴
訟
終
了
契

約
の
必
要
性
を
否
定
で
き
な
い
以
上
は
、
こ
れ
を
和
解
に
関
す
る
規
定
の
類
推
適
用
さ
る
べ
き
和
解
と
は
別
個
の
和
解
に
準
ず
る
訴
訟
契
約
と
み

る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
も
ち
ろ
ん
私
は
訴
取
下
や
訴
訟
上
の
和
解
と
い
う
訴
訟
終
結
手
段
が
別
に
存
す
る
と
い
う
理
由
で
抽
象
的
訴
訟
終
了
契
約
の
必
要
性
を
否
定
す

る
も
の
で
は
な
い
．
け
だ
し
、
訴
訟
上
の
和
解
と
の
関
係
で
い
え
ば
抽
象
的
訴
訟
終
了
契
約
は
実
体
的
紛
争
解
決
を
伴
わ
な
い
か
ら
前
者
と
区
別
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一
）
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六
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（
五
五
二
）

し
て
認
め
る
意
味
が
あ
る
で
あ
ろ
う
し
、
訴
の
取
下
と
の
関
係
で
い
え
ば
抽
象
的
訴
訟
終
了
契
約
は
訴
訟
費
用
の
分
担
・
再
訴
の
禁
止
の
有
無
と

い
う
点
で
前
者
と
異
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
訴
訟
費
用
に
関
し
取
下
の
場
合
は
民
訴
法
一
〇
四
条
が
適
用
さ
れ
、
抽
象
的
訴
訟
終
了
契
約

た
る
和
解
の
場
合
は
同
九
七
条
・
一
〇
三
条
が
適
用
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
訴
の
取
下
は
民
訴
法
二
三
七
条
1
・
H
項
の
効
果
を
伴
う
が
、

こ
れ
に
反
し
抽
象
的
訴
訟
終
了
契
約
た
る
和
解
は
か
か
る
効
果
を
伴
わ
な
い
と
い
う
違
い
も
あ
る
。
か
く
し
て
私
は
訴
の
取
下
や
訴
訟
上
の
和
解

の
ほ
か
抽
象
的
訴
訟
終
了
契
約
を
認
め
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
（
謂
継
雛
餌
鍵
黙
観
繍
難
欝
鵯
灘
鍵
鶴
ゼ
誘
響
和
醸

な
い
と
い
う
。
否
定
説
を
と
る
も
の
と
し
て
、
ピ
魯
旨
導
P
零
。
冨
守
①
韻
匡
豊
O
Q
多
質
思
…
憩
訂
日
●
薯
彗
母
易
oρ
嵩
o
。
“
ω
琶
P
N
N
℃
自
｝
¢
お
9
留
註
①
号
§
鉱
き

＜
①
冨
ぎ
富
霊
ロ
鴨
7
の
」
o
o
o
o
嚇
9
一
“
8
ぴ
ヨ
竃
ダ
穿
げ
宏
ポ
磯
9
＞
昌
ヨ
邸
島
刈
9
民
留
剛
9
a
o
o
の
ほ
か
　
民
餌
匡
零
●
崔
総
魯
①
琶
．
い
8
げ
汐
o
q
霞
9
曾
警
賢
g
P
登
切
8
ざ
吋
．
問
二
〇
ざ
、
》

oQ

ざ
鴨
詳
な
ど
。
肯
定
説
を
と
る
も
の
と
し
て
、
国
o
一
罫
茜
o
Q
蓋
8
タ
ト
ψ
9
9
国
巴
一
＆
堕
ギ
o
器
孚
導
亀
琶
騨
ψ
o
。
ご
2
霊
器
周
・
零
一
養
霞
9
年
ロ
注
ギ
o
器
守
9
算
・
¢
一
鈷

の
ほ
か
、
毎
o
豊
の
呂
一
冨
ざ
霜
①
崔
ヨ
導
ダ
塑
プ
零
胃
器
周
な
ど
。
我
国
で
か
か
る
合
意
を
訴
訟
上
の
和
解
の
一
種
と
み
る
も
の
と
し
て
三
ケ
月
・
民
事
訴
訟
法
（
全
集
）
四
四
二

預
観
繋
眠
譲
判
騒
霧
鰐
の
の
謬
嘉
響
離
篤
仁
軸
轟
聾
創
翫
羨
鷲
励
繋
灘
藩
暴
）
．

’
第
二
に
、
実
体
法
上
の
和
解
は
当
事
者
間
の
契
約
で
あ
る
に
反
し
訴
訟
上
の
和
解
は
両
当
事
者
の
裁
判
所
に
対
す
る
合
同
行
為
で
あ
る
と
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ

点
も
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
一
方
で
訴
訟
終
了
契
約
（
ギ
。
邑
痘
且
誓
β
竃
①
葺
邑
と
い
い
な
が
ら
他
方
で
和
解
を
合
同
行
為
と
規
定
す
る

こ
と
も
一
貫
し
な
い
．
こ
の
点
は
別
に
し
て
．
訴
訟
上
の
和
解
が
訴
訟
行
為
で
あ
る
と
し
て
も
こ
れ
を
契
約
と
解
す
る
余
地
の
あ
る
以
上
契
約
に

あ
ら
ず
し
て
合
同
行
為
た
る
こ
と
を
論
証
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ω
き
ヨ
鮫
警
邑
は
こ
の
点
の
論
証
を
し
て
い
な
い
。
こ
の
点

を
論
証
す
る
こ
と
な
く
、
換
言
す
れ
ば
和
解
に
含
ま
れ
る
訴
訟
行
為
が
合
同
行
為
で
あ
る
こ
と
を
当
然
の
前
提
と
す
る
立
論
に
は
に
わ
か
に
賛
成

し
が
た
い
。

　
さ
ら
に
私
見
に
よ
れ
ぽ
、
訴
訟
上
の
和
解
は
既
述
の
ご
と
く
裁
判
所
の
面
前
で
な
さ
れ
る
私
法
上
の
和
解
と
裁
判
所
に
よ
る
そ
の
確
認
行
為
と

か
ら
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
見
解
に
よ
る
と
、
訴
訟
上
の
和
解
に
お
け
る
実
体
行
為
た
る
側
面
を
考
え
る
と
そ
も
そ
も
当
事
者
の
行
為
と
し
て

訴
訟
行
為
た
る
側
面
を
考
え
る
必
要
は
存
し
な
い
と
考
え
る
．
な
お
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
る
．

　
第
三
に
、
和
解
に
お
け
る
実
体
的
・
訴
訟
的
側
面
の
分
離
を
機
能
面
か
ら
論
証
す
る
こ
と
に
も
間
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
．
実
体
的
紛
争
解
決



機
能
を
欠
き
単
に
判
決
排
除
機
能
の
み
を
も
つ
に
す
ぎ
な
い
行
為
を
我
々
は
和
解
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ

た
．
ま
た
和
解
に
既
判
力
が
あ
る
か
否
か
は
問
題
で
あ
る
が
、
既
判
力
が
な
い
に
し
て
も
そ
の
こ
と
か
ら
直
ち
に
和
解
に
実
体
的
紛
争
解
決
機
能

は
否
定
さ
る
べ
ぎ
で
は
な
い
と
考
え
る
。
和
解
の
内
容
と
し
て
既
述
の
ご
と
く
訴
訟
物
に
関
す
る
譲
歩
が
含
ま
れ
る
べ
ぎ
で
あ
る
が
、
譲
歩
の
結

果
が
既
判
力
を
も
つ
て
確
定
さ
れ
な
い
ま
で
も
訴
訟
物
に
関
す
る
譲
歩
は
実
体
的
紛
争
を
解
決
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
第
四
に
、
両
性
説
否
定
・
訴
訟
行
為
説
肯
定
の
具
体
的
論
証
と
し
て
挙
げ
る
条
件
及
び
期
限
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
国
聾
唐
豊
詳
①
一
の
主
張
に

は
必
ず
し
も
賛
成
で
き
な
い
．

訴
訟
上
の
和
蟹
条
件
髪
じ
む
か
否
か
問
題
で
あ
る
．
私
箏
芝
別
稿
で
こ
の
点
髄
し
墓
説
の
妥
当
性
を
説
い
た
（
編
劉
罐
訪

誌
三
七
巻
二
号
一
六
頁
以
下
参
照
．
停
止
条
件
・
解
除
条
件
い
ず
れ
も
可
と
す
る
全
面
的
肯
定
説
・
い
ず
れ
も
不
可
と
す
る
全
面
的
否
定
説
・
停
止
条
件
の
み
を
認
め
る

説
・
解
除
条
件
の
み
を
認
め
る
説
な
ど
が
対
立
し
、
全
面
的
肯
定
説
が
通
説
で
あ
る
．
全
面
的
肯
定
説
を
と
る
見
解
と
し
て
、
国
馨
ロ
冨
茜
）
勲
鉾
ρ
oo
。
8
9
び
魯
目
弩
β
甲

壁
．
ψ
略
。
・
闘
器
藷
髄
購
擁
。
蜘
薦
・
罷
輩
誰
9
鰭
轟
㍗
轟
α
羅
Φ
誌
。
離
，
蕪
鋸
硲
）
．
し
た
が
つ
て
、
訴
訟
上
の
和
解
が
条
件
に

親
し
ま
な
い
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
こ
れ
を
最
も
良
く
説
明
し
う
る
の
は
和
解
の
法
的
性
質
論
と
し
て
の
両
性
説
に
非
ず
し
て
訴
訟
行
為
説
な

り
、
と
主
張
す
る
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
そ
の
前
提
に
問
題
が
あ
る
以
上
疑
問
で
あ
る
。

　
第
五
に
、
両
性
説
否
定
・
訴
訟
行
為
説
肯
定
の
具
体
的
論
証
と
し
て
挙
げ
る
訴
訟
上
の
和
解
に
お
け
る
意
思
表
示
の
穀
疵
の
問
題
に
つ
い
て

も
、
閃
建
唐
鮫
母
琶
の
主
張
に
は
必
ず
し
も
賛
成
で
き
な
い
。
仮
り
に
両
性
説
を
と
り
、
実
体
的
和
解
の
蝦
疵
が
訴
訟
上
の
効
果
に
影
響
を
及
ぼ

す
こ
と
を
認
め
る
に
し
て
も
、
そ
の
主
張
を
旧
訴
を
続
行
し
て
そ
の
過
程
で
さ
せ
る
か
あ
る
い
は
別
訴
で
さ
せ
る
か
は
、
実
体
的
和
解
の
椴
疵

を
め
ぐ
る
紛
争
に
独
立
讐
認
め
る
か
否
か
髪
る
問
題
で
あ
る
（
窟
禦
魏
翻
五
夢
薪
櫛
簗
臨
蟄
．
換
言
す
設
、
和
解
の
実
体

的
鍛
疵
の
主
張
を
別
訴
に
よ
ら
せ
る
か
否
か
は
和
解
の
性
質
論
か
ら
決
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
合
目
的
性
の
要
素
が
そ
の
決
定
に

大
き
な
役
割
を
果
す
も
の
恵
わ
れ
る
（
湿
豊
劃
雑
盟
題
輪
莇
論
講
謬
礎
講
蟻
せ
穐
馳
欝
灘
匙
装
ヤ
説
竈
凱
翫
鶉
朧

嶺
舘
癬
瀞
碍
罐
で
篇
要
）
．
和
解
の
法
的
性
質
論
と
し
て
の
訴
訟
行
為
説
の
論
理
上
必
然
的
な
帰
結
と
し
て
和
解
裟
疵
の
主
張
方
法
が

　
　
　
訴
訟
上
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解
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法
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性
質
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一
　
　
　
（
五
五
三
）



　
　
　
訴
訟
上
の
和
解
の
法
的
性
質
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
二
　
　
　
（
五
五
四
）

規
定
さ
れ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
以
上
、
田
豊
目
魅
語
一
が
和
解
の
毅
疵
の
主
張
方
法
を
訴
訟
行
為
説
の
根
拠
と
し
て
主
張
す
る
点
に
は
賛
成
し

が
た
い
（
糠
酷
罐
機
鰐
の
の
翻
巽
黎
蟹
眩
詰
麹
雛
輪
罐
ほ
影
難
聾
窃
矯
モ
礪
誘
禦
鵡
畿
）
．

　
三
　
し
か
ら
ぽ
両
性
説
は
い
か
な
る
点
で
批
判
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
．

　
訴
訟
内
で
実
体
的
和
解
が
締
結
さ
れ
た
場
合
訴
訟
上
の
請
求
そ
れ
自
体
は
形
式
的
に
は
紛
争
を
前
提
と
し
て
成
立
・
存
続
し
な
が
ら
、
右
紛
争

が
他
方
で
右
和
解
に
よ
り
消
滅
し
た
こ
と
は
裁
判
所
に
も
顕
著
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
紛
争
の
存
在
を
前
提
と
し
た
請
求
を
維
持
す
る
こ
と
自
体

禁
反
言
の
原
則
に
反
し
許
さ
れ
な
い
と
で
も
い
お
う
か
．
換
言
す
れ
ば
か
か
る
場
合
実
質
的
に
は
実
体
法
上
の
和
解
を
訴
訟
手
続
上
裁
判
所
の
面

前
で
そ
の
関
与
の
も
と
に
締
結
し
た
こ
と
か
ら
、
す
な
わ
ち
実
体
的
和
解
の
成
立
が
裁
判
所
に
常
に
顕
著
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
右
和
解
の
反
射
的

効
果
と
し
て
従
来
の
紛
争
の
存
在
を
前
提
と
す
る
請
求
が
紛
争
を
欠
く
請
求
に
転
化
す
る
と
考
え
ら
れ
る
．
請
求
が
紛
争
の
存
在
を
前
提
と
す
る

こ
と
は
訴
訟
要
件
で
あ
り
、
そ
の
存
否
は
職
権
調
査
事
項
で
あ
る
か
ら
、
訴
訟
内
で
実
体
的
和
解
が
成
立
し
て
そ
の
た
め
請
求
が
紛
争
を
前
提
と

す
る
も
の
か
ら
し
な
い
も
の
へ
と
転
化
し
て
い
る
か
否
か
を
裁
判
所
は
職
権
で
顧
慮
で
き
る
．
こ
の
場
合
当
事
者
に
よ
る
訴
訟
内
で
成
立
し
た
実

体
的
和
解
の
顕
出
行
為
（
遜
は
不
要
で
あ
る
．
と
こ
ろ
芸
来
な
詮
請
求
が
そ
の
前
提
も
て
法
的
紛
争
を
欠
く
訴
訟
は
訴
訟
要
件
を
欠
く

か
ら
不
適
法
な
も
の
と
し
て
却
下
さ
れ
る
こ
た
な
る
（
翻
四
難
四
羅
、
一
）
．
し
か
し
和
解
の
場
合
そ
も
そ
も
紛
争
が
存
在
し
な
い
の
で
は
な

く
、
自
主
的
紛
争
解
決
が
公
権
的
解
決
に
か
わ
り
な
さ
れ
、
そ
の
結
果
紛
争
が
消
滅
し
た
こ
と
を
裁
判
所
が
確
認
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
自

主
的
解
決
を
公
証
し
、
こ
れ
罐
定
判
決
と
厘
の
効
果
（
謡
罐
難
舗
纏
で
含
む
）
塞
た
え
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
．
皇
的
解
決
以

前
に
存
在
し
た
あ
る
い
は
存
在
す
る
と
さ
れ
た
紛
争
が
公
権
的
解
決
に
か
わ
る
自
主
的
解
決
に
よ
り
解
決
さ
れ
消
滅
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
訴

を
却
下
す
る
必
要
が
存
し
な
い
。
ま
た
却
下
を
し
て
し
ま
え
ば
和
解
に
実
は
蝦
疵
が
あ
る
場
合
旧
訴
の
続
行
が
不
可
能
に
な
る
と
い
う
不
都
合
も

あ
る
（
報
譲
錫
呵
顯
榊
羅
難
黎
醐
彫
難
魏
訪
鰐
撃
巴
儲
否
講
議
襲
勤
叢
悔
謙
）
．
か
く
し
て
訴
訟
手
続
内
で
裁
判

所
の
面
前
に
お
い
て
実
体
的
和
解
が
締
結
さ
れ
れ
ば
、
当
事
者
に
よ
る
そ
の
顕
出
行
為
を
必
要
と
す
る
こ
と
な
く
、
あ
る
い
は
訴
訟
終
了
契
約
乃



至
訴
訟
終
了
の
合
同
行
為
な
ど
の
当
事
者
の
訴
訟
行
為
を
必
要
と
す
る
こ
と
な
く
、
裁
判
所
が
そ
の
存
在
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
、
訴
訟
上
の

和
解
が
成
立
す
る
。
か
く
し
て
私
は
訴
訟
上
の
和
解
に
当
事
者
の
訴
訟
行
為
た
る
側
面
を
考
え
る
こ
と
は
不
要
で
あ
る
と
考
え
る
．
こ
の
点
で
両

性
説
に
賛
成
で
き
な
い
の
で
あ
る
．

　
こ
れ
に
反
し
て
実
体
法
上
の
和
解
が
訴
訟
外
で
成
立
し
た
場
合
は
た
ま
た
ま
そ
れ
が
裁
判
所
に
顕
著
で
あ
る
か
否
か
に
よ
り
訴
訟
内
の
実
体
的

和
解
の
よ
う
に
訴
訟
上
の
請
求
に
影
響
を
あ
た
え
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
．
裁
判
所
に
そ
れ
が
顕
著
で
あ
つ
て
も
、
当
事
者
は
訴
訟
外
で
訴
訟
と

は
一
応
別
に
実
体
的
和
解
を
成
立
せ
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
．
し
た
が
つ
て
請
求
も
訴
訟
外
で
の
実
体
的
和
解
成
立
前
と
何
等
変
化

す
る
も
の
で
は
な
く
依
然
と
し
て
紛
争
の
存
在
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
．
か
く
し
て
こ
の
場
合
は
当
事
者
の
選
択
に
よ
り
訴
の
取
下
・
抽
象

的
訴
訟
終
了
契
約
・
訴
訟
外
の
実
体
的
和
解
の
訴
訟
物
に
関
す
る
部
分
に
し
た
が
つ
た
本
案
判
決
な
ど
に
よ
つ
て
訴
訟
は
終
了
す
る
こ
と
に
な

る
。

三
　
併
存
説
に
つ
い
て

　
噛
　
併
存
説
は
訴
訟
上
の
和
解
中
に
訴
訟
行
為
と
実
体
行
為
と
い
う
二
個
の
行
為
が
含
ま
れ
る
も
の
と
解
す
る
。
併
存
説
を
と
る
者
の
間
で
も

そ
の
説
く
と
こ
ろ
は
必
ず
し
至
致
し
な
い
（
樋
誰
樋
、
講
翫
噂
講
臆
働
か
の
麓
懸
凱
塗
麓
論
飾
鮒
酵
囎
軽
嘉
郵
．
罪
恥

一
一
〇Q
。
爵
①
h
β
注
写
o
器
穿
普
臼
琶
壁
ψ
o
。
一
募
o。
G

o
は
以
下
の
ご
と
く
説
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
訴
訟
上
の
和
解
は
そ
の
規
律
が
訴
訟
法
に
の
み
よ
る
抽
象

的
訴
訟
終
了
契
約
で
あ
り
、
こ
の
抽
象
的
訴
訟
終
了
契
約
と
そ
の
規
律
が
実
体
法
に
の
み
よ
る
実
体
的
法
律
行
為
と
1
必
ず
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
ー
結
合
せ
ら
れ
る

雍
継
鶉
親
ガ
籍
肘
鍛
講
峡
錨
諏
鰭
鶴
紘
綿
蒲
罐
幣
）
．
た
と
え
ば
、
穿
一
藝
は
、
訴
訟
上
の
和
蟹
原
告
に
よ
る
攻
撃
請
求

権
（
＞
畳
蜜
琶
）
の
放
棄
・
被
止
・
に
よ
る
防
禦
請
求
権
（
奪
憂
馨
暑
琶
の
肇
行
為
と
（
蠕
雑
繰
錨
罷
謝
麩
、
当
事
者
間

の
実
体
法
上
の
契
約
と
か
ら
な
る
、
与
る
（
爵
．
％
．
襲
騒
．
犠
．
げ
賄
．
講
、
鐸
螺
チ
輩
．
岬
．
鑓
講
蜜
．
、
．
．
）
．
ま
た
蚤
§
は
、
訴

訟
上
の
和
解
を
実
体
法
的
訴
訟
上
の
和
解
契
約
（
晋
昌
屋
§
菖
§
琶
喜
雪
汐
§
辱
①
邑
書
駐
毒
富
・
q
）
と
訴
訟
行
為
と
し
て
の
そ
の
表
示
行
為
（
巴
，
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§
＜
畳
ぎ
馨
5
雰
蟹
、
両
者
が
同
箆
併
存
し
う
る
と
説
く
（
舞
盛
轟
㌧
⑳
隅
．
鰻
．
㎎
．
諾
韻
．
㌔
護
亜
騰
、
．
．
ド
）
．
い
ず
れ

に
せ
よ
併
存
説
は
ド
イ
ッ
並
び
に
我
国
に
お
い
て
現
在
殆
ん
ど
主
張
さ
れ
て
い
な
い
（
濃
巻
健
灘
姦
濯
隈
転
碗
事
．

　
二
　
併
存
説
に
対
し
て
は
、
経
験
的
に
一
個
の
事
実
の
う
ち
に
私
法
行
為
と
訴
訟
行
為
の
両
者
が
併
存
す
る
と
解
す
る
こ
と
は
経
験
的
事
実
に

反
し
是
認
し
難
い
と
の
批
判
が
警
れ
て
い
る
（
館
瑛
一
重
．
経
験
的
に
一
個
の
行
為
の
嘉
翫
念
的
に
二
個
の
行
為
を
区
別
す
る
こ
と
は
可

能
で
あ
る
か
ら
経
験
的
事
実
に
反
す
る
と
い
う
批
判
は
あ
た
ら
な
い
．
む
し
ろ
併
存
説
は
、
既
判
力
に
関
す
る
初
期
の
訴
訟
法
説
に
み
ら
れ
る
よ

う
な
、
実
体
法
と
訴
訟
法
と
を
完
全
に
分
断
し
よ
う
と
す
る
素
朴
な
二
元
観
に
基
づ
い
た
理
論
で
あ
る
点
に
致
命
的
な
欠
陥
を
も
つ
よ
う
に
思
わ

れ
る
．

　
な
お
両
性
説
批
判
に
お
い
て
述
ぺ
た
ご
と
く
．
私
は
訴
訟
上
の
和
解
に
お
け
る
当
事
者
の
行
為
と
し
て
は
訴
訟
内
で
成
立
す
る
実
体
的
和
解
を

考
え
れ
ば
足
り
当
事
者
の
訴
訟
行
為
の
存
在
の
必
要
性
は
な
い
と
考
え
る
か
ら
．
こ
の
意
味
で
も
併
存
説
に
は
賛
成
で
き
な
い
。

四
　
訴
訟
行
為
説
に
つ
い
て

　
一
　
訴
訟
行
為
説
に
立
つ
て
、
和
解
を
判
決
の
代
用
と
み
て
こ
れ
に
既
判
力
を
認
め
る
見
解
を
と
る
か
、
あ
る
い
は
既
判
力
を
否
定
す
る
見
解

を
と
る
か
の
間
題
は
暫
く
お
く
と
し
よ
う
（
耀
陶
謁
働
聾
数
媛
則
鵡
、
）
．
既
述
の
ご
と
く
和
蟹
実
体
的
紛
争
の
自
主
的
解
決
手
段
で

あ
る
以
上
、
い
ず
れ
の
見
解
を
と
る
に
せ
よ
、
訴
訟
上
の
和
解
に
よ
つ
て
当
事
者
間
に
そ
の
内
容
で
あ
る
実
体
的
行
為
規
範
が
定
立
さ
れ
た
こ
と

に
な
る
．
そ
こ
で
、
和
解
を
純
然
た
る
訴
訟
行
為
と
解
す
る
な
ら
ば
、
訴
訟
行
為
の
み
で
、
換
言
す
れ
ば
実
体
的
行
為
規
範
を
形
成
す
る
行
為
す

な
わ
ち
実
体
法
上
の
行
為
が
な
く
し
て
何
故
に
実
体
的
行
為
規
範
が
形
成
せ
ら
れ
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
問
が
当
然
訴
訟
行
為
説
に
対

し
て
提
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
．

　
確
認
・
給
付
判
決
に
あ
つ
て
は
既
存
の
実
体
的
行
為
規
範
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
判
決
の
内
容
そ
れ
自
体
が
行
為
規
範
に
な
り
う
る



の
は
当
然
で
あ
る
．
形
成
判
決
に
つ
い
て
み
て
も
、
形
成
判
決
に
よ
つ
て
実
体
的
行
為
規
範
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
を
実
体
法
そ
れ
自
体
が
承
認
し

て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
実
体
的
行
為
規
範
形
成
の
根
拠
は
実
体
法
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
．
し
か
る
に
和
解
に
あ
つ
て
は
、
訴
訟
行
為
説
を
と

る
と
、
訴
訟
行
為
た
る
和
解
と
実
体
行
為
規
範
の
形
成
と
の
間
に
か
か
る
関
係
が
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
、
何
故
和
解
に
よ
つ
て
行
為
規
範
た
る
実

体
的
法
律
関
係
が
形
成
さ
れ
る
の
か
を
充
分
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
二
　
も
つ
と
も
か
か
る
批
判
に
対
し
て
は
、
訴
訟
行
為
説
の
側
か
ら
二
、
三
の
反
論
が
な
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
予
想
さ
れ
る
反
論
の
第
一
は
こ
う
で
あ
る
．
実
体
法
は
第
一
次
的
に
は
行
為
規
範
で
な
く
裁
判
規
範
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
給
付
・
確
認
判
決

も
訴
訟
外
に
客
観
的
に
存
在
す
る
行
為
規
範
た
る
実
体
的
法
律
関
係
を
確
認
す
る
も
の
で
は
な
く
、
判
決
に
よ
つ
て
始
め
て
実
体
的
法
律
関
係
が

具
体
的
実
在
と
な
り
（
囑
赫
魑
畿
寵
妻
罐
槻
轄
離
講
麗
磯
灘
）
、
そ
れ
以
前
に
存
在
す
る
と
い
わ
れ
る
実
体
的
法
律
関
係
は
実
は

そ
の
仮
象
に
す
ぎ
な
い
．
し
か
も
訴
訟
去
和
蟹
訴
訟
行
為
も
て
確
定
判
窪
代
る
も
の
で
あ
る
か
ら
（
懸
塊
講
箏
論
融
論
舗
駝

藩
期
破
雛
笹
）
、
和
解
に
よ
り
実
体
的
法
律
行
為
な
し
に
実
体
的
行
為
規
範
が
成
立
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
、
与
る
主
張
で
あ
る
．

　
予
想
さ
れ
る
反
論
の
第
二
は
こ
う
で
あ
る
．
民
訴
法
二
〇
三
条
は
「
和
解
…
…
ヲ
調
書
二
記
載
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
記
載
ハ
確
定
判
決
ト
同
一

ノ
効
力
ヲ
有
ス
」
と
規
定
し
て
い
る
が
、
こ
の
規
定
に
よ
つ
て
確
定
判
決
が
実
体
関
係
を
確
定
し
行
為
規
範
を
確
定
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
和

解
は
純
然
た
る
訴
訟
行
為
で
あ
つ
て
も
実
体
関
係
を
形
成
し
実
体
的
行
為
規
範
を
形
成
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
和
解
に
既
判
力
を
肯
定
す
る
や
否
定
す
る
や
は
問
題
で
は
な
い
．
既
判
力
を
肯
定
す
れ
ば
和
解
は
確
定
判
決
と
全
く
同
じ
状
態
で
実
体

関
係
を
争
い
え
な
い
も
の
と
し
て
形
成
す
る
こ
と
に
な
る
し
、
既
判
力
を
否
定
す
れ
ば
和
解
の
蝦
疵
を
争
い
う
る
状
態
で
実
体
関
係
を
形
成
す
る

こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

予
想
さ
れ
る
反
論
の
第
三
は
こ
う
で
あ
る
．
既
判
力
の
本
質
に
つ
き
訴
訟
法
説
を
と
り
（
懸
離
墾
恥
犠
蕎
）
、
既
判
力
の
効
果
を
も
つ
ば

ら
訴
訟
法
上
の
後
訴
裁
判
所
に
対
す
る
拘
束
力
と
し
て
の
み
と
ら
え
、
そ
の
実
体
法
的
効
果
を
一
切
否
定
す
る
。
裁
判
の
妥
当
性
は
も
つ
ぽ
ら
訴
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訟
の
場
に
お
い
て
の
み
通
用
す
る
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
、
訴
訟
法
と
実
体
法
と
を
完
全
に
遮
断
す
る
見
解
に
立
つ
と
し
よ
う
。
こ
の
立
場
で
は
、

和
解
の
通
用
力
・
妥
当
性
も
訴
訟
の
場
に
限
り
、
和
解
そ
れ
自
体
は
実
体
的
法
律
関
係
に
何
の
影
響
も
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
、
と
す
る
見
解
が

成
立
つ
で
あ
ろ
う
。

　
三
　
そ
こ
で
次
に
こ
れ
ら
の
反
論
の
妥
当
性
に
つ
い
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
一
の
反
論
か
ら
検
討
を
始
め
よ
う
．
実
体
法
に
関
す
る
裁
判
規
範
説
は
次
の
三
点
か
ら
行
為
規
範
説
を
攻
撃
す
る
．
第
一
点
と
し
て
沿
革
的

理
由
が
あ
る
．
実
体
法
の
形
成
過
程
を
み
る
と
、
い
ず
れ
の
場
合
も
最
初
は
民
事
裁
判
を
通
じ
て
判
例
法
と
し
て
裁
判
規
範
と
し
て
形
成
さ
れ
て

い
る
。
最
初
に
実
体
法
が
存
在
し
こ
れ
に
し
た
が
つ
て
裁
判
が
な
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
事
件
ご
と
に
具
体
的
に
妥
当
な
解
決
が
な
さ
れ
、

こ
の
裁
判
が
集
積
し
て
裁
判
の
基
準
た
窺
範
す
な
わ
ち
実
体
蒙
形
成
さ
れ
健
い
た
つ
た
、
と
い
う
（
欝
義
雛
藩
．
沿
革
的
に
み
れ

ば
こ
の
主
張
は
正
当
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
判
例
法
的
に
確
立
さ
れ
た
実
体
法
規
範
の
内
容
が
何
故
裁
判
の
基
準
と
し
て
採
用
さ
れ
た
か
と
い
う

点
を
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
紛
争
を
あ
る
基
準
に
し
た
が
つ
て
解
決
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
場
合
、
当
該
事
件
に
お
い
て
は
こ
の
基
準

こ
そ
が
当
事
者
の
行
為
規
範
と
し
て
妥
当
す
る
か
ら
こ
そ
裁
判
規
範
に
な
り
う
る
と
裁
判
官
が
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
裁
判
規

範
は
そ
れ
自
体
と
し
て
妥
当
す
る
の
で
は
な
く
、
行
為
規
範
で
あ
る
が
ゆ
え
に
裁
判
規
範
と
し
て
も
妥
当
す
る
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
本
質
は
む
し

ろ
行
為
規
範
た
る
点
に
存
す
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
第
二
点
と
し
て
法
の
規
定
形
式
の
問
題
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
実
体
法
の
規
定
形
式
が
直
接
わ
れ
わ
れ
の
生
活
規
範
と
し
て
は
不
向
き
で
あ

り
、
初
め
か
ら
対
立
当
事
者
間
の
紛
争
解
決
に
む
く
形
式
の
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
生
活
規
範
で
あ
れ
ば
作
為
・
不
作
為
の
命
令
・
禁
止
と

い
う
形
式
で
規
定
が
お
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
に
、
実
体
法
の
規
定
は
要
件
プ
ラ
ス
効
果
と
い
う
形
式
を
と
つ
て
い
る
。
こ
と
に
推
定
規
定
や
挙

証
責
任
規
定
は
生
活
規
範
と
し
て
は
お
よ
そ
無
意
味
で
裁
判
規
範
と
し
て
の
み
意
味
を
も
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
（
鎌
野
一
賄

柑
）
。
し
か
し
、
⑥
実
体
法
の
す
べ
て
の
規
定
が
対
立
当
事
者
の
い
ず
れ
の
主
張
が
正
当
で
あ
る
か
を
判
断
す
る
形
式
を
も
つ
と
い
う
わ
け
で
は



な
い
（
穫
議
嘱
誤
読
鷺
鶏
薩
囎
切
繍
礒
漿
擢
椿
理
瞭
難
鰐
融
物
綜
羅
欝
誓
禁
謡
駆
嘉
欝
該
魏
規
）
．

⑥
さ
ら
に
、
裁
判
規
範
説
の
い
わ
ゆ
る
「
判
断
の
仕
方
を
定
め
て
い
る
規
定
」
を
も
つ
て
、
第
一
次
的
に
裁
判
規
範
と
み
る
こ
と
も
可
能
か
否
か

問
題
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
民
法
七
〇
九
条
は
「
故
意
又
ハ
過
失
二
因
リ
テ
他
人
ノ
権
利
ヲ
侵
害
シ
タ
ル
者
ハ
之
二
因
リ
テ
生
シ
タ
ル
損
害
ヲ
賠

償
ス
ル
責
二
任
ス
」
と
規
定
し
、
不
法
行
為
の
要
件
と
そ
の
法
律
効
果
を
規
定
す
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
こ
れ
を
以
て
一
見
裁
判
規
範
と
み
る
こ

と
も
理
由
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
同
条
は
第
一
次
的
に
は
不
法
行
為
の
禁
止
と
、
不
法
行
為
を
原
因
と
す
る
損
害
賠
償
支
払
義
務
と

い
う
二
つ
の
行
為
規
範
を
規
定
し
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
、
し
た
が
つ
て
こ
れ
を
行
為
規
範
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
よ
う
に
解
す

る
な
ら
ば
、
実
体
法
の
行
為
規
範
性
に
つ
い
て
、
「
規
範
の
遵
守
・
不
遵
守
と
そ
の
効
果
と
は
別
問
題
で
あ
る
か
ら
、
何
故
そ
の
効
果
が
判
断
さ

れ
る
か
は
、
単
に
行
動
規
範
と
い
つ
た
だ
け
で
は
当
然
に
は
引
出
せ
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
．
少
く
と
も
そ
の
効
果
を
規
定
す
る
部
分
は
裁
判

規
範
だ
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・
（
辱
卜
畢
と
す
る
批
判
塞
た
ら
な
竃
の
と
い
紮
け
れ
婆
髪
い
．
そ
し
て
こ
れ
皇
つ
の
行

為
規
範
を
同
一
法
規
中
に
規
定
す
る
た
め
に
は
禁
止
規
範
違
反
の
効
果
を
規
定
す
る
と
い
う
形
式
を
と
る
の
が
よ
り
簡
便
で
あ
る
た
め
同
条
は
か

か
る
形
式
を
と
つ
て
い
る
と
解
せ
ら
れ
る
．
か
く
し
て
規
定
の
形
式
か
ら
実
体
法
規
範
が
第
一
次
的
に
裁
判
規
範
で
あ
る
と
み
る
こ
と
は
で
ぎ
な

い
と
考
え
る
．

　
第
三
点
と
し
て
以
下
の
主
張
が
な
さ
れ
て
い
る
．
私
人
間
の
生
活
関
係
は
取
引
関
係
で
あ
れ
家
族
関
係
で
あ
れ
順
調
円
満
に
い
く
の
が
普
通
で

紛
争
が
お
こ
る
の
は
例
外
的
で
あ
る
．
実
体
法
は
例
外
現
象
た
る
紛
争
解
決
の
基
準
を
定
め
る
も
の
で
、
日
常
の
生
活
関
係
に
お
け
る
生
活
規
範

を
規
定
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
実
体
法
の
規
定
を
日
常
生
活
に
あ
て
は
め
た
の
で
は
窮
屈
・
煩
雑
・
非
常
識
・
不
人
情
で
あ
る
と
感

じ
ら
れ
る
こ
と
か
ら
晶
撃
碧
．
・
良
き
法
律
窪
悪
し
き
隣
人
・
ど
い
う
法
諺
は
こ
れ
を
示
し
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
（
疎
評
墨
．

し
か
し
、
私
は
か
か
る
主
張
に
賛
成
で
き
な
い
。
一
つ
に
は
、
法
は
本
来
正
義
の
実
現
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
「
良
き
法
律
家
は
良
き

隣
人
」
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
法
の
実
現
す
べ
き
正
義
は
社
会
生
活
に
お
け
る
正
義
で
あ
る
。
悪
し
き
隣
人
で
あ
る
の
は
実
は
誤
つ
た
法
の
解
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釈
を
ふ
り
ま
わ
す
悪
し
ぎ
法
律
家
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
二
つ
に
は
、
か
か
る
法
諺
が
強
調
さ
れ
る
原
因
は
、
国
民
一
般
の
法
意
識
が
実
体
法
に

内
在
す
る
近
代
的
法
理
念
か
ら
あ
ま
り
に
も
遊
離
し
て
い
る
点
に
求
め
ら
れ
る
。
法
意
識
が
高
い
と
い
う
こ
と
は
法
を
知
つ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
は
な
く
、
国
民
の
社
会
生
活
に
お
け
る
行
為
の
準
則
が
法
規
範
に
よ
り
近
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
実
体
法
は
第
一
次
的
に
は
行
為
規
範
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
行
為
規
範
で
あ
る
か
ら
裁
判
を
離
れ
て
も
妥
当
す
る
。
訴
訟

以
前
、
訴
訟
外
に
も
実
体
的
法
律
関
係
は
具
体
的
に
存
在
す
る
。
し
か
し
て
、
行
為
規
範
た
る
実
体
的
法
律
関
係
は
実
体
的
原
因
な
し
に
は
形
成

せ
ら
れ
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。
訴
訟
上
の
和
解
に
お
い
て
も
亦
し
か
り
で
あ
る
。

　
仮
り
に
裁
判
規
範
説
を
肯
定
す
る
と
し
て
も
事
情
は
変
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
実
体
法
と
訴
訟
法
と
が
別
個
の
も
の
で
あ
る
以
上
、
実
体
法
上
の

行
為
に
よ
り
裁
判
規
範
た
る
実
体
法
が
実
体
的
法
律
関
係
と
し
て
具
体
化
さ
れ
て
い
な
い
限
り
そ
れ
は
裁
判
を
通
し
て
行
為
規
範
た
り
え
な
い
は

ず
で
あ
る
。
実
体
的
効
果
の
発
生
は
本
来
実
体
的
事
由
に
も
と
づ
か
ね
ぽ
な
ら
な
い
。

　
さ
ら
に
、
権
利
乃
至
法
律
関
係
が
裁
判
以
前
に
あ
つ
て
は
仮
象
的
存
在
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
の
が
、
裁
判
に
よ
り
具
体
的
実
在
と
な
る
と
主
張

さ
れ
る
。
こ
の
主
張
は
第
一
に
権
利
の
存
在
と
認
識
の
混
同
で
あ
り
、
第
二
に
仮
り
に
そ
う
で
な
い
に
し
て
も
、
裁
判
が
権
利
を
実
在
た
ら
し
め

る
の
は
裁
判
が
実
体
法
に
よ
つ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
．
実
体
的
原
因
な
し
に
実
体
的
法
律
効
果
は
裁
判
に
よ
り
実
在
化
せ
し
め
ら
れ
え
な
い
と
い

え
よ
う
。
訴
訟
上
の
和
解
の
場
合
亦
し
か
り
で
あ
る
。

　
次
に
第
二
の
反
論
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
．
訴
訟
上
の
和
解
は
実
体
的
和
解
を
含
ま
な
い
が
、
法
が
特
に
規
定
を
設
け
確
定
判
決
に
準
じ
こ
れ

に
実
体
的
効
果
を
与
え
た
と
考
え
る
た
め
に
は
、
そ
う
理
解
す
る
必
要
性
が
論
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
判
決
の
場
合
判
決
以
前
に
行
為
規

範
た
る
実
体
的
法
律
関
係
が
客
観
的
に
存
在
し
こ
れ
を
確
認
す
る
た
め
、
あ
る
い
は
判
決
が
裁
判
規
範
た
る
実
体
法
に
も
と
づ
き
な
さ
れ
る
た
め
、

そ
れ
が
行
為
規
範
た
り
う
る
の
で
あ
る
．
し
か
し
和
解
を
純
然
た
る
訴
訟
行
為
と
解
す
る
と
判
決
の
場
合
と
事
情
が
異
つ
て
く
る
．
そ
こ
で
は
実

体
関
係
は
変
動
す
る
こ
と
な
く
訴
訟
の
場
に
お
い
て
の
み
妥
当
す
る
行
為
規
範
が
確
定
乃
至
形
成
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
第
三
の
反
論
を
是



認
す
る
か
、
和
解
以
前
に
は
実
体
的
法
律
関
係
が
具
体
的
に
存
在
せ
ず
和
解
に
よ
り
始
め
て
実
在
化
さ
れ
る
と
理
解
し
て
第
一
の
反
論
を
是
認
す

る
以
外
に
第
二
の
反
論
の
成
立
す
る
余
地
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
．
第
一
の
反
論
の
成
立
し
が
た
い
こ
と
は
既
に
述
べ
た
．
そ
こ
で
第
三
の
反

論
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

　
私
は
今
こ
こ
で
既
判
力
の
本
質
論
・
作
用
論
を
詳
細
に
展
開
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
．
初
期
の
実
体
法
説
に
対
す
る
批
判
と
し
て
登
場
し
た
初

期
の
訴
訟
法
説
は
、
既
判
力
を
実
体
的
法
律
関
係
と
は
全
く
無
関
係
に
同
一
事
件
に
つ
き
後
訴
裁
判
所
に
作
用
す
る
同
一
裁
判
を
な
す
べ
ぎ
訴
訟

法
上
の
拘
束
と
理
解
し
た
．
既
判
力
本
質
論
が
本
来
既
判
力
の
根
拠
を
示
す
べ
き
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
見
解
が
既
判
力
の
作
用
の
説
明

に
終
始
し
た
点
采
質
論
と
し
て
柴
充
分
奄
の
と
批
判
さ
れ
て
い
る
（
聾
潔
前
）
．
そ
こ
で
新
し
い
訴
訟
法
説
は
、
既
判
力
の
根
拠
を
薫

不
再
理
の
要
求
・
紛
争
解
決
の
一
回
性
の
要
求
に
求
め
る
こ
と
に
よ
つ
て
旧
訴
訟
法
説
の
欠
陥
を
克
服
せ
ん
と
し
た
（
一
一
扉
醐
躰
揃
掲
）
．
か
く
て
新

訴
訟
法
説
は
既
判
力
の
根
拠
の
明
確
化
に
努
力
を
払
つ
た
が
、
そ
の
作
用
の
説
明
に
お
い
て
は
初
期
の
訴
訟
法
説
ほ
ど
明
確
で
は
な
い
．
私
は
既

判
力
の
本
質
は
モ
さ
の
担
保
と
（
暫
輸
搬
鰹
囑
赫
擁
識
蠣
論
麗
凡
蕎
伊
）
薫
不
轟
と
の
調
和
と
い
う
点
集
め
ら
れ
る
べ
き

で
あ
る
と
考
え
る
。
既
判
力
の
作
用
は
か
か
る
本
質
か
ら
当
事
者
間
に
行
為
規
範
を
終
局
的
に
確
定
乃
至
定
立
す
る
点
に
求
め
ら
る
べ
き
で
、
右

規
範
の
通
用
性
は
訴
訟
の
場
に
限
ら
れ
な
い
。
右
規
範
の
通
用
性
を
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
訴
訟
上
争
い
え
な
く
な
る
以
上
既
判
力
は
反
射

的
に
実
体
的
効
力
を
も
含
む
も
の
と
み
ら
れ
る
（
嫉
琳
欄
鞭
師
暖
髄
縢
猷
齢
働
防
巌
傭
＠
城
翻
漸
馳
拘
錬
鮒
鰯
既
鶏
倣
瞳
働
蟹
繍
麩
酬
ず
磁
珈
傭
鰍
杜
伽
跡
撫
焔
硝

襲
藻
離
謹
嘆
雛
藩
駕
謬
翻
力
）
．
か
く
し
て
私
は
新
・
旧
訴
訟
法
説
濃
必
ず
し
巻
辱
窪
℃
（
慨
謂
搬
驚
蒼
駐

識
纏
孔
騒
饗
）
．
実
体
法
と
訴
訟
法
の
相
互
関
連
性
を
全
く
遮
断
し
て
し
ま
う
こ
た
巻
成
で
窪
い
．
し
た
が
つ
て
訴
訟
上
の
和
解
に
つ

い
て
そ
の
通
用
力
・
妥
当
性
（
鱗
勧
嘉
馨
鴇
）
を
訴
訟
の
楚
の
み
限
定
し
、
訴
訟
上
の
和
解
そ
れ
自
体
斐
体
的
法
律
関
係
に
何
の
影
響

を
も
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
と
す
る
こ
と
に
は
賛
成
し
が
た
い
．

　
か
く
し
て
私
は
和
解
の
法
的
性
質
論
と
し
て
訴
訟
行
為
説
を
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
。
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（
五
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む

す

び

　
か
く
し
て
、
私
は
、
訴
訟
上
の
和
解
は
訴
訟
内
で
裁
判
所
の
面
前
で
締
結
さ
れ
る
実
体
的
和
解
と
裁
判
所
に
よ
る
そ
の
確
認
・
公
証
行
為
と
か

ら
な
る
と
考
え
る
。

　
裁
判
所
の
面
前
で
締
結
さ
れ
る
実
体
的
和
解
は
訴
訟
上
の
和
解
の
要
件
で
あ
る
。
こ
こ
に
要
件
と
は
成
立
要
件
か
効
力
要
件
か
そ
の
い
ず
れ
か

は
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
訴
訟
上
の
和
解
の
効
力
を
論
ず
る
に
際
し
稿
を
改
め
て
取
上
げ
る
予
定
で
あ
る
。
結
論
的
に
い
う
と
以
下
の
ご
と
く
で

あ
る
。
訴
訟
上
の
和
解
の
訴
訟
法
上
の
効
力
は
裁
判
所
に
よ
る
実
体
的
和
解
の
確
認
・
公
証
を
原
因
と
し
て
発
生
す
る
．
実
は
有
効
な
実
体
的
和

解
が
不
在
で
も
、
形
式
的
に
は
裁
判
所
に
よ
り
有
効
な
実
体
的
和
解
の
確
認
・
公
証
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
点
で
そ
れ
は
成
立
要
件
で
あ

る
。
し
か
し
有
効
な
実
体
的
和
解
の
不
存
在
に
も
か
か
わ
ら
ず
裁
判
所
が
こ
れ
を
確
認
・
公
証
し
た
場
合
で
も
訴
訟
上
の
和
解
は
成
立
す
る
．
し

か
し
そ
の
場
合
実
体
的
和
解
の
不
存
在
乃
蓑
疵
は
訴
訟
上
の
和
解
の
訴
訟
法
去
効
力
に
影
響
を
及
ぽ
す
（
磯
携
調
嚢
脇
鋤
劃
蝿
助
茄

廉
肋
訓
為
鰐
雛
矧
撫
騨
隠
謝
貯
響
甥
法
）
．
そ
の
意
味
譲
効
力
要
件
で
あ
る
．

　
ま
た
こ
こ
に
い
わ
ゆ
る
裁
判
所
の
確
認
・
公
証
行
為
は
裁
判
の
形
式
で
な
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
裁
判
所
が
和
解
に
関
与
し
、
形
式
的
に
適

法
な
実
体
的
和
解
の
存
在
を
確
認
し
、
和
解
調
書
の
作
成
を
命
じ
裁
判
官
が
こ
れ
に
署
名
捺
印
す
る
こ
と
に
よ
り
こ
れ
を
公
証
す
る
の
で
あ
る
。


