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弁
護
士
法
第
二
五
条
第
一
号
違
反
の
訴
訟
行
為
の
効
力

貸
金
請
求
事
件
（
昭
和
三
八
・
一
〇
・
三
〇
大
法
廷
判
決
）

原
告
X
（
被
控
訴
人
・
被
上
告
人
）
は
被
告
Y
（
控
訴
人
・
上
告
人
）
に
対
し

貸
金
返
還
・
遅
延
損
害
金
支
払
請
求
の
訴
を
提
起
し
た
．
第
一
審
X
勝
訴
。
Y

控
訴
．
控
訴
棄
却
。
一
・
二
審
で
は
X
の
訴
訟
代
理
人
A
の
弁
護
士
法
第
二
五

条
一
号
違
反
の
事
実
は
主
張
さ
れ
な
か
つ
た
．
Y
上
告
。

上
告
代
理
人
の
上
告
理
由
は
以
下
の
ご
と
し
．
本
件
訴
訟
に
お
い
て
、
弁
護
士

A
が
第
一
・
二
審
を
通
じ
て
被
上
告
人
の
訴
訟
代
理
人
と
し
て
被
上
告
人
の
た

め
訴
訟
を
遂
行
し
て
い
る
が
、
右
訴
訟
代
理
人
の
行
為
は
弁
護
士
法
二
五
条
一

号
に
違
反
し
無
効
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
原
審
に
お
け
る
Y
本
人
尋
問
の
結
果
に

よ
れ
ぽ
、
A
は
且
つ
て
Y
よ
り
本
件
訴
訟
事
件
に
つ
き
依
頼
を
う
け
承
諾
し
て

お
き
な
が
ら
、
そ
の
後
第
一
審
の
第
一
回
口
頭
弁
論
期
日
ま
で
の
間
に
X
よ
り

本
件
訴
訟
事
件
を
受
任
し
以
後
本
訴
を
追
行
し
て
い
る
。
A
の
行
為
は
明
ら
か

に
弁
護
士
法
二
五
条
一
号
違
反
で
あ
る
か
ら
A
に
よ
り
な
さ
れ
た
本
件
訴
訟
行

為
は
す
べ
て
無
効
で
あ
る
．
し
か
も
上
告
人
は
原
審
に
お
い
て
A
の
弁
護
士
法

違
反
の
事
実
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
右
A
の
訴
訟
行
為
を
有
効
な

も
の
と
し
た
原
判
決
は
判
決
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
明
ら
か
な
法
令
違
背
が
あ

る
、
と
。

　
上
告
棄
却
。
判
決
理
由
は
以
下
の
ご
と
し
．
弁
護
士
法
二
五
条
一
号
の
趣
旨

は
、
弁
護
士
が
か
か
る
事
件
に
つ
き
弁
護
士
と
し
て
の
職
務
を
行
う
こ
と
は
、

当
該
弁
護
士
を
信
頼
し
て
協
議
又
は
依
頼
を
し
た
相
手
方
の
信
頼
を
裏
切
る
こ

と
に
な
り
、
さ
ら
に
か
か
る
行
為
は
弁
護
士
の
品
位
を
失
墜
せ
し
め
る
も
の
で

あ
る
か
ら
、
か
か
る
事
件
に
つ
い
て
弁
護
士
の
職
務
を
行
う
こ
と
を
禁
止
し
た

も
の
と
解
せ
ら
れ
る
．
従
つ
て
、
弁
護
士
が
右
禁
止
規
定
に
違
反
し
て
職
務
を

行
つ
た
と
き
は
、
同
法
所
定
の
懲
戒
に
服
す
べ
ぎ
は
勿
論
で
あ
る
が
（
同
法
五

六
条
参
照
）
、
か
か
る
事
件
に
つ
き
当
該
弁
護
士
の
し
た
訴
訟
行
為
の
効
力
に

つ
い
て
は
、
同
法
又
は
訴
訟
法
上
直
接
の
規
定
が
な
い
の
で
、
同
条
の
立
法
目

的
に
照
し
て
解
釈
に
よ
り
、
こ
れ
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
思
う
に
、

前
記
法
条
は
弁
護
士
の
品
位
の
保
持
と
当
事
者
の
保
護
と
を
目
的
と
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
か
ら
、
弁
護
士
の
遵
守
す
べ
き
職
務
規
定

に
違
背
し
た
弁
護
士
を
し
て
懲
戒
に
服
せ
し
め
る
こ
と
は
、
固
よ
り
当
然
で
あ

る
が
、
単
に
こ
れ
を
懲
戒
の
原
因
と
す
る
に
止
め
、
そ
の
訴
訟
行
為
の
効
力
に

は
何
ら
の
影
響
を
及
ぽ
さ
ず
、
完
全
に
有
効
な
も
の
と
す
る
こ
と
は
、
同
条
立

法
の
目
的
の
一
で
あ
る
相
手
方
た
る
一
方
の
当
事
者
の
保
護
に
欠
く
る
も
の
と

言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
つ
て
、
同
条
違
反
の
訴
訟
行
為
に
つ
い
て
は
、

相
手
方
た
る
当
事
者
は
、
こ
れ
に
異
議
を
述
べ
、
裁
判
所
に
対
し
そ
の
行
為
の

排
除
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
し
か
し
、

他
面
相
手
方
た
る
当
事
者
に
お
い
て
、
こ
れ
に
同
意
し
又
は
そ
の
違
背
を
知
り

若
し
く
は
知
り
得
べ
か
り
し
に
か
か
わ
ら
ず
、
何
等
異
議
を
述
べ
な
い
場
合
に

は
、
最
早
か
か
る
当
事
者
を
保
護
す
る
必
要
は
な
く
、
却
つ
て
当
該
訴
訟
行
為



を
無
効
と
す
る
こ
と
は
訴
訟
手
続
の
安
定
と
訴
訟
経
済
を
著
し
く
害
す
る
こ
と

に
な
る
の
み
な
ら
ず
、
当
該
弁
護
士
を
信
頼
し
て
こ
れ
に
訴
訟
行
為
を
委
任
し

た
他
の
一
方
の
当
事
者
を
し
て
不
測
の
損
害
を
蒙
ら
し
め
る
結
果
と
な
る
。
従

つ
て
、
相
手
方
た
る
当
事
者
が
弁
護
士
に
前
記
禁
止
規
定
違
反
の
あ
る
こ
と
を

知
り
又
は
知
り
得
べ
か
り
し
に
か
か
わ
ら
ず
何
ら
異
議
を
述
べ
る
こ
と
な
く
訴

訟
手
続
を
進
行
せ
し
め
、
第
二
審
の
口
頭
弁
論
を
終
結
せ
し
め
た
と
き
は
．
当

該
訴
訟
行
為
は
完
全
に
そ
の
効
力
を
生
じ
、
弁
護
士
法
の
禁
止
規
定
に
違
反
す

る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
そ
の
無
効
を
主
張
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
も
の
と

解
す
る
の
が
正
当
で
あ
る
。
本
件
に
お
い
て
被
上
告
人
の
第
一
・
二
審
の
訴
訟

代
理
人
で
あ
る
弁
護
士
A
の
訴
訟
行
為
が
弁
護
士
法
二
五
条
一
号
に
違
反
す
る

も
の
と
し
て
も
、
記
録
に
よ
れ
ば
、
A
の
X
の
訴
訟
代
理
人
と
し
て
の
訴
訟
行

為
に
つ
い
て
、
Y
か
ら
異
議
を
述
べ
た
形
跡
は
全
然
な
く
、
し
か
も
、
Y
は
A

の
弁
護
士
法
の
禁
止
規
定
違
背
の
事
実
の
存
在
に
つ
ぎ
熟
知
L
て
い
る
も
の
と

認
め
ら
れ
る
か
ら
、
A
の
訴
訟
行
為
が
弁
護
士
法
二
五
条
一
号
に
違
反
し
無
効

で
あ
る
と
の
論
旨
は
採
り
得
な
い
。

以
上
の
判
決
理
由
の
ほ
か
本
判
決
に
は
裁
判
官
奥
野
健
一
・
山
田
作
之
助
・
横

田
正
俊
の
意
見
及
び
裁
判
官
石
坂
修
一
の
反
対
意
見
が
あ
る
。

裁
判
官
奥
野
健
一
の
意
見
．
民
訴
七
九
条
に
よ
れ
ば
、
法
令
に
よ
つ
て
裁
判
上

の
行
為
を
な
す
こ
と
を
得
る
代
理
人
の
ほ
か
、
地
方
裁
判
所
以
上
で
は
弁
護
士

て
な
け
れ
ば
訴
訟
代
理
人
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
こ
ろ
、
弁
護
士
法
二
五

条
に
よ
り
当
該
事
件
に
つ
ぎ
職
務
の
執
行
を
禁
止
さ
れ
て
い
る
弁
護
士
は
、
当

該
事
件
に
つ
い
て
は
適
法
に
訴
訟
代
理
人
と
な
る
資
格
を
欠
く
も
の
で
あ
る
か

ら
、
訴
訟
代
理
人
と
し
て
な
し
た
同
人
の
訴
訟
行
為
は
無
効
で
あ
る
と
い
わ
ね

ば
な
ら
な
い
．
し
か
し
右
規
定
は
事
件
の
協
議
・
依
頼
を
し
た
相
手
方
の
弁
護

士
に
対
す
る
信
頼
を
裏
切
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
そ
の
職
務
の
執
行
を
禁
止
す

る
と
い
う
の
が
そ
の
立
法
理
由
で
あ
る
．
そ
し
て
相
手
方
た
る
当
事
者
は
当
然

判
　
例
　
研
　
究

右
弁
護
士
の
訴
訟
代
理
の
違
法
性
を
知
つ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
異
議
を
述

べ
ず
に
訴
訟
手
続
を
進
行
せ
し
め
第
二
審
の
口
頭
弁
論
を
終
結
せ
し
め
た
場

合
、
相
手
方
た
る
当
事
老
は
黙
示
的
に
そ
の
違
法
を
許
容
し
た
と
認
め
ら
れ

る
．
従
つ
て
当
該
弁
護
士
の
訴
訟
代
理
に
関
す
る
違
法
は
補
正
さ
れ
た
も
の
と

解
す
べ
き
で
あ
り
、
相
手
方
た
る
当
事
者
に
お
い
て
当
該
弁
護
士
の
訴
訟
代
理

人
と
し
て
の
訴
訟
行
為
が
前
記
弁
護
士
法
違
反
・
無
効
と
し
て
上
告
す
る
こ
と

は
、
民
訴
三
九
五
条
一
項
四
号
、
二
項
の
類
推
に
よ
り
、
許
さ
れ
な
い
，
ま
た

前
記
弁
護
士
法
の
禁
止
規
定
の
効
力
を
一
種
の
弁
論
能
力
の
制
限
と
解
L
、
裁

判
所
が
こ
れ
を
排
除
し
て
初
め
て
、
そ
の
訴
訟
行
為
を
無
視
し
う
る
に
過
ぎ

ず
、
裁
判
所
が
こ
れ
を
排
除
し
な
い
限
り
、
そ
の
効
力
は
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
な

く
．
当
事
老
の
異
議
は
右
裁
判
所
の
排
除
措
置
の
職
権
発
動
を
促
す
意
味
を
持

つ
に
過
ぎ
な
い
と
解
す
る
こ
と
は
正
当
で
な
い
．
け
だ
し
、
当
該
弁
護
士
と
錐

も
、
訴
訟
手
続
に
関
し
て
現
実
に
訴
訟
行
為
を
す
る
に
必
要
な
能
力
、
す
な
わ

ち
演
述
能
力
を
欠
く
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
弁
護
士
法
二
五

条
は
弁
護
士
の
職
務
規
律
を
定
め
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
違
反
は
単
に
懲
戒
の

原
因
と
な
る
に
止
り
、
当
該
弁
護
士
の
し
た
行
為
の
訴
訟
法
上
の
効
力
に
な
ん

ら
の
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
と
の
説
も
採
り
難
い
．
け
だ
し
、
例
え
ば
同
条
四
号

に
違
反
し
て
、
裁
判
官
、
検
察
官
と
し
て
職
務
上
取
り
扱
つ
た
事
件
に
つ
い

て
、
弁
護
士
と
し
て
職
務
を
行
う
場
合
に
は
種
々
の
弊
害
が
考
え
ら
れ
る
の
て

あ
る
が
、
か
か
る
場
合
に
も
裁
判
所
は
そ
の
行
為
の
排
除
を
為
す
こ
と
も
で
き

ず
、
そ
の
訴
訟
行
為
を
完
全
に
有
効
な
も
の
と
し
て
、
是
認
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
す
る
こ
と
は
著
し
く
不
当
で
あ
ウ
、
裁
判
官
の
除
斥
原
因
を
定
め
た
民

訴
法
三
五
条
五
号
の
規
定
や
上
告
理
由
及
び
再
審
事
由
を
定
め
た
民
訴
法
三
九

五
条
一
項
二
号
．
四
二
〇
条
一
項
二
号
の
規
定
の
趣
旨
と
も
矛
盾
す
る
こ
と
に

な
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
し
て
弁
護
士
法
二
五
条
本
文
の
「
そ
の
職
務
を
行
つ
て

は
な
ら
な
い
」
と
い
う
禁
止
規
定
違
反
の
訴
訟
法
上
の
効
力
に
つ
き
、
同
条
四

一
二
三

（
八
五
三
）
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号
違
反
の
場
合
と
他
の
各
号
違
反
の
場
合
と
で
、
解
釈
を
二
．
三
に
す
べ
き
文

理
上
の
理
由
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。

裁
判
官
山
田
作
之
助
の
意
見
．
弁
護
士
法
二
五
条
は
、
弁
護
士
は
相
手
方
の
協

議
を
受
け
て
賛
助
し
、
又
は
そ
の
依
頼
を
受
託
し
た
事
件
（
同
条
第
一
号
）
に

っ
い
て
は
、
そ
の
職
務
を
行
つ
て
は
な
ら
な
い
旨
を
規
定
し
、
こ
れ
ら
の
事
件

に
つ
い
て
、
そ
の
弁
護
士
は
適
法
な
る
訴
訟
代
理
人
と
な
る
資
格
が
な
い
こ
と

を
明
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
私
法
上
の
代
理
関
係
に
つ
い
て
も
同
様
と
解
す

る
）
。
従
つ
て
同
条
違
反
の
訴
訟
行
為
は
代
理
権
な
ぎ
者
の
な
し
た
も
の
で
当

然
違
法
無
効
で
あ
る
。
け
だ
し
弁
護
士
法
二
五
条
の
法
意
は
、
弁
護
士
は
、
司

法
特
に
訴
訟
運
用
の
面
で
裁
判
所
の
下
で
そ
の
一
翼
を
担
い
、
そ
の
職
務
は
公

益
的
性
質
を
有
し
、
そ
の
任
務
は
厳
正
公
正
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
要
請
さ
れ

る
。
い
ま
弁
護
士
が
甲
よ
り
協
議
を
受
け
て
賛
助
し
、
又
は
そ
の
依
頼
を
承
諾

し
て
い
る
事
件
に
つ
き
、
甲
の
反
対
の
立
場
に
あ
る
乙
よ
り
さ
ら
に
そ
の
事
件

を
頼
ま
れ
、
こ
れ
を
引
受
け
乙
の
た
め
に
訴
訟
行
為
を
す
る
が
ご
と
き
は
、
甲

に
対
す
る
背
信
行
為
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
か
か
る
背
信
行
為
が
弁
護
士
に
よ

り
な
さ
れ
る
こ
と
自
体
が
一
般
弁
護
士
に
対
す
る
世
人
の
信
用
を
失
わ
し
め
、

引
い
て
は
、
司
法
の
公
正
な
運
営
に
対
す
る
世
人
の
信
頼
を
妨
げ
る
一
因
と
も

な
る
．
従
つ
て
こ
れ
ら
弁
護
士
の
背
信
行
為
を
禁
止
し
、
こ
の
禁
止
に
違
反
す

る
訴
訟
行
為
は
当
然
無
効
に
し
た
も
の
と
解
す
べ
ぎ
で
あ
る
。
前
示
の
ご
と
ぎ

背
徳
弁
護
士
に
事
件
を
依
頼
し
た
者
が
、
右
弁
護
士
の
な
せ
る
訴
訟
行
為
の
無

効
よ
り
う
け
た
不
測
の
損
害
は
、
右
弁
護
士
に
つ
ぎ
損
害
賠
償
の
請
求
を
す
る

と
か
他
に
そ
の
損
害
填
補
の
途
を
講
ず
べ
き
で
、
こ
の
こ
と
の
た
め
右
弁
護
士

の
行
為
が
違
法
無
効
な
る
こ
と
を
変
じ
得
な
い
．
し
か
し
な
が
ら
、
当
事
者
は

司
法
の
公
正
・
適
法
な
運
用
に
協
力
す
る
責
務
が
あ
る
。
こ
の
責
務
や
、
信
義

則
・
禁
反
言
の
原
則
か
ら
み
て
も
本
件
に
お
け
る
ご
と
く
第
一
・
二
審
で
弁
護

士
法
違
反
を
主
張
せ
ず
こ
れ
を
上
告
理
由
と
す
る
が
ご
と
き
は
許
さ
れ
な
い
、

一
二
四

（
八
五
四
）

し
か
ら
ば
右
の
弁
護
士
法
違
反
の
訴
訟
行
為
の
劾
力
は
争
い
え
な
い
も
の
と
し

て
取
扱
う
べ
き
で
あ
る
。

裁
判
官
横
田
正
俊
の
意
見
．
弁
護
士
法
二
五
条
一
号
違
反
の
訴
訟
行
為
を
無
効

と
す
る
所
論
の
適
否
の
判
断
は
、
同
条
所
定
の
其
他
の
場
合
、
こ
と
に
右
一
号

と
同
種
又
は
類
似
の
関
係
に
あ
る
二
号
又
は
三
号
に
違
反
し
た
行
為
の
効
力
の

問
題
と
併
せ
考
え
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
．
e
弁
護
士
法
二
五
条
が
一
・
二
・

三
号
の
事
件
に
つ
ぎ
職
務
行
為
を
禁
止
し
て
い
る
の
は
、
弁
護
士
の
職
務
の
公

共
性
に
か
ん
が
み
、
右
の
職
務
行
為
が
そ
の
品
位
と
信
用
を
失
墜
す
る
と
同
時

に
相
手
方
の
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
つ
と
も
右
の
職

務
執
行
禁
止
の
理
由
を
各
号
に
つ
い
て
更
に
し
細
に
検
討
す
る
と
、
右
三
号
に

つ
い
て
は
、
そ
れ
が
自
己
が
受
任
し
て
い
る
事
件
と
は
異
る
他
の
事
件
に
関
す

る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
、
相
手
方
、
す
な
わ
ち
、
す
で
に
受
任
し
て

い
る
事
件
の
依
頼
者
の
保
護
と
い
う
こ
と
に
重
点
が
お
か
れ
て
い
る
の
に
対

し
、
右
一
・
二
号
に
つ
い
て
は
、
相
手
方
の
保
護
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
協
議

を
う
け
又
は
依
頼
を
承
諾
し
た
事
件
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、
相
手
方
と
反
対
の

立
場
に
あ
る
者
の
た
め
に
職
務
を
行
う
が
ご
と
き
こ
と
は
、
弁
護
士
の
品
位
、

信
用
の
保
持
上
許
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
重
点
が
あ
る
。
同
条
但
書
が
三
号

の
事
件
に
つ
い
て
受
任
し
て
い
る
事
件
の
依
頼
者
の
同
意
が
あ
れ
ば
弁
護
士
職

務
執
行
の
禁
止
は
解
除
さ
れ
る
が
、
一
・
二
号
の
事
件
に
つ
い
て
は
か
か
る
例

外
が
な
い
の
は
、
か
か
る
理
由
に
よ
る
の
で
あ
る
（
こ
の
こ
と
は
四
・
五
号
の

事
件
に
つ
い
て
も
さ
ら
に
顕
著
で
あ
る
）
。
　
⇔
し
か
し
同
条
違
反
の
行
為
の
効

力
に
つ
い
て
は
別
段
の
規
定
が
な
い
か
ら
同
条
の
趣
旨
か
ら
判
断
す
る
こ
と
に

な
る
。
同
条
は
弁
護
士
の
職
務
規
律
を
定
め
た
も
の
で
、
そ
の
違
反
は
懲
戒
原

因
（
同
法
五
六
条
）
と
な
る
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
訴
訟
法
上
の
効
力
に
は
な
ん

ら
影
響
し
な
い
．
＠
相
手
方
の
保
護
の
み
に
徹
す
る
な
ら
ば
、
法
二
五
条
を
効

力
規
定
と
解
し
、
こ
れ
に
違
反
す
る
訴
訟
行
為
を
無
効
と
す
る
に
如
く
は
な
い



が
、
こ
の
無
効
論
は
依
頼
者
に
不
測
の
損
害
を
及
ぼ
し
、
弁
護
士
に
よ
る
訴
訟

代
理
の
原
則
に
も
反
す
る
か
ら
妥
当
で
は
な
い
．
け
だ
し
、
法
二
五
条
一
号
な

い
し
三
号
所
定
の
事
情
の
有
無
、
同
条
三
号
事
件
に
関
す
る
相
手
方
の
同
意
の

有
無
な
ど
は
、
弁
護
士
・
相
手
方
間
の
内
部
的
問
題
で
、
依
頼
者
は
こ
れ
を
容

易
に
了
知
し
え
な
い
の
に
、
弁
護
士
の
訴
訟
行
為
が
そ
れ
ら
の
事
実
の
存
否
に

左
右
さ
れ
る
こ
と
は
、
依
頼
者
に
不
測
の
損
害
を
及
ぼ
す
．
こ
と
に
弁
護
士
の

訴
訟
行
為
の
一
切
を
無
効
と
す
る
と
訴
の
提
起
も
無
効
と
な
り
、
依
頼
者
が
時

効
に
よ
り
権
利
を
喪
失
す
る
等
回
復
し
え
な
い
損
害
を
蒙
る
．
ま
た
弁
護
士
に

よ
る
訴
訟
代
理
制
度
の
趣
旨
よ
り
み
て
、
非
弁
護
士
の
訴
訟
行
為
と
は
異
り
真

正
の
弁
護
士
の
訴
訟
行
為
を
み
だ
り
に
無
効
に
す
べ
き
で
は
な
い
．
も
し
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
二
五
条
違
反
の
行
為
を
無
効
と
す
る
建
前
を
敢
て
採
用

し
よ
う
と
い
う
な
ら
ば
、
こ
れ
に
よ
り
依
頼
者
の
う
け
る
不
利
益
を
緩
和
し
、

弁
護
士
と
依
頼
者
の
関
係
を
調
整
し
又
は
あ
る
程
度
訴
訟
手
続
の
安
定
性
を
保

障
す
る
等
の
救
済
規
定
を
用
意
す
る
の
が
当
然
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
弁

護
士
法
そ
の
他
に
か
か
る
規
定
は
な
い
と
こ
ろ
か
ら
み
て
も
、
法
二
五
条
は
効

力
規
定
で
は
な
い
．
㈲
多
数
意
見
は
、
法
二
五
条
一
号
違
反
の
行
為
を
懲
戒
の

原
因
と
す
る
に
と
ど
め
、
こ
れ
を
完
全
に
有
効
な
も
の
と
す
る
と
、
相
手
方
の

保
護
に
欠
け
る
と
す
る
理
由
か
ら
、
同
号
違
反
の
訴
訟
行
為
に
対
し
異
議
を
述

べ
そ
の
排
除
を
裁
判
所
に
求
め
う
る
と
い
い
、
ま
た
、
右
の
異
議
を
述
べ
ず
に

第
二
審
の
口
頭
弁
論
を
終
結
し
た
と
き
、
違
反
行
為
は
完
全
に
効
力
を
生
じ
、

相
手
方
は
無
効
を
主
張
し
え
な
い
と
も
説
い
て
い
る
．
こ
れ
は
、
さ
き
の
最
高

裁
判
例
（
昭
和
三
〇
・
一
二
・
一
六
民
集
九
巻
二
〇
二
二
頁
）
と
同
趣
旨
で
あ

る
よ
う
だ
が
、
そ
の
訴
訟
法
的
理
由
づ
け
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
ば
か
ウ

で
な
く
、
相
手
方
が
異
議
を
述
べ
た
場
合
の
効
果
か
不
明
確
で
あ
る
．
”
そ
の
前

段
の
説
示
に
よ
る
と
、
ω
異
議
が
あ
つ
て
も
、
裁
判
所
は
当
該
弁
護
士
の
訴
訟

活
動
を
将
来
に
向
つ
て
禁
止
し
う
る
に
す
ぎ
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
後
段
の
説

判
　
例
　
研
　
究

示
に
よ
る
と
、
＠
異
議
に
よ
り
当
該
弁
護
士
の
訴
訟
行
為
一
切
の
無
効
を
主
張

し
う
る
よ
う
て
あ
り
、
そ
の
趣
旨
は
あ
い
ま
い
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に

せ
よ
、
法
二
五
条
一
号
違
反
は
、
相
手
方
の
同
意
、
い
わ
ん
や
異
議
の
有
無
に

よ
り
是
正
さ
れ
る
も
の
は
な
い
と
す
る
前
示
e
の
私
見
に
反
す
る
ば
か
り
で
な

く
、
右
＠
の
見
解
が
採
ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
相
当
で
な
い
こ
と
は

前
示
⇔
の
＠
に
お
い
て
無
効
論
に
関
し
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
本
件
訴
訟
行
為
を
も
つ
て
無
効
と
解
す
る
べ
き
f
．
な
い
と
す
る
多

数
意
見
の
結
論
に
は
同
調
す
る
が
、
そ
の
理
由
づ
け
に
は
賛
成
し
難
い
．
㈹
奥

野
裁
判
官
の
意
見
に
よ
れ
ば
、
法
二
五
条
に
よ
り
職
務
の
執
行
を
禁
止
さ
れ
て

い
る
弁
護
士
は
、
当
該
事
件
に
つ
き
訴
訟
代
理
人
と
な
る
資
格
を
欠
く
か
ら
そ

の
訴
訟
行
為
は
違
法
で
あ
る
が
、
相
手
方
が
異
議
を
述
べ
ず
に
第
二
審
の
口
頭

弁
論
を
終
結
さ
せ
た
と
き
は
、
相
手
方
の
黙
示
の
許
容
に
よ
り
右
訴
訟
行
為
の

違
法
は
補
正
さ
れ
、
民
訴
法
三
九
四
条
一
項
四
号
、
二
項
の
類
推
に
よ
り
、
右

違
法
は
も
は
や
絶
対
的
上
告
理
由
と
も
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
り
、
右
意
見

は
、
訴
訟
法
的
理
由
づ
け
の
あ
る
点
で
多
数
意
見
よ
り
優
れ
て
い
る
が
、
前
示

e
の
私
見
に
反
す
る
点
で
は
多
数
意
見
と
同
じ
で
、
右
私
見
を
前
提
と
す
れ

ば
、
相
手
方
か
異
議
を
述
べ
な
い
こ
と
に
よ
り
行
為
の
違
法
が
補
正
さ
れ
る
こ

と
は
あ
り
得
な
い
．
（
し
こ
う
し
て
、
法
二
五
条
違
反
が
訴
訟
代
理
人
た
る
資

格
に
関
す
る
も
の
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
職
権
調
査
事
項
で
資
格
の
欠
歓
は
絶
対

的
上
告
理
由
で
あ
る
か
ら
、
右
違
反
に
関
す
る
主
張
を
第
二
審
の
口
頭
弁
論
終

結
ま
で
に
制
限
す
る
理
由
も
な
い
．
）
ま
た
奥
野
裁
判
官
の
意
見
を
採
用
す
れ

ば
、
当
事
者
が
異
議
を
述
べ
れ
ば
、
当
該
弁
護
士
の
訴
訟
行
為
は
訴
訟
代
理
人

た
る
資
格
を
欠
く
者
の
行
為
と
し
て
す
べ
て
無
効
と
解
す
る
ほ
か
な
く
、
こ
の

結
論
か
相
当
で
な
い
こ
と
は
既
に
の
べ
た
．
㈹
要
す
る
に
、
法
二
五
条
は
単
な

る
職
務
規
律
で
、
そ
の
違
反
は
懲
戒
の
原
因
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
こ
の
見

解
は
、
相
手
方
の
保
護
に
欠
け
る
き
ら
い
が
あ
る
と
の
批
判
を
免
れ
な
い
。
し

一
二
五

（
八
五
五
）



判
　
例
　
研
　
究

か
し
、
現
行
弁
護
士
法
の
も
と
で
は
、
弁
護
士
会
の
自
治
が
確
立
さ
れ
、
弁
護

士
会
に
よ
る
懲
戒
の
制
度
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な

い
。
す
な
わ
ち
、
旧
弁
護
士
法
（
昭
和
八
年
法
律
第
五
三
号
）
に
お
い
て
は
、

弁
護
士
会
は
司
法
大
臣
の
監
督
下
に
あ
り
、
弁
護
士
の
懲
戒
も
検
事
長
の
申
立

に
よ
り
控
訴
院
に
設
け
ら
れ
た
懲
戒
裁
判
所
に
お
い
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
の

に
対
し
、
現
行
弁
護
士
法
に
お
い
て
は
、
弁
護
士
会
に
対
す
る
監
督
の
制
度
は

廃
止
さ
れ
、
弁
護
士
会
は
、
そ
の
自
治
作
用
と
し
て
、
弁
護
士
に
対
す
る
懲
戒

の
権
限
を
も
有
す
る
と
同
時
に
、
何
人
も
、
弁
護
士
に
つ
い
て
懲
戒
の
事
由
が

あ
る
と
思
料
す
る
と
き
は
、
そ
の
弁
護
士
所
属
の
弁
護
士
会
に
懲
戒
を
求
め
る

こ
と
が
で
き
る
（
法
五
八
条
）
．
そ
し
て
、
法
二
五
条
違
反
の
ご
と
ぎ
問
題
は
、

当
該
事
件
の
受
訴
裁
判
所
に
お
い
て
、
職
権
調
査
事
項
と
し
て
又
は
相
手
方
た

る
当
事
者
の
異
議
の
申
立
に
基
づ
き
、
違
反
事
実
の
有
無
を
審
査
し
た
上
、
訴

訟
法
上
の
問
題
と
し
て
処
理
す
る
こ
と
は
適
当
な
こ
と
で
は
な
く
、
弁
護
士
会

内
部
の
規
律
の
問
題
と
し
て
、
懲
戒
手
続
に
よ
り
処
理
さ
れ
る
の
が
相
当
で
あ

り
、
こ
の
懲
戒
手
続
が
適
切
に
運
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
又
は
当
該
弁
護
士
の

反
省
に
よ
り
、
法
二
五
条
違
反
の
状
態
が
是
正
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
相
手
方
た

る
当
事
者
の
利
益
も
保
護
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
現
実
の
問
題
と
し

て
、
弁
護
士
の
あ
り
方
又
は
弁
護
士
懲
戒
制
度
の
実
績
に
つ
い
て
批
判
が
あ
る

と
し
て
も
、
そ
の
是
正
は
別
に
考
究
さ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
あ
る
た

め
に
法
二
五
条
の
解
釈
を
二
、
三
に
す
べ
き
で
は
な
い
。
以
上
の
理
由
に
よ

り
、
法
二
五
条
一
号
は
、
単
な
る
職
務
規
律
を
定
め
た
も
の
で
、
そ
の
違
反
は

弁
護
士
の
行
為
の
訴
訟
法
上
の
効
力
に
は
な
ん
ら
影
響
し
な
い
と
解
す
べ
ぎ
で

あ
る
。

裁
判
官
石
坂
修
一
の
反
対
意
見
は
、
最
高
裁
昭
三
二
・
ニ
マ
ニ
四
民
集
一
一

巻
一
四
号
二
三
六
三
頁
の
判
断
を
維
持
し
、
無
効
説
を
と
る
も
の
で
あ
る
。

一
二
六

（
八
五
六
）

　
判
旨
に
賛
成
。

　
一
、
弁
護
士
法
二
五
条
違
反
の
訴
訟
行
為
の
効
力
に
つ
い
て
は
見
解
が
わ
か

れ
る
．
ω
絶
対
無
効
説
（
状
購
鮨
あ
醐
細
麹
駐
瀟
訟
畷
籍
、
［
一
號
蘇
庇
鍔
隷
謁
肚
摘
媚
棚
耕
簸
批
融

解
し
て
い
た
。
天
判
昭
七
・
六
・
一
八
民
集
一
一
巻
一
一
八
一
頁
、
大
判
昭
九
・
＝
丁
二
二
民
集
一
三

巻
二
二
一
一
＝
頁
　
大
判
昭
一
三
二
二
・
一
六
民
集
一
七
巻
二
四
五
七
頁
、
大
判
昭
一
四
・
八
・
＝
一
民

遜
駄
誰
蹴
劒
臨
願
劇
魂
鴫
墾
魂
奨
芦
）
ω
有
効
説
（
鎌
肝
一
輔
棚
幌
赫
腿
靴
牝
即
酌
距

糊
雛
依
暢
鮭
酌
証
摂
ハ
顎
瞭
箪
酎
釦
賂
）
を
両
端
に
配
し
、
そ
の
中
間
に
、
⑥
同
条
違

反
行
為
は
追
認
に
よ
り
有
効
と
な
る
と
す
る
追
認
説
（
鰍
醐
慣
塗
一
酊
肝
二
免
勉
報

麹
伍
削
産
α
二
朗
民
）
⑥
責
問
し
な
い
限
り
失
権
に
よ
り
有
効
と
な
る
と
す
る

失
権
説
（
鍛
繭
鄭
庭
記
菊
ト
に
親
貼
獣
賑
稿
鰻
嫉
軌
蜷
彊
を
○
キ
氾
願
ド
駄
廓
歌
罐
るの
硬
雛
勲
舗
財
鵬
糊

確
鯉
論
勅
ル
唖
鞭
搬
縁
魔
献
酔
酊
翻
彫
骸
一
ぴ
吻
館
郵
繭
し
）
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
（
鮮
麟
切
粉

駅
蒜
劉
騨

　
私
は
か
つ
て
絶
対
無
効
説
に
よ
る
と
、
弁
護
士
の
弁
護
士
法
違
反
の
効
果
が

依
頼
者
に
帰
属
す
る
こ
と
に
な
り
依
頼
者
は
不
測
の
損
害
を
蒙
る
か
ら
、
絶
対

無
効
説
に
は
疑
問
が
あ
る
、
と
説
い
た
（
妬
酬
か
捌
翫
幽
獅
艦
鰭
艦
雛
甑
鵬
埜
頗
醒
雌
繍

跡
勲
厳
脚
踊
叱
靴
彫
｛
隔
恥
ポ
鰍
）
。
不
測
の
損
害
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
も
の
は
、

ω
訴
又
は
上
訴
が
弁
護
士
法
違
反
の
職
務
行
為
で
無
効
で
あ
る
と
し
て
却
下
さ

れ
た
が
、
す
で
に
訴
提
起
・
上
訴
提
起
期
問
が
経
過
し
て
し
ま
つ
て
い
る
場
合
。

＠
時
効
中
断
の
た
め
訴
提
起
を
し
た
が
訴
訟
代
理
人
た
る
弁
護
士
が
弁
護
士
法

違
反
を
し
て
い
る
た
め
訴
に
時
効
中
断
の
効
力
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
な
ど
が

あ
る
（
概
型
ゴ
館
）
。
し
か
し
現
在
私
は
絶
対
無
効
説
に
対
す
る
か
か
る
批
判
は
間

題
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
ま
ず
＠
の
点
に
つ
い
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
い
え

よ
う
。
訴
が
形
式
的
に
不
適
法
で
あ
る
と
し
て
却
下
さ
れ
た
と
し
て
も
、
履
行

を
請
求
す
る
意
思
の
通
知
は
認
め
ら
れ
る
か
ら
少
な
く
と
も
催
告
（
韻
融
無
）
あ



り
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
我
妻
教
授
は
以
下
の
ご
と
く
説
か
れ
る
。

「
こ
れ
ら
の
場
合
に
も
、
普
通
の
催
告
と
し
て
の
効
力
し
か
な
い
と
す
れ
ば
、

当
該
訴
訟
の
終
結
を
ま
た
ず
に
、
そ
れ
ら
の
行
為
を
し
た
時
か
ら
六
ケ
月
内
に

他
の
強
力
な
中
断
事
由
に
訴
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
然
し
、
そ

れ
は
当
事
者
に
と
つ
て
極
め
て
不
利
益
と
な
る
場
合
が
あ
る
（
蠣
稿
杯
髄
碓
証
乱
μ

ぴ
け
朋
馳
耀
樋
け
）
。
　
の
み
な
ら
ず
、
裁
判
上
の
催
告
は
、
普
通
の
催
告
よ
り
も
強

力
な
効
果
を
も
つ
も
の
と
す
る
こ
と
に
充
分
な
理
由
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

従
つ
て
、
か
よ
う
な
場
合
に
は
1
当
該
訴
訟
の
係
属
し
て
い
る
間
は
催
告
が

継
続
し
て
い
る
も
の
と
考
え
て
i
当
該
訴
訟
の
終
結
し
た
時
か
ら
六
ケ
月
内

に
、
他
の
強
力
な
中
断
事
由
に
訴
え
れ
ば
、
時
効
中
断
の
効
力
は
維
持
さ
れ
る

も
の
と
解
釈
し
た
い
」
（
激
葬
パ
隅
舷
醗
則
）
、
と
．
私
は
こ
の
見
解
を
支
持
す
る
も

の
で
あ
る
が
、
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
訴
訟
代
理
人
た
る
弁
護
士
の
訴
提
起
行

為
が
弁
護
士
法
違
反
を
理
由
に
不
適
法
な
も
の
と
し
て
却
下
さ
れ
、
そ
の
時
す

で
に
時
効
期
間
が
経
過
し
て
い
た
と
し
て
も
、
あ
る
い
は
訴
提
起
を
催
告
と
み

て
訴
提
起
か
ら
六
ケ
月
を
経
過
し
て
い
て
も
当
事
者
と
し
て
は
時
効
援
用
の
機

会
を
失
し
て
し
ま
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
ら
、
特
に
不
利
益
を
蒙
ら
な
い
と

い
え
よ
う
．
訴
提
起
を
無
効
で
あ
る
と
解
し
て
も
そ
れ
は
訴
訟
行
為
と
し
て

無
効
な
の
で
あ
つ
て
、
私
法
上
の
催
告
と
し
て
無
効
と
な
る
と
い
う
の
で
は
な

い
。
訴
提
起
と
い
う
訴
訟
行
為
は
無
効
で
も
不
存
在
で
は
な
い
か
ら
訴
は
不
適

法
と
し
て
却
下
す
べ
き
で
無
視
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
不
適
法
な
訴
で
も
広

い
意
味
で
は
請
求
の
意
思
が
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
私
法
上
は
有
効
な
催
告
と

し
て
評
価
で
き
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
．
つ
ぎ
に
ω
に
つ
い
て
み
よ
う
。

訴
訟
行
為
の
追
完
は
期
間
の
癬
怠
が
当
事
者
の
責
に
帰
し
得
な
い
場
合
に
の
み

　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

認
め
ら
れ
る
が
、
訴
訟
代
理
人
に
過
失
が
あ
れ
ば
当
事
者
の
責
に
帰
し
え
な
い

事
由
と
し
て
取
扱
わ
れ
な
い
し
、
訴
訟
代
理
人
で
あ
る
弁
護
士
の
事
務
員
が
判

決
の
送
達
を
受
領
し
な
が
ら
弁
護
士
に
渡
す
の
を
忘
れ
た
場
合
等
も
同
様
に
取

扱
わ
れ
る
（
鰍
闇
糊
蹴
㍉
臨
一
を
蔑
諜
肝
薙
誰
を
旭
征
恥
頁
）
。
つ
ま
り
こ
の
場
合
訴
訟

代
理
人
や
そ
の
使
用
人
の
過
失
の
責
を
当
事
者
が
負
う
こ
と
に
な
る
．
も
ち
ろ

ん
か
か
る
場
合
当
事
者
は
訴
訟
代
理
人
に
対
し
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が

で
ぎ
る
。
こ
れ
と
比
較
し
た
場
合
訴
訟
代
理
人
の
弁
護
士
法
違
反
の
不
利
益
を

依
頼
者
に
帰
属
せ
し
め
る
こ
と
は
、
依
頼
者
に
訴
訟
代
理
人
た
る
弁
護
士
に
対

す
る
損
害
賠
償
請
求
を
認
め
る
以
上
と
く
に
酷
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
．
か
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
絶
対
無
効
説
に
対
す
る
批
判
は
必

ず
し
も
あ
た
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
む
し
ろ
絶
対
無
効
説
は
訴
訟
手
続
の
安
定
・
訴
訟
経
済
の
要
請
か
ら
批
判
さ

る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
．
こ
の
点
に
つ
い
て
は
㈲
説
批
判
の
際
に
述
へ
る
。

　
二
、
図
の
有
効
説
は
ど
5
で
あ
ろ
う
か
。
弁
護
士
法
二
五
条
一
号
の
保
護
法

益
は
＠
信
頼
者
の
利
益
の
保
護
、
⑥
弁
護
士
の
品
位
の
保
持
、
＠
司
法
の
公
正

の
保
持
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
謝
抽
匹
賄
）
．
＠
は
私
的
利
益
で
あ
り
、
⑥
＠
は
公
的

利
益
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
単
に
私
益
に
の
み
関
す
る
民
法
一
〇
八
条
の
双
方
代

理
の
禁
止
を
さ
ら
に
拡
張
し
て
弁
護
士
法
二
五
条
一
号
～
三
号
の
規
定
が
成
立

し
た
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。
し
た
が
つ
て
弁
護
士
法
二
五
条
一
号
～
三
号
違
反

が
そ
の
行
為
の
効
力
に
全
く
影
響
し
な
い
と
み
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
．
有
効
説
は
弁
護
士
法
二
五
条
違
反
は
行
為
の
効
力
に
影
響
し
な

い
が
、
民
法
一
〇
八
条
の
双
方
代
理
に
あ
た
る
場
合
や
不
当
威
圧
に
よ
り
行
為

が
民
法
九
〇
条
の
公
序
良
俗
に
反
す
る
よ
う
な
場
合
に
、
当
事
者
に
救
済
が
与

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
七
　
　
　
（
八
五
七
）



　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

え
ら
れ
る
と
す
る
（
嫌
紆
↑
醐
劃
舐
嚇
職
珊
財
頻
鮮
）
。
す
で
に
述
べ
た
通
り
か
か
る
有

効
説
に
は
疑
問
が
あ
る
（
妬
訓
か
揃
粥
糊
蹴
徽
賄
繭
緻
拘
破
場
）
。
な
お
横
田
意
見
は
有

効
説
を
と
り
、
弁
護
士
代
理
の
趣
旨
か
ら
も
、
非
弁
護
士
の
行
為
で
は
な
い
以

上
弁
護
士
法
違
反
の
行
為
で
も
み
だ
り
に
無
効
と
す
べ
き
で
は
な
い
と
さ
れ

る
．
し
か
し
て
こ
の
見
解
に
は
賛
成
で
き
な
い
．
除
斥
原
因
あ
る
裁
判
官
の
行

為
は
非
裁
判
官
の
行
為
で
は
な
い
が
無
効
で
あ
る
の
と
同
様
、
弁
護
士
法
二
五

条
が
効
力
規
定
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
弁
護
士
法
二
五
条
違
反
の
弁
護
士
の
行
為

は
非
弁
護
士
の
行
為
で
は
な
い
が
、
暇
疵
あ
る
行
為
と
み
る
こ
と
は
、
決
し
て

弁
護
士
代
理
の
原
則
と
矛
盾
抵
触
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　
三
．
そ
こ
で
問
題
は
⑥
の
追
認
説
を
と
る
べ
き
か
、
あ
る
い
は
㈲
の
失
権
説

を
と
る
べ
き
か
と
い
う
点
に
存
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
⑥
の
追
認
説
に
対
し
て
は
以
下
の
批
判
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
無
権
代
理
行

為
を
本
人
が
追
認
し
う
る
の
は
本
人
が
代
理
権
授
与
権
を
有
す
る
か
ら
で
あ
る

が
、
当
事
者
は
弁
護
士
法
二
五
条
一
号
違
反
の
弁
護
士
に
資
格
を
賦
与
す
る
権

能
．
つ
ま
り
同
条
の
禁
止
を
解
除
す
る
権
能
が
な
い
．
し
た
が
つ
て
同
条
禁
止

違
反
行
為
は
民
法
一
二
二
条
の
無
権
代
理
行
為
に
類
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
は
な

く
、
む
し
ろ
民
法
一
一
九
条
の
無
効
行
為
に
類
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
追

認
に
よ
る
治
癒
の
余
地
は
な
い
、
と
（
鋤
抽
匹
賄
）
。

　
弁
護
士
法
二
五
条
一
号
の
禁
止
が
公
の
利
益
に
関
す
る
が
ゆ
え
に
依
頼
者
が

一
般
的
に
禁
止
を
解
除
す
る
権
能
を
有
し
な
い
と
す
る
の
は
正
当
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
既
に
同
号
違
反
の
訴
訟
行
為
が
な
さ
れ
た
場
合
右
行
為
に
つ
き
個
別

的
に
そ
の
効
力
を
認
め
る
余
地
が
全
く
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
当
事
者

の
利
益
を
著
し
く
侵
す
こ
と
に
な
る
。
元
来
民
事
訴
訟
の
窮
極
目
的
は
当
事
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
八
　
　
　
（
八
五
八
）

の
正
当
な
利
益
の
保
護
に
存
す
る
．
司
法
の
公
正
や
弁
護
士
の
品
位
の
保
持
は

当
事
者
の
正
当
な
利
益
の
保
護
の
手
段
で
あ
つ
て
、
そ
れ
自
体
が
目
的
で
は
な

い
。
し
た
が
つ
て
当
事
者
の
正
当
な
利
益
を
犠
牲
に
し
て
ま
で
こ
の
種
の
公
の

利
益
の
維
持
を
は
か
る
こ
と
は
で
ぎ
な
い
．
す
で
に
な
さ
れ
た
禁
止
違
反
の
訴

訟
行
為
に
つ
き
個
別
的
に
禁
止
を
解
き
こ
れ
が
追
認
を
認
め
る
こ
と
が
依
頼
者

た
る
当
事
者
に
と
つ
て
便
宜
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
を
認
め
な
い
こ
と
は
、
公

の
利
益
の
追
求
に
急
な
あ
ま
り
当
事
者
の
利
益
を
犠
牲
に
す
る
結
果
を
生
ぜ
し

め
る
．
こ
こ
で
な
さ
れ
る
禁
止
の
解
除
は
既
に
な
さ
れ
た
違
反
行
為
に
つ
い
て

個
別
的
に
お
こ
な
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
範
囲
い
か
ん
に
か
か
わ
ら

ず
弁
護
士
の
懲
戒
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
．
か
よ
う
に
解
す
る
な
ら
ば
追

認
説
に
対
す
る
批
判
も
必
ず
し
も
妥
当
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
む
し
ろ
追
認
説
は
失
権
説
と
の
比
較
に
お
い
て
、
訴
訟
手
続
の
安
定
、
訴
訟

経
済
の
要
請
か
ら
否
定
さ
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
追
認
説
に
よ

れ
ば
違
反
行
為
は
追
認
さ
れ
ざ
る
限
り
効
力
を
生
じ
な
い
。
無
効
の
鍛
疵
が
治

癒
さ
れ
る
の
は
判
決
の
確
定
ま
で
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
理
は
絶
対
無
効

説
の
場
合
も
変
ら
な
い
。
こ
れ
に
反
し
失
権
説
に
よ
れ
ぽ
当
事
者
が
そ
の
違
背

を
知
り
な
が
ら
、
又
は
知
り
え
た
筈
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
遅
滞
な
く
責

間
権
を
行
使
し
な
か
つ
た
以
上
は
理
疵
は
治
癒
さ
れ
違
反
行
為
も
有
効
に
な

る
。　

か
く
し
て
私
は
追
認
説
か
失
権
説
か
と
い
え
ば
失
権
説
を
採
り
た
い
．
た
だ

失
権
説
で
失
権
す
る
の
は
責
問
権
で
あ
つ
て
、
責
問
権
の
喪
失
が
認
め
ら
れ
る

の
は
任
意
的
・
私
益
的
規
定
に
関
し
て
で
あ
る
．
弁
護
士
法
二
五
条
は
任
意
的
・

私
益
的
規
定
で
は
な
く
公
益
に
関
す
る
。
し
か
し
こ
こ
に
い
わ
ゆ
る
公
益
と



私
益
の
関
係
に
つ
い
て
は
追
認
説
批
判
に
関
し
て
す
で
に
述
べ
た
。
禁
止
の
解

除
と
追
認
が
違
反
行
為
に
つ
い
て
個
別
的
に
認
め
ら
れ
る
以
上
責
問
権
の
喪
失

も
同
様
に
個
別
的
に
認
め
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
．

　
四
、
本
件
判
旨
が
失
権
理
論
を
と
つ
た
の
は
以
上
の
理
由
か
ら
賛
成
で
き

る
。
た
だ
若
干
の
点
で
本
件
判
旨
に
は
不
明
確
な
点
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
相
手

方
た
る
当
事
者
が
違
反
行
為
を
排
除
し
う
る
と
す
る
が
、
そ
の
方
法
、
時
的
限

果
（
躰
講
韓
識
楚
舗
騨
繁
覇
懲
後
叢
霧
響
磧
艘
ろ
の
塩
論
難

腱
諏
榊
師
鵬
の
の
捌
勧
騨
風
撚
乳
灘
醐
彌
蕪
魚
泌
卿
繊
脚
癬
輝
公
）
理
由
、
（
蹟
鯛
齢
励
跡
餅
擁
吐
職
障

す
る
の
か
、
あ
る
い
は
同
条
違
反
の
場
合
弁
護
士
は
そ
も
そ
も
代
理
人
資
格
を
欠
く
こ
と
に
な
る
の
か
I

i
末
川
・
民
商
三
四
巻
四
号
六
三
〇
頁
参
照
1
。
代
理
人
資
格
が
な
い
と
す
れ
ば
、
代
理
権
が
な
く
、

代
理
権
の
欠
訣
は
追
認
な
ぎ
限
り
上
告
理
由
に
も
な
る
か
ら
、
責
問
権
の
喪
失
乃
至
失
権
の
理
論
は
と
れ

な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
つ
て
、
こ
の
見
解
は
必
然
的
に
追
認
理
論
に
結
び
つ
く
で
あ
ろ
う
。
失
権
理
論

を
と
れ
ば
弁
護
士
法
違
反
の
有
権
代
理
行
為
の
理
疵
の
問
題
と
し
て
処
理
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
．
失
権
理

論
を
と
る
本
件
判
決
は
前
説
を
と
る
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
前
説
を
と
つ
た
場
合
さ
ら
に
弁

雌
阯
雄
鍵
娠
諦
賄
鍛
破
鋪
甦
軸
離
硫
％
の
）
、
違
反
行
為
を
将
来
に
む
か
つ
て
排
除
す
る
に

す
ぎ
な
い
の
か
過
去
に
遡
つ
て
排
除
す
る
の
か
と
い
う
問
題
（
躰
鋼
撒
齢
腿
砿
癬
醐

靴
蹴
肋
ゆ
鰯
彊
硝
ぼ
め
筋
勘
凱
C
融
砒
ト
般
）
、
排
除
さ
れ
る
訴
訟
行
為
は
同
条
違
反
の

総
て
の
訴
訟
行
為
で
あ
る
の
か
あ
る
い
は
特
定
の
行
為
に
限
定
で
き
る
の
か
と

い
う
問
題
等
不
明
確
な
点
が
多
い
（
詠
㎝
匹
賄
掲
Y

　
な
お
本
件
に
つ
い
て
は
、
宮
田
調
査
官
の
解
説
が
あ
る
（
融
噌
器
噸
肝
伍
蜷
）
。
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