
Title 〔最高裁民訴事例研究 四七〕訴の交換的変更による新訴に異議なく
応訴した場合と旧訴の取下についての同意

Sub Title
Author 伊東, 乾(Itō, Susumu)

坂原, 正夫(Sakahara, Masao)
石川, 明(Ishikawa, Akira)
加藤, 修(Katō, Osamu)
清水, 暁(Toga, Yoshio)
栂, 善夫(Minji soshōhō kenkyūkai)
民事訴訟法研究会

Publisher 慶應義塾大学法学研究会
Publication

year
1967

Jtitle 法學研究 : 法律・政治・社会 (Journal of law, politics, and
sociology). Vol.40, No.10 (1967. 10) ,p.97- 109 

JaLC DOI
Abstract
Notes 判例研究
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara

_id=AN00224504-19671015-0097

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会また
は出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守し
てご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to
the respective authors, academic societies, or publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese
Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


〔
最
高
裁
民
訴
事
例
研
究
四
七
〕

昭
四
了
（
繋
履
騒

　
訴
の
交
換
的
変
更
に
よ
る
新
訴
に
異
議
な
く
応
訴
し
た
場
合
と
旧
訴
の
取
下

　
に
つ
い
て
の
同
意

　
　
家
屋
明
渡
請
求
事
件
（
昭
四
一
・
一
・
二
一
第
二
小
法
廷
判
決
）

判
　
例
　
研
究

X
（
原
告
・
控
訴
人
・
被
上
告
人
）
は
Y
（
会
社
）
Z
（
取
締
役
）
（
被
告
・

被
控
訴
人
・
上
告
人
）
に
対
し
て
、
賃
貸
借
契
約
の
解
除
を
理
由
に
本
件
家
屋

の
二
階
部
分
の
明
渡
と
賃
料
・
損
害
金
の
支
払
を
訴
求
し
た
。
第
一
審
裁
判

所
は
、
「
原
告
主
張
の
賃
貸
借
契
約
の
成
立
の
事
実
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
．
七
　
　
（
一
四
二
三
）



潮
　
例
　
研
究

な
い
、
「
よ
つ
て
、
右
賃
貸
借
の
成
立
准
前
提
と
す
る
原
告
の
本
訴
請
求
は
そ

の
余
の
点
に
つ
い
て
判
断
す
る
ま
で
も
な
く
理
由
が
な
い
」
と
し
て
、
X
の
請

求
を
棄
却
し
た
。
そ
こ
で
X
は
控
訴
し
た
が
、
控
訴
審
に
お
い
て
訴
を
変
更
し

て
、
追
加
的
に
本
件
家
屋
に
対
す
る
所
有
権
の
確
認
と
従
来
の
請
求
と
交
換
的

に
所
有
権
に
基
づ
く
本
件
家
屋
の
二
階
部
分
明
渡
と
損
害
金
の
支
払
を
求
め

る
に
至
つ
た
。
さ
ら
に
予
備
的
に
、
本
件
家
屋
の
収
去
土
地
明
渡
と
損
害
金

の
支
払
の
請
求
を
追
加
併
合
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
被
控
訴
人
た
る
Y
Z
は
、

「
追
加
的
変
更
に
は
異
議
を
述
べ
た
が
交
換
的
変
更
に
は
異
議
な
く
応
訴
し

た
」
の
で
あ
る
。
こ
の
訴
の
変
更
に
つ
い
て
原
審
た
る
控
訴
審
裁
判
所
は
次
の

よ
う
に
判
断
し
た
。
「
と
こ
ろ
で
右
交
換
的
変
更
に
つ
い
て
請
求
の
基
礎
に
変

更
が
あ
る
か
否
か
は
別
と
し
て
（
ち
な
み
に
右
請
求
か
ら
み
て
請
求
の
基
礎
に

変
更
が
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
）
、
被
控
訴
人
ら
は
そ
れ
に
異
議
な
く
応
訴
し

て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
，
を
許
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
が
許
さ
れ
る
以
上

そ
の
新
請
求
と
そ
の
基
礎
を
全
く
同
一
に
し
、
か
っ
変
更
申
立
の
な
さ
れ
た
次

回
口
頭
弁
論
期
日
に
終
結
さ
れ
て
訴
訟
手
続
を
遅
滞
せ
し
め
る
と
も
考
え
ら
れ

な
い
控
訴
人
の
右
追
加
的
変
更
は
こ
れ
を
許
す
べ
き
で
あ
る
」
と
。
そ
し
て
一

審
判
決
に
つ
い
て
は
、
「
原
判
決
は
訴
の
交
換
的
変
更
に
よ
り
失
効
し
た
も
の
で

あ
る
か
ら
、
そ
の
当
否
は
当
審
に
お
い
て
判
断
さ
れ
な
い
」
と
し
た
。
さ
ら
に

原
審
は
か
か
る
訴
の
変
更
後
の
新
請
求
に
つ
い
て
も
、
ほ
ぼ
全
面
的
に
X
の
請

求
を
認
容
し
た
。
そ
こ
で
Y
Z
は
上
告
。
上
告
理
由
の
第
一
点
は
、
「
原
審
は
訴

の
交
換
的
変
更
に
関
す
る
解
釈
を
誤
り
且
つ
従
来
の
最
高
裁
判
所
の
判
例
と
相

反
す
る
判
断
を
な
し
た
も
の
で
あ
つ
て
こ
の
点
に
於
て
破
殿
を
免
れ
な
い
」
と

い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
次
の
よ
う
に
説
く
．
Y
Z
は
「
本
件
建
物
の
所
有
権

確
認
と
い
5
追
加
角
変
更
に
異
議
を
述
べ
て
い
る
、
訴
の
変
更
と
し
て
は
被
上

告
人
側
か
ら
必
ず
新
請
求
の
追
加
が
伴
う
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
異
議

を
述
べ
た
上
告
人
ら
が
後
述
の
通
り
現
行
法
上
旧
訴
の
係
属
消
滅
と
い
う
意
味

九
八
　
　
（
一
晦
二
四
）

で
の
訴
の
交
換
的
変
更
は
認
め
ら
れ
な
い
し
、
そ
れ
に
同
意
す
る
こ
と
は
あ
り

得
な
陵
ま
た
か
り
に
、
同
意
し
た
と
し
て
も
訴
の
取
下
、
請
求
の
放
棄
を
し

た
な
ら
ば
格
別
そ
の
儘
の
姿
で
は
訴
訟
法
上
無
意
義
で
あ
る
」
、
元
来
民
訴
法

二
三
二
条
は
旧
訴
の
係
属
消
滅
を
認
め
る
か
否
か
の
考
慮
を
し
て
い
な
い
規
定

で
あ
る
、
旧
訴
に
つ
ぎ
相
手
方
（
Y
Z
）
の
確
定
の
利
益
を
考
慮
し
な
い
交
換

的
変
更
は
許
さ
る
べ
ぎ
で
な
い
、
旧
訴
は
消
滅
し
た
と
す
る
原
判
決
は
、
こ
の

点
に
つ
い
て
「
訴
の
変
更
に
よ
る
新
訴
の
提
起
が
あ
つ
て
も
旧
訴
に
つ
ぎ
適
法

な
訴
の
取
下
ま
た
は
請
求
の
放
棄
が
な
い
限
り
旧
訴
の
係
属
は
消
滅
し
な
い
」

（
躍
、
頭
、
、
『
聾
攣
勧
雛
）
と
す
る
最
嚢
判
窪
反
す
る
、
本
件
旧
訴
の

訴
訟
係
属
は
消
滅
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
と
。
こ
の
上
告
理
由
に
対
し
て
、
最

高
裁
は
「
い
わ
ゆ
る
訴
の
交
換
的
変
更
と
は
、
新
訴
の
提
起
と
旧
訴
の
取
下
で

あ
る
と
こ
ろ
、
上
告
人
は
、
所
有
権
確
認
を
求
め
る
新
訴
の
追
加
に
つ
い
て
は

異
議
を
述
べ
た
が
、
所
論
訴
の
交
換
的
変
更
に
は
異
議
な
く
応
訴
し
て
お
り
、

か
か
る
場
合
に
お
い
て
は
、
旧
訴
の
取
下
に
つ
い
て
暗
黙
の
同
意
を
し
た
も
の

と
解
す
る
を
相
当
と
す
る
（
鵡
獅
貯
鰍
⊃
硫
豊
一
蘇
款
襲
鮮
判
）
か
ら
、
旧
訴
に
つ

い
て
判
断
し
な
か
つ
た
原
判
決
は
正
当
で
あ
る
」
と
判
示
し
、
さ
ら
に
他
の
上

告
理
由
に
つ
い
て
も
「
論
旨
は
、
い
ず
れ
も
採
用
で
き
な
い
」
と
し
て
．
上
告

を
棄
却
し
た
。

甲
　
本
判
決
は
、
旧
訴
に
つ
き
適
法
な
訴
の
取
下
ま
た
は
請
求
の
放
棄
が
な
い

限
り
．
旧
訴
の
係
属
は
消
滅
し
な
い
と
す
る
上
告
理
由
の
引
用
す
る
従
来
の
判

例
の
立
場
を
是
認
し
た
上
で
、
即
ち
、
こ
の
点
に
お
い
て
上
告
理
由
と
同
じ
立

場
を
と
り
な
が
ら
、
訴
の
取
下
が
な
か
つ
た
と
す
る
上
告
理
由
を
斥
労
て
、
新

訴
に
異
議
な
く
応
訴
し
た
被
告
は
旧
訴
の
取
下
に
つ
い
て
暗
黙
の
同
意
を
し
た

も
の
と
し
て
、
旧
訴
の
訴
訟
係
属
の
消
滅
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
ゆ
旧
訴
の
訴



訟
係
属
の
消
滅
を
認
め
た
結
論
に
は
賛
成
で
あ
る
が
、
判
決
が
理
解
す
る
「
訴

の
交
換
的
変
更
と
は
、
新
訴
の
提
起
と
旧
訴
の
取
下
1
と
の
偶
然
的
併
存

（
筆
者
）
1
－
で
あ
る
」
と
す
る
こ
と
に
は
反
対
で
あ
る
。

二
　
従
来
の
判
例
に
よ
れ
ば
、
訴
の
変
更
の
許
否
の
問
煙
と
旧
訴
係
属
の
消
長

の
閥
題
を
唆
別
す
る
建
前
か
ら
、
箭
の
変
更
と
し
て
は
、
訴
の
追
加
的
変
更
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
1
）

み
を
認
め
て
、
訴
の
交
換
的
変
更
の
独
自
性
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
．

（
注
－
）
昭
藝
コ
・
三
三
〇
第
示
法
廷
判
決
（
服
諺
七
〇
群
二
Y
昭
和

　
　
三
二
・
二
二
一
八
第
一
小
法
廷
判
決
（
張
諜
炉
鴎
難
一
一
）
、
学
説
と
し
て
は
、
三
ケ

　
　
月
・
民
訴
法
，
一
四
〇
頁
。

　
そ
れ
故
に
旧
訴
の
係
属
の
消
長
に
関
し
て
は
、
適
法
の
訴
の
取
下
が
あ
つ
た

か
ど
う
か
に
よ
る
こ
と
に
な
る
心
訴
の
交
換
的
変
更
は
新
訴
の
提
起
と
旧
訴
の

取
下
に
分
解
し
弘
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
か
ら
と
い
つ
て
両
者
の
単
な
る
結
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
2
）

と
解
す
る
の
は
疑
間
で
あ
る
。

　
（
注
2
）
　
中
村
英
郎
教
授
は
本
件
判
例
批
評
に
お
い
て
、
「
い
わ
ゆ
る
交
換
的
訴

　
　
変
更
の
場
合
に
は
、
旧
請
求
は
当
然
訴
訟
係
属
を
離
脱
し
、
新
請
求
に
つ
き
訴

　
　
訟
係
属
が
、
開
始
す
る
。
そ
れ
は
旧
訴
が
新
訴
に
変
更
さ
れ
た
と
表
現
す
る
こ
と

　
　
も
で
ぎ
よ
う
（
祠
購
縮
脚
沖
鶉
堀
蝋
節
）
。
」
（
韻
鏑
雅
灘
鴎
舷
配
）
と
し
て
、
新
訴
の
提
起

　
　
と
旧
訴
の
取
下
に
分
解
す
る
こ
と
自
体
に
反
対
さ
れ
る
。
し
か
し
、
か
か
る
態

　
　
度
は
、
現
行
法
上
、
訴
の
取
下
の
要
件
と
の
櫓
衡
を
失
し
て
問
題
が
あ
る
と
い

　
　
え
る
。
訴
の
変
更
の
要
件
は
新
請
求
を
追
加
す
る
の
が
適
当
か
否
か
の
考
慮
か

　
　
ら
の
み
定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
つ
て
、
旧
訴
の
撤
回
を
認
め
る
べ
ぎ
か
否
か

　
　
の
考
慮
は
そ
こ
に
入
つ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
（
催
勲
朗
混
舞
雛
艶
晒
㊨
頒
馳
）
。

両
者
の
有
機
的
結
合
が
訴
の
交
換
的
変
更
で
あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

　
　
判
　
例
　
研
　
究

こ

の
考
え
に
よ
つ
て
、
実
は
旧
訴
の
訴
訟
係
属
の
消
滅
ば
合
理
的
に
説
明
し
う
る

の
で
あ
る
。
新
訴
に
異
議
な
く
応
訴
し
た
こ
と
と
．
旧
訴
の
取
下
に
同
意
し
た

こ
と
と
を
結
び
つ
け
る
こ
と
は
訴
の
交
換
的
変
更
の
独
自
性
（
新
訴
の
提
起
と

旧
訴
の
取
下
の
有
機
的
構
成
）
を
認
め
ず
し
て
は
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
、
前
掲
昭
和
三
二
・
二
・
二
八
判
決
の
判
決
理
由
は
次
の
よ
う
に
説
く

か
ら
で
あ
る
。
「
上
告
人
は
本
件
訴
の
変
更
に
対
し
異
議
を
述
ぺ
て
い
る
け
れ

ど
、
こ
の
異
議
は
新
訴
の
提
起
の
許
す
べ
き
で
な
い
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
で

あ
つ
て
必
ず
し
も
旧
訴
の
取
下
に
対
す
る
不
同
意
の
意
思
を
表
明
す
る
も
の
と

い
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
、
控
訴
審
で
の
訴
の
取
下
で
あ
る
こ
と
（
再
訴
で
き

な
い
）
、
訴
訟
費
用
の
負
担
の
間
題
等
を
考
え
る
と
、
「
上
告
人
に
お
い
て
旧
訴

の
取
下
に
対
し
て
ま
で
異
議
を
と
ど
め
る
必
要
は
な
い
も
の
と
も
い
い
得
る
の

で
あ
る
」
と
。
本
件
事
例
と
は
反
対
に
、
訴
の
変
更
に
異
議
を
述
べ
た
場
合
、

そ
れ
は
旧
訴
の
取
下
の
異
議
を
表
明
し
た
も
の
で
は
な
い
と
し
つ
つ
、
異
議
な

く
新
訴
に
応
訴
し
た
場
合
は
、
旧
訴
の
取
下
に
つ
い
て
同
意
し
た
も
の
と
解
す

る
の
は
一
貫
性
を
欠
く
と
い
い
う
る
。
ま
た
単
な
る
結
合
説
で
は
、
上
告
理
由

が
言
う
よ
う
な
、
追
加
的
変
更
に
異
議
を
述
べ
た
こ
と
と
、
旧
訴
の
取
下
に
つ

い
て
の
不
同
意
が
結
び
つ
く
こ
と
も
あ
り
う
る
こ
と
に
な
る
。
訴
の
取
下
に
つ

き
、
条
件
を
付
す
こ
と
は
一
般
に
消
極
的
に
解
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
訴
の
交
換

的
変
更
に
お
け
る
旧
訴
の
取
下
は
訴
の
変
更
の
適
法
た
る
こ
と
を
条
件
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
3
）

い
る
点
で
、
単
な
る
訴
の
取
下
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
（
注
3
）
　
訴
の
取
下
と
条
件
に
つ
い
て
は
、
宮
崎
「
訴
の
取
下
」
民
訴
法
講
座
三

　
　
巻
七
八
七
頁
参
照
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
訴
の
交
換
的
変
更
と
は
、
新
訴
の
提
起
と
旧
訴
の
取
下
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
九
九
　
　
（
一
四
二
五
）



判
例
研
究

に
実
質
的
に
分
解
し
う
る
が
、
単
に
、
新
訴
の
提
起
、
旧
訴
の
取
下
、
そ
の
も
の

で
は
な
く
、
訴
の
交
換
的
変
更
と
い
う
そ
れ
ら
を
包
含
す
る
統
一
体
に
よ
つ
て

変
容
（
規
定
）
さ
れ
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
、
学
説
は

従
来
、
．
旧
訴
の
取
下
と
み
ら
れ
る
か
ら
し
（
謝
灘
測
爾
ゆ
鍍
璽
敢
）
と
か
、
「
実
質

上
訴
の
取
下
と
同
じ
結
果
に
な
る
か
ら
」
（
繭
餅
胡
鮒
鰍
眠
訴
）
と
か
　
．
訴
の
取
下

と
同
様
で
あ
る
か
ら
」
（
練
野
恨
噺
難
大
）
と
か
い
う
、
あ
い
ま
い
な
表
現
を
し
て
き

た
。
結
論
に
は
差
異
を
生
じ
る
わ
け
で
な
し
、
ま
た
は
つ
ぎ
り
と
理
解
す
る
実

益
が
乏
し
い
か
ら
、
は
つ
き
り
と
理
解
す
る
必
要
が
な
か
つ
た
と
言
え
る
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
民
事
訴
訟
制
度
目
的
が
再
認
識
さ
れ
、
新
た
な
る
訴
訟
理
論
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
4
）

再
構
成
が
叫
ば
れ
る
昨
今
、
あ
い
ま
い
に
し
て
お
い
て
よ
い
も
の
で
は
な
い
。

　
（
注
4
）
　
三
ケ
月
・
民
訴
法
七
頁
、
伊
東
・
「
紛
争
の
解
決
と
具
体
法
」
民
訴
法
研

　
　
究
三
七
頁
参
照
。

　
民
事
訴
訟
制
度
目
的
↓
訴
の
変
更
の
制
度
目
的
↓
訴
の
交
換
的
変
更
に
つ
い

て
の
理
解
、
と
い
う
図
式
か
ら
見
て
も
、
訴
の
交
換
的
変
更
に
お
け
る
旧
訴
の

係
属
の
消
滅
を
単
に
訴
の
取
下
と
考
え
る
の
は
、
問
題
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

訴
の
変
更
の
制
度
の
趣
旨
、
さ
ら
に
は
民
事
訴
訟
制
度
の
目
的
を
認
識
し
た
上

で
、
旧
訴
の
係
属
の
消
減
の
間
題
は
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
具
体
的
に

は
、
訴
の
取
下
の
要
件
が
実
質
的
に
緩
和
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
旧
訴
の
取
下

に
つ
い
て
黙
示
の
陳
述
が
許
さ
れ
、
黙
示
の
同
意
が
許
さ
れ
る
の
も
、
か
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
5
）

な
立
場
に
立
つ
て
、
は
じ
め
て
理
解
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
（
注
5
）
　
中
村
教
授
は
本
件
判
例
に
つ
い
て
、
「
形
式
的
に
は
、
昭
和
三
二
年
の

　
　
判
例
の
態
度
を
認
め
な
が
ら
、
解
釈
論
を
駆
使
し
て
、
実
質
的
に
は
、
交
換
的

　
　
訴
の
変
更
の
場
合
に
は
、
旧
訴
は
当
然
消
滅
す
る
見
解
に
同
意
し
た
も
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
〇
　
　
（
一
四
二
六
）

　
　
る
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
従
来
の
最
高
裁
判
所
の
判
例
の
見
解
が
実
質
的
に

　
　
修
正
嚢
た
と
も
い
≧
と
が
雲
る
・
も
て
蒼
砦
（
蝋
謹
）
．

　
さ
．
て
、
こ
の
よ
う
な
立
場
で
本
件
事
案
を
み
る
と
、
新
訴
に
異
議
な
く
応
訴

し
た
被
告
は
旧
訴
の
係
属
消
滅
に
つ
い
て
同
意
し
た
と
解
す
る
こ
と
は
、
大
審

院
先
例
の
存
在
や
前
述
理
論
的
な
要
請
か
ら
、
．
社
会
的
期
待
」
（
馴
鴫
祇
砿
購
）
に

添
う
も
の
と
言
え
る
。
か
く
し
て
旧
訴
の
係
属
は
消
滅
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

結
局
、
こ
の
立
場
で
は
、
単
な
る
訴
の
交
換
的
変
更
と
称
し
て
、
原
告
が
新
訴

を
提
起
す
れ
ば
、
そ
れ
は
旧
訴
に
つ
い
て
訴
の
取
下
を
陳
述
し
た
も
の
と
同
じ

で
あ
り
、
単
に
異
議
な
く
そ
れ
に
応
訴
し
た
被
告
は
、
旧
訴
の
取
下
に
つ
い
て

同
意
し
た
こ
と
と
同
じ
に
な
る
。
勿
論
、
か
か
る
訴
の
変
更
に
異
議
を
述
べ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
6
）

ぽ
、
旧
訴
の
係
属
は
消
滅
せ
ず
し
て
、
結
果
的
に
は
訴
の
追
加
的
変
更
に
な
る
。

　
（
注
6
）
　
同
趣
旨
、
中
田
・
民
商
法
雑
誌
三
六
巻
二
号
二
六
四
頁
。

　
ま
た
、
訴
の
交
換
的
変
更
と
称
さ
な
く
と
も
、
実
質
的
に
み
て
、
訴
の
交
換

的
変
更
な
ら
ば
、
新
訴
の
提
起
と
旧
訴
の
取
下
と
に
、
単
に
分
解
し
て
考
え
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
7
）

の
で
な
く
、
訴
の
交
換
的
変
更
と
し
て
の
見
地
か
ら
考
え
る
こ
と
に
な
る
。

　
（
注
7
）
　
例
え
ば
「
従
来
の
請
求
を
変
更
し
て
」
と
か
、
「
従
来
の
主
張
を
撤
回

　
　
し
て
」
と
か
い
う
表
現
の
場
合
。
判
例
集
記
載
の
事
実
欄
だ
け
で
は
、
実
際
、

　
　
い
か
な
る
表
現
で
、
訴
の
交
換
的
変
更
が
な
さ
れ
る
の
か
不
明
で
あ
る
。
純
粋

　
　
に
単
純
結
合
説
を
と
る
な
ら
、
常
に
訴
の
交
換
的
変
更
は
二
つ
に
分
解
し
、
そ

　
　
れ
ぞ
れ
の
観
点
か
ら
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
有
機
的
結
合
説
は
形
式
的
分
解
で

　
　
は
な
く
、
実
質
的
な
観
点
か
ら
表
示
行
為
を
評
価
す
る
こ
と
に
な
る
。

三
　
次
に
原
審
の
態
度
で
あ
る
が
、
原
審
は
訴
の
変
更
は
被
告
の
同
意
が
あ
れ

ぽ
よ
い
と
解
し
、
そ
の
同
意
の
中
に
は
旧
訴
の
係
属
消
滅
に
つ
い
て
の
同
意
も



含
ま
れ
る
と
解
し
た
ら
し
い
．
本
件
で
は
、
新
訴
に
異
議
な
く
応
訴
し
た
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
8
）

は
被
告
が
訴
の
変
更
に
同
意
し
た
も
の
と
解
し
て
い
る
．

　
（
注
8
）
　
こ
の
点
に
関
し
、
三
ヶ
月
教
授
は
「
訴
の
変
更
に
つ
き
被
告
の
同
意
を

　
　
要
す
る
と
い
う
法
制
の
下
で
は
結
局
被
告
の
同
意
と
い
う
形
で
、
被
告
の
利
益

　
　
は
守
ら
れ
る
か
ら
、
旧
訴
の
係
属
の
当
然
消
滅
を
伴
う
訴
の
変
更
を
認
め
る
余

　
　
地
が
あ
る
」
（
張
燐
酷
一
）
と
さ
れ
る
。
原
審
判
決
に
つ
い
て
瀬
戸
調
査
官
は
「
そ

　
　
の
判
文
で
み
る
か
ぎ
り
、
旧
民
訴
法
的
な
考
え
方
に
立
つ
て
訴
訟
係
属
の
消
滅

　
　
を
認
め
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
」
（
酷
糖
塒
晦
一
飢
巻
）
と
さ
れ
る
。
ま
た
新
堂
教
授

　
　
は
「
い
わ
ゆ
る
訴
え
の
交
換
的
変
更
は
二
つ
の
面
な
い
し
行
為
に
分
け
て
考
え

　
　
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
か
ら
、
「
原
判
決
が
『
原
判
決
〔
第
一
審
判
決
〕
は

　
　
訴
え
の
交
換
的
変
更
に
よ
り
失
効
し
た
』
と
い
つ
て
い
る
の
は
、
若
干
舌
足
ら

　
　
ず
の
表
現
で
あ
る
」
（
噛
弾
脇
飴
櫟
號
訊
庭
蜷
｝
恥
号
）
と
さ
れ
る
。

　
請
求
の
基
礎
に
変
更
が
あ
つ
て
も
、
被
告
の
同
意
が
あ
れ
ば
、
訴
の
変
更
は

許
さ
れ
る
と
す
る
学
説
や
判
例
の
立
場
に
た
て
ば
、
こ
の
よ
う
な
原
審
の
態
度

　
　
　
　
　
（
注
9
）

は
是
認
さ
れ
よ
う
。

　
（
注
9
）
　
学
説
判
例
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
重
勝
ち
請
求
の
変
更
と
相
手
方
の
異

　
　
議
」
戻
訴
法
判
例
百
選
六
八
頁
参
照
．

　
こ
の
点
、
最
高
裁
判
決
は
何
も
述
べ
て
い
な
い
が
、
そ
の
こ
と
か
ら
し
て

も
、
従
来
の
積
極
説
の
立
場
を
暗
に
と
つ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
本
件
で
は
、

請
求
の
基
礎
に
変
更
が
な
い
か
ら
問
題
は
な
い
が
、
前
述
の
よ
う
に
民
事
訴
訟

制
度
目
的
か
ら
の
考
察
や
、
立
法
の
経
過
か
ら
み
て
消
極
説
が
妥
当
で
あ
る
と

　
（
注
1
0
）

考
え
る
．

　
（
注
1
0
）
　
伊
東
・
判
例
研
究
昭
和
三
九
1
8
事
件
（
號
弾
O研
棚
配
軌
雛
馳
）
。

　
　
　
判
　
例
　
研
究

四
　
仮
り
に
本
件
の
場
合
、
上
告
人
が
主
張
す
る
よ
う
に
旧
訴
が
消
滅
し
て
い

な
い
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
は
一
般
的
に
は
適
当
で
は
な
い
が
、
あ
え
て
違
法

と
ま
で
い
え
な
い
か
ら
、
判
決
そ
の
も
の
の
違
法
を
き
た
さ
な
い
と
言
う
べ
き

　
（
注
1
1
）

で
あ
る
。

　
（
注
1
1
）
　
兼
子
・
実
例
法
学
全
集
民
訴
法
上
巻
三
五
二
頁
参
照
。

　
そ
れ
故
に
上
告
人
は
原
審
に
旧
訴
に
つ
い
て
の
判
決
を
求
め
る
こ
と
に
な

（
注
1
2
）

る
。

　
（
注
1
2
）
　
法
律
実
務
講
座
民
訴
編
第
二
巻
二
五
四
頁
参
照
。

　
さ
ら
に
本
件
の
場
合
、
新
訴
と
旧
訴
と
は
選
択
的
併
合
の
関
係
に
あ
る
か

ら
、
旧
訴
に
つ
い
て
判
断
し
な
く
て
も
、
裁
判
の
脱
漏
や
補
充
判
決
の
問
題
は

　
　
　
　
　
（
注
1
3
）

生
じ
な
い
の
で
あ
る
。

　
（
注
1
3
）
　
中
田
・
民
商
法
雑
誌
三
六
巻
二
号
二
六
四
頁
参
照
。

　
以
上
、
一
、
二
、
三
、
四
の
考
察
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
本
件
上
告
の
棄

却
は
免
れ
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
原
審
に
お
い
て
も
、
旧
訴
に
つ
い
て
の
期

日
指
定
の
申
立
は
却
下
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

五
　
原
審
、
上
告
理
由
、
本
件
判
例
は
、
共
に
訴
訟
物
論
に
お
い
て
は
旧
説
の

立
場
を
と
つ
て
い
る
の
で
、
旧
説
の
立
場
で
一
応
考
察
し
た
訳
で
あ
る
が
、
新

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
1
4
）

説
の
立
場
に
よ
る
と
本
件
事
例
で
は
訴
の
変
更
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。

　
（
注
1
4
）
　
新
堂
前
掲
一
五
八
三
頁
参
照
．

　
し
か
し
、
既
に
多
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
控
訴
審
で
所
有
権
に
基
づ

く
家
屋
明
渡
と
損
害
金
支
払
の
要
求
が
主
張
さ
れ
た
か
ら
よ
い
も
の
の
、
主
張

さ
れ
な
か
つ
た
場
合
、
も
は
や
主
張
で
き
な
い
と
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
残
ろ

う
。
本
件
に
お
い
て
は
控
訴
審
に
お
い
て
の
訴
の
変
更
で
あ
る
た
め
、
結
果
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
一
　
　
（
一
四
二
七
）



判
　
例
研
　
究

に
は
旧
説
と
同
じ
に
な
る
が
．
典
型
的
な
家
屋
明
渡
訴
訟
の
場
合
．
当
該
家
屋

の
明
渡
要
求
と
賃
料
・
損
害
金
の
支
払
要
求
、
さ
ら
に
予
備
的
な
建
物
収
去
土

地
明
渡
要
求
等
を
一
個
の
訴
訟
物
と
み
て
、
既
判
力
で
確
定
さ
れ
る
の
は
、
主

張
さ
れ
、
審
理
せ
ら
れ
た
具
体
的
な
性
格
を
も
つ
権
利
で
あ
る
と
す
る
考
え
を

と
る
な
ら
ば
（
動
態
的
訴
訟
物
論
）
、
訴
の
変
更
と
い
う
形
式
的
な
手
続
を
経
る

こ
と
な
し
に
、
よ
り
高
い
実
質
的
に
正
し
い
紛
争
の
解
決
が
得
ら
れ
る
で
あ
ろ

（
騰
）

う　
（
注
1
5
）
　
伊
東
・
「
異
説
訴
訟
物
論
」
民
商
法
雑
誌
五
五
巻
六
号
八
五
五
頁
以
下
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
伊
東
　
乾
・
坂
原
正
夫
y

昭
四
7
（
謡
嘱
蜂
恥
巻
）

　
第
三
者
異
議
の
訴
の
異
議
事
由
と
し
て
所
有
権
を
主
張
す
る
こ
と
が
信
義
則

　
に
照
し
て
許
さ
れ
な
い
と
さ
れ
た
事
例

　
　
第
三
者
異
議
事
件
（
昭
四
一
・
二
・
一
第
三
小
法
廷
判
決
）

　
　
Y
（
被
告
）
は
、
訴
外
A
を
債
務
者
と
す
る
仮
差
押
決
定
に
基
づ
き
．
訴
外
A

　
　
の
住
所
地
に
お
い
て
、
A
所
有
の
薪
炭
、
氷
等
に
つ
き
執
行
吏
に
仮
差
押
を
さ

　
　
せ
よ
う
と
し
た
。
そ
こ
へ
、
第
三
者
で
あ
る
X
会
社
（
原
告
）
の
代
表
者
B
が

　
　
や
つ
て
来
て
、
Y
の
代
理
人
や
執
行
吏
に
対
し
、
「
A
の
炭
や
氷
を
押
え
ら
れ

　
　
た
ら
、
，
明
日
か
ら
商
売
が
で
き
な
い
。
本
件
仮
差
押
の
被
保
全
債
権
で
あ
る
手

　
　
形
債
権
の
実
質
上
の
債
務
者
は
X
会
社
で
あ
り
、
X
会
社
は
A
か
ら
机
や
椅
子

　
　
な
ど
を
預
つ
て
保
管
し
て
い
る
。
自
分
が
そ
こ
へ
案
内
す
る
か
ら
、
そ
れ
を
押

　
　
え
て
く
れ
．
」
と
の
趣
旨
を
申
し
向
け
た
。
執
行
債
務
者
で
あ
る
A
も
「
そ
の

　
　
と
お
り
預
け
て
あ
る
か
ら
そ
う
し
て
く
れ
。
」
と
符
節
を
合
わ
せ
た
。
ヤ
の
代

一
〇
二
　
　
（
一
四
二
八
）

理
人
ら
は
こ
れ
を
信
じ
．
他
に
A
の
財
産
が
あ
る
の
な
ら
そ
れ
を
差
押
え
た
方

が
よ
い
と
考
え
る
に
至
つ
た
。
前
記
X
会
社
の
代
表
B
は
、
A
の
住
所
に
お
け

る
執
行
を
中
止
さ
せ
た
う
え
、
Y
の
代
理
人
ら
を
X
会
社
の
本
店
に
案
内
し
、

本
件
物
件
を
指
示
し
、
右
は
A
よ
り
預
つ
て
い
る
同
人
所
有
の
物
件
で
あ
る
と

主
張
し
て
提
供
し
た
。
Y
の
代
理
人
は
右
提
供
物
件
が
A
所
有
に
属
す
る
も
の

と
信
じ
、
執
行
吏
に
こ
れ
に
対
す
る
執
行
を
さ
せ
た
。

そ
の
後
二
年
余
を
経
過
し
た
後
、
X
は
右
仮
差
押
物
件
が
自
己
の
所
有
に
属
す

る
こ
と
を
主
張
し
て
、
Y
に
対
し
第
三
者
異
議
の
訴
を
提
起
し
た
。
第
一
審
、

控
訴
審
と
も
ズ
の
請
求
を
棄
却
。

控
訴
審
の
判
決
理
由
の
要
旨
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
「
強
制
執
行
は
迅
速
執

行
の
要
請
上
執
行
の
対
象
物
に
つ
い
て
外
観
徴
表
主
義
を
採
る
ほ
か
は
な
い
の

で
あ
る
が
、
こ
れ
に
伴
い
実
体
法
上
根
拠
の
な
い
不
当
執
行
か
ら
第
三
者
を
救

済
す
る
た
め
、
第
三
者
異
議
の
訴
の
制
度
を
設
け
る
必
要
が
あ
る
。
」
「
し
か
し

な
が
ら
、
も
し
そ
の
第
三
者
み
ず
か
ら
の
言
動
が
」
、
本
件
に
お
け
る
が
ご
と

き
「
執
行
を
招
来
す
る
誤
断
の
因
を
な
し
た
と
す
れ
ば
、
事
は
お
の
ず
か
ら
別

と
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
．
な
ん
と
な
れ
ば
、
他
人
の
真
実
に
あ
ら
ざ
る
衷
示

を
信
じ
た
被
表
示
者
の
保
護
を
は
か
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
、
表
示
者
が
の
ち

に
至
つ
て
表
示
に
反
す
る
主
張
を
な
す
こ
と
を
認
め
ず
、
も
つ
て
そ
の
者
に
表

示
し
た
不
利
益
の
責
を
帰
せ
し
め
る
の
は
、
公
法
私
法
の
別
な
く
あ
ら
ゆ
る
法

の
領
域
に
お
け
る
法
理
た
る
信
義
則
の
当
然
の
要
請
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
」
。

ゆ
え
に
本
件
の
ご
と
き
事
実
関
係
の
も
と
で
、
X
と
Y
と
の
利
害
の
較
量
を
す

れ
ば
、
X
は
、
た
と
え
本
件
物
件
に
つ
ぎ
所
有
権
を
有
す
る
と
し
て
も
、
「
こ

れ
に
対
す
る
執
行
を
排
除
す
る
た
め
の
異
議
理
由
と
し
て
、
自
己
の
所
有
権
を

主
張
す
る
こ
と
は
信
義
則
上
許
さ
れ
な
い
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
。
X
上

告
。判

示
事
項
と
さ
れ
た
上
告
理
由
の
第
四
点
は
、
①
原
審
獄
民
訴
法
五
四
九
条
の



解
釈
及
び
信
義
則
の
適
用
を
誤
り
、
憲
法
二
八
条
、
三
二
条
に
違
反
す
る
、
②

表
示
者
の
真
実
に
あ
ら
ざ
る
表
示
を
信
じ
た
被
表
示
者
の
保
護
は
表
示
者
に
対

す
る
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
で
足
り
る
、
③
原
審
の
よ
う
に
所
有

権
の
主
張
を
否
認
す
る
と
、
表
示
者
と
被
表
示
者
の
間
の
信
義
誠
実
の
原
則
で

は
解
釈
で
ぎ
な
い
幾
多
の
複
雑
な
法
律
関
係
が
第
三
者
と
の
関
係
で
生
ず
る

と
、
原
審
を
攻
撃
す
る
。
上
告
棄
却
。
『

最
高
裁
の
判
決
理
由
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
原
審
が
そ
の
挙

示
の
証
拠
に
よ
り
確
定
し
た
事
実
関
係
に
照
ら
せ
ぽ
、
X
会
社
が
Y
に
対
す
る

関
係
に
お
い
て
本
件
物
件
に
つ
き
自
己
の
所
有
権
を
主
張
じ
て
こ
れ
を
第
三
者

異
議
の
訴
の
異
議
事
由
と
す
る
こ
と
が
信
義
則
上
許
さ
れ
な
い
旨
の
原
審
の
判

断
は
、
正
当
と
し
て
是
認
す
る
に
足
り
る
．
従
つ
て
、
原
判
決
に
は
右
民
訴
法

条
の
解
釈
ま
た
は
信
義
則
の
適
用
を
誤
つ
た
違
法
は
認
め
ら
れ
ず
、
所
論
違
憲

の
主
張
も
、
右
違
法
の
主
張
を
出
づ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
原
審
は
、

X
会
社
が
Y
以
外
の
者
と
の
間
に
お
い
て
も
本
件
物
件
の
所
有
権
を
主
張
し
得

な
い
旨
判
断
し
て
い
る
わ
け
で
な
く
、
右
の
関
係
に
お
い
て
X
会
社
が
右
物
件

の
所
有
権
を
主
張
し
う
る
か
ど
う
か
は
、
別
個
に
判
断
す
べ
ぎ
問
題
で
あ
る
か

ら
、
こ
の
点
に
関
す
る
論
旨
は
、
原
判
決
を
正
解
し
な
い
結
果
か
、
も
し
く
は

独
自
の
見
解
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
つ
て
．
採
用
す
る
に
足
り
な
い
」
。

　
判
旨
に
賛
成
す
る
．

一
　
判
旨
は
信
義
則
の
適
用
が
あ
る
と
述
べ
る
の
み
で
、
な
ん
ら
表
示
行
為
に

よ
る
禁
反
言
の
原
則
の
適
用
に
つ
い
て
明
言
し
て
い
な
い
が
、
そ
の
実
質
を
考

察
す
れ
ぽ
、
本
件
は
信
義
則
の
一
態
様
た
る
表
示
行
為
に
よ
る
禁
反
言
の
原
則

の
適
用
が
認
め
ら
れ
た
一
事
例
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
綱
鮨
副
鯖
引
脚

協
八
四
巻
一
号
一
七
三
頁
、
森
・
本
件
解
説
・
法
曹
時
報
一
八
巻
四
号
一
一
一
頁
、
た
だ
し
福
永
．
本
件

評
釈
・
民
商
法
五
五
巻
三
号
＝
二
頁
は
信
義
則
の
適
用
を
前
面
に
も
ち
だ
し
、
そ
の
信
義
則
の
違
反
の

　
　
　
　
判
例
研
究

驚
初
欝
蕪
鍛
蔽
簗
講
護
藻
加
袈
るの
瑛
躾
震
〉
．

　
元
来
．
禁
反
言
は
訴
訟
法
上
の
一
原
則
に
す
ぎ
な
く
、
実
体
法
上
の
原
則
で

は
な
い
と
い
う
の
が
通
説
で
あ
つ
た
が
、
表
示
に
よ
る
禁
反
言
の
発
展
と
共
に

禁
反
言
則
を
以
つ
て
単
な
る
一
証
拠
法
上
の
原
則
と
み
る
こ
と
に
対
し
異
論
が

生
ず
る
に
至
り
、
察
反
言
は
証
拠
法
上
の
原
則
た
る
仮
面
を
有
す
る
実
体
法
上

の
原
則
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
（
岬
鰍
笹
嫌
訴
硫
臨
）
。
本
件
に
お
い

て
も
、
原
審
は
、
X
が
本
件
物
件
の
所
有
権
を
主
張
し
え
な
い
こ
と
は
、
第
三

者
異
議
の
訴
に
お
け
る
異
議
事
由
の
存
否
と
い
う
実
体
法
上
の
権
利
の
存
否
の

問
題
で
あ
る
と
し
て
い
る
（
鯛
唄
一
麟
恥
前
）
。

二
　
禁
反
言
の
原
則
は
、
自
己
の
過
去
の
行
動
に
矛
盾
す
る
主
張
を
為
す
こ
ど

を
禁
じ
、
法
律
生
活
に
信
義
衡
平
の
理
念
を
導
入
し
、
あ
わ
せ
て
動
的
安
全
を

保
護
す
る
英
米
法
上
の
法
理
で
あ
る
が
（
願
腿
魏
翻
離
糊
肋
激
畷
謁
襟
版
館
の
）
、
我
が

国
に
お
い
て
も
、
信
義
誠
実
原
則
の
一
態
様
と
む
て
（
岬
螺
静
嫌
燃
節
為
）
、
表
示
主

義
、
外
観
主
義
と
結
び
つ
ぎ
、
民
法
・
商
法
等
の
実
定
法
上
の
諸
規
定
に
も
と

り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
代
理
権
授
与
の
表
示
に
よ
る
表
見
代
理
（
民
，

一
〇
九
条
）
（
峨
凄
噂
編
賭
脚
閣
關
岨
か
ひ
勲
）
、
不
実
の
登
記
に
よ
る
責
任
（
商
一
四

条
）
、
名
板
貸
の
責
任
（
商
壬
二
条
）
、
表
見
支
配
人
の
権
限
（
商
四
二
条
）
等
が

挙
げ
ら
れ
る
（
漱
響
鍵
鶉
恥
）
．

三
　
表
示
行
為
に
よ
る
禁
反
言
の
原
則
を
適
用
す
る
た
め
に
は
、
①
表
示
の
内

容
に
つ
い
で
の
要
件
と
し
て
、
①
表
示
が
信
頼
す
る
に
足
る
も
の
で
あ
る
こ
と

（
大
言
壮
語
を
信
頼
し
て
も
禁
反
言
は
発
生
し
な
い
）
、
②
表
示
が
現
存
事
実
に
関

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
　
（
単
な
る
意
向
の
表
示
又
は
予
想
の
発
表
で
あ
つ
て
は
な

ら
ぬ
）
、
③
表
示
が
意
見
、
評
価
又
は
確
信
の
表
示
で
な
い
こ
と
、
④
表
示
が

一
〇
三
　
　
（
一
四
二
九
）



判
　
例
　
研
　
究

明
確
で
あ
る
こ
と
、
m
表
示
者
、
被
表
示
者
の
主
観
的
要
件
と
し
て
、
①
現
存

事
実
に
関
す
る
虚
偽
の
表
示
又
は
隠
蔽
が
あ
る
こ
と
、
②
表
示
は
実
際
上
現
存

事
実
を
知
つ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
③
相
手
方
は
現
存
事
実
を
知
ら

ず
、
ま
た
知
ら
な
い
こ
と
に
つ
き
相
手
方
に
宥
恕
さ
る
べ
ぎ
事
情
が
あ
る
こ
と
、

④
表
示
が
相
手
方
に
よ
つ
て
信
頼
さ
れ
る
こ
と
を
、
表
示
者
が
実
際
上
欲
し

た
る
こ
と
、
⑤
相
手
方
が
そ
の
表
示
に
誘
わ
れ
た
こ
と
．
皿
被
表
示
者
が
表
示
を

信
頼
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
地
位
を
変
更
し
た
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
説
か
れ
て

い
る
（
薇
獅
麓
疑
驚
穫
輻
即
矯
講
矩
罐
謹
駿
誰
離
騨
厭
き
．

本
件
事
案
の
も
と
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
要
件
の
す
べ
て
が
満
た
さ
れ
て
お
り
、

な
お
且
つ
、
禁
反
言
の
阻
却
事
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
よ
う
な
事
情
も
存
在
し

な
い
。
す
な
わ
ち
、
一
般
に
禁
反
言
の
阻
却
事
由
と
し
て
、
①
被
表
示
者
が
表
示

の
不
真
実
な
こ
と
を
知
つ
て
い
る
こ
と
、
②
表
示
の
撤
回
、
③
詐
欺
又
は
強

迫
、
④
違
法
性
も
し
く
は
反
公
序
良
俗
性
、
⑤
交
互
禁
反
言
が
挙
げ
ら
れ
る
が

（
静
厭
ん
鐵
財
術
騰
加
勲
）
、
本
件
は
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
。

四
　
信
義
則
と
権
利
濫
用
の
原
則
は
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
て
、
別
個
の
法
律
関

係
を
規
律
す
る
も
の
で
あ
る
と
解
す
る
立
場
（
繊
騨
扁
臨
服
磁
）
、
つ
ま
り
、
信
義

則
は
、
賃
貸
借
、
労
働
契
約
そ
の
他
の
契
約
当
事
者
や
夫
婦
、
親
子
な
ど
の
よ

う
に
、
特
別
の
権
利
義
務
に
よ
つ
て
結
ば
れ
て
い
る
者
の
闘
の
利
害
の
調
節
を

目
的
と
し
、
権
利
濫
用
の
原
則
は
、
特
殊
の
権
利
義
務
で
結
ば
れ
て
い
な
い
私

人
間
の
利
害
の
調
節
を
目
的
と
す
る
と
解
す
る
立
場
（
餓
蝉
賄
鵬
配
）
か
ら
は
、
X

Y
間
に
な
ん
ら
そ
の
よ
う
な
特
殊
な
権
利
義
務
関
係
の
結
び
つ
き
の
な
い
本
件

の
場
合
（
襟
鶏
窪
蓄
犠
縢
勘
簸
雛
舗
諜
礁
譲
講
愛
よ
）
、
奪

ら
く
権
利
濫
用
の
原
則
の
適
用
に
ょ
つ
て
の
み
X
Y
間
の
利
害
の
調
節
が
行
わ

一
〇
四
　
　
（
一
四
三
〇
）

れ
得
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
信
義
則
と
権
利
濫
用
の
原
則
の
問

に
は
一
応
系
譜
的
な
相
違
が
考
え
ら
れ
る
が
、
両
者
は
機
能
的
に
は
共
通
し
た

面
も
多
く
、
民
法
一
条
の
文
言
か
ら
し
て
も
明
確
な
区
別
は
つ
け
に
く
い
か
ら

（
賂
勘
蝉
パ
粧
鰍
）
、
本
件
事
案
の
も
と
で
は
、
判
旨
と
こ
と
な
り
権
利
濫
用
の
原

則
を
適
用
し
て
も
さ
し
つ
か
え
な
い
し
、
ま
た
、
判
旨
の
よ
う
に
信
義
則
を
適

用
し
て
も
よ
い
と
思
わ
れ
る
（
理
騨
鵯
難
監
ピ
繋
墾
藷
糖
幣
卿
姦

醗
蠕
携
惑
鋤
豊
筏
馨
．
器
婆
蕪
数
箆
蕪
壕
嚢
観
堅
講
即
麟
藷
）
．

も
つ
と
も
、
本
件
に
お
い
て
は
、
信
義
則
を
適
用
し
て
も
、
権
利
濫
用
の
原
則

を
適
用
し
て
も
、
そ
の
結
論
に
は
変
わ
り
が
な
い
の
だ
か
ら
（
胴
塑
藷
詠
蔚
）
、

信
義
則
と
権
利
濫
用
の
原
則
の
い
ず
れ
を
適
用
し
て
も
さ
し
つ
か
え
な
い
の

か
、
そ
れ
と
も
、
権
利
濫
用
の
原
則
の
み
が
適
用
さ
れ
る
の
か
と
い
う
議
論
を

す
る
実
際
上
の
実
益
は
な
い
。

五
　
本
件
に
お
い
て
は
、
X
に
よ
る
第
三
者
異
議
の
訴
が
棄
却
さ
れ
て
い
る

が
、
却
下
さ
れ
る
余
地
が
な
い
わ
け
で
も
な
い
と
考
え
ら
れ
る
畠
（
甑
塑
繭
詠
恥
）
。

す
な
わ
ち
、
X
会
社
の
代
表
者
B
が
Y
の
代
理
人
と
執
行
吏
に
対
し
て
な
し
た

「
本
件
物
件
は
訴
外
A
よ
り
預
つ
て
い
る
同
人
の
所
有
物
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ

を
差
押
え
て
ほ
し
い
」
と
い
う
趣
旨
の
表
示
は
、
執
行
に
つ
い
て
の
異
議
申
立

権
の
放
棄
を
意
味
す
る
と
評
価
で
き
な
い
こ
と
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
か
く
解

す
れ
ぽ
、
X
の
Y
に
対
す
る
第
三
者
異
議
の
訴
は
、
訴
の
利
益
を
欠
く
こ
と
に

な
り
、
却
下
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
（
掘
確
繍
ガ
躰
鰭
臆
杯
施
聯
勧
囎
臆
勘
濫
般
獄
締
切
姻
唾
旅
蠣

猪
サ
）
。
癒
お
、
却
下
さ
れ
た
場
合
と
棄
却
さ
れ
た
場
合
の
実
際
上
の
差
異
は
、

本
件
物
件
の
所
有
権
を
め
ぐ
り
X
Y
問
で
あ
ら
た
め
て
別
の
訴
訟
を
す
る
こ
と

が
許
さ
れ
る
か
否
か
に
あ
る
（
額
斯
勲
蝪
酷
疎
灘
鵬
齢
都
暗
鱒
帥
渇
鄭
ガ
醸
㈱
勘
醐
齢
副
螂
妊



ほ
救
済
訴
訟
説
を
と
る
立
場
（
第
三
者
異
議
の
訴
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
は
、
石
川
・
強
制
執
行
法
概
論

一
九
一
頁
以
下
参
照
）
、
お
よ
び
、
判
決
の
効
力
と
し
て
の
い
わ
ゆ
る
争
点
効
を
み
と
め
る
立
場
（
新
堂
・

顯
鯉
黙
贈
驚
鉛
建
零
）
．

六
　
X
が
た
と
え
本
件
物
件
の
所
有
者
で
あ
る
と
し
て
も
、
Y
に
対
し
て
信
義

則
上
、
所
有
権
を
主
張
し
得
な
い
と
す
れ
ば
、
X
と
Y
以
外
の
者
と
の
間
の
本

件
物
件
の
所
有
権
を
め
ぐ
る
関
係
が
次
に
問
題
に
な
る
。

　
ω
X
に
所
有
権
が
存
す
る
と
す
れ
ば
、
信
義
則
の
適
用
が
あ
る
と
し
て
も
、

X
は
自
己
の
所
有
権
を
絶
対
的
に
失
う
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
Y
と
の
関
係
で

所
有
権
を
主
張
で
き
な
い
だ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
X
は
第
三
者
に
対
し
て
自
己

の
所
有
権
を
主
張
で
き
る
し
（
嗣
鎚
一
糖
馴
恥
）
、
訴
外
A
が
本
件
物
件
の
執
行
に

よ
つ
て
債
務
を
免
が
れ
た
場
合
に
は
、
A
に
対
し
不
当
利
得
の
返
還
請
求
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
（
璽
日
創
噸
依
前
鮪
鴫
炉
配
建
）
。
さ
ら
に
、
本
件

物
件
に
つ
き
、
A
の
他
の
債
権
者
が
照
査
手
続
に
よ
り
、
ま
た
は
、
単
に
、
配

当
要
求
を
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
（
醐
塑
晴
剛
恥
）
。
な
ぜ
な
ら
、
信
義
則
の

一
態
様
た
る
禁
反
言
の
原
則
の
適
用
に
よ
り
、
本
件
物
件
は
Y
と
の
関
係
に
お

い
て
の
み
、
債
務
者
A
の
責
任
財
産
の
中
に
く
み
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
か

ら
募
る
（
鵜
一
謡
恥
）
．

　
⑧
X
は
本
件
物
件
の
競
落
人
に
対
し
て
も
所
有
権
を
主
張
で
ぎ
な
い
と
解
さ

れ
る
（
彊
日
ゴ
賄
副
臨
掲
葎
批
個
頗
掲
糠
玉
測
．
賜
）
。
け
だ
し
、
競
落
人
に
対
す
る
X
の

所
有
権
主
張
を
許
す
と
い
う
こ
と
は
、
実
質
的
に
は
、
X
が
執
行
債
権
者
Y
に

所
有
権
を
対
抗
す
る
こ
と
を
許
す
の
と
同
じ
結
果
を
導
き
だ
し
、

信
義
期
の
一

態
様
た
る
禁
反
言
の
原
則
の
適
用
を
認
め
て
、
執
行
債
権
者
Y
を
救
済
せ
ん
と

す
る
趣
旨
を
無
視
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
競
落
人
が
X

よ
り
所
有
権
を
対
抗
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
つ
て
、
競
売
が
そ
の
効
を
奏
さ

判
　
例
　
研
　
究

な
く
な
り
、
執
行
債
権
者
Y
は
、
結
果
的
に
本
件
物
件
の
換
価
を
妨
げ
ら
れ
、

執
行
の
満
足
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
本
件

に
お
い
て
、
こ
と
禁
反
言
の
原
則
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
競
落
人
と
執
行
債
権
者

と
は
同
一
の
地
位
に
立
つ
も
の
と
み
な
さ
れ
得
る
か
ら
（
晴
舳
愈
舗
鵬
鰍
馳
湖
碩
庵
）
、

競
落
人
は
禁
反
言
の
原
則
を
援
用
し
、
X
の
所
有
権
主
張
を
封
じ
る
こ
と
が
で

き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
⑥
X
の
債
権
者
は
、
Y
に
対
し
て
、
債
権
者
代
位
権
に
基
づ
く
第
三
者
異
議

の
訴
を
提
起
し
（
巌
礁
堵
猷
雌
嘩
凍
徳
齢
欲
堪
一
誘
襯
蟻
Oの
赫
酬
鎌
黙
）
、
本
件
物
件
が
X
の

所
有
に
属
す
る
こ
と
を
主
張
で
き
な
い
．
け
だ
し
、
X
が
Y
に
対
し
て
所
有
権

を
主
張
で
き
な
い
本
件
の
も
と
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
権
利
の
代
理
行
使

と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
（
鯛
齪
岳
融
瓦
）
。
ま
た
、
X
の
債
権
者

が
本
件
物
件
を
X
の
所
有
物
と
し
て
差
押
え
る
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
し
（
嗣
糧

揃
掲
静
批
咽
藝
熊
）
、
配
当
要
求
を
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
（
輌
輩
晴
馳
恥
）
。
な

ぜ
な
ら
、
信
義
期
の
一
態
様
た
る
禁
反
言
の
原
則
の
適
用
あ
る
本
件
の
も
、
と
に

お
い
て
は
、
本
件
物
件
は
X
の
責
任
財
産
か
ら
離
脱
し
て
、
債
務
者
A
の
責
任

財
産
に
く
み
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
（
鯵
蟹
婿
剛
恥
）
。

七
　
な
お
、
本
件
に
お
い
て
は
、
信
義
則
と
い
う
よ
う
な
一
般
条
項
適
用
の
結

果
の
常
と
し
て
、
X
が
本
件
物
件
の
所
有
者
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
X
は
い
か
な

る
時
期
に
そ
の
所
有
権
を
喪
失
す
る
の
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
が
、
第
三
者

異
議
事
件
で
あ
る
本
件
で
は
、
あ
え
て
こ
こ
ま
で
触
れ
る
必
要
が
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
（
鋸
篠
瑞
灘
進
頒
籍
碁
鵬
繋
鵜
箋
征
譲
喋
）
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
石
川
　
　
明
・
加
藤
　
　
修
）

一
〇
五
　
　
（
一
四
三
一
）
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昭
四
言
（
講
覗
誰
撃

　
農
業
共
済
組
合
の
農
作
物
共
済
掛
金
賦
課
金
お
よ
び
き
よ
出
金
の
徴
収
と
民

　
事
訴
訟
法
上
の
手
続

農
業
共
済
掛
金
等
請
求
事
件
（
昭
四
叫
・
二
・
二
三
大
法
廷
判
決
）

X
（
上
告
人
・
控
訴
人
・
原
告
）
は
、
1
県
を
区
域
と
す
る
農
業
共
済
組
合
連

合
会
で
あ
り
、
訴
外
A
市
農
業
共
済
組
合
（
以
下
単
に
訴
外
A
と
い
う
）
は
、

A
市
を
区
域
と
す
る
農
業
共
済
組
合
で
あ
つ
て
、
X
の
構
成
組
合
員
で
あ
る
。

ま
た
、
Y
（
被
上
告
人
・
被
控
訴
人
・
被
告
）
は
、
A
市
に
住
所
を
有
し
、
水

稲
・
麦
等
の
業
務
を
営
む
も
の
で
あ
り
、
訴
外
A
の
組
合
員
で
あ
る
。

X
は
訴
外
A
に
対
し
、
農
業
災
害
補
償
法
第
一
二
二
条
に
よ
る
保
険
関
係
の
成

立
に
伴
う
農
業
共
済
保
険
料
及
び
同
法
第
二
二
二
条
、
第
八
九
条
一
項
に
基
づ

く
賦
課
金
の
各
債
権
を
有
し
、
訴
外
A
は
Y
に
対
し
、
同
法
第
一
〇
五
条
、
定
款

第
一
五
条
、
第
一
六
条
に
基
づ
く
水
稲
、
陸
稲
、
麦
の
共
済
掛
金
及
び
同
法
第

＝
一
〇
条
の
三
、
定
款
第
六
五
条
に
基
づ
く
建
物
共
済
掛
金
債
権
、
同
法
第
八

七
条
に
よ
る
事
務
費
の
賦
課
金
債
権
、
農
業
共
済
基
金
法
第
四
六
条
、
定
款
第

九
五
条
の
三
に
よ
る
き
ょ
出
金
債
権
、
並
び
に
こ
れ
ら
に
対
す
る
定
款
第
一
六

条
第
四
項
所
定
の
日
歩
三
銭
の
割
合
に
よ
る
遅
延
損
害
金
債
権
を
有
し
て
い

る
。
と
こ
ろ
が
、
農
業
災
害
補
償
法
第
一
二
二
条
に
ょ
れ
ば
、
Y
ら
そ
の
他
農

業
者
と
訴
外
A
と
の
各
種
共
済
関
係
は
同
時
に
訴
外
A
と
X
と
の
各
種
保
険
関

係
を
成
立
せ
し
め
る
こ
と
に
な
つ
て
い
ゐ
関
係
上
、
Y
ら
そ
の
他
農
業
者
が
訴

外
A
に
対
し
て
納
入
す
べ
き
各
種
共
済
掛
金
等
は
、
訴
外
A
の
X
に
対
し
て
納

入
す
べ
き
各
種
農
業
共
済
保
険
料
に
か
わ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
共
済
掛
金
等

の
延
滞
が
あ
れ
ぽ
そ
れ
以
外
に
余
裕
財
源
の
な
い
訴
外
A
は
X
に
対
し
保
険
料

等
を
支
払
う
こ
と
が
で
き
な
い
実
情
に
あ
り
、
現
に
訴
外
A
は
X
忙
対
し
各
種

共
済
保
険
料
の
支
払
が
で
き
て
い
な
い
。
そ
こ
で
X
は
訴
外
A
に
対
す
る
右
債

一
〇
六

（
一
、
四
三
二
）

権
保
全
の
た
め
、
訴
外
A
に
代
位
し
、
Y
に
対
す
る
訴
外
A
の
右
債
権
を
行
使

し
た
．
Y
は
、
右
各
債
務
に
つ
ぎ
支
払
義
務
の
あ
る
こ
と
は
認
め
た
が
．
請
求

額
に
つ
い
て
は
争
つ
た
。

第
一
審
槍
、
先
ず
職
権
を
も
つ
て
本
件
訴
の
適
否
に
つ
い
て
判
断
し
、
ω
農
業

共
済
組
合
は
い
わ
ゆ
る
公
共
組
合
で
あ
り
、
公
法
人
た
る
性
質
を
有
す
る
こ

と
、
ω
組
合
員
の
共
済
掛
金
は
公
法
上
の
金
銭
給
付
義
務
で
あ
り
、
事
務
費
の

賦
課
金
も
公
法
上
の
金
銭
債
権
で
あ
る
こ
と
、
の
こ
れ
ら
に
つ
い
て
行
政
上
の

強
制
徴
収
の
方
法
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
⇔
公
法
上
の
金
銭
債
権
に
つ
い

て
行
政
上
の
強
制
徴
収
の
方
法
が
認
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
，
法
が
強
制
徴

収
の
方
法
を
授
与
し
た
趣
旨
か
ら
、
民
訴
法
に
基
づ
く
強
制
執
行
に
よ
る
こ
と

は
許
さ
れ
な
い
と
解
す
べ
ぎ
で
あ
る
こ
と
、
の
故
に
X
の
請
求
中
本
件
に
お
い

て
問
題
と
な
つ
て
い
る
強
制
徴
収
の
認
め
ら
れ
て
い
る
債
権
に
つ
い
て
は
却
下

し
た
。
原
審
も
ま
た
こ
れ
を
全
面
的
に
支
持
し
た
。

X
は
、
ω
農
業
災
害
補
償
法
は
公
法
、
私
法
の
二
領
域
に
亘
る
も
の
で
あ
る
こ

と
、
㈹
農
業
共
済
掛
金
等
の
滞
納
処
分
は
行
政
上
の
強
制
徴
収
の
方
法
が
認
め

ら
れ
て
い
る
か
ら
と
い
つ
て
、
民
訴
上
の
強
制
執
行
の
方
法
が
排
除
さ
れ
る
も

の
で
は
な
い
こ
と
、
㈹
農
業
共
済
組
合
連
合
会
の
会
員
で
あ
る
農
業
共
済
組
合

に
対
す
る
保
険
料
徴
収
手
続
及
び
債
権
保
護
に
つ
い
て
は
農
業
災
害
補
償
法
に

何
等
の
規
定
が
な
く
民
訴
法
に
基
づ
く
以
外
方
法
が
な
い
の
に
こ
れ
を
許
さ
な

い
と
す
る
の
は
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
を
主
張
し
て
上
告
略

最
高
裁
は
、
何
故
に
農
業
共
済
組
合
に
行
政
上
の
強
制
徴
収
の
方
法
が
認
め
ら

れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
「
農
業
災
害
に
関
す
る
共
済
事
業
の
公
共
性
に
鑑
み
、

そ
の
事
業
遂
行
上
必
要
な
財
源
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
農
業
共
済
組
合
が
強

制
加
入
制
の
も
と
に
こ
れ
に
加
入
す
る
多
数
の
組
合
員
か
ら
収
納
す
る
こ
れ
ら

の
金
円
に
つ
き
、
租
税
に
準
ず
る
簡
易
迅
速
な
行
政
上
の
強
制
徴
収
の
手
段
に

よ
ら
し
め
る
こ
と
が
、
も
つ
と
も
適
切
か
つ
妥
当
で
あ
る
と
し
た
か
ら
に
桧
か



な
ら
な
い
．
』
と
述
べ
．
　
上
告
理
由
に
つ
い
て
は
以
下
の
如
く
判
示
し
．
棄
却

し
た
．

「
農
業
共
済
組
合
が
、
法
律
上
特
に
か
よ
う
な
独
自
の
強
制
徴
収
の
手
段
を
与

え
ら
れ
な
が
ら
、
こ
の
手
段
に
よ
る
こ
と
な
く
、
　
一
般
私
法
上
の
債
権
と
同

様
、
訴
え
を
提
起
し
、
民
訴
法
上
の
強
制
執
行
の
手
段
に
よ
つ
て
こ
れ
ら
債
権

の
実
現
を
図
る
こ
と
は
、
前
示
立
法
の
趣
旨
に
反
し
、
公
共
性
の
強
い
農
業
共

済
組
合
の
権
能
行
使
の
適
正
を
欠
く
も
の
と
し
て
、
許
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
と
い

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

論
旨
は
、
ま
た
、
農
業
共
済
組
合
違
合
会
が
そ
の
会
員
た
る
各
農
業
共
済
組
合

に
対
し
て
有
す
る
保
険
料
債
権
に
関
し
て
は
、
法
は
何
ら
特
別
の
徴
収
方
法
を

認
め
て
お
ら
ず
、
し
た
が
つ
て
そ
の
徴
収
は
、
民
訴
法
に
基
づ
く
以
外
方
法
が

な
い
も
の
と
し
、
第
一
審
判
決
を
引
用
す
る
原
判
決
が
公
法
上
の
金
銭
債
権
で

あ
る
共
済
掛
金
等
の
実
現
は
民
訴
怯
に
基
づ
く
強
制
執
行
に
よ
る
こ
と
は
許
さ

れ
な
い
旨
判
示
し
た
の
は
矛
盾
で
あ
る
と
い
う
が
、
こ
の
点
に
つ
き
原
判
決
の

引
用
す
る
第
一
審
判
決
は
、
法
が
特
に
行
政
上
の
強
制
徴
収
を
認
め
た
債
権
に

つ
い
て
、
右
の
判
示
を
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
そ
の
判
文
上
明
ら
か
で
あ
る
か

ら
、
所
論
の
非
難
は
当
ら
な
い
。

ち
な
み
に
、
本
件
は
、
農
業
共
済
組
合
連
合
会
が
、
そ
の
会
員
た
る
農
業
共
済

組
合
に
代
位
し
て
、
農
業
共
済
組
合
の
組
合
員
に
対
し
、
右
各
債
権
を
訴
求
し

た
も
の
で
あ
る
が
、
元
来
、
農
業
共
済
組
合
自
体
が
有
し
な
い
権
能
を
農
業
共

済
組
合
連
合
会
が
代
位
行
使
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
」

　
判
旨
賛
成

　
本
件
の
論
点
の
第
一
は
、
行
政
上
の
強
制
徴
収
手
続
が
認
め
ら
れ
て
い
る
債

権
に
つ
い
て
、
民
訴
法
上
の
強
制
執
行
の
手
段
を
と
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
ど
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う
か
に
つ
い
て
で
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
最
高
裁
が
は
じ
め
て
判
示
し
た
も

の
と
し
て
注
目
さ
れ
よ
う
。
論
点
の
第
二
は
、
判
旨
か
ら
は
直
接
解
答
が
得
ら

れ
な
い
が
、
本
件
の
如
き
場
合
に
お
い
て
連
合
会
（
X
）
は
、
い
か
に
し
て
保

険
料
の
徴
収
を
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
行
政

上
の
強
制
徴
収
権
を
持
た
な
い
X
は
（
濃
鱗
謙
轄
舗
噸
磁
悌
↑
彫
濫
縢
櫨
射
噂
詮
絵
狗
浦
勲

興
嫉
い
悌
鰍
蕨
卿
嚇
靴
纐
灘
鮒
鞍
榊
輔
軌
取
協
駒
ド
嫌
に
）
、
農
業
共
済
組
合
（
訴
外
A
）
の

行
政
上
の
強
制
徴
収
権
の
認
め
ら
れ
て
い
る
債
権
に
つ
き
、
訴
外
A
に
代
位
し

て
民
訴
法
上
の
強
制
執
行
の
手
段
に
よ
り
債
権
の
実
現
を
図
る
こ
と
が
で
き
る

か
ど
う
か
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
最
高
裁
は
、
訴
外
A
自
体
が
持

た
な
い
権
能
を
X
が
代
位
行
使
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
簡
単
に
否
定
す
る

だ
け
で
あ
る
が
、
今
少
し
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
論
点
第
一
に
・
つ
い
て
。
行
政
上
の
強
制
徴
収
の
手
段
が
認
め
ら
れ
て
い
る
債

権
に
つ
い
て
、
民
訴
法
上
の
強
制
執
行
の
手
段
を
と
る
こ
と
を
否
定
す
る
理
由

と
し
て
は
、
か
つ
て
旧
憲
法
の
下
に
お
い
て
司
法
裁
判
所
と
行
政
裁
判
所
と
の

別
が
あ
つ
た
と
ぎ
と
は
違
つ
て
、
ま
た
、
そ
の
時
か
ら
す
で
に
、
特
に
公
法
的

に
取
扱
う
べ
き
趣
旨
の
認
め
ら
れ
な
い
限
り
私
権
と
し
て
民
事
裁
判
所
の
保
護

を
求
め
得
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
、
批
判
の
対
象
と
な
つ
て
い
た
様
に

（
細
仲
⊃
舩
雌
勲
私
）
、
単
に
公
法
上
の
債
権
で
あ
る
か
ら
と
い
う
わ
け
で
ば
な
い
。

そ
も
そ
も
行
政
上
の
強
制
徴
収
権
と
い
う
の
は
公
法
人
な
ら
皆
持
つ
て
い
る
と

い
う
も
の
で
は
な
く
、
実
定
法
に
よ
つ
て
行
政
上
の
強
制
徴
収
を
認
め
ら
れ
て

は
じ
め
て
そ
の
権
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
つ
て
、
当
該
組
合
が
公
法
人

で
あ
る
と
か
私
法
人
で
あ
る
と
か
い
つ
た
と
こ
ろ
で
、
ま
た
、
－
農
業
災
害
補
償

法
が
公
法
・
私
法
の
二
領
域
に
亘
る
も
の
で
あ
る
と
い
つ
た
と
こ
ろ
で
、
現
行
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憲
法
の
下
、
何
等
そ
れ
が
民
訴
法
上
0
強
制
執
行
の
手
段
を
と
る
こ
と
を
肯
定

す
る
も
の
と
も
、
否
定
す
る
も
の
と
も
な
り
え
な
い
。
民
訴
法
上
の
手
段
を
と

る
こ
と
を
否
定
す
る
理
由
と
い
う
こ
の
問
題
解
決
の
極
め
手
は
、
如
何
な
る
理

由
に
よ
り
実
定
法
に
よ
つ
て
行
政
上
の
強
制
徴
収
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
か
に

あ
ろ
う
。
確
に
、
民
訴
法
上
の
手
段
に
よ
り
債
権
の
実
現
を
図
る
ご
と
は
、
他
に

よ
り
簡
易
な
債
権
実
現
の
方
法
が
あ
つ
た
と
し
て
も
、
さ
ら
に
丁
重
な
民
訴
法

上
の
手
段
に
よ
つ
た
か
ら
と
い
つ
て
こ
れ
を
拒
否
す
べ
き
理
由
は
な
い
と
も
解

さ
れ
よ
う
。
し
か
し
こ
れ
と
て
も
、
何
故
に
強
制
徴
収
の
方
法
が
認
め
ら
れ
た

か
と
い
う
こ
と
か
ら
、
あ
る
い
は
、
訴
の
利
益
の
理
論
に
よ
り
解
決
さ
れ
よ
う
。

　
農
業
共
済
組
合
や
農
業
共
済
組
合
連
合
会
等
の
農
業
共
済
団
体
を
設
立
し
農

業
災
害
の
際
に
補
償
す
る
の
は
、
農
業
者
が
不
慮
の
事
故
に
因
つ
て
受
け
る
こ

と
の
あ
る
損
失
を
補
旗
し
て
農
業
経
営
の
安
定
を
図
り
、
農
業
生
産
力
の
発
展

に
資
す
る
た
め
で
あ
り
（
瀬
鱗
畷
籍
鎌
鰭
）
、
農
業
共
済
組
合
に
行
政
上
の
強
制
徴

収
の
手
段
を
認
め
た
こ
と
は
本
件
判
旨
の
説
く
如
く
、
農
業
災
害
に
関
す
る
共

済
事
業
の
公
共
性
に
鑑
み
、
そ
の
事
業
遂
行
上
必
要
な
財
源
を
確
保
す
る
た
め

に
簡
易
迅
速
な
行
政
上
の
強
制
徴
収
の
手
段
に
よ
ら
し
め
る
こ
と
が
、
も
つ
と

も
適
切
か
つ
妥
当
で
あ
る
と
し
た
制
度
上
の
要
請
に
よ
る
も
の
と
解
す
る
の
が

相
当
で
あ
る
。
従
つ
て
、
こ
の
よ
う
な
行
政
上
の
強
制
徴
収
の
権
能
を
与
え
ら

れ
た
債
権
の
実
現
を
図
る
に
つ
い
て
、
民
訴
法
上
の
手
段
に
よ
る
こ
と
は
制
度

の
趣
旨
に
反
す
る
も
の
で
あ
り
許
さ
れ
な
い
と
解
す
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。
論
点
第

一
に
つ
い
て
は
、
本
件
判
旨
の
説
く
様
に
制
度
上
の
要
請
か
ら
、
公
共
性
の
強

い
農
業
共
済
組
合
の
権
能
行
使
の
適
正
と
い
う
こ
と
で
、
民
訴
法
上
の
手
段
に

よ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
す
る
こ
と
に
賛
成
す
る
．
ま
だ
こ
の
他
に
も
前
述
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の
如
く
、
訴
の
利
益
が
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
民
訴
法
上
の
手
段
に
よ
る
こ

－
と
は
許
さ
れ
な
い
と
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
（
断
の
捌
溢
勲
躰
締
確
晩
理
抽
堵
封
喝
鋪
畑

山
針
蝦
恥
瓶
瀦
妊
号
）
。
即
ち
、
法
が
特
殊
な
訴
又
は
簡
易
な
方
法
を
別
途
許
容
す
る

場
合
、
そ
の
特
殊
な
目
的
を
達
す
る
た
め
に
便
宜
且
つ
合
目
的
的
で
あ
る
と
し

て
そ
れ
を
設
け
た
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
よ
り
抜
本
的
な
紛
争
解
決
の
方
法

が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
方
法
に
よ
ら
な
い
で
通
常
の
訴
に
よ
る
こ
と
は
権

利
保
護
の
利
益
を
欠
く
と
し
て
排
斥
ざ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
（
一
一
厳
朝

噺
鰍
鉱
職
ハ
）
。
た
だ
訴
の
利
益
が
な
い
か
ら
許
さ
れ
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、

訴
の
利
益
が
あ
る
特
殊
な
場
合
に
は
民
訴
法
上
の
手
段
に
よ
る
こ
と
も
許
さ
れ

る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
本
件
に
お
い
て
は
、
い
ず
れ
に
し
て
も
上
告
理

由
ω
ω
は
採
用
さ
れ
得
な
い
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
論
点
第
二
に
つ
い
て
。
行
政
上
の
強
制
徴
収
権
を
与
え
ら
れ
て
い
る
債
権
と

い
う
も
の
は
、
そ
の
認
め
ら
れ
た
理
由
の
如
何
を
問
わ
ず
、
代
位
者
の
如
何
を

問
わ
ず
、
代
位
の
方
法
の
如
何
を
問
わ
ず
に
代
位
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の

で
あ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
だ
と
し
た
ら
、
共
済
組
合
が
強
制
徴
収
の
権
能
を
行

使
し
な
い
と
き
は
連
合
会
は
ど
う
す
れ
ぽ
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
行
政
上
の
強

制
徴
収
権
の
代
位
は
で
ぎ
な
い
と
い
う
の
は
と
も
か
く
、
共
済
掛
金
等
の
権
利

に
つ
き
三
年
間
の
消
滅
時
効
も
あ
る
こ
と
で
あ
る
し
（
鹸
鱗
談
確
鱒
償
）
、
連
合
会

に
何
等
か
の
債
権
実
現
の
方
法
は
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
行
政
上
の

強
制
徴
収
権
の
与
え
ら
れ
た
債
権
は
代
位
さ
れ
え
な
い
も
の
で
あ
る
と
し
て

も
、
本
件
は
い
さ
さ
か
特
殊
な
場
合
で
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
蓋
し
、
連

合
会
も
同
じ
制
度
下
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、
公
共
性
、
公
益
性
も
共
済
組
合
に

劣
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
第
三
債
権
者
が
一
般
人
で
、
そ
れ
が
公
法
人
の



行
政
上
の
強
制
徴
収
権
の
与
え
ら
れ
て
い
る
債
権
を
代
位
す
る
場
合
と
は
異
な

る
し
、
ま
た
、
農
業
共
済
団
体
の
解
散
事
由
に
は
破
産
に
よ
る
場
合
も
あ
る
の

で
あ
る
（
嚢
墾
、
鞭
講
四
）
．

　
本
件
の
如
ぎ
場
合
に
お
け
る
X
の
債
権
実
現
の
方
法
に
つ
い
て
、
最
高
裁
は

答
え
て
い
な
い
。
し
か
し
、
判
旨
の
最
後
に
訴
外
A
自
体
が
有
し
な
い
権
能
を

X
が
代
位
行
使
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
、
と
解
す
べ
き
旨
述
べ
て
い
る
か

ら
、
X
は
自
己
の
債
権
実
現
の
た
め
行
政
上
の
強
制
徴
収
権
の
認
め
ら
れ
て
い

る
債
権
を
、
訴
外
A
に
代
位
し
て
Y
か
ら
直
接
徴
収
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と

解
さ
れ
よ
う
。
上
告
理
由
③
に
対
す
る
こ
の
判
旨
は
、
形
式
的
な
法
律
論
と
し

て
は
正
し
い
。
そ
れ
に
農
業
共
済
組
合
が
保
険
料
を
払
わ
な
い
場
合
、
連
合
会

は
保
険
金
不
払
い
で
対
抗
で
き
る
か
ら
不
都
合
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど

も
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
農
業
災
害
補
償
制
度
の
崩
壊
と
も
い
え
る
も
の
で
は

な
か
ろ
う
か
．
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
つ
て
連
合
会
に
代
位
す
る
こ
と
を
許
す

と
い
う
の
も
問
題
で
あ
る
。
即
ち
、
こ
こ
で
連
合
会
は
代
位
す
る
こ
と
が
許
さ

れ
な
い
と
い
う
の
は
、
単
に
訴
外
A
が
持
た
な
い
権
能
で
あ
る
か
ら
と
い
う
ば

か
り
で
な
く
、
農
業
災
害
補
償
の
制
度
目
的
の
実
現
の
た
め
に
は
、
農
業
共
済

組
合
の
、
組
合
員
と
の
問
の
共
済
事
業
、
農
業
共
済
組
合
連
合
会
の
、
農
業
共

済
組
合
と
の
間
の
保
険
事
業
、
そ
し
て
政
府
の
、
農
業
共
済
組
合
連
合
会
と
の

間
の
再
保
険
事
業
と
、
こ
れ
ら
が
一
体
と
な
つ
て
運
営
さ
れ
て
い
か
ね
ば
な
ら

な
い
か
ら
で
あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
単
に
連
合
会
が
、
農
業
共

済
組
合
に
代
位
し
て
保
険
料
を
と
る
と
か
、
代
位
し
て
保
険
料
が
と
れ
な
い
か

ら
保
険
金
不
払
い
『
で
対
抗
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
で
は
、
農
業
災
害
に
際
し
、

損
失
を
補
填
し
農
業
経
営
の
安
定
を
図
り
、
農
業
生
産
力
の
発
展
に
資
す
る
た
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め
に
つ
く
ら
れ
た
農
業
災
害
補
償
制
度
の
趣
旨
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
わ

ざ
る
を
え
な
い
。
か
く
て
連
合
会
に
行
政
上
の
強
制
徴
収
権
を
認
め
ず
、
ま

た
、
本
件
の
よ
う
な
場
合
に
代
位
も
認
め
な
か
つ
た
の
は
、
双
方
共
公
法
人
で

公
共
性
・
公
益
性
の
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
こ
の
よ
う
な
紛
争
の
起
こ
る

で
あ
ろ
う
こ
と
を
予
想
し
な
か
つ
た
た
め
で
あ
る
こ
と
も
さ
り
な
が
ら
、
や
は

り
こ
れ
は
前
述
の
如
き
農
業
災
害
補
償
の
制
度
の
趣
旨
に
よ
る
も
の
と
解
す
べ

き
で
あ
ろ
う
、
。

　
な
お
本
件
に
つ
い
て
は
矢
野
調
査
官
の
解
説
（
融
贈
哨
襯
卜
臥
巻
）
、
森
教
授
の
判

批
（
鼠
鏑
叢
旺
証
蜷
）
、
阿
部
氏
の
判
批
（
舷
翻
訊
劃
購
一
）
、
及
び
S
・
E
・
E
氏
の

紹
介
（
塒
二
の
雅
齢
一
配
）
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
清
水
　
暁
・
栂
　
善
失
）

一
〇
九
　
　
（
一
四
三
五
）


