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判
　
例
　
研
　
究

一
〇
六

（
一
五
五
二
）

〔
最
高
裁
民
訴
事
例
研
究
六
九
〕

昭
四
三
2
0
（
騰
鐸
募
）

　
母
の
受
傷
を
理
由
と
す
る
子
の
慰
籍
料
請
求
に
つ
い
て
調
停
が
成
立
し
た
後

　
母
が
死
亡
し
た
場
合
と
そ
の
死
亡
を
理
由
と
す
る
子
の
慰
籍
料
請
求
権

　
　
損
害
賠
償
慰
籍
料
請
求
事
件
（
昭
四
三
・
四
・
一
一
第
一
小
法
廷
判
決
）

　
　
上
告
人
X
（
原
告
・
控
訴
人
）
の
母
で
あ
る
訴
外
A
は
、
昭
和
三
四
年
三
月
二

　
　
四
日
自
宅
附
近
の
道
路
を
樹
断
中
、
被
上
告
人
Y
（
被
告
・
被
控
訴
人
）
の
使

　
　
用
人
訴
外
D
が
Y
の
商
用
の
た
め
運
転
中
の
オ
ー
ト
バ
イ
に
そ
の
重
大
な
過
失

　
　
に
よ
り
追
突
さ
れ
受
傷
し
、
同
年
六
月
一
七
日
丁
大
学
附
属
病
院
整
形
外
科
で

　
　
診
察
の
結
果
、
脳
震
愚
症
、
頭
部
上
半
身
打
撲
症
の
病
名
で
入
院
加
療
の
必
要

　
　
を
宣
せ
ら
れ
、
同
年
同
月
二
二
日
よ
り
同
年
七
月
コ
ニ
日
ま
で
同
病
院
で
入
院

　
治
療
を
受
け
た
。
な
お
そ
の
前
後
に
他
の
開
業
医
の
治
療
を
受
け
た
が
、
同
年

　
　
八
月
一
〇
日
で
医
療
は
一
旦
打
切
つ
た
．
そ
の
後
、
昭
和
三
七
年
一
二
月
三
日

　
　
に
、
A
は
右
受
傷
が
一
因
と
な
つ
て
死
亡
し
た
。
X
は
、
A
の
本
件
受
傷
及
び

　
死
亡
に
よ
り
精
神
的
損
害
と
し
て
三
〇
万
円
、
財
産
的
損
害
と
し
て
三
万
一
千

　
　
円
の
損
害
を
受
け
た
と
し
て
、
右
支
払
を
請
求
し
た
の
が
本
件
で
あ
る
。
と
こ

　
ろ
で
、
そ
れ
以
前
昭
和
三
六
年
五
月
一
日
に
、
X
は
A
及
び
X
の
弟
で
あ
る
訴

　
外
B
・
C
と
共
に
、
Y
を
相
手
方
と
し
、
X
・
A
・
B
・
C
の
受
け
た
そ
れ
ぞ

　
れ
の
財
産
的
損
害
及
び
精
神
的
損
害
（
総
額
一
二
一
万
九
千
九
百
円
）
の
支
払

を
請
求
し
て
、
・
民
事
調
停
の
申
立
を
し
、
昭
和
三
七
年
二
月
八
日
、
次
の
如
き

内
容
の
調
停
が
成
立
し
た
．
r
・

即
ち
、
e
、
Y
は
X
等
に
対
し
金
五
万
円
を
昭
和

三
七
年
二
月
二
八
日
限
り
X
宅
に
送
金
し
て
支
払
う
こ
と
、
、
⇔
、
X
等
は
そ
の

余
の
請
求
を
放
棄
す
る
こ
と
、
㊧
、
調
停
費
用
は
各
自
負
担
す
る
こ
と
、
で
あ

る
。
し
か
し
、
X
は
本
件
訴
訟
に
於
て
、
右
調
停
の
錯
誤
に
基
づ
く
無
効
を
主

張
し
た
。
即
ち
、
X
の
意
思
は
、
O
、
Y
は
申
立
人
A
に
対
し
て
金
五
万
円
を
支

払
う
こ
と
、
⇔
、
申
立
人
A
は
そ
の
余
の
請
求
を
放
棄
す
る
こ
と
、
㊧
、
そ
の

余
の
申
立
人
の
請
求
に
つ
い
て
は
別
途
処
理
す
る
こ
と
、
と
い
う
に
あ
つ
た
の

で
あ
る
か
ら
、
右
調
停
は
意
思
表
示
の
重
要
な
部
分
に
つ
き
錯
誤
が
あ
り
無
効

で
あ
る
と
い
う
も
の
で
お
る
。
第
一
審
は
、
X
の
錯
誤
無
効
の
主
張
を
認
め

ず
、
調
停
は
有
効
に
成
立
し
た
と
し
て
、
「
原
告
の
本
訴
請
求
は
、
そ
の
余
の
判

断
を
な
す
ま
で
も
な
く
失
当
と
し
て
棄
却
」
し
た
。
X
は
控
訴
。
第
二
審
は
、

X
の
主
張
事
実
は
肯
認
す
る
こ
と
が
で
き
ず
．
「
控
訴
人
の
要
素
に
錯
誤
が
あ

る
と
の
主
張
は
理
由
が
な
く
、
調
停
は
有
効
に
成
立
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
で

あ
る
。
以
上
の
次
第
で
本
件
事
故
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
事
件
に
つ
き
、
本
訴

当
事
者
問
に
お
い
て
既
に
調
停
が
有
効
に
成
立
し
て
い
る
の
で
、
当
事
者
は
右

調
停
の
趣
旨
に
反
す
る
主
張
が
で
ぎ
ず
、
裁
判
所
も
こ
れ
に
反
す
る
判
断
が
で

き
な
い
．
そ
こ
で
本
訴
請
求
中
右
調
停
に
お
い
て
認
容
さ
れ
た
部
分
は
も
は
や

訴
の
利
益
を
欠
く
も
の
と
い
う
べ
く
、
又
そ
の
余
の
部
分
は
請
求
の
理
由
が
な



い
こ
と
に
帰
す
る
の
で
、
控
訴
人
の
請
求
は
す
べ
て
失
当
と
し
て
棄
却
さ
る
べ

き
で
あ
る
。
」
と
し
て
、
控
訴
棄
却
を
判
決
し
た
。
X
は
上
告
。
上
告
理
由
は
、

要
す
る
に
本
件
調
停
の
有
効
成
立
を
認
め
た
原
審
判
決
の
違
法
を
主
張
し
、
X

が
本
件
請
求
権
を
保
有
す
る
事
を
主
張
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
最
高
裁
は
、

「
原
判
示
調
停
に
お
い
て
は
、
Y
が
X
の
母
A
（
右
調
停
の
申
立
人
の
う
ち
の
一

人
）
に
対
し
五
万
円
を
支
払
い
、
そ
の
余
の
申
立
人
ら
に
対
し
て
は
別
途
考
慮

す
る
と
い
う
趣
旨
で
合
意
が
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
事
は
認
め
ら
れ
ず
、
か
え

つ
て
、
申
立
人
全
員
に
対
し
五
万
円
を
支
払
い
、
申
立
人
ら
は
そ
の
余
の
請
求

を
放
棄
す
る
趣
旨
を
、
調
停
の
当
事
老
双
方
が
了
解
の
上
調
停
が
成
立
し
た
こ

と
が
認
め
ら
れ
る
旨
の
原
審
の
な
し
た
認
定
、
判
断
は
、
原
判
決
挙
示
の
証
拠

関
係
に
照
し
て
是
認
で
ぎ
る
。
そ
れ
故
、
原
審
が
認
め
る
こ
と
が
で
ぎ
な
い
と

し
た
右
事
実
を
前
提
と
し
て
右
調
停
の
無
効
を
い
う
論
旨
は
、
原
審
の
認
定
に

副
わ
な
い
事
実
に
基
づ
く
主
張
で
あ
り
、
前
提
を
欠
く
も
の
で
あ
つ
て
採
る
を

得
な
い
。
…
…
と
こ
ろ
で
、
本
訴
は
、
X
が
右
調
停
を
無
効
で
あ
る
と
主
張
、
す

る
と
同
時
に
、
A
は
右
負
傷
を
受
け
、
昭
和
三
七
年
一
二
月
三
日
右
負
傷
の
た

め
死
亡
し
た
と
主
張
し
、
右
受
傷
お
よ
び
死
亡
に
よ
り
X
の
受
け
た
損
害
に
つ

き
、
慰
籍
料
三
〇
万
円
の
支
払
お
よ
び
…
…
金
三
万
一
千
円
相
当
の
財
産
上
の

損
害
の
賠
償
の
支
払
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
原
判
決
は
、
本
件
事
故

に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
に
つ
い
て
は
、
X
、
Y
間
に
既
に
前
述
の
調
停
が
有
効

に
成
立
し
て
い
る
の
で
、
当
事
者
は
、
右
調
停
の
趣
旨
に
反
す
る
主
張
が
で
ぎ

ず
、
裁
判
所
も
こ
れ
に
反
す
る
判
断
が
で
き
な
い
か
ら
、
本
訴
詩
求
中
右
調
停

に
お
い
て
認
容
さ
れ
た
部
分
は
訴
の
利
益
を
欠
ぎ
、
そ
の
余
の
部
分
は
請
求
の

理
由
が
な
い
こ
と
に
帰
す
る
と
し
て
、
X
の
請
求
を
棄
却
し
た
も
の
で
あ
る
こ

と
は
、
原
判
文
上
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
、
原
判
決
は
X
が
本
訴
に
お
い

て
主
張
す
る
A
の
受
傷
お
よ
び
死
亡
に
よ
る
双
方
の
損
害
に
つ
ぎ
．
既
に
右
調

判
　
例
　
研
　
究

停
に
お
い
て
、
判
示
の
よ
5
な
条
項
の
調
停
が
有
効
に
成
立
し
た
旨
を
認
定
、

判
断
し
た
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
右
調
停
は
、
A
の
受
傷
に

よ
ξ
損
害
賠
償
に
つ
い
て
は
有
効
に
成
立
し
た
も
の
と
認
め
ら
れ
、
従
つ
て
、

本
訴
に
お
い
て
X
の
請
求
す
る
三
万
一
千
円
の
財
産
上
の
損
害
賠
償
請
求
は
、

右
調
停
に
お
い
て
、
既
に
解
決
済
で
あ
り
、
X
の
右
財
産
上
の
損
害
賠
償
請
求

権
を
、
本
訴
に
お
い
て
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
い
う
べ
ぎ
で
あ
つ

て
、
こ
の
点
に
関
す
る
原
判
決
の
判
示
は
結
局
正
当
と
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
．

精
神
上
の
損
害
賠
償
請
求
の
点
に
つ
い
て
は
、
A
お
よ
び
X
ら
は
ま
ず
調
停
に

お
い
て
A
の
受
傷
に
よ
る
慰
籍
料
請
求
を
し
、
そ
の
後
A
が
死
亡
し
た
た
め
、

本
訴
に
お
い
て
、
同
人
の
死
亡
を
原
因
と
し
て
慰
籍
料
を
請
求
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
は
前
記
の
と
お
り
で
あ
り
、
か
つ
、
右
調
停
当
時
A
の
死
亡
す
る
こ
と

は
全
く
予
想
さ
れ
な
か
つ
た
も
の
と
す
れ
ぽ
、
身
体
侵
害
を
理
由
と
す
る
慰
籍

料
請
求
権
と
生
命
侵
害
を
理
由
と
す
る
慰
籍
料
請
求
権
と
は
、
被
侵
害
権
利
を

異
に
す
る
か
ら
、
右
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
一
の
原
因

事
実
に
基
づ
く
場
合
で
あ
つ
て
も
、
受
傷
に
基
づ
く
慰
籍
料
請
求
と
生
命
侵
害

を
理
由
と
す
る
慰
籍
料
請
求
と
は
同
一
性
を
有
し
な
い
と
解
す
る
を
相
当
と
す

る
。
と
こ
ろ
で
、
右
調
停
が
、
原
判
決
の
い
う
よ
う
に
、
A
の
受
傷
に
よ
る
損

害
賠
償
の
ほ
か
、
そ
の
死
亡
に
よ
る
慰
籍
料
も
含
め
て
、
そ
の
す
べ
て
に
つ
き

成
立
し
た
と
解
し
得
る
た
め
に
は
、
原
判
決
の
認
定
し
た
事
実
関
係
の
ほ
か
、

な
お
こ
れ
を
肯
定
し
得
る
に
足
る
特
別
の
事
情
が
存
し
、
且
つ
そ
の
調
停
の
内

容
が
公
序
良
俗
に
反
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
げ
だ
し
、
A
は
老
齢
と
は
い
え
、
調
停
当
時
は
生
存
中
で
（
な

お
、
X
の
主
張
に
よ
れ
ば
．
前
記
の
と
お
り
、
調
停
成
立
後
一
〇
月
を
経
て
死

亡
し
た
と
い
う
。
）
、
右
調
停
は
A
本
人
も
申
立
人
の
一
人
と
な
つ
て
お
り
、
調

序
に
お
い
て
は
申
立
人
全
員
に
対
し
て
賠
償
額
が
儀
か
五
万
円
と
合
意
さ
れ
た

一
〇
七

（
一
五
五
三
ノ



　
　
判
　
例
　
研
　
究

等
の
事
情
に
あ
り
、
こ
れ
ら
の
事
情
に
徴
す
れ
ば
、
右
調
停
に
お
い
て
は
、
一

般
に
は
A
の
死
亡
に
よ
る
慰
籍
料
に
つ
い
て
も
合
意
し
た
も
の
と
は
解
さ
れ
な

い
の
を
相
当
と
す
る
と
こ
ろ
、
こ
の
場
合
を
も
つ
て
な
お
A
の
死
亡
に
よ
る
慰

籍
料
に
つ
い
て
も
合
意
さ
れ
た
も
の
と
解
す
る
た
め
に
は
、
A
の
受
傷
が
致
命

的
不
可
回
復
的
で
あ
つ
て
、
死
亡
は
殆
ん
ど
必
至
で
あ
つ
た
た
め
、
当
事
者
に

お
い
て
同
人
演
死
亡
す
る
こ
と
あ
る
べ
ぎ
こ
と
を
予
想
し
、
そ
の
た
め
、
死
亡

に
よ
る
損
害
賠
償
を
も
含
め
て
、
合
意
し
た
と
い
う
よ
う
な
前
記
の
ご
と
き
特

別
の
事
情
が
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
原
判
決
は
、

こ
の
よ
う
な
特
別
の
事
情
等
を
何
ら
認
定
せ
ず
し
て
、
A
の
死
亡
に
よ
る
慰
籍

料
の
損
害
賠
償
を
も
含
め
て
合
意
が
な
さ
れ
た
と
し
、
本
訴
請
求
を
排
斥
し
た

も
の
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
、
原
判
決
に
は
、
判
決
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
の
明

ら
か
な
審
理
不
尽
、
理
由
不
備
の
違
法
が
あ
る
…
い
－
」
と
し
て
、
原
判
決
中
慰

籍
料
請
求
に
関
す
る
部
分
を
破
棄
し
、
そ
の
余
の
部
分
に
関
す
る
上
告
を
棄
却

し
た
。

e
本
件
に
於
け
る
中
心
問
題
は
、
後
の
請
求
（
死
亡
を
理
由
と
す
る
慰
籍
料

請
求
）
の
可
否
で
あ
り
、
従
つ
て
、
先
に
な
さ
れ
た
調
停
に
既
判
力
が
認
め
ら

れ
る
か
否
か
が
第
一
に
論
じ
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
即
ち
、
仮
り
に
．
調

停
に
既
判
力
が
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
本
件
請
求
の
可
否
は
本
件
調

停
の
調
停
条
項
第
二
項
の
解
釈
、
一
般
的
に
は
示
談
契
約
等
に
於
け
る
放
棄
約

款
の
効
力
を
如
何
に
解
す
べ
き
か
に
よ
つ
て
決
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ

う
、
又
も
し
調
停
に
既
判
力
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
先
に
な
さ
れ

た
調
停
の
既
判
力
が
本
件
請
求
と
抵
触
す
る
か
否
か
、
即
ち
、
調
停
の
対
象
と

な
つ
た
請
求
と
本
件
請
求
と
は
訴
訟
物
と
し
て
同
一
か
否
か
、
或
は
本
件
請
求
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は
先
の
調
停
の
既
判
力
が
及
ぶ
べ
き
時
問
的
限
界
の
範
囲
内
に
あ
る
か
又
は
範

囲
外
に
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
に
逢
着
す
る
。
本
件
判
旨
は
、
調
停
に
既
判

力
が
認
め
ら
れ
る
と
の
前
提
に
立
つ
た
上
で
、
本
件
請
求
が
先
の
調
停
の
既
判

力
に
抵
触
し
な
い
理
由
を
説
く
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
順
に
従
い
ま
ず

調
停
に
既
判
力
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
に
つ
ぎ
検
討
し
て
み
た
い
．

⇔
　
調
停
の
既
判
力
に
関
し
て
は
、
民
事
調
停
法
一
．
六
条
の
規
定
か
ら
、
独
立

し
て
調
停
の
効
力
そ
れ
自
体
の
問
題
と
し
て
で
は
な
く
、
裁
判
上
の
和
解
に
既

判
力
を
認
む
ぺ
き
か
否
か
に
よ
り
決
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
立
場
が
あ
る

（
襯
野
諜
翻
薯
璽
辮
鐙
．
し
か
し
、
調
停
に
既
判
力
が
認
め
ら
れ
る
か

否
か
は
、
既
、
判
力
の
本
質
を
如
何
に
考
え
る
か
、
又
調
停
と
い
う
紛
争
解
決
を

意
図
し
て
あ
る
具
体
的
判
断
を
形
成
す
る
手
続
を
如
何
に
認
識
・
評
価
す
る

か
、
こ
の
両
者
の
認
識
・
評
価
が
相
侯
つ
て
決
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
の

点
、
裁
判
上
の
和
解
に
つ
い
て
そ
の
法
的
性
質
、
既
判
力
本
質
論
と
い
つ
た
点

か
ら
多
く
論
じ
ら
れ
て
き
た
状
況
と
異
な
る
べ
き
理
由
は
な
い
筈
で
あ
る
。
民

事
調
停
法
一
六
条
の
規
定
に
つ
い
て
も
、
裁
判
上
の
和
解
に
関
し
、
同
様
な
形

式
の
規
定
で
あ
り
、
一
見
当
然
に
確
定
判
決
と
同
様
に
既
判
力
を
有
す
る
と
解

す
べ
き
か
に
も
読
め
る
民
事
訴
訟
法
二
〇
三
条
0
規
定
に
も
拘
ら
ず
、
既
判
力

に
関
し
て
は
特
に
別
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
事
か
ら
考
え
て
も
、
調
停
の
既
判
力

を
独
自
に
考
え
る
に
つ
き
支
障
と
は
な
ら
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
。
又
、
も
し
、
民
事
調
停
法
一
六
条
の
文
言
に
忠
実
に
、
裁
判
上
の
和
解
に

関
す
る
と
同
一
に
解
さ
る
べ
し
と
す
る
な
ら
ぽ
、
既
判
力
の
認
否
と
い
う
点
に

つ
き
、
裁
判
上
の
和
解
と
調
停
と
が
同
質
で
あ
る
事
が
論
じ
ら
れ
な
く
て
嶋
な

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
関
し
、
佐
々
木
助
教
授
は
、
そ
の
著
、
「
民
事



調
停
の
研
究
」
に
於
て
、
裁
判
上
の
和
解
と
調
停
と
を
比
較
し
、
前
者
に
於
て

は
当
事
者
の
合
意
を
以
つ
て
そ
の
本
質
と
考
え
ら
れ
る
に
対
し
、
後
者
に
於
て

は
、
「
当
事
者
の
合
意
な
い
し
意
思
は
機
能
的
に
は
調
停
機
関
の
不
当
な
公
権

的
判
断
の
強
制
的
通
用
力
を
阻
止
し
、
目
的
的
に
は
も
つ
て
判
断
に
公
正
を
期

す
る
た
め
国
家
自
身
が
採
用
し
た
手
段
で
あ
」
り
、
「
民
事
調
停
の
本
質
は
、

当
事
者
の
合
意
に
で
は
な
く
、
紛
争
解
決
機
関
た
る
調
停
機
関
の
公
権
的
判
断

性
に
求
め
ら
れ
る
。
」
（
噛
漁
構
繭
書
）
「
従
つ
て
、
調
停
が
成
立
し
た
場
合
の
効
力

も
、
裁
判
上
の
和
解
の
そ
れ
を
以
つ
て
論
ず
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
確

定
判
決
の
そ
れ
を
以
つ
て
論
ず
べ
き
も
の
で
あ
る
。
」
（
洞
璃
罵
）
と
さ
れ
、
既

判
力
に
つ
い
て
は
、
「
既
判
力
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
民
事
紛
争
解
決

の
た
め
の
公
権
的
判
断
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
か
か
る
目
的
の
た
め
に
な
さ
れ

る
公
権
的
判
断
に
か
か
る
制
度
的
な
効
力
を
認
め
な
け
れ
ぽ
紛
争
の
解
決
と
い

う
制
度
目
的
が
没
却
せ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
…
…
調
停
に
代
る
決
定
・
調
停

案
・
調
停
条
項
の
裁
定
が
本
質
的
に
国
家
の
紛
争
解
決
機
関
の
公
権
的
判
断
で

あ
る
な
ら
ぽ
、
そ
し
て
民
事
調
停
制
度
が
か
か
る
公
権
的
判
断
に
よ
つ
て
民
事

紛
争
自
体
を
直
接
的
か
つ
全
体
的
に
公
正
に
解
決
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
紛

争
解
決
制
度
で
あ
る
な
ら
ば
、
理
論
的
に
も
、
ま
た
制
度
の
実
効
性
の
上
か
ら

も
、
こ
れ
ら
の
公
権
的
判
断
に
既
判
力
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
」

（
調
薯
罵
）
と
さ
れ
る
。
佐
々
木
助
教
授
は
、
既
判
力
を
公
権
的
判
断
の
有
す
る

強
制
的
通
用
力
と
解
さ
れ
、
そ
の
認
否
に
つ
い
て
は
、
そ
の
判
断
の
公
権
性
及

び
紛
争
の
む
し
返
し
の
禁
止
の
制
度
的
要
請
を
重
視
さ
れ
る
様
に
思
わ
れ
る
。

　
小
山
教
授
は
、
調
停
の
法
的
性
質
に
つ
き
．
「
一
般
の
契
約
の
場
合
に
は
、

契
約
の
締
結
は
当
事
者
の
自
由
に
委
ね
ら
れ
、
争
が
あ
る
場
合
に
は
じ
め
て
裁
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判
所
の
い
わ
ば
公
権
的
判
断
を
受
け
る
と
い
う
よ
う
に
、
い
わ
ば
二
つ
の
段
階

が
区
別
さ
れ
る
が
、
調
停
に
お
い
て
は
、
合
意
の
成
立
と
そ
の
合
意
に
対
す
る

公
権
的
判
断
（
獣
泣
糺
航
船
臆
軍
湘
哨
細
翻
驚
か
）
と
が
一
つ
の
手
続
に
お
い
て
行
わ
れ

る
。
」
（
難
妻
鰍
法
）
と
解
さ
れ
、
こ
の
様
な
国
家
機
関
の
後
見
的
な
関
与

を
受
け
て
い
る
合
意
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
判
決
に
よ
る
判
断
を
受
け
た
契
約
と

同
じ
効
力
を
付
与
さ
れ
て
い
る
、
と
解
さ
れ
る
。
又
、
合
意
に
お
け
る
意
思
表

示
の
要
素
の
錯
誤
の
う
ち
、
内
容
の
錯
誤
は
調
書
を
無
効
に
す
る
か
、
動
機
の

錯
誤
は
表
示
さ
れ
て
い
て
も
調
書
を
無
効
に
し
な
い
（
酎
仙
賄
醐
篠
詔
六
頁
）
、
と
さ

れ
る
。

　
前
述
の
佐
々
木
助
教
授
の
見
解
（
翻
師
副
雛
．
木
）
に
つ
い
て
は
、
公
権
的
判
断

が
強
制
的
通
用
力
を
も
伴
つ
た
紛
争
解
決
案
と
し
て
有
効
に
成
立
す
る
た
め

に
、
い
わ
ば
当
事
者
の
合
意
を
要
件
の
如
く
用
い
て
い
る
事
を
如
何
に
考
え
た

ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
即
ち
、
当
事
者
の
合
意
が
「
機
能
的
に
は
調
停
機
関

の
不
当
な
公
権
的
判
断
の
強
制
的
通
用
力
を
阻
止
、
目
的
的
に
は
も
つ
て
判
断

の
公
正
を
期
す
る
た
め
」
国
家
に
よ
つ
て
採
用
さ
れ
た
手
段
で
あ
る
と
仮
定
し

て
も
、
合
意
が
得
ら
れ
な
け
れ
ば
、
公
権
性
を
も
つ
て
な
さ
れ
た
あ
る
判
断
が

強
制
的
通
用
力
を
持
た
な
い
と
い
う
事
と
、
既
判
力
と
は
、
公
権
的
判
断
の
有

す
る
強
制
的
通
用
力
で
あ
る
と
い
う
事
と
は
矛
盾
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
当
事

者
の
合
意
を
ま
つ
て
、
あ
る
判
断
が
強
制
的
通
用
力
を
有
す
る
と
い
う
事
は
、

実
は
、
そ
の
判
断
の
有
す
る
通
用
性
は
強
制
的
で
は
な
く
、
当
事
者
の
合
意
あ

つ
た
事
か
ら
生
ず
る
禁
反
言
的
効
果
で
あ
り
、
合
意
の
対
象
と
な
つ
た
判
断
そ

れ
自
体
が
合
意
に
よ
つ
て
条
件
づ
け
ら
れ
た
潜
在
的
強
制
的
通
用
力
を
有
し
て

い
た
と
考
え
る
の
は
無
理
で
は
な
か
ろ
う
か
。
又
、
要
件
或
は
条
件
と
し
て
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合
意
が
採
用
さ
れ
て
い
る
以
上
、
小
山
説
の
如
ぐ
、
合
意
に
つ
い
て
の
意
思
表

示
の
蝦
疵
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
．
と
す
れ
ば
、
既
判
力
を
認

め
た
結
果
得
ら
れ
る
紛
争
解
決
制
度
と
し
て
の
機
能
的
実
効
性
は
、
既
判
力
を

認
め
ず
示
談
契
約
の
如
く
解
し
た
場
合
の
そ
れ
と
大
差
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ

な
い
で
あ
ろ
う
か
．
又
、
も
し
合
意
に
於
け
る
意
思
表
示
の
壊
疵
を
も
遮
断
す

る
と
考
え
る
の
で
あ
れ
ぽ
、
合
意
を
要
件
或
は
条
件
と
解
す
る
目
的
、
即
ち
、

合
意
を
以
つ
て
判
断
の
公
正
さ
の
担
保
と
す
る
趣
旨
に
反
し
、
合
意
を
要
件
と

解
す
る
意
味
が
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
既
判
力
と
は
公
権
的
判
断
の
有
す
る
強
制
的
通
用
力
で
あ
る
。
し
か
し
、
あ

る
判
断
が
強
制
的
通
用
力
を
有
す
る
に
は
、
そ
の
判
断
に
拘
束
さ
れ
る
者
に
対

し
、
そ
の
判
断
が
正
し
い
も
の
と
主
張
し
得
る
だ
け
の
、
判
断
の
公
正
さ
と
い

う
も
の
が
存
在
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
判
断
の
有
す
る
正
し

さ
、
公
正
さ
と
は
、
そ
の
具
体
的
判
断
内
容
の
問
題
で
は
な
く
、
そ
の
判
断
の

外
面
、
即
ち
、
判
断
主
体
、
判
断
形
成
手
続
に
於
い
て
、
当
該
判
断
の
公
正
さ

が
担
保
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
程
度
の
判
断
形
成
方
式
等
に
対
す
る
約

東
・
制
約
の
上
に
成
立
し
た
判
断
で
あ
る
か
否
か
の
問
題
で
あ
る
。
い
わ
ば
判

断
形
成
過
程
の
客
観
面
か
ら
そ
の
判
断
内
容
の
正
し
さ
が
高
度
の
蓋
然
性
を
以

つ
て
推
定
し
う
る
か
否
か
の
問
題
で
あ
る
。
佐
々
木
助
教
授
は
、
こ
の
判
断
形

成
手
続
に
於
け
る
公
正
さ
の
担
保
手
段
と
し
て
当
事
者
の
合
意
が
、
調
停
に
於

い
て
は
採
用
さ
れ
て
い
る
、
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
合
意
は
当
事
者
に
於
け

る
納
得
を
表
面
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
既
判
力
は
、
い
わ
ば
当
事
者
の
納
得
を

超
え
で
．
判
断
の
公
正
さ
そ
れ
自
体
を
根
拠
と
し
て
、
通
用
性
を
持
つ
も
の
で

あ
り
、
合
意
が
効
力
発
生
の
要
件
或
は
条
件
と
な
つ
て
い
る
以
上
．
最
後
の
カ
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ギ
は
当
事
者
の
納
得
に
求
め
ら
れ
、
従
つ
て
、
そ
の
合
意
の
対
象
と
な
る
判
断

が
公
権
性
を
帯
び
る
も
の
で
あ
つ
て
も
．
そ
ご
か
ら
生
ず
る
通
用
力
は
、
合
意

に
基
づ
く
も
の
と
解
す
る
よ
り
他
な
い
と
思
わ
れ
、
従
つ
て
、
そ
の
通
用
力
は

既
判
力
を
以
つ
て
論
ず
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
又
、
単
に
、
公

権
的
機
関
の
判
断
形
成
へ
の
関
与
の
み
で
は
、
そ
の
判
断
に
既
判
力
は
認
め
ら

る
べ
き
で
は
な
く
、
公
権
的
機
関
が
判
断
を
下
し
た
場
合
に
、
そ
の
判
断
の
公

正
さ
の
故
に
有
す
る
強
制
的
通
用
力
が
既
判
力
で
あ
る
と
解
す
べ
き
も
の
と
考

え
ら
れ
、
従
つ
て
、
小
山
説
の
如
く
、
国
家
機
関
の
後
見
的
関
与
を
理
由
に
、

そ
の
判
断
に
既
判
力
を
認
め
る
事
は
出
来
ず
、
む
し
ろ
、
そ
の
関
与
の
態
様
の

実
質
か
ら
そ
の
認
否
を
考
う
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
前
述
し
た
様
に
、
仮
り
に
調
停
に
既
判
力
が
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
も
、
一

定
の
紛
争
解
決
案
に
つ
き
当
事
者
が
合
意
を
以
つ
て
承
諾
す
る
事
か
ら
、
そ
の

合
意
に
基
づ
く
、
拘
束
カ
ー
い
わ
ば
契
約
的
拘
束
カ
ー
を
認
め
る
べ
き
は
当
然

で
あ
り
、
意
思
表
示
の
環
疵
に
基
づ
く
無
効
・
取
消
の
場
合
を
除
け
ば
、
そ
の

合
意
し
た
判
断
内
容
に
拘
束
さ
れ
、
そ
れ
に
反
す
る
主
張
を
な
し
得
な
い
の
で

あ
る
か
ら
、
紛
争
解
決
の
実
効
性
に
於
て
は
、
既
判
力
を
認
め
る
と
大
差
な
い

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
の
理
由
か
ら
、
私
は
調
停
に
は
既
判
力
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
と
考

え
た
い
。
従
つ
て
、
本
件
に
於
て
考
う
べ
き
は
、
も
つ
ぱ
ら
、
示
談
契
約
に
於

け
る
放
棄
約
款
の
効
カ
ー
本
件
に
つ
い
て
云
え
ば
、
本
件
調
停
の
調
停
条
項
第

二
項
の
解
釈
ー
に
つ
き
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
ぎ
、
昭
和
四
三

年
三
月
一
五
日
の
最
高
裁
判
決
（
服
集
輩
κ
憐
露
）
の
趣
旨
に
従
い
、
本
件
調
停
成

立
時
に
於
て
予
想
で
き
な
か
つ
た
損
害
に
基
づ
く
賠
償
請
求
権
は
放
棄
さ
れ
て



い
な
い
も
の
と
解
す
べ
く
、
結
局
、
本
件
判
決
の
主
文
に
賛
成
し
た
い
と
考
え

る
。㊧

　
仮
り
に
、
本
件
に
於
て
、
判
旨
の
如
く
調
停
に
既
判
力
が
認
め
ら
れ
る
と

し
た
場
合
に
、
如
何
に
考
う
べ
き
か
に
つ
き
、
簡
単
に
附
言
し
て
お
く
と
、
不

法
行
為
損
害
賠
償
請
求
権
の
訴
訟
物
的
構
成
を
如
何
に
考
え
る
に
し
ろ
、
そ
れ

と
は
無
関
係
に
、
既
判
力
の
時
問
的
限
界
に
関
す
る
問
題
と
し
て
考
え
る
べ
ぎ

で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
既
判
力
を
有
す
る
判
断
の
対
象
た
り
え
な
か
つ
た
も
の
に
つ

い
て
ま
で
、
そ
の
判
断
の
通
用
性
を
主
張
す
る
事
が
出
来
な
い
の
は
自
明
で
あ

り
、
た
と
え
基
準
時
以
前
に
損
害
が
発
生
（
綱
峡
燃
ド
獺
灘
靴
魁
）
し
て
い
て
も
、
判

断
の
対
象
と
な
る
事
を
期
待
す
る
の
が
無
理
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
既
判
力
は

及
ぽ
ず
、
訴
訟
物
と
し
て
同
一
で
あ
る
か
否
か
を
問
わ
ず
追
加
請
求
を
な
し
得

る
と
解
す
る
の
が
、
簡
明
で
あ
り
妥
当
で
あ
ろ
う
。
（
紀
識
○ら
吻
駄
｛
礪
胤
剛
調
ひ
田
私

麓
講
謬
冴
霧
捜
難
セ
伍
補
趨
攣
韻
講
離
）

　
従
つ
て
、
本
件
に
関
し
て
は
、
判
旨
と
同
じ
く
『
調
停
成
立
当
時
に
、
被
害

者
の
死
亡
が
予
測
さ
れ
死
亡
に
よ
る
損
害
賠
償
を
も
含
め
て
合
意
が
成
立
し
て

い
る
の
か
否
か
に
、
本
件
請
求
の
認
否
が
．
か
か
つ
て
く
る
こ
と
と
な
る
と
思

わ
れ
る
．
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