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訴
訟
上
の
和
解
の
取
消
に
つ
い
て

石

辺

明

　
訴
訟
上
の
和
解
の
取
消
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
か
に
つ
い
て
は
、
訴
訟
上
の
和
解
の
法
的
性
質
論
、
既
判
力
を
認
め
る
か
否
か
と
の
関
係
で

　
　
　
　
（
1
）

問
題
が
あ
る
．
私
は
、
且
つ
て
「
訴
訟
上
の
和
解
の
研
究
」
（
三
頁
以
下
お
よ
び
一
四
〇
頁
以
下
）
に
お
い
て
、
訴
訟
上
の
和
解
の
法
的
性
質
な
ら
び
に

蝦
疵
の
主
張
方
法
を
論
じ
た
。
ま
た
、
「
訴
訟
上
の
和
解
の
訴
訟
終
了
効
」
（
法
研
四
二
巻
三
号
、
小
池
・
今
泉
教
授
退
職
記
念
論
文
集
一
六
七
頁
以
下
）

に
お
い
て
、
訴
訟
上
の
和
解
の
実
体
的
蝦
疵
と
訴
訟
終
了
効
に
つ
い
て
、
そ
の
法
的
性
質
論
と
の
関
係
に
お
い
て
論
じ
た
．
意
思
の
堰
疵
に
も
と

づ
く
訴
訟
上
の
和
解
の
取
消
に
つ
い
て
私
の
基
本
的
態
度
は
す
で
に
右
の
論
稿
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
和
解
の
実

体
的
鍛
疵
に
基
く
取
消
に
焦
点
を
あ
て
右
の
論
稿
中
引
用
し
え
な
か
つ
た
文
献
を
紹
介
し
つ
つ
批
判
す
る
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

　
ω
　
実
体
法
説
に
よ
れ
ば
問
題
の
解
決
は
極
め
て
単
純
で
あ
る
．
す
な
わ
ち
、
訴
訟
上
の
和
解
の
取
消
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
実
体
行
為
な
る

が
故
に
私
法
の
取
消
に
関
す
る
規
律
に
服
す
る
．
実
体
法
説
と
い
え
ど
も
、
訴
訟
上
の
和
解
が
私
法
上
の
和
解
で
あ
る
か
ら
と
い
つ
て
、
そ
れ
が
訴

訟
終
了
効
な
ど
訴
訟
上
の
効
力
を
発
生
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
当
然
で
あ
る
．
そ
し
て
訴
訟
上
の
効
果
は
訴
訟
上
の
和
解
の

　
　
　
訴
訟
上
の
和
解
の
取
消
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
一
　
　
　
（
五
四
七
）



　
　
　
訴
訟
上
の
和
解
の
取
消
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
二
　
　
　
（
五
四
八
）

取
消
に
あ
つ
て
は
実
体
的
効
果
と
同
様
に
遡
及
的
に
消
滅
す
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
そ
れ
は
訴
訟
行
為
乃
至
そ
の
効
果
に
つ
い
て
取
消
を
認

め
な
い
と
す
る
原
則
に
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
訴
訟
上
の
和
解
は
訴
訟
上
の
効
果
を
発
生
せ
し
め
る
が
、
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
訴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

訟
行
為
で
は
な
く
私
法
行
為
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
右
の
矛
盾
を
否
定
乃
至
回
避
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
訴
の
取
下
、
上
訴
の

取
下
が
訴
訟
上
の
和
解
の
内
容
で
あ
る
場
合
、
私
法
行
為
説
に
よ
れ
ば
和
解
の
取
消
の
効
果
は
訴
の
取
下
、
上
訴
の
取
下
に
お
よ
ぶ
と
解
す
る
余

　
　
　
　
（
3
）

地
が
あ
ろ
う
。
訴
の
取
下
、
上
訴
の
取
下
な
ど
の
訴
訟
行
為
に
つ
い
て
取
消
が
否
定
さ
れ
る
と
い
う
た
て
ま
え
か
ら
す
れ
ば
、
右
の
帰
結
は
、
こ

の
原
則
の
大
き
な
例
外
で
あ
る
。
訴
訟
上
の
和
解
が
私
法
行
為
で
あ
る
と
し
て
も
、
訴
の
取
下
、
上
訴
の
取
下
が
訴
訟
上
の
和
解
の
内
容
で
あ
る

と
い
う
理
由
で
そ
れ
が
私
法
行
為
に
な
る
の
で
は
な
く
、
い
ぜ
ん
と
し
て
訴
訟
行
為
で
あ
る
こ
と
に
は
変
り
が
な
い
と
い
う
点
は
実
体
法
説
の
主

張
者
と
い
え
ど
も
こ
れ
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
意
思
の
鍛
疵
は
実
体
的
紛
争
解
決
と
の
関
連
に
お
い
て
主
張
せ
ら

れ
得
な
い
こ
と
に
な
る
。
か
か
る
帰
結
に
は
賛
成
す
る
こ
と
が
で
ぎ
な
い
．
実
体
的
紛
争
の
解
決
が
問
題
で
あ
る
以
上
、
訴
訟
上
の
和
解
を
こ
の

点
で
訴
訟
外
の
和
解
か
ら
区
別
し
て
取
扱
う
こ
と
に
は
賛
成
出
来
な
い
か
ら
で
あ
る
。
訴
訟
上
の
和
解
の
訴
訟
上
の
効
果
が
問
題
と
さ
れ
る
限
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

に
お
い
て
意
思
の
鍛
疵
の
主
張
を
認
め
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
理
解
で
き
る
。
こ
の
点
に
限
定
す
れ
ば
問
題
は
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
．
し
か
し

私
は
、
訴
訟
上
の
和
解
が
冨
げ
ヨ
”
言
の
い
わ
ゆ
る
訴
訟
展
開
行
為
で
は
な
く
訴
訟
終
結
行
為
で
あ
る
（
両
行
為
に
つ
い
て
は
後
述
）
と
こ
ろ
か

ら
、
こ
れ
が
そ
も
そ
も
取
消
不
認
容
の
原
則
の
例
外
で
あ
る
と
考
え
る
点
で
ピ
魯
目
⑳
導
の
見
解
に
賛
成
し
た
い
。
訴
取
下
を
内
容
と
す
る
訴
訟

上
の
和
解
に
あ
つ
て
も
、
訴
取
下
は
訴
訟
終
結
行
為
で
あ
る
し
、
ま
た
訴
取
下
に
取
消
不
認
容
の
原
則
が
適
用
さ
れ
る
と
し
て
も
、
私
は
、
訴
取

下
を
内
容
と
す
る
和
解
は
実
は
、
訴
取
下
の
合
意
を
含
む
和
解
で
は
な
く
判
決
の
可
能
性
を
放
棄
し
た
点
で
一
方
の
譲
歩
を
含
む
和
解
で
あ
る
と

　
　
　
　
　
　
（
5
）

解
す
る
が
ゆ
え
に
、
そ
も
そ
も
こ
れ
に
つ
い
て
取
消
不
認
容
の
原
則
が
適
用
さ
れ
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
解
す
る
。

　
ω
　
訴
訟
行
為
説
に
よ
る
と
、
訴
訟
上
の
和
解
の
訴
訟
上
の
効
果
、
お
よ
び
訴
訟
上
の
和
解
の
内
容
た
る
訴
ま
た
は
上
訴
の
取
下
の
効
力
が
私

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

法
行
為
た
る
和
解
の
効
力
に
依
存
す
る
関
係
は
否
定
さ
れ
る
。
訴
訟
上
の
和
解
は
も
つ
ぱ
ら
訴
訟
行
為
で
あ
る
か
ら
、
意
思
の
鍛
疵
を
理
由
と
す



　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

る
こ
れ
が
取
消
は
で
き
な
い
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
訴
訟
法
説
の
決
定
的
欠
陥
は
、
訴
訟
上
の
和
解
が
純
訴
訟
行
為
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
何
故
そ
れ
が
実
体
関
係
を
形
成
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

う
る
の
か
と
い
う
疑
問
に
応
じ
得
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
．
訴
訟
上
の
和
解
を
形
成
判
決
に
準
じ
実
体
関
係
を
形
成
す
る
効
力
を
認
め
る
こ
と
が

で
き
よ
う
か
。
権
利
は
認
識
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
存
在
す
る
と
す
る
権
利
の
存
在
と
認
識
の
一
元
化
理
論
を
前
提
と
す
れ
ば
、
純
訴
訟
行
為
た
る
訴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

訟
上
の
和
解
も
一
つ
の
認
識
で
あ
る
以
上
、
訴
訟
行
為
説
を
と
り
つ
つ
も
そ
こ
に
実
体
権
が
存
在
す
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
私

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
10
）

が
こ
の
一
元
化
理
論
に
は
賛
成
で
き
な
い
こ
と
す
で
に
別
稿
に
お
い
て
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
．
ま
た
、
裁
判
所
が
積
極
的
に
紛
争
の
一
種
の
非

訟
的
解
決
の
た
め
の
処
分
を
す
る
わ
け
で
も
な
い
。
む
し
ろ
訴
訟
上
の
和
解
に
よ
る
紛
争
解
決
の
本
質
は
自
主
的
解
決
と
い
う
点
に
あ
る
か
ら
、

こ
の
点
に
こ
そ
実
体
関
係
形
成
の
根
拠
を
求
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
で
訴
訟
行
為
説
は
と
り
え
な
い
。

　
㈹
　
併
存
説
は
訴
訟
上
の
和
解
の
訴
訟
上
の
効
果
と
実
体
法
上
の
効
果
と
を
厳
格
に
区
別
し
、
そ
の
各
々
を
別
個
の
法
律
要
件
に
よ
ら
し
め

る
。
す
な
わ
ち
、
訴
訟
上
の
和
解
は
、
私
法
上
の
和
解
と
訴
訟
上
の
訴
訟
終
了
契
約
と
か
ら
成
立
つ
。
こ
と
に
国
Φ
一
写
蒔
に
よ
れ
ぽ
、
右
の
二
者

の
う
ち
後
者
す
な
わ
ち
訴
訟
終
了
の
合
意
の
み
が
訴
訟
上
の
和
解
に
と
り
本
質
的
で
あ
つ
て
、
こ
れ
は
実
体
法
上
の
和
解
と
は
無
関
係
に
締
結
し

う
る
。
た
と
え
ば
、
訴
訟
係
属
中
締
結
さ
れ
た
仲
裁
契
約
に
も
と
づ
く
場
合
、
あ
る
い
は
当
事
者
が
紛
争
は
未
解
決
で
も
訴
訟
を
終
了
せ
し
め
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
11
）
　
　
　
　
　
　
　
（
12
）

い
と
考
え
る
場
合
な
ど
が
こ
れ
で
あ
る
、
と
説
い
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
立
場
を
貫
け
ば
、
訴
訟
行
為
と
実
体
行
為
は
効
力
の
点
で
相
互
に
無
関

係
で
あ
る
か
ら
、
私
法
行
為
た
る
和
解
が
取
消
さ
れ
て
も
そ
れ
は
訴
訟
上
の
効
果
に
は
な
ん
の
影
響
も
あ
た
え
な
い
。
訴
訟
終
了
効
は
依
然
と
し

て
存
続
し
、
和
解
に
既
判
力
を
否
定
す
る
以
上
私
法
上
の
和
解
の
取
消
に
よ
り
復
活
し
た
実
体
法
上
の
紛
争
は
新
た
な
別
個
の
手
続
に
お
い
て
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
渦
）

決
さ
る
べ
き
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
し
か
る
に
国
色
＆
咬
は
必
ず
し
も
こ
の
結
論
を
導
い
て
い
な
い
。
彼
は
、
併
存
説
の
立
場
を
前
提
と
し
な
が
ら
も
、
二
つ
の
併
存
す
る
行
為
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
14
）

密
接
不
可
分
に
結
合
し
一
方
の
無
効
は
他
方
の
無
効
を
結
果
す
る
．
し
た
が
つ
て
旧
訴
は
継
続
す
る
と
主
張
し
た
．
し
か
し
な
が
ら
、
併
存
説
は

　
　
　
訴
訟
上
の
和
解
の
取
消
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
幅
五
三
　
　
　
（
五
四
九
）



　
　
　
訴
訟
上
の
和
解
の
取
消
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
四
　
　
　
（
五
五
〇
）

既
述
の
と
お
り
本
来
両
行
為
相
互
問
で
そ
れ
ぞ
れ
の
最
疵
が
相
互
に
そ
れ
ぞ
れ
の
効
果
に
影
響
を
与
え
あ
う
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
15
）

て
構
成
さ
れ
た
理
論
で
あ
る
。
ピ
魯
目
導
づ
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
＝
色
註
頓
は
併
存
説
を
と
り
な
が
ら
そ
の
長
所
で
あ
る
独
立
効
力
説
を

否
定
し
効
力
依
存
説
を
採
用
し
た
点
で
そ
の
理
論
に
矛
盾
あ
り
と
い
え
よ
う
．
ち
な
み
に
私
は
且
つ
て
国
＆
註
o
q
の
見
解
を
併
存
説
と
い
う
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

む
し
ろ
訴
訟
行
為
説
に
近
い
と
評
し
た
。
た
し
か
に
、
訴
訟
終
了
の
合
意
の
み
が
訴
訟
上
の
和
解
の
要
素
で
あ
り
、
こ
れ
を
実
体
法
上
の
和
解
と

無
関
係
に
締
結
し
う
る
と
説
く
と
こ
ろ
は
、
訴
訟
行
為
説
そ
の
も
の
と
評
し
う
る
。
し
か
し
逆
に
、
通
常
訴
訟
上
の
和
解
に
お
い
て
併
存
す
る
二

つ
の
行
為
す
な
わ
ち
私
法
上
の
和
解
と
訴
訟
終
了
の
合
意
と
が
密
接
不
可
分
に
結
合
し
一
方
の
無
効
は
他
方
の
無
効
を
結
果
す
る
と
説
き
、
効
力

依
存
説
の
立
場
を
と
る
限
り
に
お
い
て
、
そ
の
立
場
は
両
性
説
に
近
づ
く
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
通
常
訴
訟
上
の
和
解
に

お
い
て
、
前
掲
二
行
為
の
併
存
を
認
め
る
と
い
う
点
で
併
存
説
に
分
類
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
否
定
し
え
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
17
）

　
望
註
号
震
も
ま
た
併
存
説
の
立
場
か
ら
独
立
効
力
説
を
と
る
。
す
な
わ
ち
彼
に
よ
れ
ば
、
訴
訟
法
上
の
和
解
が
実
体
法
上
無
効
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
和
解
の
訴
訟
終
了
効
力
や
和
解
の
内
容
た
る
訴
・
上
訴
の
取
下
が
失
効
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
両
者
の
効
力
に
つ
き
依
存
関
係
を
認
め
る

こ
と
は
訴
訟
法
的
考
察
方
法
と
矛
盾
す
る
。
彼
は
訴
訟
は
「
明
確
な
訴
訟
上
の
法
律
要
件
に
も
と
づ
い
て
進
行
す
る
」
も
の
で
あ
り
、
法
律
行
為

的
無
効
原
因
な
か
ん
ず
く
取
消
に
よ
る
遡
及
効
を
訴
訟
行
為
に
ま
で
お
よ
ぽ
す
こ
と
に
は
強
く
反
対
す
る
。
し
た
が
つ
て
「
訴
訟
の
終
了
効
が
認

識
困
難
な
、
訴
訟
行
為
と
は
無
関
係
な
要
件
に
依
存
せ
し
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
」
こ
と
に
な
る
。
む
し
ろ
和
解
の
訴
訟
終
了
効
は
和
解
の
実

体
的
側
面
か
ら
完
全
に
独
立
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
彼
に
よ
れ
ば
．
和
解
の
実
体
的
無
効
は
つ
ね
に
新
た
な
別
訴
に
お
い
て
主

張
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
彼
は
さ
ら
に
つ
づ
け
て
、
旧
訴
の
続
行
に
反
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、
も
し

旧
訴
を
続
行
し
て
和
解
の
実
体
的
蝦
疵
を
主
張
さ
せ
る
な
ら
ば
、
旧
訴
手
続
は
審
理
対
象
た
り
え
な
い
訴
訟
物
を
（
晋
魯
旨
騨
ぎ
魑
置
8
¢
泣
窪
磯
雪

oo

幕
話
£
聲
器
＆
）
す
な
わ
ち
旧
訴
の
終
了
の
有
無
を
審
判
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
、
と
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
B
）

　
勺
。
巨
①
は
切
α
葺
畠
興
の
見
解
に
賛
意
を
表
し
、
そ
の
根
拠
を
さ
ら
に
補
強
せ
ん
と
し
て
い
る
。
彼
は
訴
訟
終
了
の
合
意
の
う
ち
に
独
民
訴
法



九
一
条
a
の
訴
訟
終
了
宣
言
に
相
当
す
る
も
の
が
含
ま
れ
る
と
解
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
裁
判
所
並
び
に
相
手
方
の
利
益
を
か
ん
あ
ん
し
、
一
部

無
効
に
関
す
る
B
G
B
二
二
九
条
を
和
解
の
訴
訟
行
為
的
則
面
に
適
用
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
否
定
し
て
い
る
．

　
同
じ
く
併
存
説
を
と
る
国
鐘
跨
の
9
琶
も
訴
訟
終
了
効
が
訴
訟
上
の
和
解
の
唯
一
の
内
容
で
あ
り
う
る
と
い
う
点
か
ら
出
発
し
訴
訟
上
の
和
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

に
お
け
る
訴
訟
的
側
面
が
実
体
法
的
側
面
か
ら
は
完
全
に
分
離
し
う
べ
き
も
の
と
す
る
。
実
体
的
紛
争
解
決
意
思
と
訴
訟
係
属
を
終
了
さ
せ
る
意

思
と
は
本
質
的
に
別
個
の
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
。
す
な
わ
ち
．
こ
の
点
は
訴
訟
終
了
の
意
思
表
示
は
、
男
。
包
Φ
が
説
く
よ
う
に
、
裁
判
所
に
向

け
ら
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
契
約
で
は
な
く
合
同
行
為
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
明
瞭
で
あ
る
と
し
、
彼
も
ま
た
、
か
か
る
両
行
為
併
存
説
の
主
た
る
長

所
を
、
実
体
的
合
意
の
存
続
に
訴
訟
終
了
効
を
か
か
ら
し
め
な
い
と
い
う
点
に
求
め
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
彼
は
当
該
和
解
の
成
立
せ
る

手
続
が
終
了
し
た
か
否
か
の
判
断
を
、
裁
判
所
の
直
ち
に
認
識
し
え
な
い
実
体
的
事
由
の
存
否
に
か
か
ら
し
め
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
と
し
て

い
る
。
実
体
的
意
思
の
澱
疵
は
実
体
的
和
解
の
取
消
事
由
に
な
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
が
同
時
に
訴
訟
終
了
効
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
。

訴
訟
終
了
効
の
取
消
は
次
の
理
由
に
よ
り
許
さ
れ
な
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
ω
訴
訟
終
了
の
意
思
表
示
は
契
約
で
は
な
く
合
同
行
為
で
あ
る
こ

（
20
）と

、
ω
訴
訟
上
の
和
解
の
内
容
と
さ
れ
た
訴
の
取
下
の
効
果
は
そ
れ
が
訴
訟
行
為
で
あ
る
が
ゆ
え
に
実
体
的
意
思
の
環
疵
に
よ
り
取
消
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
、
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
併
存
説
は
実
体
法
上
の
効
果
と
訴
訟
法
上
の
効
果
と
を
分
離
し
こ
れ
ら
を
実
体
法
、
訴
訟
法
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
要
件
に
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ

つ
て
、
純
訴
訟
行
為
説
の
も
つ
二
つ
の
問
題
点
（
す
な
わ
ち
、
第
一
に
原
則
と
し
て
純
訴
訟
行
為
は
実
体
的
効
果
を
発
生
せ
し
め
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
点
、

第
二
に
訴
訟
上
の
和
解
の
蝦
疵
を
全
く
主
張
し
え
な
く
な
る
と
い
う
点
）
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
点
は
、
す
で
に
田
蕪
魯
8
層
。
包
ρ
記
鶏
ヨ
騎
鋒
邑

な
ど
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
さ
ら
に
．
併
存
説
は
和
解
の
訴
訟
終
了
効
に
対
す
る
攻
撃
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
点
で
す
ぐ
れ
て
い
る
と
評

　
　
　
（
2
1
）

価
さ
れ
る
。

　
㈲
両
性
説
の
立
場
に
よ
れ
ば
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
両
性
説
は
、
学
者
に
よ
り
そ
の
説
く
と
こ
ろ
に
種
々
の
ニ
ュ
ア
ソ
ス
は
あ
る
が
、
実

　
　
　
訴
訟
上
の
和
解
の
取
消
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
五
　
　
　
（
五
五
一
）



　
　
　
訴
訟
上
の
和
解
の
取
消
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
六
　
　
　
（
五
五
二
）

体
的
和
解
と
訴
訟
終
了
を
内
容
と
す
る
一
つ
の
合
意
で
あ
る
訴
訟
上
の
和
解
の
効
果
が
二
つ
の
法
領
域
に
ま
た
が
る
た
め
、
そ
の
法
律
要
件
は
実

体
法
・
訴
訟
法
の
双
方
に
よ
り
規
律
さ
れ
る
、
と
い
う
点
で
は
、
共
通
し
て
い
る
．
し
か
し
、
た
と
え
ば
意
思
の
暇
疵
の
取
扱
は
実
体
法
・
訴
訟

法
の
双
方
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
異
る
か
ら
、
「
双
方
に
よ
り
規
律
さ
れ
る
」
と
は
、
両
者
の
同
時
的
適
用
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
同
時
的

適
用
は
．
訴
訟
上
の
和
解
を
二
つ
の
法
律
要
件
に
分
解
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
の
み
可
能
で
あ
る
．
し
た
が
つ
て
、
そ
れ
は
、
ケ
ー
ス
・
バ
イ
．
ケ

ー
ス
で
実
体
法
が
適
用
さ
る
べ
き
か
訴
訟
法
が
適
用
さ
る
べ
き
か
決
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
両
性
説
を
と
る
ピ
魯
目
四
目
の
見
解
を
こ
こ
で
検
討
し
た
い
。
ぎ
げ
唐
鋤
目
は
訴
訟
法
上
の
和
解
の
法
律
要
件
の
考
察
を
錯
誤
論
か
ら
始
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

け
だ
し
訴
訟
上
の
和
解
の
法
的
性
質
論
に
起
因
す
る
実
務
上
の
取
扱
の
相
違
点
は
錯
誤
の
場
合
最
も
典
型
的
な
形
で
あ
ら
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
に
あ
つ
て
は
、
錯
誤
の
効
果
に
つ
い
て
実
体
法
と
訴
訟
法
が
全
く
異
る
規
律
を
し
て
い
る
の
で
、
訴
訟
上
の
和
解
を
一
つ
の
行
為
と
す
れ

ば
、
こ
れ
に
実
体
法
・
訴
訟
法
の
両
者
を
同
時
に
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
．
い
ず
れ
か
一
方
を
選
択
す
る
以
外
に
は
な
い
．
錯
誤
の
主
張
に
よ
り

う
け
る
利
益
は
、
ー
意
思
表
示
の
蝦
疵
の
主
張
か
ら
う
け
る
利
益
は
実
体
法
上
の
和
解
に
お
い
て
も
訴
訟
上
の
和
解
に
お
い
て
も
同
一
の
も
の

で
あ
る
が
ー
訴
訟
行
為
に
お
い
て
意
思
の
綴
疵
の
主
張
を
認
め
な
い
こ
と
か
ら
う
け
る
相
手
方
の
利
益
と
相
対
立
す
る
。
そ
こ
で
彼
は
鍛
疵
の

主
張
が
一
般
の
訴
訟
行
為
に
つ
い
て
認
め
ら
れ
な
い
理
由
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
理
由
が
訴
訟
上
の
和
解
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
か
否
か
を
検
討

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
通
説
が
訴
訟
行
為
に
つ
い
て
原
則
と
し
て
意
思
の
環
疵
を
問
題
に
し
な
い
理
由
は
二
つ
あ
る
。
第
一
は
、
法
的
平
和

・
紛
争
解
決
の
迅
速
な
実
現
と
い
う
観
点
か
ら
訴
訟
手
続
の
妨
害
な
ぎ
進
行
が
要
求
さ
れ
る
点
、
第
二
は
、
訴
訟
行
為
の
相
互
依
存
性
が
堰
疵
あ
る

行
為
の
取
消
を
禁
ず
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
第
一
の
理
由
か
ら
問
題
に
な
る
の
は
．
手
続
を
進
行
さ
せ
る
訴
訟
行
為
で
あ
る
。
訴
訟
上
の
和
解
は

訴
訟
手
続
を
判
決
に
向
つ
て
進
展
さ
せ
る
種
類
の
訴
訟
行
為
で
は
な
く
、
逆
に
手
続
を
終
了
さ
せ
判
決
を
不
要
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
手

続
を
終
了
さ
せ
る
訴
訟
行
為
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
取
消
に
よ
つ
て
そ
の
基
礎
を
失
い
無
効
に
な
る
訴
訟
行
為
が
訴
訟
上
の
和
解
に
も
と
づ
い
て
な

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
か
く
し
て
第
二
の
理
由
も
訴
訟
上
の
和
解
に
は
通
用
し
な
い
と
思
わ
れ
る
。
い
魯
暮
導
づ
は
右
の
一
般



原
則
が
適
用
さ
れ
る
訴
訟
行
為
を
訴
訟
開
始
行
為
翁
よ
び
訴
訟
展
開
行
為
（
？
。
N
Φ
詔
巨
。
ぎ
凝
。
。
－
§
α
宰
。
冨
き
①
ま
①
富
冨
邑
一
§
磯
）
と
よ
ん
で
い

（
2
3
）る

。
こ
れ
に
反
し
、
訴
訟
上
の
和
解
は
訴
訟
終
結
行
為
（
零
。
困
駿
＆
葛
ぎ
＆
一
仁
お
）
で
あ
つ
て
、
右
原
則
は
こ
れ
に
通
用
し
な
い
、
と
彼
は
説
く

の
で
あ
る
。
そ
こ
で
つ
ぎ
に
、
訴
訟
行
為
に
関
す
る
一
般
原
則
か
ら
で
は
な
く
、
特
に
訴
訟
上
の
和
解
に
つ
い
て
意
思
表
示
の
暇
疵
を
取
り
上
げ

る
べ
き
根
拠
が
あ
る
か
否
か
を
検
討
す
る
。
そ
し
て
訴
訟
上
の
和
解
の
取
消
に
よ
り
紛
争
解
決
の
維
持
、
継
続
が
妨
げ
ら
れ
る
と
い
う
事
情
は
、

訴
訟
展
開
行
為
に
お
け
る
よ
り
よ
り
以
上
に
、
訴
訟
上
の
和
解
の
形
式
化
（
頴
琶
呂
。
・
醇
毒
㎎
）
、
環
疵
の
無
視
を
強
く
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ

れ
ど
こ
ろ
か
、
ド
イ
ッ
に
お
い
て
も
既
判
力
肯
定
説
の
．
こ
と
く
訴
訟
上
の
和
解
を
判
決
と
同
視
し
、
前
者
に
後
者
の
効
力
を
与
え
ん
と
す
る
試
み

　
　
　
　
　
　
　
　
盆
）

も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
な
る
ほ
ど
、
当
事
者
間
の
紛
争
を
実
体
的
に
解
決
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
判
決
と
訴
訟
上
の
和

解
が
か
な
り
の
共
通
性
を
も
つ
こ
と
は
認
め
る
に
し
て
も
両
者
の
間
に
判
決
は
紛
争
の
公
権
的
解
決
、
和
解
は
紛
争
の
自
主
的
解
決
と
い
う
基
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

的
な
性
質
上
の
相
違
が
存
す
る
こ
と
は
否
定
し
え
な
い
．
紛
争
の
自
主
的
解
決
に
お
け
る
裁
判
所
の
協
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
訴
訟
上
の
和
解
を
紛

争
の
公
権
的
解
決
と
よ
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
。
紛
争
の
公
権
的
解
決
に
固
有
の
判
決
の
既
判
力
を
和
解
に
あ
た
え
る
こ
と
は
で
ぎ
な
い
。
む
し
ろ

正
し
い
紛
争
の
解
決
と
い
う
要
求
か
ら
す
れ
ば
．
意
思
の
暇
疵
の
主
張
を
認
め
る
こ
と
が
正
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
「
国
が
直

接
に
当
事
者
の
意
思
に
反
し
、
私
法
上
は
無
効
と
さ
れ
る
係
争
法
律
関
係
の
新
た
な
規
律
に
国
の
執
行
に
よ
る
保
護
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
か
ら

　
　
へ
2
6
）

で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
と
は
別
に
、
い
魯
ヨ
導
づ
は
和
解
と
そ
の
他
の
訴
訟
行
為
を
区
別
し
他
の
訴
訟
行
為
に
つ
い
て
み
ら
れ

る
（
た
と
え
ば
自
白
）
取
消
は
出
来
な
い
が
自
由
な
撤
回
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
一
種
の
妥
協
も
訴
訟
上
の
和
解
に
つ
い
て
は
否
定
す
る
理
由
を
挙

げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
殆
ん
ど
の
訴
訟
展
開
行
為
は
手
続
の
形
式
的
状
態
（
手
続
状
態
）
の
変
更
を
目
的
と
す
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
27
）

訴
訟
上
の
和
解
は
こ
れ
に
反
し
て
直
接
に
権
利
発
生
的
乃
至
権
利
消
滅
的
な
効
力
を
有
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
彼
は
自
白
・
請
求
の
放
棄
・
認

諾
が
判
決
の
基
礎
に
影
響
を
与
え
る
と
い
う
点
で
訴
訟
上
の
和
解
に
最
も
近
い
も
の
と
考
え
て
い
る
．
そ
し
て
、
訴
訟
上
の
和
解
の
錯
誤
に
よ
る

取
消
は
彼
に
よ
れ
ば
認
諾
・
放
棄
に
も
類
推
さ
る
べ
き
Z
P
O
二
九
〇
条
に
よ
り
認
め
ら
れ
る
。
後
者
に
つ
き
錯
誤
に
よ
る
取
消
の
主
張
を
認
め

　
　
　
訴
訟
上
の
和
解
の
取
消
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
七
　
　
　
（
五
五
三
）



　
　
　
訴
訟
上
の
和
解
の
取
消
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
八
　
　
　
（
五
五
四
）

る
こ
と
は
和
解
に
つ
い
て
も
錯
誤
に
よ
る
取
消
の
主
張
を
認
め
る
一
つ
の
理
由
に
な
る
と
彼
は
考
え
る
。
し
か
し
Z
P
O
二
九
〇
条
を
請
求
の
放

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

棄
・
認
諾
に
つ
き
類
推
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
有
力
な
反
対
説
が
あ
る
。

　
一
方
ピ
魯
筥
き
b
も
、
併
存
説
が
和
解
の
意
思
表
示
を
実
体
法
上
の
契
約
と
訴
訟
終
了
の
合
意
と
に
二
分
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
法
的
平
和
維

持
の
た
め
和
解
に
対
す
る
攻
撃
、
椴
疵
の
主
張
を
認
め
な
い
と
す
る
要
求
を
満
足
さ
せ
う
る
こ
と
は
認
め
る
。
し
か
し
彼
は
こ
の
併
存
説
の
立
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

は
新
訴
の
提
起
を
認
め
る
に
つ
き
提
出
さ
れ
る
疑
問
に
こ
た
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
、
和
解
に
よ
り
終
了
し
た
旧
訴
の

訴
訟
状
態
は
、
新
訴
に
お
い
て
こ
れ
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
む
し
ろ
逆
に
、
旧
訴
の
訴
訟
物
に
つ
い
て
旧
訴
の
和
解
に
い
た
る
ま
で
形

成
さ
れ
た
訴
訟
状
態
と
は
全
く
無
関
係
に
新
た
に
審
理
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
点
を
、
我
々
は
一
体
ど
う
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う

（
3
0
）か

。
か
よ
う
な
事
態
は
、
お
そ
ら
く
は
一
定
の
訴
訟
状
態
を
前
提
と
し
て
訴
訟
上
の
和
解
を
締
結
し
た
こ
と
に
つ
い
て
の
当
事
者
の
利
益
を
無
視

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

し
そ
の
意
思
に
も
反
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ま
た
訴
訟
経
済
の
要
求
に
も
反
す
る
か
ら
妥
当
性
を
欠
く
。
国
層
9
魯
目
導
は
、
Z
P
O
五
九
〇
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

を
新
訴
に
類
推
し
て
、
取
消
原
因
の
み
が
新
訴
に
お
け
る
本
案
と
し
て
審
理
さ
る
べ
し
と
す
る
。
し
か
し
、
ピ
魯
唐
彗
ロ
は
Z
P
O
五
九
〇
条
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

よ
る
手
続
の
保
存
（
国
8
器
琶
曾
唇
隣
）
は
既
判
力
の
効
果
で
あ
る
が
、
和
解
に
は
既
判
力
を
欠
く
ゆ
え
に
こ
の
見
解
に
反
対
す
る
。

　
か
く
し
て
■
魯
ヨ
導
”
は
、
私
法
行
為
説
は
訴
訟
上
の
和
解
に
対
す
る
攻
撃
を
あ
ま
り
に
も
容
易
に
し
、
併
存
説
は
、
旧
手
続
の
成
果
を
放
棄

す
る
と
い
う
欠
点
を
有
す
る
こ
と
を
認
め
る
。
換
言
す
れ
ば
、
二
つ
の
立
場
の
い
ず
れ
も
が
必
ず
し
も
満
足
す
べ
き
も
の
で
な
い
こ
と
を
認
め

る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
二
つ
の
短
所
を
前
に
し
て
、
彼
は
む
し
ろ
前
者
を
選
択
す
る
。
彼
は
取
消
可
能
性
を
認
め
る
こ
と
は
、
旧
手
続
の
成
果
の
放

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
V

棄
よ
り
も
す
ぐ
れ
て
い
る
と
解
す
る
。

　
（
1
）
　
石
川
・
訴
訟
上
の
和
解
の
訴
訟
終
了
効
・
法
研
四
二
巻
三
号
（
小
池
・
今
泉
教
授
退
職
記
念
論
文
集
）
一
七
一
頁
以
下
．

　
（
2
）
頴
一
霞
≧
①
β
（
凶
一
一
曾
ω
ヨ
餌
凝
①
一
冨
一
評
詳
Φ
一
鼠
呂
一
毎
鮫
豊
ぎ
曽
昌
實
。
N
①
鉾
の
●
一
〇
ド

　
（
3
）
勾
。
ω
⑩
導
①
夷
一
ピ
Φ
ξ
言
。
7
9
》
島
‘
㈱
園
。
。
目
ω
脚
国
。
馨
器
き
㎝
①
㎝
目
G。
旧
望
当
－
㍉
9
串
の
。
げ
σ
爵
。
も
。
幕
し
・
。
＞
島
‘
鷲
緯
自
ω
ε
≧
。
β
”
。
鋭
9
堕

　
　
一
8
■
私
は
、
訴
取
下
を
内
容
と
す
る
和
解
億
、
実
は
判
決
の
可
能
性
を
放
棄
し
た
点
で
一
方
の
譲
歩
が
認
め
ら
れ
る
和
解
で
あ
つ
て
、
訴
取
下
の
合
意
を
含
む
和
解
と
み



　
る
ぺ
ぎ
で
は
な
い
と
解
す
る
か
ら
（
石
川
・
前
掲
論
文
一
六
九
頁
）
、
か
か
る
立
場
か
ら
は
こ
こ
で
取
上
げ
ら
れ
た
間
題
は
生
じ
な
い
．

（
4
）
　
石
川
・
前
掲
論
文
一
六
九
頁
。

（
5
）
　
石
川
・
前
掲
論
文
一
六
九
頁
。

（
6
）
ま
艮
。
マ
国
凶
9
●
＞
5
目
」
〈
。
吋
⑰
冨
o。
旧
評
昌
U
Φ
『
く
。
夷
一
①
一
魯
ぎ
N
三
一
箕
。
N
。
曾
囚
憎
Φ
§
げ
コ
辞
∪
零
＜
。
夷
一
①
一
。
げ
ぎ
℃
容
国
①
馨
仁
呂
N
弩
ギ
。
N
①
守
①
黄
一
。
一
魯
曽

　
一
魯
冨
冒
§
零
ぎ
盤
掛
年
¢
＄
り
曽
㊥
石
川
・
前
掲
論
文
一
七
一
頁
以
下
。

（
7
）
ぎ
鼻
鉾
卑
●
O
‘
堕
卜
。
ω
3
ω
窪
舅
冨
魯
－
い
程
言
浮
8
ダ
＞
昌
導
晩
①
＞
鋸
9
伽
ω
O
S

（
8
）
　
ピ
魯
旨
導
ン
ギ
9
＆
ぎ
お
匠
。
ダ
ψ
c
R
O
。
石
川
・
前
掲
書
一
八
頁
。

（
9
）
　
石
川
・
前
掲
論
文
一
七
一
頁
参
照
。

（
1
0
）
　
石
川
・
執
行
請
求
権
論
・
法
研
三
四
巻
六
号
四
二
頁
。

（
n
）
　
国
。
巨
串
8
伽
臼
目
H
一
¢
認
ω
．
反
対
ピ
魯
冒
導
p
勲
勲
ρ
¢
思
第
…
留
露
Φ
号
琶
”
ぎ
く
霞
。
置
富
讐
凝
①
戸
ψ
お
o
。
馴
閑
。
器
菩
Φ
夷
｝
鉾
鋭
9
伽
誌
o
。
一
ポ

（
1
2
）
　
ギ
。
N
①
穿
導
色
暮
単
の
’
o
。
O
偉
●
の
．
0
9
ピ
①
ぼ
喜
魯
自
堕
o
o
o。
o
。
“
の
蓋
8
筥
一
の
ー
ω
O
o
Q
。

（
1
3
）
　
＞
冨
諾
－
勢
。
費
●
O
‘
の
●
一
〇
“
。

（
M
）
ギ
。
N
。
浮
騨
呂
一
琶
α
q
あ
9
瞳
い

（
1
5
）
　
卜
魯
3
醤
7
鉾
鉾
○
‘
の
9
窃
O
。

（
1
6
）
　
石
川
・
前
掲
書
一
七
頁
。

（
1
7
）
　
国
α
叢
。
冨
ざ
＞
℃
㎝
ρ
旨
一
角
●
…
憶
o
乞
9
＞
勺
9
｝
密
㎝
一
琴
畠
＞
℃
伽
お
“
N
℃
○
乞
ざ
㌣
閃
欝
目
豊
答
9
鉾
讐
O
‘
の
」
旨
庸
■

（
1
8
）
　
男
o
匡
9
＞
℃
㎝
合
韻
㎝
。

（
1
9
）
評
属
目
悪
旨
①
一
も
。
勲
P
¢
一
8
節

（
20
）
評
鋸
目
恩
旨
。
一
｝
鉾
”
。
O
‘
ω
．
P
O
ρ
＞
ロ
タ
目
9
こ
れ
に
反
し
浮
三
＆
零
白
即
ぎ
鉾
”
。
9
ω
●
お
O
は
、
訴
訟
行
為
た
る
側
面
に
つ
い
て
も
B
G
B
一
一
九
条
以
下
、

　
一
四
二
条
の
類
推
適
用
を
認
め
る
。

（
2
1
）
　
私
は
且
つ
て
石
川
・
前
掲
書
哺
六
頁
に
お
い
て
現
在
併
存
説
は
ド
イ
ツ
に
お
い
て
殆
ん
ど
主
張
さ
れ
て
い
な
い
と
説
い
た
が
、
こ
こ
で
そ
の
説
明
を
改
め
た
い
．

（
2
2
）
　
ド
魯
ヨ
導
鮮
曽
●
9
。
ρ
一
ω
●
一
も
。
ρ

（
2
3
）
　
■
魯
ヨ
導
劃
鉾
癖
P
ψ
旨
9
な
お
石
川
・
前
掲
書
七
三
頁
以
下
参
照
。

（
2
4
）
た
と
え
ば
評
昌
鉾
鉾
P
ψ
鐸

（
2
5
）
　
石
川
・
前
掲
書
一
一
五
頁
以
下
．

（
2
6
）
ビ
。
ぎ
p
言
う
p
P
ψ
一
。。

Q
。

　
　
　
訴
訟
上
の
和
解
の
取
消
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
九
　
　
　
（
五
五
五
）
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訴
訟
上
の
和
解
の
取
消
に
つ
い
て

■
魯
舅
魯
β
P
穿
鉾
O
‘
の
．
に
一
5

＞
冨
塗
一
暫
●
鉾
○
‘
ω
●
一
8
り
＞
p
彗
u
ω
脚

国
o
屠
Φ
き
N
N
b
8
一
¢
“
9

＞
冨
β
費
勲
9
ω
」
8
や
石
川
・
前
掲
論
文
一
八
○
頁
．

＞
り
①
霧
讐
鋭
鉾
○
‘
の
●
目
ρ

囚
り
9
9
臼
鶏
一
鋭
鉾
○
‘
ω
。
刈
一
｝
〇
一
●

■
魯
目
㊤
ロ
戸
費
。
鉾
○
こ
ω
．
一
畠
9

卜
書
巨
暫
ロ
P
鉾
騨
●
O
‘
¢
一
お
9

一
六
〇

（
五
五
六
）

二

　
併
存
説
の
説
明
は
既
述
の
通
り
極
め
て
明
解
で
且
つ
訴
訟
終
了
効
に
対
す
る
攻
撃
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
点
で
す
ぐ
れ
る
と
い
わ
れ
る
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

る
が
、
そ
れ
は
最
近
国
器
霞
に
よ
つ
て
批
判
さ
れ
た
。
彼
は
い
う
。
併
存
説
は
そ
の
前
提
と
し
て
訴
訟
法
の
独
自
性
を
基
本
的
に
過
大
評
価
し
て

い
る
面
が
あ
る
。
訴
訟
法
の
実
体
法
か
ら
の
解
放
は
二
者
択
一
の
形
式
で
、
実
体
法
・
訴
訟
法
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
要
件
の
終
局
的
性
質
づ
け
に
お

い
て
な
さ
れ
る
。
し
た
が
つ
て
、
訴
訟
法
の
体
系
構
成
は
、
訴
訟
法
律
関
係
と
い
う
固
有
の
領
域
を
認
め
る
こ
と
に
よ
つ
て
得
ら
れ
る
。
権
利
保

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

護
請
求
権
と
い
う
よ
う
な
訴
訟
法
肥
大
が
今
日
正
常
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
反
し
、
訴
訟
行
為
の
概
念
規
定
に
お
け
る
訴
訟
法
の
独
自

性
の
過
度
の
強
調
は
、
漸
次
減
少
し
つ
つ
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
た
と
え
ば
、
訴
訟
上
の
和
解
に
お
い
て
も
、
頃
＆
註
磯
の
純
訴
訟
的
考
察
方
法

は
、
実
体
的
価
値
秩
序
と
訴
訟
的
価
値
秩
序
と
の
あ
ま
り
に
も
強
調
さ
れ
す
ぎ
た
矛
盾
を
導
き
、
併
存
説
は
、
こ
の
矛
盾
を
和
解
を
二
つ
の
別
個

の
行
為
に
分
別
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
克
服
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
、
と
。

　
そ
し
て
、
匪
m
零
は
．
訴
訟
上
の
和
解
を
一
個
の
行
為
と
解
し
た
ピ
魯
巨
騨
9
に
賛
成
し
、
和
解
の
訴
訟
上
の
効
果
を
訴
訟
法
独
自
の
法
律
要

件
を
も
つ
て
説
明
し
、
そ
の
効
果
が
訴
訟
上
の
要
件
の
充
足
に
の
み
か
か
ら
し
め
ら
れ
、
紛
争
の
実
体
的
規
律
に
依
存
し
な
い
と
す
る
こ
と



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
3
）

は
、
訴
訟
的
考
察
方
法
を
強
調
し
す
ぎ
る
も
の
で
あ
る
、
と
解
し
て
い
る
。
こ
こ
で
＞
お
墓
は
以
下
の
ご
と
く
述
べ
る
．
す
な
わ
ち
、
こ
の
考

え
方
の
基
礎
に
は
、
訴
訟
法
は
実
体
法
に
奉
仕
す
る
か
ら
、
実
体
法
と
切
離
し
え
な
い
と
す
る
立
場
が
あ
る
。
彼
は
訴
訟
法
は
実
体
権
を
確
定

し
、
具
体
化
す
る
使
命
を
有
す
と
し
、
奉
仕
説
の
立
場
を
肯
定
す
る
。
そ
の
限
り
で
訴
訟
法
に
実
体
法
か
ら
遊
離
し
た
独
自
の
生
活
領
域
を
否
定

す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
訴
訟
法
の
奉
仕
的
使
命
を
否
定
す
る
こ
と
な
く
、
一
定
の
領
域
に
お
い
て
手
続
過
程
の
要
請
が
実
体
法
と
は
異
な
る
規
律

へ
導
く
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
意
思
の
鍛
疵
の
問
題
に
つ
い
て
も
通
説
は
、
実
体
法
と
訴
訟
法
の
規
律
の
差
が
訴
訟
法

の
奉
仕
的
使
命
と
一
致
し
な
い
な
ど
と
主
張
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
訴
訟
法
に
つ
い
て
実
体
法
と
は
異
な
る
規
律
を
な
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
様

に
、
意
思
の
環
疵
の
問
題
も
訟
訴
終
了
効
に
関
し
て
は
実
体
的
紛
争
の
規
律
と
は
異
な
り
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
も
十
分
考

え
ら
れ
う
る
こ
と
で
あ
る
。
訴
訟
上
の
効
果
を
訴
訟
上
の
要
件
を
以
て
説
明
し
、
そ
れ
故
に
訴
訟
上
の
和
解
の
二
重
効
果
を
二
重
要
件
を
も
つ
て

説
明
す
る
の
と
同
様
に
．
こ
の
点
で
訴
訟
的
考
察
方
法
の
肥
大
が
み
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
併
存
説
は
、
私
法
的
思
考
と
訴
訟
法
的
思
考
と
を

分
離
す
る
努
力
の
枠
内
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
る
、
と
。

　
訴
訟
上
の
和
解
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
両
性
説
を
と
る
点
を
除
け
ば
、
頃
①
一
ξ
齪
の
純
訴
訟
法
的
考
察
方
法
、
訴
訟
法
的
考
察
方
法
の
肥
大
に

対
す
る
国
器
興
の
批
判
は
正
当
で
あ
る
し
、
＞
冨
霧
が
奉
仕
説
を
と
り
な
が
ら
も
訴
訟
法
の
規
律
の
独
自
性
を
説
く
点
も
正
当
で
あ
る
。
し
た
が

つ
て
、
す
く
な
く
と
も
奉
仕
説
の
立
場
を
と
る
限
り
、
訴
訟
上
の
和
解
に
含
ま
れ
る
実
体
的
和
解
の
鍛
疵
の
訴
訟
上
の
主
張
を
遮
断
す
る
こ
と
は

不
都
合
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
主
張
を
訴
訟
終
了
効
を
否
定
し
旧
訴
を
復
活
さ
せ
る
と
い
う
方
法
に
よ
ら
し
む
べ
き
か
、
あ
る
い
は
別
訴
に

よ
ら
し
む
べ
ぎ
か
は
、
訴
訟
上
の
必
要
か
ら
論
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
仮
り
に
別
訴
で
和
解
の
実
体
的
理
疵
を
主

張
さ
せ
、
こ
れ
が
確
定
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
旧
訴
を
復
活
せ
し
め
な
い
と
解
す
る
こ
と
は
併
存
説
の
立
場
で
あ
つ
て
両
性
説
の
立

場
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
け
だ
し
、
既
判
力
は
別
に
し
て
も
．
も
う
一
つ
の
訴
訟
上
の
効
力
で
あ
る
執
行
力
に
つ
い
て
、
そ
の
失
効
を
和
解
無

効
確
認
の
訴
な
い
し
請
求
異
議
の
訴
を
通
さ
な
い
限
り
結
果
し
え
な
い
と
す
る
点
で
は
、
併
存
説
も
両
性
説
も
共
通
の
立
場
を
と
ら
ざ
る
を
得
な

　
　
　
訴
訟
上
の
和
解
の
取
消
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
一
　
　
　
（
五
五
七
）



　
　
　
訴
訟
上
の
和
解
の
取
消
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
二
　
　
　
（
五
五
八
）

い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
両
性
説
に
よ
り
和
解
調
書
の
執
行
力
が
和
解
無
効
確
認
の
訴
な
い
し
請
求
異
議
の
訴
を
通
さ
ず
に
当
然

に
失
効
す
る
と
解
す
る
な
ら
ば
、
執
行
機
関
は
執
行
力
の
有
無
を
審
判
す
べ
き
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る
と
い
う
妥
当
性
を
欠
く
帰
結
に
到
達
す

る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
た
が
つ
て
、
両
性
説
の
立
場
か
ら
も
、
和
解
無
効
確
認
の
訴
な
い
し
請
求
異
議
の
訴
を
通
さ
な
い
限
り
執
行
力
の
排
除
を

な
し
え
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
併
存
説
の
立
場
に
よ
つ
て
も
実
体
的
鍛
疵
が
執
行
力
に
全
く
影
響
し
な
い
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

か
ら
、
和
解
無
効
確
認
の
訴
な
い
し
請
求
異
議
の
訴
を
通
し
て
和
解
調
書
の
執
行
力
を
排
除
す
る
と
解
さ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
し
て

執
行
力
に
つ
い
て
は
両
性
説
も
併
存
説
も
共
通
の
立
場
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
訴
訟
終
了
効
に
関
し
て
両
説
の
差
異
を
認
め
ざ

る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
訴
訟
上
の
和
解
に
あ
つ
て
、
そ
の
訴
訟
上
の
効
果
す
な
わ
ち
訴
訟
終
了
効
を
紛
争
の
実
体
的
解
決
お
よ
び
そ
の
存
続
に
か
か
ら
し
め
な
い
必
要

性
が
訴
訟
上
認
め
ら
れ
る
か
否
か
は
、
も
ち
ろ
ん
全
く
別
個
の
問
題
で
あ
る
．
＞
冨
房
に
よ
れ
ば
こ
の
必
要
性
は
、
富
げ
目
貰
5
の
主
張
す
る
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

に
当
然
否
定
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
訴
訟
上
の
和
解
と
そ
の
他
の
訴
訟
行
為
（
彼
の
い
わ
ゆ
る
手
続
展
開
行
為
）
の
差
異
は
明
瞭
で
あ

り
、
他
面
そ
れ
と
同
様
に
、
和
解
と
判
決
の
差
異
も
明
瞭
で
あ
る
か
ら
、
取
消
を
主
張
し
え
な
い
根
拠
と
し
て
判
決
と
の
類
似
性
を
主
張
す
る
理

由
は
な
い
、
と
さ
れ
る
。
な
る
ほ
ど
、
和
解
の
実
体
的
鍛
疵
を
め
ぐ
る
紛
争
は
そ
れ
自
体
独
立
の
紛
争
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
解
決
を
別
訴
に
よ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

し
め
、
そ
し
て
そ
の
限
り
に
お
い
て
旧
訴
の
訴
訟
終
了
効
を
否
定
す
る
こ
と
は
正
当
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
右
毅
疵
の
右
別
訴
に
お
け
る
確
定
が

旧
訴
の
訴
訟
終
了
効
に
な
ん
の
影
響
も
与
え
な
い
と
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
か
否
か
は
問
．
題
で
あ
ろ
う
。
私
は
且
つ
て
右
の
場
合
旧
訴
の
訴
訟

終
了
効
が
排
除
さ
れ
旧
訴
が
復
活
す
る
こ
と
を
説
い
た
し
、
さ
よ
う
に
解
し
て
始
め
て
、
旧
訴
に
お
け
る
和
解
成
立
前
の
訴
訟
状
態
を
前
提
と
し

て
訴
訟
を
続
行
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
当
該
訴
訟
状
態
を
前
提
と
す
る
こ
と
こ
そ
両
当
事
者
に
と
り
フ
ェ
ア
で
あ
り
訴
訟
経
済
の
要
求
に
も

　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

か
な
う
と
考
え
ら
れ
る
。
和
解
の
法
的
性
質
論
に
つ
い
て
は
見
解
を
異
に
す
る
と
は
い
え
、
私
は
右
の
点
で
は
以
下
に
の
べ
る
匹
。
目
聖
輿
や

》
冨
蓄
に
賛
成
す
る
も
の
で
あ
る
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
曽
。
ヨ
畠
霞
は
和
解
の
取
消
が
な
さ
れ
た
場
合
訴
訟
が
終
了
し
て
い
る
か
否
か
の
問
題
を
そ
れ
自
体
と
し
て
は
あ
ま
り
重
視
し
て
い
な
い
。
彼

は
併
存
説
と
は
反
対
に
、
訴
訟
が
終
了
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
旧
紛
争
が
裁
判
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
ゆ
え
に
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の

無
条
件
に
明
確
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
有
す
る
当
事
者
並
び
に
裁
判
所
の
利
益
を
否
定
す
る
。
そ
こ
で
む
し
ろ
重
要
な
の
は
、
復
活
せ
る
紛
争
が

初
め
か
ら
新
訴
に
お
い
て
繰
り
か
え
さ
れ
る
の
か
あ
る
い
は
和
解
が
締
結
さ
れ
た
段
階
か
ら
復
活
す
る
の
か
と
い
う
間
題
で
あ
る
。
旧
訴
を
継
続

す
る
場
合
審
級
の
利
益
を
喪
失
す
る
が
、
彼
は
そ
れ
を
新
訴
を
提
起
す
る
場
合
の
旧
訴
の
成
果
の
放
棄
よ
り
も
軽
視
す
る
か
ら
、
訴
訟
上
の
和
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
　
　
　
（
9
）

の
実
体
的
効
果
を
め
ぐ
る
紛
争
は
旧
訴
に
お
い
て
判
断
す
べ
し
と
の
B
G
H
・
B
G
B
の
最
近
の
判
例
に
賛
成
す
る
。
】
W
一
〇
唐
亀
霞
は
】
W
α
註
魯
零

が
旧
訴
続
行
の
場
合
旧
訴
の
訴
訟
物
い
か
ん
の
問
題
に
関
連
し
て
提
出
す
る
疑
間
に
は
組
さ
な
い
．
訴
訟
上
の
和
解
に
対
す
る
異
議
の
申
立
に
理

由
が
な
け
れ
ば
、
し
た
が
つ
て
旧
訴
が
終
了
し
て
い
れ
ば
、
旧
訴
訟
物
に
つ
い
て
裁
判
が
な
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
旧
訴
が
終
了
し
た
か
否
か
に

つ
い
て
裁
判
が
な
さ
れ
る
．
か
く
し
て
田
葺
畠
R
の
疑
問
は
理
由
が
な
い
。
こ
の
種
の
手
続
は
た
と
え
ば
訴
の
取
下
の
効
力
を
め
ぐ
る
紛
争
に

お
い
て
も
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
他
に
例
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
旧
訴
の
訴
訟
物
に
つ
い
て
の
訴
訟
係
属
は
存
在
し
な
い
が
、
和
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
10
）

の
効
力
（
訴
取
下
の
効
力
）
を
審
理
す
る
手
続
は
係
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
．

　
瀬
目
霞
は
、
当
事
者
が
旧
訴
の
訴
訟
物
に
つ
い
て
の
裁
判
よ
り
む
し
ろ
和
解
の
内
容
た
る
義
務
の
無
効
の
確
定
を
問
題
と
す
る
よ
う
な
場
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

が
あ
り
え
な
い
か
否
か
を
問
題
と
し
て
い
る
。
後
者
の
場
合
特
に
上
告
審
で
和
解
が
成
立
し
た
と
す
れ
ば
和
解
の
内
容
た
る
義
務
の
無
効
確
定
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

審
理
に
つ
い
て
審
級
の
利
益
が
う
ば
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
．
旧
訴
の
続
行
よ
り
新
訴
の
提
起
を
認
め
る
方
が
よ
り
有
用
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
13
）

　
し
か
し
こ
の
点
に
つ
い
て
は
＞
冨
匿
は
以
下
の
ご
と
く
述
べ
る
．
す
な
わ
ち
、
当
事
者
の
利
益
は
和
解
の
内
容
た
る
義
務
の
無
効
の
確
定
に
限

定
せ
ら
れ
う
る
も
の
で
は
な
い
。
和
解
の
内
容
た
る
義
務
の
存
否
に
関
す
る
紛
争
に
お
い
て
そ
の
無
効
が
確
定
さ
れ
た
結
果
当
事
者
が
旧
訴
の
訴

訟
物
に
立
返
つ
て
こ
れ
を
審
判
の
対
象
と
す
る
場
合
生
じ
る
疑
問
は
更
に
重
要
で
あ
る
。
当
事
者
が
旧
訴
に
立
返
え
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
つ
た
場

合
、
旧
訴
の
続
行
を
認
め
れ
ば
新
訴
提
起
に
よ
つ
て
は
得
が
た
い
利
益
を
収
め
る
こ
と
が
で
き
る
．
す
な
わ
ち
旧
訴
に
お
い
て
形
成
さ
れ
た
訴
訟

　
　
　
訴
訟
上
の
和
解
の
取
消
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
三
　
　
　
　
（
五
五
九
）



　
　
　
訴
訟
上
の
和
解
の
取
消
に
っ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
四
　
　
　
（
五
六
〇
）

状
態
の
利
用
が
可
能
に
な
る
。
し
た
が
つ
て
、
訴
訟
終
了
効
の
取
消
を
認
め
る
べ
ぎ
で
な
い
こ
と
か
ら
、
併
存
説
を
導
く
べ
き
で
は
な
い
と
考
え

る
。
零
ず
目
”
目
」
出
o
目
2
霞
が
説
い
て
い
る
よ
う
に
、
訴
訟
上
の
必
要
性
か
ら
み
れ
ば
、
む
し
ろ
訴
訟
上
の
和
解
の
訴
訟
上
の
効
果
の
排
除
の
可

能
性
を
肯
定
す
る
こ
と
、
し
た
が
つ
て
通
説
た
る
両
性
説
が
適
切
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
＞
冨
富
は
か
よ
う
に
説
く
の
で
あ
る
。

　
訴
訟
終
了
効
の
排
除
し
た
が
つ
て
旧
訴
の
復
活
は
必
ず
し
も
両
性
説
の
立
場
か
ら
の
み
理
由
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
私
法
行
為
説
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
14
）

つ
て
も
、
ま
た
私
の
立
場
か
ら
も
同
一
の
帰
結
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
。
和
解
の
実
体
的
鍛
疵
が
別
訴
で
確
定
さ
れ
た
場
合
旧
訴
が
復
活
す
る
こ

と
を
理
由
づ
け
る
た
め
に
併
存
説
を
否
定
す
る
こ
と
は
正
当
で
あ
る
に
し
て
も
、
両
性
説
を
採
用
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
す
る
に
は
、
な
お
よ
り
以

上
の
論
理
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
＞
器
諺
の
見
解
に
は
疑
問
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
ま
た
＞
器
房
は
、
さ
ら
に
つ
づ
け
て
、
訴
・
上
訴
の
取
下
が
和
解
の
内
容
で
あ
る
場
合
に
つ
い
て
以
下
の
ご
と
く
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、
通
説

は
一
方
で
は
訴
訟
行
為
一
般
に
つ
き
、
し
た
が
つ
て
、
訴
・
上
訴
の
取
下
に
つ
き
取
消
を
否
定
し
な
が
ら
、
他
方
で
は
こ
れ
に
反
し
て
和
解
の
取

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

消
が
そ
の
内
容
た
る
訴
・
上
訴
の
取
下
と
い
う
純
訴
訟
行
為
に
及
ぶ
と
解
す
る
。
こ
の
見
解
が
訴
訟
法
的
考
察
方
法
と
矛
盾
し
な
い
か
ど
う
か
と

い
う
】
W
騨
菖
魯
霞
の
疑
間
に
対
す
る
答
は
、
訴
訟
行
為
に
お
い
て
意
思
の
椴
疵
の
主
張
を
原
則
と
し
て
認
め
な
い
と
す
る
通
説
の
見
解
を
前
提
と

す
る
以
上
自
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
併
存
説
は
訴
訟
終
了
効
は
取
消
の
対
象
に
な
ら
な
い
と
し
、
こ
の
点
で
意
思
の
鍛
疵
の
主
張
に
関
す
る
通
説
の

見
解
と
一
致
す
る
解
決
を
も
た
ら
す
。
し
か
し
他
面
両
性
説
に
よ
つ
て
も
和
解
と
結
び
つ
い
た
訴
・
上
訴
の
取
下
の
問
題
を
解
決
し
え
な
い
こ
と

は
な
い
。
す
な
わ
ち
訴
訟
上
の
和
解
が
訴
訟
費
用
の
被
告
に
よ
る
引
受
と
引
換
に
単
に
訴
の
取
下
の
み
を
内
容
と
す
る
場
合
は
、
和
解
は
単
純
な

訴
の
取
下
と
殆
ん
ど
同
視
せ
ら
れ
る
か
ら
、
意
思
の
理
疵
に
つ
い
て
は
訴
の
取
下
と
同
様
に
取
扱
い
、
そ
の
主
張
を
許
さ
な
い
こ
と
が
必
要
で
あ

（
1
7
）る

。
こ
れ
に
反
し
て
、
通
常
の
場
合
は
実
体
的
紛
争
の
規
律
お
よ
び
そ
れ
と
不
可
分
に
な
さ
れ
る
訴
訟
終
了
の
合
意
と
の
関
連
に
お
い
て
訴
の
取

下
が
和
解
の
内
容
と
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
論
理
的
に
も
解
釈
上
も
訴
取
下
だ
け
に
つ
い
て
訴
訟
行
為
と
し
て
取
消
で
き
な
い
と
す
る
こ
と
は
可
能

で
あ
り
．
こ
の
帰
結
を
導
く
た
め
、
特
殊
な
訴
訟
上
の
且
つ
常
に
取
消
の
対
象
に
な
ら
な
い
訴
訟
終
了
契
約
と
い
う
理
論
構
成
を
す
る
必
要
は
な



い
。
訴
訟
終
了
効
の
取
消
不
能
を
訴
訟
終
了
効
が
和
解
に
よ
つ
て
の
み
な
ら
ず
、
同
時
に
当
事
者
に
よ
る
取
下
が
行
わ
れ
る
場
合
に
限
る
こ
と
は

　
　
　
　
　
　
（
B
）

不
合
理
で
あ
ろ
う
。
和
解
の
締
結
に
加
え
て
取
下
の
意
思
表
示
を
す
る
か
否
か
は
し
ば
し
ば
あ
る
い
は
殆
ん
ど
偶
然
的
で
あ
る
か
ら
、
右
の
限
定

を
可
能
と
考
え
る
こ
と
は
恣
意
的
で
あ
り
満
足
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
訴
訟
上
の
和
解
の
締
結
と
関
連
し
て
な
さ
れ
る
訴
・
上
訴
の
取
下
は
、

訴
訟
終
了
効
が
和
解
の
締
結
に
よ
り
す
で
に
発
生
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
訴
訟
終
了
効
発
生
の
原
因
と
し
て
は
不
要
な
も
の
で
あ
る
。
訴
訟
終
了
は

実
体
法
上
の
紛
争
解
決
と
並
ん
で
和
解
の
内
容
で
あ
り
そ
の
直
接
の
効
果
で
あ
る
．
そ
の
際
当
事
者
の
意
思
表
示
を
訴
の
取
下
ま
た
は
そ
れ
に
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
憩
）

す
る
同
意
で
あ
る
と
解
釈
す
る
必
要
は
な
い
。
な
る
ほ
ど
訴
の
取
下
は
、
訴
訟
係
属
を
遡
つ
て
消
滅
せ
し
め
る
点
に
お
い
て
和
解
と
異
な
る
法
律
効

果
を
も
つ
。
訴
訟
係
属
か
ら
生
じ
る
実
体
法
的
効
果
も
遡
及
的
に
消
滅
す
る
。
し
か
し
当
事
者
は
和
解
に
よ
つ
て
そ
の
実
体
法
的
関
係
を
訴
訟
係

属
が
消
滅
す
る
範
囲
に
お
い
て
こ
と
ご
と
く
規
律
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
区
別
は
実
は
重
要
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
和
解
に
お
け
る
実
体

的
規
律
こ
そ
が
訴
訟
係
属
の
実
体
的
効
果
の
遡
及
的
消
滅
と
い
う
取
下
の
法
定
効
果
に
優
先
し
法
定
効
果
を
排
除
す
る
の
で
あ
る
．
す
で
に
和
解

に
よ
り
発
生
し
た
訴
訟
終
了
効
の
ほ
か
取
下
に
い
か
な
る
効
果
も
帰
属
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
取
下
の
意
思
表
示
に
独
自
の
意
味
を
与
え
る
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

き
で
は
な
い
こ
と
に
つ
い
て
異
論
は
な
い
。
い
わ
ば
余
計
な
（
ロ
冨
温
器
凝
）
訴
・
上
訴
の
取
下
が
な
さ
れ
た
場
合
が
和
解
の
理
論
構
成
に
つ
い
て

の
唯
一
の
正
当
化
理
由
と
し
て
、
併
存
説
の
理
由
に
な
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
和
解
に
よ
る
訴
訟
終
了
を
毅
疵
に
よ
る
取
消
に
優
先
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

て
保
護
す
る
必
要
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
効
力
を
め
ぐ
る
紛
争
を
旧
訴
に
お
い
て
続
行
す
る
の
が
訴
訟
経
済
の
要
求
に
適
う
の
で
あ
る
．
通
説
た

る
両
性
説
は
、
併
存
説
よ
り
も
は
る
か
に
当
事
者
並
び
に
裁
判
所
の
利
益
を
保
護
す
る
。
両
性
説
は
意
思
の
鍛
疵
の
主
張
に
つ
い
て
即
8
9
冨
韻

の
実
体
行
為
説
と
同
一
の
結
果
を
導
く
。
し
か
し
、
両
性
説
は
、
純
実
体
法
的
構
成
で
は
説
明
の
つ
か
な
い
和
解
の
訴
訟
上
の
効
果
発
生
の
た
め

の
意
思
表
示
を
認
め
る
点
で
実
体
行
為
説
よ
り
す
ぐ
れ
て
い
る
。
＞
冨
累
は
以
上
の
ご
と
く
述
べ
る
の
で
あ
る
．
私
は
、
且
つ
て
、
訴
取
下
を
内
容

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

と
す
る
和
解
は
、
判
決
の
可
能
性
を
放
棄
し
た
点
で
一
方
の
譲
歩
の
認
め
ら
れ
る
訴
訟
上
の
和
解
と
観
念
す
べ
き
で
あ
る
と
説
い
た
。
か
か
る
立

場
か
ら
は
ト
冨
霧
が
訴
の
取
下
に
独
自
の
意
味
を
与
え
な
い
点
に
は
賛
成
で
あ
る
．
ま
た
、
か
よ
う
な
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
＞
お
戻
の
い
う
よ
う

　
　
　
訴
訟
上
の
和
解
の
取
消
に
つ
い
て
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訴
訟
上
の
和
解
の
取
消
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
六
　
　
　
（
五
六
二
）

に
、
訴
訟
上
の
和
解
が
単
に
訴
の
取
下
の
み
を
内
容
と
す
る
場
合
と
訴
の
取
下
に
く
わ
え
て
実
体
的
紛
争
の
規
律
を
も
含
む
場
合
と
を
区
別
し
、

前
者
に
つ
い
て
は
意
思
の
鍛
疵
の
主
張
を
否
定
し
、
後
者
に
つ
い
て
の
み
こ
れ
を
肯
定
す
る
こ
と
は
必
要
で
は
な
い
。
む
し
ろ
一
律
に
意
思
の
鍛

疵
の
主
張
を
肯
定
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
〉

　
と
こ
ろ
で
、
私
は
訴
取
下
を
内
容
と
す
る
和
解
に
民
訴
法
二
三
七
条
二
項
が
類
推
さ
れ
る
と
解
し
た
。
訴
訟
物
た
る
実
体
関
係
の
規
律
を
内
容

と
す
る
こ
と
な
く
訴
の
取
下
の
み
を
内
容
と
す
る
和
解
に
あ
つ
て
は
、
訴
訟
係
属
の
実
体
的
効
果
は
別
段
の
定
め
が
な
け
れ
ば
　
訴
取
下
に
準
じ

て
訴
訟
係
属
の
時
に
遡
つ
て
消
滅
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
＞
お
葛
も
い
う
よ
う
に
、
訴
訟
物
た
る
実
体
関
係
の
規
律
と
と
も
に
訴
取
下
の

合
意
が
な
さ
れ
る
の
が
通
常
で
あ
ろ
う
。
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