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〔
最
高
裁
民
訴
事
例
研
究
八
七
〕

昭
四
五
5
（
畷
脇
嘱
蓼
一
麺
巻
）

　
一
、
役
員
選
任
の
株
主
総
会
決
議
取
消
の
訴
の
係
属
中
に
当
該
役
員
が
退
任

　
　
し
た
場
合
と
訴
の
利
益
の
有
無

　
二
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
決
議
取
消
の
訴
が
そ
の
利
益
を
失
わ
な
い
と
さ

　
　
れ
る
特
別
事
情

　
　
株
主
総
会
決
議
取
消
、
株
主
総
会
決
議
無
効
確
認
請
求
事
件
（
昭
四
五
・
四
・
二
第

　
　
一
小
法
廷
判
決
）

　
　
X
　
（
原
告
、
被
控
訴
人
、
上
告
人
）
は
、
Y
株
式
会
社
（
被
告
、
控
訴
人
、
被

　
　
上
告
人
）
の
株
主
で
あ
り
、
創
立
以
来
昭
和
四
〇
年
五
月
二
八
日
の
定
時
株
主
総

　
　
会
ま
で
そ
の
取
締
役
で
あ
つ
た
と
こ
ろ
、
同
日
開
か
れ
た
Y
会
社
の
定
時
株
主
総

　
　
会
に
於
い
て
、
訴
外
A
等
七
名
、
同
B
等
二
名
が
各
々
取
締
役
、
監
査
役
に
選
任

　
　
さ
れ
た
．
X
は
こ
の
選
任
決
議
に
対
し
、
以
下
の
点
を
理
由
と
し
て
、
右
決
議
取

判
　
例
　
研
　
究

消
請
求
の
訴
を
提
起
し
た
。
即
ち
、
e
、
本
件
定
時
株
主
総
会
は
取
締
役
会
の
決

議
な
く
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
商
法
第
二
三
一
条
及
び
Y
株
式
会
社
定
款
の

規
定
に
違
背
す
る
。
口
、
本
件
定
時
株
主
総
会
の
招
集
通
知
は
会
日
の
わ
ず
か
四
日

前
に
発
せ
ら
れ
て
居
り
、
商
法
第
二
三
二
条
一
項
に
違
背
し
て
お
り
、
又
こ
れ
に
よ

り
X
は
累
積
投
票
に
依
る
こ
と
を
求
め
る
権
利
を
行
使
す
る
機
会
を
奪
わ
れ
た
．

（
㊥
漱
鯨
雛
ゲ
当
塒
旺
隙
覗
二
の
醗
砺
麟
雌
獄
総
傲
服
に
た
○
℃
）
日
本
件
選
任
決
議
に
際
し

て
、
議
長
が
一
人
一
票
と
す
る
旨
宣
し
て
、
無
記
名
連
記
投
票
に
よ
り
一
人
一
票
の

投
票
が
行
わ
れ
た
が
、
こ
れ
は
一
株
一
議
決
権
の
原
則
（
商
法
第
二
四
一
条
）
に
違

背
す
る
．
第
一
審
は
、
X
の
主
張
を
全
面
的
に
認
め
、
い
ず
れ
も
選
任
決
議
の
取
消
原

因
に
該
当
す
る
と
し
て
X
を
勝
訴
さ
せ
た
。
Y
は
控
訴
し
、
控
訴
理
由
と
し
て
、
本

件
決
議
の
後
、
任
期
満
了
に
よ
る
役
員
改
選
の
為
の
株
主
総
会
に
お
い
て
、
新
ら
た

に
適
法
な
役
員
改
選
が
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
本
件
昭
和
四
〇
年
五
月
二
八
日
の

定
時
総
会
に
於
け
る
役
員
選
任
決
議
の
取
消
を
求
め
る
こ
と
は
訴
の
利
益
が
な
い
と

一
一
一

（
一
六
〇
九
v



判
　
例
　
研
　
究

主
張
し
た
。
第
二
審
は
．
Y
の
主
張
事
実
を
認
め
、
　
「
本
件
役
員
選
任
決
議
取
消
の

訴
の
ご
と
ぎ
形
成
の
訴
は
、
法
律
が
必
要
に
応
じ
要
件
を
定
め
て
個
別
的
に
認
め
た

も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
出
訴
要
件
が
具
備
し
て
い
る
か
ぎ
り
一
応
訴
の
利
益
が
認

め
ら
れ
る
が
、
形
成
権
発
生
後
の
事
情
の
変
動
に
よ
り
、
判
決
し
て
も
何
ら
具
体
的

実
益
の
な
い
場
合
に
は
訴
の
利
益
を
欠
く
に
至
る
も
の
と
解
す
る
を
相
当
と
す
る
と

と
ろ
、
控
訴
人
が
取
消
を
求
め
る
決
議
に
も
と
づ
き
選
任
さ
れ
た
役
員
は
全
て
任
期

満
了
に
よ
り
退
任
し
て
お
り
、
新
た
な
別
個
の
選
任
決
議
に
よ
つ
て
役
員
が
就
任
し

た
も
の
で
あ
つ
て
、
控
訴
人
が
取
消
を
求
め
る
選
任
決
議
に
も
と
づ
く
役
員
は
現
存

し
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
決
議
取
消
の
訴
は
利
益
を
欠
く
に
至
つ
た
も
の

と
認
め
る
べ
ぎ
で
あ
る
。
控
訴
人
が
本
件
決
議
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
役
員
に
対
し
就

任
期
問
中
の
責
任
を
追
求
す
る
（
商
法
第
二
六
六
条
、
第
二
六
六
条
の
二
、
第
二
六

七
条
）
た
め
に
は
、
本
件
決
議
取
消
の
判
決
を
得
る
こ
と
を
要
す
る
も
の
で
は
な

…
」
稜
と
し
て
X
の
請
求
を
却
下
し
た
．
X
は
上
告
、
上
告
理
由
と
し
て
、
e
、
違

法
な
決
議
で
選
任
さ
れ
た
取
締
役
の
行
為
に
対
す
る
責
任
追
求
の
手
段
と
し
て
原
判

決
は
、
商
法
第
二
六
六
条
以
下
三
ケ
条
の
規
定
を
あ
げ
る
が
、
そ
れ
に
限
定
さ
れ
る

も
の
で
は
な
く
、
取
締
役
選
任
決
議
が
違
法
で
あ
る
事
が
確
定
す
れ
ぱ
、
そ
の
者
は

当
初
よ
り
取
締
役
で
は
な
く
な
り
、
右
三
ケ
条
に
抵
触
す
る
行
為
を
し
な
か
つ
た
場

合
で
も
、
非
取
締
役
が
な
し
た
行
為
と
し
て
、
当
該
行
為
毎
に
或
い
は
不
当
利
得
と

し
て
、
或
い
は
、
不
法
行
為
と
し
て
の
会
社
に
対
す
る
責
任
は
追
求
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
そ
し
て
．
そ
の
前
提
と
し
て
選
任
決
議
が
取
消
さ
れ
る
事
が
必
要
な
の
で
あ

つ
て
、
そ
の
責
任
追
求
に
は
決
議
取
消
の
判
決
を
要
し
な
い
と
し
た
原
判
決
は
不
当

で
あ
る
．
口
、
取
締
役
選
任
決
議
の
取
消
を
求
め
る
利
益
は
、
取
締
役
た
る
地
位
を

失
わ
せ
る
事
、
及
び
非
取
締
役
が
な
し
た
行
為
に
つ
い
て
会
社
が
受
け
た
損
害
を
会

礼
に
回
復
さ
せ
る
前
提
を
つ
く
り
だ
す
事
、
の
二
点
に
あ
る
。
任
期
満
了
は
、
前
者

の
利
益
を
失
わ
せ
る
も
の
で
は
な
い
．
選
任
決
議
の
暇
疵
は
、
決
議
取
消
訴
訟
に
よ

る
以
外
は
確
定
の
方
法
が
な
く
、
損
害
賠
償
或
い
は
不
当
利
得
金
返
還
訴
訟
の
前
提

と
し
て
別
訴
で
主
張
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て

一
一
一
一
　
　
（
一
山
ハ
一
〇
）

み
て
も
後
者
の
訴
の
利
益
は
失
わ
れ
て
い
な
い
、
と
主
張
し
た
．
こ
れ
に
対
し
最
高

裁
は
次
の
理
由
を
以
つ
て
上
告
を
棄
却
し
た
。
即
ち
「
形
成
の
訴
は
、
法
律
の
規
定

す
る
要
件
を
充
た
す
か
ぎ
り
、
訴
の
利
益
の
存
す
る
の
が
通
常
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ

の
後
の
事
情
の
変
化
に
よ
り
、
そ
の
利
益
を
欠
く
に
至
る
場
合
が
あ
る
（
当
裁
判
所

昭
和
三
三
年
㈲
第
一
〇
九
七
号
同
三
七
年
一
月
一
九
旧
第
二
小
法
廷
判
決
内
民
集
一

六
巻
一
号
七
六
頁
参
照
）
。
し
か
し
て
、
株
主
総
会
決
議
取
消
の
訴
は
形
成
の
訴
で
あ

る
が
、
役
員
選
任
の
総
会
決
議
取
消
の
訴
が
係
属
中
、
そ
の
決
議
に
基
づ
い
て
選
任

さ
れ
た
取
締
役
ら
役
員
が
す
べ
て
任
期
満
了
に
よ
り
退
任
し
、
そ
の
後
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
つ
て
取
締
役
ら
役
員
が
新
た
に
選
任
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
取
消
を
求
め

る
選
任
決
議
に
基
づ
く
取
締
役
ら
役
員
が
も
は
や
現
存
し
な
く
な
つ
た
と
き
は
、

右
の
場
合
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
、
特
別
の
事
情
の
な
い
か
ぎ
り
、
決
議
取
消
の

訴
は
実
益
な
き
に
帰
し
．
訴
の
利
益
を
欠
く
に
至
る
も
の
と
解
す
る
を
相
当
と
す
る
．

　
叙
上
の
見
地
に
立
つ
て
、
本
件
に
つ
き
か
か
る
特
別
事
情
が
存
す
る
か
否
か
を
見

る
に
、
原
審
の
認
定
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
上
告
人
ら
の
取
消
を
求
め
る
株
主
総

会
の
決
議
に
よ
つ
て
選
任
さ
れ
た
取
締
役
ら
は
、
い
ず
れ
も
す
べ
て
任
期
終
了
し
て

退
任
し
て
い
る
と
い
5
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
所
論
は
、
取
消
し
得
べ
き
決
議
に
基
づ

い
て
選
任
さ
れ
た
取
締
役
の
在
任
中
の
行
為
に
つ
い
て
会
社
の
受
け
た
損
害
を
回
復

す
る
た
め
に
は
、
今
な
お
当
該
決
議
取
消
の
利
益
が
あ
る
も
の
と
主
張
し
、
そ
の
い

う
と
こ
ろ
は
．
本
件
取
消
の
訴
は
、
会
社
の
利
益
の
た
め
に
す
る
と
主
張
す
る
も
の

と
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
．
し
か
し
て
、
株
主
総
会
決
議
取
消
の
訴
は
、
単
に
そ

の
訴
を
提
起
し
た
者
の
個
人
的
利
益
の
た
め
の
み
の
も
の
で
な
く
会
社
企
業
自
体
の

利
益
の
た
め
に
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
上
告
人
は
、
右
の
ご
と
ぎ
主
張
を
す
る
に
か

か
わ
ら
ず
本
件
取
消
の
訴
が
会
社
の
た
め
に
す
る
こ
と
に
つ
い
て
何
等
の
立
証
を
し

な
い
以
上
、
本
件
に
つ
い
て
特
別
事
情
を
認
め
る
に
由
な
く
、
結
局
本
件
の
訴
は
、

訴
の
利
益
を
欠
く
に
至
つ
た
も
の
と
認
め
る
外
は
な
い
。
」

一
、
一
般
に
形
成
の
訴
に
於
け
る
訴
の
利
益
に
つ
い
て
は
、
法
が
一
定
の
要
件
・



効
果
を
規
定
し
た
上
で
形
成
の
訴
を
承
認
す
る
事
の
中
に
、
訴
の
利
益
を
認
め

て
い
る
も
の
と
説
か
れ
て
い
る
。
従
つ
て
、
当
該
要
件
に
基
づ
い
て
訴
を
提
起

す
る
原
告
に
は
、
原
則
と
し
て
常
に
訴
の
利
益
が
あ
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
が
、
例
外
的
に
訴
の
利
益
が
欠
け
る
場
合
が
あ
る
と
さ
れ
、
そ
の
一
っ

と
し
て
、
当
該
形
成
判
決
に
よ
り
形
成
せ
ら
る
べ
き
効
果
が
既
に
生
じ
て
居

り
、
形
成
判
決
を
下
す
事
に
実
益
が
な
い
場
合
が
挙
ら
れ
て
い
る
（
に
紛
朋
弧
嚇
副

調
齢
ハ
恨
蜥
法
細
翅
二
に
頼
論
パ
戴
）
．
然
し
な
が
ら
、
こ
の
場
合
の
実
益
に
関
し
て

は
、
現
に
生
じ
て
い
る
法
律
状
態
乃
至
法
律
関
係
と
当
該
判
決
で
形
成
さ
れ
る

べ
き
効
果
と
の
間
に
何
等
か
の
差
異
が
あ
れ
ば
、
実
益
は
存
在
す
る
と
し
訴
の

利
益
を
肯
定
す
る
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
効
果
の
比
較
は
厳
格
に
行
わ
れ
る
（
罫
掲

朋
酬
究
）
。
例
え
ば
．
離
婚
判
決
が
あ
つ
た
後
に
提
起
さ
れ
た
婚
姻
無
効
の
訴
に

っ
い
て
も
、
無
効
判
決
に
遡
及
効
が
認
め
ら
れ
る
以
上
訴
の
利
益
あ
り
と
す
る

（
揃
鵬
ボ
旺
け
朔
野
臨
勘
騨
櫨
疏
飢
と
）
。
又
訴
の
利
益
が
欠
け
る
場
合
の
例
と
し
て
多

く
挙
げ
ら
れ
て
い
る
、
会
社
が
解
散
し
て
清
算
に
入
つ
た
後
に
提
起
さ
れ
た
設

立
無
効
の
訴
に
つ
い
て
も
．
設
立
無
効
判
決
に
よ
る
清
算
手
続
と
総
会
決
議
に

よ
る
解
散
に
基
づ
く
清
算
手
続
と
で
は
、
清
算
人
の
選
任
方
法
が
異
る
事
、
会

社
の
人
格
の
存
続
の
可
能
性
の
有
無
が
異
る
事
か
ら
必
ず
し
も
訴
の
利
益
な
し

と
は
云
え
な
い
場
合
も
あ
る
と
す
る
見
解
も
あ
る
（
蜘
酬
集
譲
斜
翻
難
ρ
灘
鞭
甜
糠
囎
礒

駄
噸
註
）
．
こ
の
様
な
民
訴
学
説
に
於
け
る
原
則
的
理
解
に
対
し
、
最
高
裁
は
株

主
総
会
決
議
取
消
の
訴
に
関
し
て
は
反
対
的
態
度
を
貫
い
て
い
る
か
に
見
え

る
．
即
ち
、
本
判
決
と
本
判
決
の
引
用
す
る
昭
和
三
七
年
一
月
一
九
日
最
判

（
嘱
膜
セ
漱
蜷
）
の
見
解
が
そ
れ
で
あ
る
。

二
、
昭
和
三
七
年
最
判
は
、
株
主
以
外
の
者
に
対
し
新
株
引
受
権
を
与
え
る
旨

判
　
例
　
研
　
究

の
株
主
総
会
特
別
決
議
取
消
の
訴
が
係
属
中
に
、
当
該
決
議
に
基
づ
き
新
株
発

行
が
な
さ
れ
た
場
合
、
当
該
決
議
取
消
の
判
決
が
確
定
し
て
も
、
総
会
決
議
は

対
内
的
要
件
に
過
ぎ
ず
、
取
引
の
安
全
を
考
慮
す
る
と
、
新
株
発
行
は
そ
れ
に

よ
つ
て
無
効
と
な
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
当
該
決
議
取
消
の
請
求
は
訴
の
利

益
を
欠
く
と
し
て
居
る
の
で
あ
る
．
こ
の
場
合
決
議
取
消
の
判
決
に
よ
り
新
株

発
行
が
無
効
と
な
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
学
説
上
対
立
が
あ
る
。
し
か
し
仮
に

最
高
裁
の
如
く
新
株
発
行
が
無
効
に
な
ら
な
い
と
解
し
た
場
合
に
も
、
違
法
な

新
株
発
行
に
つ
い
て
の
取
締
役
・
引
受
人
の
責
任
追
求
の
為
に
、
決
議
取
消
を

し
て
お
く
必
要
乃
至
利
益
の
存
否
が
問
題
と
な
る
．
取
締
役
等
の
責
任
追
求
の

前
提
と
し
て
決
議
を
取
消
し
て
居
く
事
は
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
つ
て
初
め

て
「
違
法
な
」
発
行
と
な
る
の
で
あ
つ
て
、
決
議
が
取
消
さ
れ
な
い
限
り
不
公
正

発
行
に
よ
る
会
社
の
損
害
を
云
々
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
判
例
に
反
対

す
る
見
解
（
栖
蟹
馳
蹴
眠
踊
期
）
に
対
し
、
判
旨
に
賛
成
す
る
立
場
は
、
責
任
追
求

の
前
提
と
し
て
決
議
取
消
は
必
要
で
は
な
く
、
決
議
の
椴
疵
を
生
ぜ
し
め
た
事

実
（
噛
艦
明
暇
禧
髄
穐
盗
儲
位
繍
碍
輯
る
）
が
、
同
時
に
他
の
法
律
効
果
（
諏
辮
鍛
瀞
灘
鮒
肘
）

の
要
件
を
な
す
事
は
妨
げ
ら
れ
ず
（
駈
弾
麻
誰
舜
鰍
、
眠
輔
諏
彫
誰
猷
鵬
就
梱
碩
）
、
決

議
の
理
疵
治
癒
の
如
何
に
拘
ら
ず
、
取
締
役
に
対
す
る
責
任
追
求
は
可
能
で
あ

る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
（
酢
蟹
覇
縛
融
賄
研
観
測
℃
卸
嗣
姻
領
側
酪
脚
都
灘
覗
摂
嫡
配
）
。

し
か
し
仮
り
に
賛
成
説
の
如
く
決
議
取
消
が
取
締
役
等
に
対
す
る
責
任
追
求
の

必
要
要
件
で
は
な
い
と
解
し
た
と
し
て
も
、
決
議
の
取
消
が
な
さ
れ
た
場
合
と

そ
れ
が
な
い
場
合
の
責
任
の
法
的
性
格
、
範
囲
及
び
責
任
追
求
の
方
法
を
比
較

し
た
場
合
（
雌
b
え
璽
二
噸
艦
荒
転
栃
無
難
醗
楼
気
無
戦
さ
鐸
咽
躍
晒
酔
蝉
継
塵
請
励
郁
租
臆
勤

行
価
格
等
を
定
め
る
決
議
か
あ
つ
た
て
あ
ろ
う
事
を
主
張
し
な
が
れ
裸
な
ら
な
い
が
、
決
議
取
消
が
な
さ

れ
て
居
れ
ば
　
直
ち
に
取
締
役
の
責
任
追
求
が
可
能
で
あ
る
と
共
に
　
引
受
人
に
対
す
る
差
額
支
払
の
責

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
一
＝
｝
　
　
（
一
山
ハ
一
　
一
）
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任
追
求
も
な
し
う
る
の
で
あ
る
。
ー
こ
れ
は
単
な
る
立
証
の
便
宜
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
責
任
の
性
質

も
追
求
方
法
も
異
る
の
て
あ
つ
て
、
こ
の
点
に
つ
ぎ
、
川
添
解
説
、
法
曹
時
報
一
四
巻
三
号
八
八
頁
は
当

姥
鵬
魚
酬
魅
紛
塗
は
）
、
前
述
し
た
形
成
訴
訟
に
於
け
る
訴
の
利
益
に
つ
い
て
の
厳

格
な
理
解
か
ら
す
れ
ば
、
実
益
な
し
と
は
云
え
な
い
筈
で
あ
る
。
本
件
に
つ
い

て
も
、
役
員
選
任
決
議
取
消
の
訴
を
以
つ
て
、
当
該
役
員
の
排
除
の
み
を
目
的
と

す
る
も
の
と
捉
え
な
い
限
り
（
囑
訓
ボ
講
蝸
淋
碓
謝
釈
此
憩
頃
塘
ギ
航
蹴
鵬
旅
瑠
乱
て
粥
財
眺

雄
灘
恥
湖
唾
初
臆
訟
初
曜
藁
勤
鰍
濾
髄
酵
翫
猷
賜
始
ポ
に
物
は
殖
駅
曝
け
嫡
祉
曾
蹴
狙
ゲ
選
任
）
、
訴
の

利
益
は
失
わ
れ
な
い
も
の
と
解
さ
ざ
る
を
得
な
い
．
何
故
な
ら
ば
、
選
任
決
議

の
取
消
は
．
本
件
原
審
の
如
く
．
取
締
役
と
し
て
の
責
任
追
求
の
為
に
は
必
要

で
は
な
い
と
解
し
た
と
し
て
も
、
非
取
締
役
が
取
締
役
と
し
て
為
し
た
行
為
の

責
任
を
追
求
す
る
為
に
は
必
要
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
役
員
報
酬
は

決
議
が
取
消
さ
れ
る
事
に
よ
り
不
当
利
得
と
し
て
返
還
の
請
求
を
す
る
事
が
出

来
る
で
あ
ろ
う
し
、
又
取
締
役
と
し
て
な
し
た
個
別
的
な
行
為
、
受
け
た
利
益

便
宜
等
が
、
非
取
締
役
の
行
為
と
し
て
み
れ
ぽ
会
社
に
対
す
る
不
法
行
為
、
不

当
利
得
を
構
成
す
る
事
に
な
る
で
あ
ろ
う
（
茄
訓
P
揃
遡
躰
附
癬
釈
￥

　
昭
和
三
七
年
最
判
及
び
本
件
の
事
例
の
場
合
に
は
、
各
々
当
該
決
議
取
消
の

主
目
的
と
さ
れ
る
効
果
が
発
生
し
得
な
い
状
況
に
あ
り
（
姻
筋
ゼ
噺
琳
醗
浦
が
鵬
脇
都

轍
搬
韻
ω
濾
喉
筋
欄
樋
吃
）
、
従
つ
て
、
そ
の
本
来
予
定
さ
れ
る
べ
き
状
況
と
比
較
L
た

場
合
、
訴
訟
の
実
益
が
僅
少
で
あ
る
と
は
云
え
る
で
あ
ろ
う
。
然
し
な
が
ら
こ

の
点
に
つ
い
て
も
、
権
利
保
護
の
要
求
が
僅
少
（
O
＆
凝
肋
凝
一
葵
葺
）
で
あ
る
故

に
権
利
保
護
が
拒
否
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
そ
れ
が
僅
少
の
場
合
に
は
実
体

的
理
由
不
具
備
の
問
題
と
は
な
り
え
て
も
、
権
利
保
護
の
必
要
の
間
題
で
は
な

い
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
翻
臨
鷲
）
．

三
、
以
上
述
べ
た
所
か
ら
、
こ
れ
ら
の
判
例
が
問
題
と
し
て
い
る
の
ぱ
、
本
来

二
四
　
（
一
六
二
一
）

の
訴
の
利
益
の
問
題
、
即
ち
、
取
消
訴
訟
の
実
益
の
存
否
の
問
題
で
は
な
く
、

取
消
の
請
求
を
な
す
事
の
当
否
の
問
題
で
あ
る
と
解
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
特

に
、
本
件
判
旨
後
段
と
の
関
連
に
於
い
て
考
え
れ
ば
、
決
議
取
消
訴
権
に
つ
き
、

そ
の
共
益
権
的
性
格
か
ら
す
る
行
使
要
件
を
設
定
し
た
も
の
と
捉
え
る
事
が
出

来
る
で
あ
ろ
う
．
即
ち
、
設
定
さ
れ
た
実
体
法
上
の
権
利
行
使
要
件
の
欠
歓
に

よ
り
権
利
の
濫
用
の
問
題
と
し
て
処
理
せ
ら
る
べ
き
事
例
に
つ
ぎ
、
訴
の
利
益

の
概
念
を
用
い
て
処
理
せ
ん
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
．
決
議
の

効
力
を
争
う
訴
に
つ
い
て
、
特
別
に
訴
の
利
益
を
考
え
よ
う
と
す
る
判
例
の
態

度
の
淵
源
は
、
会
社
訴
訟
に
於
け
る
裁
判
所
の
裁
量
棄
却
を
認
め
て
い
た
商
法

第
二
五
一
条
の
規
定
の
削
除
に
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
決
議
取
消

の
訴
の
如
き
所
謂
会
社
訴
権
の
濫
用
の
問
題
に
つ
き
、
裁
量
棄
却
の
規
定
が
削

除
さ
れ
た
結
果
、
訴
の
利
益
の
概
念
を
用
い
て
、
実
際
に
は
裁
量
的
機
能
を
果

さ
せ
る
事
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
云
い
う
る
で
あ
ろ
う
（
猷
礪
ガ
灘
脳
聯
糀

訓
儲
購
艸
墜
）
．
然
し
な
が
ら
、
訴
の
利
益
を
こ
の
目
的
に
用
い
る
事
は
妥
当
と

は
思
わ
れ
な
い
（
嫡
謡
橘
讐

　
第
一
に
、
訴
の
利
益
な
る
概
念
は
、
裁
量
的
要
素
を
含
む
も
の
で
は
な
く

（
嚥
簾
翻
埴
檸
項
翫
輪
都
％
肋
離
ガ
触
飢
加
敏
鰻
畑
磯
能
随
胡
餉
旋
鑓
蕊
旭
）
、
厳
密
な
意
味
で
の

裁
判
を
な
す
実
益
の
存
否
の
み
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
．
従
つ
て
、
判
例

の
態
度
は
訴
の
利
益
概
念
を
不
当
に
拡
大
し
、
そ
の
理
論
を
混
乱
に
落
し
入
れ

る
も
の
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
権
利
行
使
の
当
・
不
当
は
本
来
弁
論
主
義
の
適
用
範
囲
内
の
事
項

で
あ
り
、
そ
れ
を
訴
の
利
益
の
間
題
と
す
る
事
は
、
裁
判
所
に
実
質
的
に
強
力

な
裁
量
権
を
与
え
る
事
と
な
り
、
私
権
保
護
の
実
を
損
う
も
の
で
あ
る
．
こ
の



こ
と
は
、
訴
の
利
益
概
念
の
不
当
拡
大
と
相
侯
つ
て
商
法
第
二
五
一
条
の
規

定
を
削
除
し
た
趣
旨
に
も
と
る
結
果
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
．
こ
れ
ら
の
事
例

は
、
権
利
の
濫
用
の
問
題
と
し
て
解
決
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
璃
疵
の
程
度
と

形
成
さ
れ
る
結
果
と
の
現
実
的
利
益
較
量
及
び
当
事
者
の
権
利
行
使
の
主
観
的

意
図
を
問
題
と
す
る
事
が
可
能
と
な
る
事
に
よ
り
、
よ
り
適
切
に
処
理
さ
れ
る

で
あ
ろ
う
。

　
以
上
述
べ
た
事
か
ら
判
旨
に
反
対
で
あ
る
。

　
紙
数
の
都
合
上
詳
言
を
さ
け
る
が
、
本
件
に
於
け
る
殺
疵
が
重
大
な
る
事
を

考
え
れ
ば
．
権
利
濫
用
法
理
に
よ
れ
ば
、
取
消
が
認
め
ら
る
べ
ぎ
事
案
と
も
考

え
ら
れ
（
駄
醐
縮
輪
肝
）
、
判
旨
の
結
論
に
も
賛
成
し
難
い
。
又
、
判
旨
に
表
わ
れ

た
共
益
権
に
関
す
る
見
解
も
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
が
、
専
門
外

で
あ
る
の
で
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
事
と
す
る
．
　
　
　
　
　
（
渡
辺
慢
之
）

昭
四
五
6
（
畷
騙
誠
鹸
鉱
期
巻
）

　
譲
渡
禁
止
の
特
約
の
あ
る
債
権
に
対
す
る
転
付
命
令
の
効
力

　
　
転
付
預
金
債
権
支
払
請
求
事
件
（
昭
四
五
・
四
・
一
〇
第
二
小
法
廷
判
決
）

　
　
X
（
原
告
・
控
訴
人
・
上
告
人
）
は
、
債
務
弁
済
契
約
公
正
証
書
の
執
行
力
あ
る
正

　
　
本
に
基
づ
い
て
、
訴
外
A
の
Y
（
信
用
金
庫
・
被
告
・
被
控
訴
人
・
被
上
告
人
V
に

　
　
対
し
て
有
し
て
い
た
当
座
・
普
通
・
定
期
預
金
債
権
な
ど
に
対
し
て
債
権
差
押
命
令

　
　
の
申
請
を
し
、
東
京
地
裁
よ
り
差
押
命
令
を
得
た
。
続
い
て
X
は
、
右
債
権
に
対
す

　
　
る
転
付
命
令
の
申
請
を
し
、
転
付
命
令
を
得
た
。
し
か
し
、
Y
が
支
払
に
応
じ
な
か

　
　
つ
た
た
め
、
X
は
Y
に
対
し
、
右
転
付
債
権
の
一
部
で
あ
る
金
三
六
〇
万
七
三
三
六

　
　
円
お
よ
び
右
転
付
命
令
送
達
の
日
の
翌
日
以
降
完
済
ま
で
、
商
法
所
定
の
年
六
分
の

判
　
例
　
研
　
究

割
合
に
よ
る
金
員
の
支
払
を
求
め
て
本
訴
を
提
起
し
た
。

Y
は
、
右
差
押
・
転
付
命
令
以
前
に
Y
・
A
間
で
、
A
の
預
金
債
権
は
、
Y
が
A
に

対
し
て
有
す
る
手
形
貸
付
金
債
権
お
よ
び
手
形
買
戻
請
求
権
に
よ
つ
て
相
殺
さ
れ
た

の
で
あ
つ
て
、
こ
れ
以
後
に
な
さ
れ
た
差
押
・
転
付
命
令
に
よ
つ
て
X
が
そ
の
主
張

の
債
権
を
取
得
す
る
こ
と
は
で
ぎ
な
い
．
と
主
張
し
た
。
な
お
、
X
は
予
備
的
請
求

と
し
て
、
Y
に
対
し
、
損
害
賠
償
の
請
求
も
し
て
い
た
が
、
い
ず
れ
も
第
一
審
で

は
、
X
の
請
求
は
棄
却
さ
れ
た
。

控
訴
審
で
、
X
は
、
第
一
審
に
お
け
る
主
位
的
請
求
を
拡
張
し
て
、
金
五
〇
一
万
四

一
二
四
円
全
額
お
よ
び
こ
れ
に
対
す
る
訴
状
送
達
の
翌
日
以
降
完
済
ま
で
商
事
法
定

利
率
た
る
年
六
分
の
割
合
に
よ
る
遅
延
損
害
金
の
支
払
を
求
め
た
。
第
一
審
で
問
題

と
な
つ
た
Y
主
張
の
相
殺
の
点
に
つ
い
て
は
、
控
訴
審
で
は
、
本
件
転
付
命
令
の
送

達
を
受
け
る
以
前
に
相
殺
の
意
思
表
示
を
し
た
事
実
に
つ
き
、
な
ん
ら
の
主
張
立
証

も
な
い
と
し
て
Y
の
主
張
を
排
斥
し
た
が
、
本
件
各
預
金
債
権
に
は
譲
渡
禁
止
の
特

約
が
あ
り
、
そ
れ
に
つ
き
X
は
悪
意
で
あ
る
か
ら
、
本
件
転
付
命
令
に
よ
つ
て
該
債

権
を
取
得
し
え
な
い
と
し
た
Y
の
主
張
を
容
れ
、
X
の
控
訴
を
棄
却
し
た
。
す
な
わ

ち
、
原
審
は
、
債
権
に
つ
い
て
そ
の
当
事
者
間
に
譲
渡
禁
止
の
特
約
が
な
さ
れ
て
い

る
場
合
と
い
え
ど
も
、
そ
の
債
権
者
に
対
し
て
債
権
を
有
す
る
も
の
の
た
め
、
こ
れ

を
差
押
・
転
付
命
令
を
発
す
る
こ
と
は
な
ん
ら
の
支
障
が
な
い
が
、
転
付
命
令
に
よ

る
債
権
の
移
転
に
つ
い
て
も
民
法
四
六
六
条
第
二
項
の
規
定
が
準
用
さ
れ
る
も
の
と

解
し
、
転
付
命
令
を
受
け
た
債
権
者
が
当
時
特
約
の
存
在
に
つ
き
悪
意
で
あ
る
場
合

に
は
、
転
付
命
令
に
よ
つ
て
そ
の
債
権
を
取
得
し
え
な
い
と
し
、
本
件
に
つ
い
て

は
．
X
は
、
本
件
被
転
付
債
権
に
つ
い
て
譲
渡
禁
止
の
特
約
の
あ
る
こ
と
を
知
り
な

が
ら
、
本
件
転
付
命
令
を
申
請
し
た
も
の
と
推
定
す
る
の
を
相
当
と
し
た
。

X
は
上
告
。

X
の
上
告
理
由
は
三
点
よ
り
な
る
が
、
最
高
裁
は
、
そ
の
第
一
点
に
つ
き
上
告
理
由

あ
り
と
認
め
．
そ
の
他
の
点
に
つ
い
て
は
判
断
す
る
ま
で
も
な
く
原
判
決
を
破
棄

し
、
原
審
に
差
し
戻
し
た
．
し
た
が
つ
て
、
こ
こ
で
は
、
X
の
上
告
理
由
は
、
第
一

一
一
五
　
（
一
六
＝
5
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点
だ
け
を
書
い
て
お
く
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
．
民
法
四
六
六
条
第
二
項
の
解
釈
の
点

で
あ
る
。
X
は
、
右
条
文
の
法
意
は
、
当
事
者
が
譲
渡
禁
止
の
特
約
を
な
し
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
に
反
し
て
任
意
に
譲
渡
し
た
場
合
に
、
そ
の
譲
渡
は
契
約
違
反

で
信
義
に
反
す
る
か
ら
無
効
と
す
る
と
い
う
趣
旨
の
も
の
で
あ
つ
て
、
本
件
の
よ
う

に
債
権
者
の
意
思
に
基
づ
か
ず
に
裁
判
所
の
命
令
に
よ
つ
て
移
転
す
る
よ
う
な
場
合

に
は
、
本
条
は
適
用
を
み
な
い
と
主
張
し
た
。
こ
の
点
に
つ
き
最
高
裁
の
判
決
は
以

下
の
通
り
で
あ
る
。

「
原
判
決
は
、
転
付
命
令
に
よ
る
債
権
の
移
転
に
つ
い
て
も
．
民
法
四
六
六
条
二
項

の
規
定
が
準
用
さ
れ
る
も
の
と
解
し
、
転
付
命
令
を
受
け
た
債
権
者
が
当
時
譲
渡
禁

止
の
特
約
の
存
在
に
つ
き
悪
意
で
あ
る
場
合
に
は
転
付
命
令
に
よ
つ
て
そ
の
債
権
を

取
得
で
き
な
い
旨
判
示
す
る
。

　
し
か
し
、
譲
渡
禁
止
の
特
約
の
あ
る
債
権
で
あ
つ
て
も
、
差
押
債
権
老
の
善
意
・

悪
意
を
問
わ
ず
、
こ
れ
を
差
し
押
え
、
か
つ
、
転
付
命
令
に
よ
つ
て
移
転
す
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
で
あ
つ
て
、
こ
れ
に
つ
き
、
同
法
四
六
六
条
二
項
の
適
用
な
い
し
類

推
適
用
を
な
す
べ
き
で
は
な
い
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
け
だ
し
、
同
法
四
六

六
条
二
項
は
、
そ
の
文
理
上
．
債
権
の
譲
渡
を
禁
止
す
る
特
約
に
つ
き
、
そ
の
効
力

を
認
め
た
も
の
で
あ
つ
て
、
譲
渡
以
外
の
原
因
に
よ
る
債
権
の
移
転
に
つ
い
て
同
条

項
の
規
定
を
準
用
な
い
し
類
推
適
用
す
べ
ぎ
も
の
と
す
る
見
解
に
は
、
首
肯
す
る
に

足
り
る
合
理
的
根
拠
を
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
み
な
ら
ず
、
譲
渡
禁
止
の
特

約
の
あ
る
債
権
に
対
し
て
発
せ
ら
れ
た
転
付
命
令
に
つ
い
て
、
同
法
四
六
六
条
二
項

の
準
用
が
あ
る
と
解
す
る
と
、
民
訴
法
五
七
〇
条
、
六
一
八
条
が
明
文
を
も
つ
て
差

押
禁
止
財
産
を
法
定
し
て
財
産
中
執
行
を
免
れ
得
る
も
の
を
制
限
的
に
特
定
し
、
同

法
六
〇
〇
条
が
差
し
押
え
た
金
銭
の
債
権
に
つ
い
て
差
押
債
権
者
の
選
択
に
従
い
取

立
命
令
ま
た
は
転
付
命
令
を
申
請
で
き
る
旨
定
め
て
い
る
法
意
に
反
し
、
私
人
が
そ

の
意
思
表
示
に
よ
つ
て
、
債
権
か
ら
強
制
執
行
の
客
体
た
る
性
質
を
奪
い
、
あ
る
い

は
そ
れ
を
制
限
で
き
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
し
、
一
般
債
権
者
は
、
担
保
と

な
る
債
務
者
の
総
財
産
の
う
ち
、
債
務
者
の
債
権
が
、
債
務
者
、
第
三
債
務
者
間
の

二
六
　
　
（
一
六
一
四
）

譲
渡
禁
止
の
特
約
に
よ
り
担
保
力
を
失
う
不
利
益
を
も
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
に
な
る
の
で
あ
つ
て
、
法
の
予
想
し
な
い
不
当
な
結
果
を
う
む
も
の
と
い
わ
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
結
果
は
、
転
付
命
令
申
請
の
際
に
差
押
債
権
者
が
善
意

で
あ
れ
ば
保
護
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
や
、
差
押
債
権
老
に
は
取
立
命
令
を
得
る
道
が

残
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
補
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
原
判
決
に
は
、
民
法
四
六
六
条
二
項
の
解
釈
適
用
を
誤
つ
た
違
法
が
あ
り
、
論
旨

は
理
由
が
あ
る
．
こ
の
点
に
関
す
る
大
審
院
判
例
（
大
正
三
年
㈹
第
八
O
O
号
同
四

年
四
月
一
日
判
決
、
民
録
二
一
輯
四
二
三
頁
、
大
正
一
四
年
㈲
第
六
五
号
同
一
四
年

四
月
三
〇
日
判
決
、
民
集
四
巻
五
号
二
〇
九
頁
、
昭
和
六
年
㈲
第
七
八
二
号
同
六
年

八
月
七
日
判
決
、
民
集
一
〇
巻
一
〇
号
七
八
ヨ
頁
、
昭
和
八
年
㈹
第
六
五
六
号
同
九

年
三
月
二
九
日
判
決
、
民
集
一
三
巻
四
号
三
二
八
頁
）
は
変
更
せ
ら
る
べ
き
も
の
で

あ
る
。
」
　
破
棄
差
戻
。

　
判
旨
に
賛
成
す
る
。

一
、
本
件
に
お
け
る
論
点
は
、
転
付
命
令
に
よ
る
債
権
の
移
転
に
つ
き
、
民
法

四
六
六
条
二
項
の
規
定
が
準
用
さ
れ
る
か
否
か
の
点
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
ぎ

る
。
本
件
判
旨
は
、
こ
の
点
に
つ
き
、
従
来
の
判
例
の
立
場
を
変
更
し
．
学
説

の
通
説
に
し
た
が
つ
て
、
民
法
四
六
六
条
二
項
の
準
用
は
な
い
も
の
と
し
た
。

　
民
法
四
六
六
条
は
、
債
権
の
譲
渡
性
を
原
則
と
し
て
認
め
る
。
し
か
し
、
債

権
の
性
質
上
譲
渡
を
許
さ
な
い
も
の
の
場
合
は
当
然
に
譲
渡
性
を
否
定
す
る

（
四
六
六
条
一
項
但
書
）
と
同
時
に
、
当
事
者
の
合
意
に
よ
り
譲
渡
禁
止
の
特
約

を
な
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
規
定
す
る
（
四
六
六
条
二
項
）
。
た
だ
し
、
譲
渡

禁
止
の
特
約
は
、
善
意
の
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
い
る

（
四
六
六
条
二
項
但
書
）
．
そ
こ
で
、
そ
も
そ
も
、
譲
渡
禁
止
の
特
約
あ
る
債
権
を



差
押
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
差
押
え
が
で
き
る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
が
金

銭
債
権
で
あ
る
場
合
、
転
付
命
令
は
許
さ
れ
る
か
、
ま
た
そ
れ
は
執
行
債
権
者

の
善
意
・
悪
意
に
よ
つ
て
差
異
が
生
じ
る
の
か
、
が
問
題
と
さ
れ
て
き
た
。

二
、
譲
渡
禁
止
の
特
約
の
あ
る
債
権
で
あ
つ
て
も
、
差
押
可
能
の
点
に
は
異
論

を
み
な
い
。
そ
れ
は
強
制
執
行
制
度
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
民
訴
法
五
七
〇
条
・
六
一
八
条
は
明
文
を
も
つ
て
差
押
禁
止
財
産
を
法
定

し
て
い
る
の
に
か
か
わ
ら
ず
、
譲
渡
禁
止
の
特
約
を
し
た
債
権
は
差
押
え
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
す
る
と
、
当
事
者
の
意
思
と
い
う
こ
と
に
よ
つ
て
、
私
人
が

勝
手
に
差
押
禁
止
財
産
を
作
り
う
る
こ
と
に
な
つ
て
妥
当
で
は
な
い
か
ら
で
あ

る
。　

ま
た
、
取
立
命
令
が
許
さ
れ
る
こ
と
に
も
、
判
例
・
学
説
と
も
異
論
は
な

い
。
問
題
は
転
付
命
令
で
あ
る
．
大
審
院
の
判
例
の
ご
と
く
．
執
行
債
権
者
の

善
意
・
悪
意
に
よ
つ
て
転
付
命
令
が
有
効
・
無
効
に
な
る
の
か
、
善
意
・
悪
意

に
関
係
な
く
、
転
付
命
令
を
有
効
と
す
べ
き
か
、
の
点
が
問
題
と
さ
れ
て
き

た
。　

も
つ
と
も
、
そ
の
前
に
、
善
意
・
悪
意
に
関
係
な
く
、
転
付
命
令
は
許
さ
れ

な
い
と
す
る
立
場
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
ド
イ
ッ
で
は
、
譲
渡
禁
止
の
特
約
の
あ
る

債
権
に
つ
い
て
は
取
立
命
令
の
み
を
許
す
と
い
う
こ
と
（
ド
イ
ッ
民
訴
八
五
一
条

二
項
）
、
お
よ
び
譲
渡
禁
止
特
約
付
債
権
を
一
種
の
担
保
物
と
し
て
み
る
の
が

通
常
で
あ
る
第
三
債
務
者
の
利
益
の
尊
重
と
い
う
こ
と
か
ら
で
あ
る
（
砧
訳
謝
嗣

ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
債
権
ト
譲
渡
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
澄
ル
債
権
」
法
学
新
報
一
二
巻
一
二
湯
二
三
頁
、
松
岡
．

強
制
執
行
法
要
論
中
｝
〇
五
三
頁
、
現
在
で
は
兼
子
・
増
補
強
制
執
行
法
一
九
四
頁
松
浦
「
転
付
命
令
」

藩
講
H
）
．

　
し
か
し
、
こ
の
見
解
に
は
L
た
が
い
難
い
．
わ
が
国
で
は
、
ド
イ
ッ
の
よ
5
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に
明
文
の
規
定
が
な
い
し
、
取
立
命
令
を
許
し
転
付
命
令
を
許
さ
な
い
と
す
る

こ
と
に
つ
い
て
合
理
的
根
拠
が
な
い
．
確
か
に
、
取
立
命
令
と
転
付
命
令
と
は

異
な
る
．
　
「
転
付
命
令
に
よ
り
債
権
は
執
行
債
権
者
に
移
転
す
る
の
で
、
転
付

後
に
生
じ
た
第
三
債
務
者
の
執
行
債
務
者
に
対
す
る
人
的
抗
弁
は
執
行
債
権
者

に
対
抗
し
え
な
い
。
こ
れ
に
対
し
取
立
命
令
で
は
主
体
の
変
更
を
生
じ
な
い
。

従
つ
て
差
押
後
に
生
じ
た
第
三
債
務
者
の
執
行
債
務
者
に
対
す
る
人
的
抗
弁

も
、
取
立
命
令
の
場
合
は
こ
れ
を
執
行
債
権
者
に
対
抗
で
き
る
の
が
原
則
で
あ

る
」
（
榊
鋪
竣
砿
糠
徽
礁
趾
順
誰
畳
聴
）
．
し
か
L
、
取
立
命
令
と
転
付
命
令
と
を
第

三
債
務
者
と
の
関
係
で
み
れ
ば
、
「
当
事
者
の
意
図
は
債
権
者
（
執
行
債
務
者
）
た

る
地
位
の
承
継
を
防
止
す
る
こ
と
に
あ
る
の
に
、
差
押
及
び
取
立
命
令
が
出
さ

れ
る
と
、
実
質
的
に
債
権
者
の
地
位
が
承
継
さ
れ
た
と
同
じ
こ
と
に
」
な
り
、

「
そ
の
意
味
で
は
取
立
命
令
で
あ
る
か
転
付
命
令
で
あ
る
か
は
．
第
三
債
務
者

に
と
つ
て
は
実
質
的
に
差
異
は
な
い
の
で
あ
り
」
（
鯖
軸
」
．
嬢
徹
聴
肥
物
備
酌
逸
瀬
鮒

耶
）
、
取
立
命
令
と
転
付
命
令
と
を
区
別
す
る
合
理
的
根
拠
は
乏
し
い
で
あ
ろ

う
（
灘
潜
雛
舗
監
鮒
醜
盤
駆
蟹
敵
輯
璽
瀬
敢
鷺
難
ゆ
鎧
鞍
縫
）
．

し
た
が
つ
て
、
以
下
で
は
、
従
来
の
判
例
の
立
場
と
通
説
の
立
場
と
に
焦
点
を

あ
わ
せ
て
述
べ
て
い
く
。

三
、
大
審
院
の
判
例
は
、
ω
大
正
四
年
四
月
一
目
の
判
決
（
畿
墜
；
醜
九
）
以
来
、

ω
大
正
一
四
年
四
月
三
〇
日
（
服
蝶
㎝
蜷
莇
）
、
㈹
昭
和
六
年
八
月
七
日
（
嘱
鉾
テ
七
〇
蜷

配
）
、
⑥
昭
和
九
年
三
月
二
九
日
（
駅
肇
尼
蜷
四
）
と
、
　
一
貫
し
て
転
付
命
令
に
つ

い
て
も
民
法
四
六
六
条
二
項
を
適
用
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
判
例
は
、
当
初
、

多
数
の
学
説
の
支
持
を
得
て
い
た
（
鰍
鴛
呪
胤
難
縦
繋
誰
礫
藍
塾
頁
、
）
。
し
か
し
、

右
判
例
ω
に
対
し
雑
本
博
士
が
い
ち
は
や
く
反
対
し
（
涼
墾
餌
捲
恥
）
、
続
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
七
　

（
一
六
一
五
）
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㈹
の
判
例
に
対
し
杉
之
原
氏
が
（
欄
甑
歎
旺
騨
梱
）
、
㈹
に
つ
い
て
は
我
妻
博
士
が

（
酬
誠
柵
輸
鰍
年
）
、
㈲
に
つ
い
て
は
川
島
博
士
が
（
酬
訳
螺
靹
軌
年
）
、
そ
れ
ぞ
れ
反
対

の
立
場
で
批
評
さ
れ
、
現
在
、
学
説
は
、
譲
渡
禁
止
の
特
約
の
あ
る
債
権
で
あ

っ
て
も
転
付
命
令
が
許
さ
れ
、
執
行
債
権
者
の
善
意
・
悪
意
と
も
関
係
な
い
と

す
る
の
が
通
説
で
あ
る
（
通
説
の
根
拠
に
つ
い
て
は
四
に
述
べ
る
）
。

　
判
例
は
、
譲
渡
禁
止
の
特
約
を
、
「
債
権
者
以
外
ノ
者
ヲ
シ
テ
債
権
者
タ
ル
地

位
ヲ
承
継
セ
シ
メ
サ
ラ
ソ
ト
ス
ル
コ
ト
ヲ
目
的
ト
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以
テ
譲
渡

禁
止
ト
云
フ
モ
実
ハ
広
ク
債
権
ノ
移
転
禁
止
ノ
特
約
二
外
ナ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ニ
シ

テ
民
法
第
四
百
六
十
六
条
第
二
項
ノ
規
定
，
ハ
斯
ル
特
約
ノ
効
力
ヲ
認
メ
タ
ル
モ

ノ
ト
解
ス
ル
ヲ
相
当
ト
ス
」
（
賄
慨
醐
肋
酬
）
と
解
し
て
い
る
．
な
る
ほ
ど
、
転
付

命
令
は
、
差
押
え
た
金
銭
債
権
を
券
面
額
で
執
行
債
権
の
弁
済
に
か
え
て
差
押

債
権
者
へ
移
転
す
る
移
付
命
令
で
あ
る
。
転
付
命
令
が
有
効
で
あ
る
か
ぎ
り
、

差
押
債
権
は
債
務
者
か
ら
債
権
者
へ
移
転
す
る
。
し
た
が
つ
て
、
四
六
六
条
を

判
例
の
よ
う
に
債
権
の
移
転
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
て
解
す
る
と
、
転
付
命
令

の
場
合
に
も
同
条
二
項
を
適
用
し
て
、
善
意
・
悪
意
が
問
題
と
な
つ
て
く
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

四
、
し
か
し
．
す
で
に
．
薙
本
博
士
が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
民
法
四
六
六
条

は
債
権
の
譲
渡
に
関
す
る
規
定
で
あ
り
、
広
く
債
権
の
移
転
に
適
用
す
べ
き
も

の
で
は
な
い
。
四
六
六
条
二
項
の
法
意
は
、
当
事
者
が
譲
渡
禁
止
の
特
約
を
な

し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
に
反
し
て
任
意
に
譲
渡
し
た
場
合
、
そ
れ
は
契

約
違
反
で
信
義
に
反
す
る
か
ら
、
そ
の
譲
渡
性
を
無
効
と
す
る
趣
旨
と
と
ら
え

る
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
本
人
の
意
思
に
基
づ
か
な
い
裁
判
所
の
転
付

命
令
に
よ
り
移
転
す
る
場
合
に
は
、
四
六
六
条
二
項
の
適
用
が
な
い
と
解
す
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
八
　
（
一
六
一
六
）

き
で
あ
る
．
そ
の
方
が
、
四
六
六
条
二
項
の
規
定
か
ら
み
て
も
素
直
な
解
釈

で
あ
る
。
ま
た
、
も
し
、
四
六
六
条
二
項
の
適
用
が
あ
る
と
す
る
と
、
当
事
者

の
意
思
表
示
に
よ
つ
て
執
行
不
能
の
財
産
を
認
め
る
こ
と
に
な
つ
て
し
ま
い
問

題
で
あ
る
．
こ
の
よ
う
な
結
果
は
、
ま
さ
に
本
件
判
旨
が
指
摘
す
る
よ
う
に

「
転
付
命
令
の
申
請
の
際
に
差
押
債
権
者
が
善
意
で
あ
れ
ば
保
護
さ
れ
る
と
い

う
こ
と
や
、
差
押
債
権
者
に
は
取
立
命
令
を
得
る
道
が
残
さ
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
補
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
」
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
債
務
者
の
責
任
財

産
中
に
占
め
る
金
銭
債
権
の
重
要
性
（
晴
加
丑
賄
掲
）
、
平
等
主
義
を
と
る
わ
が
国

で
の
転
付
命
令
の
役
割
か
ら
み
て
も
、
通
説
が
妥
当
で
あ
り
、
通
説
に
よ
つ
た

判
旨
は
正
当
で
あ
る
。

　
な
お
、
本
件
に
つ
い
て
は
、
林
屋
助
教
授
の
判
例
批
評
（
眠
滴
財
、
糖
翫
欝
九
）
、

後
藤
調
査
官
の
解
説
（
砂
影
↓
ひ
凱
酬
五
）
が
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
（
栂
善
夫
）

昭
四
五
7
（
磁
騙
畷
喋
㌃
飽
巻
）

　
賃
貸
人
の
共
同
相
続
人
に
対
し
て
賃
借
権
の
確
認
を
求
め
る
訴
訟
と
必
要
的

　
共
同
訴
訟
の
成
否

　
　
借
地
権
確
認
妨
害
排
除
請
求
事
件
（
昭
四
五
・
五
・
二
二
第
二
小
法
廷
判
決
）

　
　
事
件
の
経
過
は
複
雑
で
あ
る
が
、
事
実
審
に
お
い
て
確
定
さ
れ
た
事
実
を
要
約
す
れ

　
　
ば
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
A
（
本
件
第
一
審
被
告
）
は
訴
外
亡
B
か
ら
、
B
所
有
の
宅
地
を
、
普
通
建
物
の
所

　
　
有
を
目
的
と
し
て
、
期
問
の
定
め
な
く
賃
借
し
、
そ
の
上
に
家
屋
を
所
有
し
て
い

　
　
た
．
右
宅
地
に
関
す
る
B
の
権
利
義
務
は
、
同
人
の
死
亡
に
よ
り
、
そ
の
相
続
人
た



る
（
Y
被
告
・
控
訴
人
・
上
告
人
）
と
訴
外
C
に
承
継
さ
れ
、
両
名
が
A
に
対
し
賃

貸
人
と
な
つ
た
．
な
お
、
C
が
遠
隔
地
に
在
住
し
て
い
る
た
め
、
Y
は
C
よ
り
土
地

の
管
理
の
委
託
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
第
二
審
に
お
い
て
確
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

後
X
（
原
告
・
被
控
訴
人
・
被
上
告
人
）
は
、
A
よ
り
右
家
屋
の
贈
与
お
よ
び
敷
地

の
賃
借
権
の
譲
渡
を
受
け
、
Y
の
同
意
を
得
た
。
し
か
る
に
、
Y
は
、
X
が
賃
借
人

た
る
こ
と
を
否
定
し
、
A
は
賃
借
権
の
譲
り
渡
し
を
否
定
し
、
ま
た
Z
（
被
告
・
控

訴
人
・
上
告
人
）
は
自
分
が
A
か
ら
右
賃
借
権
を
譲
り
受
け
た
と
称
し
て
、
そ
れ
ぞ

れ
X
が
賃
借
人
た
る
こ
と
を
争
つ
た
。
そ
こ
で
X
は
Y
A
Z
三
名
に
対
し
て
．
自
己

が
、
A
B
間
で
取
り
決
め
ら
れ
た
と
同
じ
条
件
の
宅
地
の
使
用
収
益
権
を
有
す
る
こ

と
の
確
認
を
求
め
て
訴
を
提
起
し
た
．
た
だ
し
、
そ
の
間
、
東
京
都
に
よ
る
、
右
宅

地
付
近
一
帯
の
土
地
区
画
整
理
と
、
そ
れ
に
伴
う
X
A
お
よ
び
訴
外
関
係
者
の
協
議

が
行
わ
れ
た
結
果
、
第
一
審
で
争
わ
れ
た
の
は
、
右
宅
地
で
は
な
く
、
そ
の
仮
換
地

上
の
使
用
収
益
権
で
あ
つ
た
．

第
一
審
は
、
X
の
Y
Z
に
対
す
る
請
求
を
認
容
し
、
A
に
対
す
る
請
求
は
却
下
し

た
。控

訴
審
に
お
い
て
は
、
換
地
処
分
の
確
定
に
伴
い
、
X
は
訴
を
交
換
的
に
変
更
し
た

た
め
、
本
換
地
上
の
賃
借
権
が
争
わ
れ
た
。
控
訴
審
で
も
、
X
の
Y
Z
に
対
す
る
請

求
が
認
め
ら
れ
た
．
（
A
に
対
す
る
請
求
が
、
第
一
審
に
お
い
て
却
下
さ
れ
た
こ
と

に
関
し
、
X
は
控
訴
し
な
か
つ
た
も
よ
う
で
あ
る
。
）

Y
Z
が
上
告
。
そ
の
上
告
理
由
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
本
件
土
地
は
、
Y
C
二

名
の
共
有
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
両
名
は
共
に
本
件
土
地
の
全
部
に
持
分
を
有
し
て

い
る
。
し
た
が
つ
て
、
本
訴
に
お
い
て
は
、
両
名
に
対
し
て
訴
が
提
起
さ
れ
な
い
限

り
、
訴
は
不
適
法
で
あ
る
。
仮
に
C
が
本
件
土
地
に
関
し
、
Y
に
管
理
行
為
を
任
せ

て
い
た
と
し
て
も
、
右
両
名
を
被
告
と
し
な
け
れ
ば
、
訴
は
や
は
り
適
法
と
は
い
え

な
い
。

こ
の
上
告
理
由
に
対
し
て
、
最
高
裁
は
次
の
よ
う
に
答
え
た
．
　
「
不
動
産
賃
貸
人
が

死
亡
し
、
数
名
の
者
が
共
同
し
て
こ
れ
を
相
続
し
た
場
合
に
は
、
賃
貸
物
を
使
用
収

判
　
例
　
研
　
究

益
さ
せ
る
べ
き
賃
貸
借
契
約
上
の
債
務
を
相
続
人
ら
各
自
が
不
可
分
に
負
担
し
、
賃

借
人
は
、
相
続
人
の
一
人
に
対
し
て
も
右
債
務
の
全
部
の
履
行
を
請
求
す
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
訴
を
も
つ
て
賃
借
権
の
確
認
を

求
め
る
場
合
に
お
い
て
も
、
共
同
相
続
人
の
う
ち
争
い
の
あ
る
者
の
み
を
相
手
方
と

す
れ
ば
足
り
、
争
い
の
な
い
者
を
相
手
方
と
す
る
必
要
は
な
く
、
賃
借
人
か
ら
賃
貸

人
の
共
同
相
続
人
に
対
す
る
賃
借
権
確
認
の
訴
は
必
要
的
共
同
訴
訟
で
は
な
い
と
解

す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
告
棄
却

　
判
旨
が
、
共
同
相
続
人
を
被
告
と
す
る
訴
訟
を
固
有
必
要
的
共
同
訴
訟
で
は

な
い
と
し
て
、
上
告
を
棄
却
し
た
こ
と
に
は
賛
成
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
理

論
構
成
に
は
若
干
の
疑
念
を
禁
じ
え
な
い
．

　
一
、
分
割
前
の
相
続
財
産
に
関
す
る
訴
訟
の
よ
う
に
．
多
数
当
者
事
が
関
与

す
る
訴
訟
に
お
け
る
訴
訟
共
同
の
必
要
を
、
で
き
る
だ
け
否
定
し
よ
う
と
す
る

の
が
、
昨
今
の
判
例
の
傾
向
で
あ
る
。
そ
の
際
、
不
可
分
債
権
・
債
務
の
理
論
が

採
用
さ
れ
る
場
合
が
多
い
（
鰐
断
環
隙
ガ
躰
謄
祉
洞
馴
紙
鹸
綱
調
襯
鰍
ψ
、
識
胎
絶
耐
陥
撮
既
勉

一
五
巻
一
一
号
二
八
六
五
頁
。
最
判
．
昭
和
三
九
奔
七
密
一
汰
日
，
裁
判
集
七
四
号
六
五
九
頁
（
最
高
裁

民
事
裁
判
書
写
・
昭
和
三
九
年
七
月
・
二
六
一
頁
）
　
最
判
・
昭
和
三
九
年
七
月
二
八
日
・
裁
判
集
七
四

号
七
五
五
頁
（
最
高
裁
民
事
裁
判
書
写
・
昭
和
三
九
年
七
月
・
三
四
七
頁
）
．
最
判
・
昭
和
四
四
年
四
月

｝
七
日
・
民
集
二
三
巻
四
号
七
八
五
頁
。
以
上
は
不
動
産
の
買
主
な
い
し
受
贈
者
が
、
売
主
な
い
し
贈
与

者
の
共
同
相
続
人
に
所
有
権
移
廟
登
記
を
請
求
し
旋
事
例
で
あ
る
．
最
判
．
昭
和
ゴ
一
八
年
一
〇
月
｝
日
．

民
集
一
七
巻
九
号
一
一
〇
六
頁
　
農
地
の
買
主
が
　
売
主
の
共
同
相
続
だ
に
　
知
事
に
対
す
る
所
有
権
移

転
許
可
申
請
協
力
義
務
の
履
行
を
請
求
し
た
事
例
。
ま
た
、
契
約
上
の
義
務
履
行
以
外
の
場
合
に
、
不
可

分
債
務
の
理
論
を
類
推
し
た
事
例
と
し
て
は
、
鳥
取
地
判
・
昭
和
三
四
年
＝
一
月
二
五
日
・
下
民
集
一
〇
巻

一
二
異
フ
ニ
七
六
九
頁
。
最
判
．
昭
和
四
三
年
三
月
一
五
日
．
民
集
二
二
巻
三
号
六
〇
七
頁
。
最
判
．
昭
和

四
三
年
五
月
二
八
日
・
判
タ
ニ
ニ
四
号
一
三
六
頁
．
以
上
は
　
い
ず
れ
も
、
土
地
の
不
法
占
拠
者
の
共
同

相
続
人
に
家
屋
収
去
・
土
地
明
渡
が
請
求
さ
れ
た
事
例
で
あ
る
．
こ
の
よ
う
に
物
権
に
基
づ
く
義
務
に
つ

い
て
も
、
不
可
分
債
務
の
理
論
を
用
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
（
正
）
判
批
・
民
商
・
四
九
巻
五
号
・

鉦
死
、
噸
鯵
嘱
蹴
縦
弐
灘
鰍
紳
肛
撚
恥
ぱ
邸
勲
趨
吻
性
齢
樋
筋
財
喝
㏄
動
穐
）
．
本
件
判
旨
も
、

こ
の
勢
趨
に
し
た
が
つ
た
わ
け
で
あ
る
。

二
九
　
（
一
六
一
七
）



　
　
　
判
　
例
　
研
究

　
訴
訟
法
学
者
の
多
く
も
、
こ
の
趨
勢
に
賛
成
し
て
い
る
（
齢
蝉
鮪
騨
蝕
篇
翻
赫

・
判
批
・
民
商
五
〇
巻
五
号
一
一
七
頁
。
吉
村
・
判
批
・
民
商
六
二
巻
三
号
七
四
、
七
五
頁
。
山
木
戸
・
判
批
・

法
衛
時
報
三
四
巻
九
号
九
六
頁
。
た
だ
し
．
福
永
助
教
授
と
山
木
戸
教
授
は
、
不
可
分
債
務
の
理
論
の
採

用
に
若
干
の
疑
問
も
示
さ
れ
て
い
る
。
小
山
・
判
批
・
民
商
四
一
巻
三
号
一
二
〇
頁
と
鈴
木
・
前
掲
判
批

一
＝
二
頁
も
不
可
分
債
務
の
理
論
を
採
る
。
岩
村
・
共
同
関
係
訴
訟
と
当
事
者
適
格
・
判
タ
・
一
七
九
号

九
三
頁
．
た
だ
し
、
同
論
文
に
お
い
て
は
、
共
有
関
係
訴
訟
の
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
不
可
分
債
務
の
理
論
が
適

用
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
ま
た
、
中
村
（
英
）
・
本
件
判
批
・
民
商
六
四
巻
一
号
一
一
五
頁
、
一
一
六

頁
は
、
必
ず
し
も
・
判
例
の
趨
勢
に
首
肯
し
て
い
る
と
は
い
い
切
れ
な
い
が
・
不
可
分
債
務
の
理
論
の
援
用

に
賛
成
し
て
い
る
。
な
お
福
永
・
特
定
物
引
渡
請
求
訴
訟
の
被
告
適
格
・
門
西
大
学
法
学
論
集
一
四
巻
二

腸
ト
鑓
靴
填
）
。
た
だ
し
、
後
に
引
用
す
る
よ
う
に
、
反
対
の
論
稿
も
あ
る
．

　
実
体
法
の
学
説
に
お
い
て
も
、
共
有
者
が
原
告
と
な
り
、
共
有
物
の
引
渡
を

求
め
る
場
合
に
つ
い
て
、
不
可
分
債
権
の
理
論
に
よ
り
、
訴
訟
共
同
の
必
要
を

否
定
す
る
見
解
が
あ
る
（
妹
洲
瓦
物
朧
研
鵜
塗
一
顎
垣
騙
絞
酬
割
鋤
擁
鰭
囎
論
氾
靴
℃
脚
郵

編
袖
瀞
傑
鯛
瑚
州
勲
㌦
）
．
な
お
、
実
体
法
学
者
の
あ
い
だ
で
は
、
「
性
質
上
の
．
不

可
分
給
付
』
は
、
そ
の
内
容
が
、
常
識
的
に
考
え
る
よ
り
も
拡
大
さ
れ
て
お

り
」
、
給
付
の
物
理
的
・
自
然
的
性
状
は
、
あ
る
給
付
が
、
可
分
か
不
可
分
か

の
判
断
の
基
準
に
な
ら
な
い
、
と
さ
れ
て
い
る
（
晒
鮒
醐
♪
蕪
匙
鑑
諜
）
．

　
ド
イ
ッ
に
お
い
て
は
、
こ
の
点
に
関
し
て
学
説
が
対
立
し
て
い
る
。

　
シ
ュ
ブ
ァ
ー
プ
は
、
共
同
相
続
人
や
民
法
上
の
組
合
員
が
当
事
者
と
な
る
訴

訟
を
（
広
義
）
の
合
有
（
合
手
的
）
訴
訟
（
Q
露
葺
富
＆
邑
品
Φ
）
と
名
付
け
て
い

る
．
そ
し
て
、
彼
は
、
こ
れ
等
の
者
が
被
告
と
な
る
場
合
に
は
、
こ
の
（
広
義
の
）

合
有
訴
訟
を
二
つ
の
種
類
に
分
類
す
る
．
す
な
わ
ち
、
合
有
（
合
手
的
）
債

務
（
O
馨
葺
冨
菖
零
巨
互
の
履
行
が
請
求
さ
れ
て
い
る
場
合
と
、
連
帯
債
務

（
O
①
鶏
馨
m
9
巳
α
）
の
履
行
が
請
求
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
シ
ュ
ブ
ァ
ー
プ

は
、
前
者
を
（
狭
義
の
）
合
有
（
合
手
的
）
訴
訟
（
Q
①
鋸
葺
富
呂
匿
轟
Φ
）
、
後
者
を

連
帯
債
務
訴
訟
（
O
馨
旨
ω
9
巳
爵
一
謎
Φ
）
と
称
し
て
い
る
．
彼
に
よ
れ
ば
、
前
者

は
固
有
必
要
的
共
同
訴
訟
に
な
り
、
後
者
は
通
常
共
同
訴
訟
に
な
る
。
そ
し
て

一
二
〇
　
　
（
一
六
一
八
）

彼
は
、
相
続
財
産
に
対
す
る
執
行
の
受
認
を
求
め
る
訴
訟
や
、
相
続
人
に
対
し

登
記
移
転
を
請
求
す
る
訴
訟
は
、
（
狭
義
の
）
合
有
訴
訟
、
す
な
わ
ち
、
固
有
必

要
共
同
訴
訟
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
執
行
の
受
認
や
登
記
の

移
転
は
総
て
の
相
続
人
に
よ
つ
て
の
み
履
行
さ
れ
う
る
（
梱
瓢
0
噌
切
）
か
ら
で
あ

る
、
と
彼
は
説
明
し
て
い
る
（
鯉
鞍
”
卿
駒
爵
器
諦
躯
離
姻
輩
噛
。
炉
継
獣
昨
謡
『
．
如
許

一
L
o
づ
戸
ω
ψ
N
oo
伊
卜
o
o。
9
“
o
O
ヨ
　
胃
o
oo
Φ
づ
げ
零
叩
の
o
『
≦
、
即
ダ
N
貯
一
ぎ
3
N
o
ゆ
冨
o
ゴ
戸
一
ρ
＞
ロ
P

⑳
8
日
一
グ
ψ
8
曾
同
旨
Go
一
Φ
ぎ
ら
0
5
”
ω
あ
o
び
α
づ
犀
①
－
℃
o
年
P
N
℃
ρ
一
9
＞
α
ゆ
噛
伽
9
目
N
効

OQ

，
零
9
円
o
『
唐
塁
㌔
β
訂
ρ
N
U
O
’
命
卜
‘
P
　
鵬
8
ぎ
．
¢
虐
，
か
よ
う
な
場
合
は
訴
訟
物
が
同

『
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
か
ら
同
じ
結
論
に
致
る
も
伽
ω
o
｝
さ
嵩
犀
中
の
魯
吋
＆
o
乍
2
一
＄
ρ
N
一
≦
ざ
き
N
甲

顕
吋
①
o
耳
響
o
。
、
＞
鐸
ゆ
二
ゆ
8
＜
寅
靭
ψ
一
認
　
た
だ
し
．
ク
ヒ
ン
ケ
が
版
を
改
め
た
際
に
こ
の
点
は

改
説
さ
れ
た
．
九
版
に
よ
る
と
、
共
同
相
続
人
を
被
告
と
す
る
訴
訟
は
、
固
有
必
要
的
共
同
訴
訟
に
な
る

場
合
と
通
常
共
同
訴
訟
に
な
る
場
合
と
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
シ
ュ
ブ
ァ
ー
プ
の
見
解
と
同
旨
の
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
の
O
げ
O
づ
犀
O
－
民
ロ
O
置
昌
犀
9
N
貯
出
ご
牒
O
N
Φ
＠
り
①
O
げ
“
ρ
　
＞
自
b
二
総
“
　
宅
P
ω

雛
簿
撫
羅
範
．
鞠
噌
離
鴇
げ
灘
準
）

　
一
方
、
共
同
相
続
人
や
民
法
上
の
組
合
員
が
当
事
者
と
な
る
訴
訟
で
あ
つ
て

も
、
こ
れ
等
の
者
が
被
告
と
な
る
場
合
に
は
、
履
行
を
請
求
さ
れ
て
い
る
債
務

が
合
有
（
合
手
的
）
債
務
で
あ
る
旨
の
特
段
の
規
定
が
あ
れ
ば
格
別
、
し
か
ら
ざ

る
限
り
、
各
人
は
、
連
帯
債
務
者
と
し
て
責
任
を
負
う
（
忽
繋
器
ω
）
。
そ
れ

故
、
各
人
の
あ
い
だ
に
は
、
訴
訟
共
同
の
必
要
も
合
一
確
定
の
必
要
も
存
在
し

な
い
、
と
い
う
見
解
も
あ
る
（
需
瞬
麟
舗
零
販
陥
胃
．
酷
誌
胡
鍍
鷲
瞬
乱
船
塗
史
ロ
藁

罷び

蕎
、
塑
鴫
諸
蹴
”
鞍
鯨
。
零
”
。
．
。
り
げ
暫
。
げ
、
￥

　
な
お
、
閃
Q
国
の
判
例
に
は
、
共
同
相
続
人
に
対
し
、
登
記
移
転
を
請
求
す

る
訴
訟
の
う
ち
、
出
霞
冨
篤
窪
さ
凝
α
興
卜
菖
一
暫
霧
9
閃
が
請
求
さ
れ
た
場

合
は
連
帯
債
務
訴
訟
で
あ
り
、
し
た
が
つ
て
通
常
の
共
同
訴
訟
で
あ
る
が
、

暮
巨
欝
ま
貰
Φ
＜
。
爵
罐
q
霞
＞
q
b
一
器
霞
鑛
。
。
。
蒔
鼠
巨
鑛
が
求
め
ら
れ
た
場
合

は
、
（
狭
義
の
）
合
有
訴
訟
で
あ
り
、
し
た
が
つ
て
固
有
必
要
的
共
同
訴
訟
で
あ

る
、
と
す
る
も
の
が
あ
る
（
陸
卵
％
誤
螂
凱
舗
鱒
（
蹴
期
）
）
。



　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
多
数
当
事
者
の
関
与
す
る
訴
訟
を
、
で
き
る
限
り
通
常
の

共
同
訴
訟
と
解
さ
ん
と
す
る
姿
勢
が
、
我
国
の
判
例
の
支
配
的
傾
向
を
形
成

し
、
学
説
の
多
く
も
こ
れ
に
与
し
て
い
る
、
と
い
え
る
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
に
お

い
て
は
、
我
国
に
お
け
る
以
上
に
反
対
説
が
有
力
で
は
あ
る
が
、
か
よ
う
な
考

え
方
も
、
や
は
り
有
力
に
と
な
え
ら
れ
、
そ
れ
に
傾
く
判
例
も
見
い
出
し
う
る

の
が
現
状
で
あ
る
、
と
い
え
る
。

　
二
、
多
数
当
事
者
間
に
訴
訟
共
同
の
必
要
が
存
在
す
る
か
否
か
は
、
実
体
法

が
こ
れ
等
の
者
の
結
合
を
、
ど
の
程
度
強
い
も
の
と
規
定
し
て
い
る
か
に
よ
り

決
る
（
諜
熟
耕
馨
照
謂
娠
騰
鷲
縮
傾
岐
訓
噸
￥

　
し
た
が
つ
て
、
本
件
の
ご
と
く
、
相
続
財
産
を
め
ぐ
る
訴
訟
に
お
い
て
は
、

分
割
前
の
相
続
財
産
関
係
を
い
か
に
把
握
す
る
か
に
よ
り
、
提
起
さ
れ
た
訴
訟

を
固
有
必
要
的
共
同
訴
訟
と
解
す
る
か
、
通
常
共
同
訴
訟
と
解
す
る
か
の
帰
結

が
異
る
こ
と
に
な
る
。

　
分
割
前
の
相
続
財
産
関
係
を
い
か
に
把
握
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
実
体
法
学

者
お
よ
び
判
例
の
あ
い
だ
に
対
立
が
あ
る
．
も
し
、
相
続
人
間
の
結
合
を
き
わ

め
て
強
固
な
も
の
と
解
す
る
な
ら
、
彼
等
が
当
事
者
と
な
る
訴
訟
は
、
固
有
必

要
的
共
同
訴
訟
で
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
戦
後
の
親
族
法
・

相
続
法
の
改
正
が
個
人
主
義
的
政
策
の
も
と
で
行
わ
れ
た
こ
と
、
少
く
と
も
条

文
の
上
で
は
、
子
供
の
均
分
相
続
が
原
則
と
な
つ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
に
は

そ
れ
な
り
の
合
理
性
が
あ
る
こ
と
、
な
ど
を
考
慮
す
る
と
、
各
相
続
人
問
に

は
、
訴
訟
共
同
の
必
要
を
要
求
す
る
程
の
、
強
固
な
結
合
は
存
在
し
な
い
と
、

我
々
は
考
え
る
（
も
つ
と
も
、
こ
の
問
題
を
解
明
す
る
に
は
、
よ
り
詳
細
な
実
体
法
理

論
の
考
察
が
必
要
で
あ
る
か
ら
、
断
定
は
避
け
る
．
）
。
こ
の
よ
う
な
前
提
に
立
つ
な

判
　
例
　
研
　
究

ら
ば
、
一
部
の
相
続
人
の
み
を
被
告
と
し
て
提
起
せ
ら
れ
た
、
本
件
訴
も
適
法

で
あ
り
、
上
告
を
棄
却
し
た
判
旨
ば
正
当
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
．

　
な
お
、
附
言
す
る
に
、
前
述
の
ご
と
く
、
多
数
当
事
者
問
に
訴
訟
共
同
の
必

要
が
存
在
す
る
か
否
か
は
、
実
体
法
の
規
定
に
よ
り
決
る
が
、
実
体
法
も
こ
の

点
を
明
文
を
も
つ
て
規
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
民
法
八
九
八

条
は
、
相
続
人
が
当
事
者
と
な
る
訴
訟
が
固
有
必
要
的
共
同
訴
訟
で
あ
る
か
否

か
を
明
示
し
て
は
い
な
い
。
し
た
が
つ
て
こ
の
点
は
我
々
の
解
釈
に
任
せ
ら
れ

る
が
、
そ
の
解
釈
を
す
る
際
に
は
、
訴
訟
法
か
ら
の
要
請
が
考
慮
に
入
り
込
ん

で
く
る
こ
と
を
、
我
々
は
避
け
得
な
い
で
あ
ろ
う
．
す
な
わ
ち
現
代
の
訴
訟
法

は
、
個
人
主
義
的
考
え
方
を
基
礎
と
し
て
成
り
た
つ
て
い
る
（
も
つ
と
も
、
そ
れ

は
実
体
法
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
ろ
う
が
、
）
。
こ
の
よ
う
な
訴
訟
法
の
あ
り
方
に

は
、
反
対
の
見
解
も
あ
る
し
（
紳
謝
麓
脚
勝
捌
蚊
胴
懸
鰍
趨
鰍
⑳
舗
構
城
ル
唄
醇
）
、
例
外

を
認
め
る
べ
き
場
合
も
あ
ろ
う
が
、
原
則
と
し
て
は
、
こ
れ
に
も
一
応
の
合
理

性
が
認
め
ら
れ
る
と
我
々
は
考
え
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
実
体
法
が
、

多
数
当
事
者
間
に
訴
訟
共
同
の
必
要
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
程
に
、
各
人

の
間
の
結
合
を
強
固
な
も
の
と
規
定
し
て
い
る
と
解
す
べ
き
場
合
は
、
か
な
り

制
限
さ
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
．
む
し
ろ
、
そ
れ
程
に
強
固
な
結
合
の
存
在
が

関
係
者
間
に
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
一
個
の
社
団
の
存
在
を
認
め
る

（
細
鎌
黙
聖
ハ
）
べ
き
場
合
が
多
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
と
よ
り
、
形
成
訴
訟

に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
採
れ
な
い
。
ま
た
入
会
権
を
め
ぐ
る
訴

訟
に
こ
の
考
え
方
を
妥
当
せ
し
め
る
こ
と
も
無
理
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
我
々

は
、
そ
の
他
の
多
く
の
場
合
に
は
、
か
よ
う
に
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え

る
。
そ
の
意
味
で
、
我
々
は
、
相
続
人
が
当
事
者
と
な
つ
た
場
合
に
限
ら
ず
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ニ
　
　
（
一
六
一
九
）



判
　
例
　
研
　
究

一
般
に
、
固
有
必
要
的
共
同
訴
訟
に
該
当
す
る
場
合
を
狭
く
解
し
て
い
く
、
昨
今

の
判
例
の
趨
勢
に
賛
成
で
あ
る
（
刺
劃
恥
腓
椥
憶
、
五
骨
融
嬬
飴
蝋
矧
曜
識
謙
晴
㍉
硬
噺
紛
鯛

鞭
響
騒
罐
灘
讃
都
購
一
盆
麟
熱
薙
四
踏
杯
）
．

　
三
、
本
件
判
旨
は
、
共
同
相
続
人
を
被
告
と
す
る
訴
訟
は
固
有
必
要
的
共
同

訴
訟
で
は
な
い
と
解
し
て
い
る
。
前
述
の
ご
と
く
、
こ
の
こ
と
に
は
我
々
も
一

応
賛
成
で
あ
る
．
た
だ
、
本
件
判
旨
は
、
多
く
の
先
例
と
同
様
、
共
同
相
続
人

の
負
担
す
る
義
務
を
不
可
分
債
務
で
あ
る
と
構
成
し
た
の
で
あ
る
が
、
か
よ
う

な
理
論
構
成
に
は
従
来
か
ら
、
以
下
に
述
べ
る
よ
う
な
反
論
が
提
起
さ
れ
て
い

る
。　

す
な
わ
ち
、
不
可
分
債
務
（
な
い
し
は
連
帯
賃
務
）
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
原
告

が
、
共
同
相
続
人
な
い
し
そ
の
他
の
多
数
関
係
者
の
う
ち
の
一
部
の
者
の
み
に

対
す
る
勝
訴
判
決
を
債
務
名
義
と
し
て
、
債
務
の
全
部
に
わ
た
る
履
行
を
強
制

し
う
る
こ
と
を
、
認
め
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
登
記
移
転
手
続

（
知
事
に
対
す
る
土
地
所
有
権
移
転
許
可
申
請
手
続
も
同
じ
）
が
、
共
同
相
続
人
に
請

求
さ
れ
た
事
例
に
お
い
て
は
、
同
様
な
債
務
名
義
に
基
い
た
所
有
権
移
転
登
記

が
な
さ
れ
う
る
は
ず
で
あ
る
（
訳
籍
雛
匙
二
）
．
し
か
し
、
か
よ
う
な
事
態
を
認
め

る
こ
と
は
、
当
事
者
と
な
ら
な
か
つ
た
相
続
人
等
の
関
係
者
に
、
判
決
の
効
力

を
お
よ
ぽ
す
こ
と
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
．
ま
た
、
後
の
場
合
に
は
．
不
動
産

登
記
法
の
た
て
ま
え
に
も
と
る
し
　
（
胴
織
劃
獅
鎌
静
洒
）
、
登
記
官
吏
も
一
部
の
相

続
人
に
対
す
る
債
務
名
義
の
み
に
基
く
登
記
移
転
申
請
は
却
下
す
る
で
あ
ろ

う
．
こ
の
よ
う
な
反
論
が
不
可
分
債
務
の
理
論
を
採
用
す
る
こ
と
に
対
し
て
、

と
な
え
ら
れ
て
い
る
（
伍
謙
編
嬬
護
津
級
璽
㍉
弩
講
躍
麺
頗
露
引

昭
和
四
一
降
三
月
三
一
日
．
下
民
集
一
七
巻
三
．
四
号
二
〇
九
頁
。
村
松
．
判
批
。
判
タ
・
一
七
九
号
五

六
頁
参
照
　
小
島
・
本
件
判
批
・
判
例
評
論
・
一
四
二
号
一
六
頁
（
判
時
・
六
〇
九
号
一
二
二
頁
）
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
ご
一
　
　
（
一
山
ハ
ニ
O
）

畑
雑
蟻
欝
鶴
離
響
焔
囎
議
響
罰
㌶
杯
魏
醐
鑛
の
構
攣
）
．

　
こ
の
点
に
つ
い
て
、
不
可
分
債
務
の
理
論
を
採
用
す
る
学
説
お
よ
び
判
例
の

中
に
は
、
以
下
の
ご
と
く
説
明
す
る
も
の
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
共
同
相
続
人

そ
の
他
の
多
数
関
係
者
は
、
た
し
か
に
、
そ
の
訴
訟
に
お
い
て
請
求
さ
れ
て
い

る
履
行
の
総
て
に
わ
た
つ
て
責
任
を
負
つ
て
い
る
。
し
か
し
、
執
行
な
い
し
登

記
移
転
を
な
す
に
は
、
共
同
相
続
人
な
い
し
そ
の
他
の
共
有
者
の
同
意
、
ま
た

は
そ
れ
に
代
る
債
務
名
義
が
必
要
で
あ
る
と
（
剥
鯛
読
肌
｛
蹴
ガ
愉
鵬
齢
韻
糊
H
解
鞠
詔

九
年
一
一
月
一
九
日
・
高
民
一
七
巻
七
号
五
一
二
頁
。
学
説
と
し
て
は
、
岩
村
・
前
掲
論
文
・
九
四
頁
。
福

永
・
前
掲
判
批
・
一
二
〇
頁
．
千
種
・
判
例
解
説
・
法
曹
二
〇
巻
八
号
一
九
二
頁
。
石
川
・
判
例
解
説
・

費
伽
卿
筋
謝
昭
湘
調
値
酢
置
）
。
不
可
分
債
務
の
理
論
を
採
用
す
る
判
例
・
学
説
の
う

ち
で
、
こ
の
旨
を
明
示
し
て
い
な
い
も
の
も
、
こ
の
こ
と
を
当
然
の
前
提
と
し

て
い
る
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

　
ド
イ
ッ
で
も
、
共
同
相
続
人
な
い
し
民
法
上
の
組
合
員
の
負
担
す
る
債
務
が

連
帯
債
務
で
あ
る
と
構
成
さ
れ
る
場
合
（
前
述
の
ご
と
く
、
か
よ
う
な
債
務
は
常
に

連
帯
債
務
で
あ
る
と
す
る
学
説
と
し
か
ら
ざ
る
学
説
と
が
対
立
し
て
い
る
が
）
に
も
、
全

相
続
人
あ
る
い
は
全
組
合
員
に
対
す
る
債
務
名
義
は
必
要
で
あ
る
、
た
だ
、
そ
れ

は
一
通
の
債
務
名
義
で
あ
る
必
要
は
な
い
、
と
説
明
さ
れ
て
い
る
（
諏
離
ρ
N
調
鴻
）

（
鶴
犀
聡
。
騨
．
ψ
即
撫
、
馳
艶
癌
臨
輪
晒
融
融
記
確
．
簿
窮
締
噂
爺
如
詐
融

謹
落
甑
簸
艶
唱
鋭
唯
碑
酵
。
・
噸
．
、
悼
、
）
．

　
こ
れ
に
対
し
て
、
か
よ
う
な
説
明
は
不
可
分
債
務
の
理
論
と
は
相
い
容
れ
な

い
も
の
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
論
稿
が
あ
る
（
瓶
計
螂
で
繭
鵬
購
轍
勧
ト
飢
舩
填
石
届
噸

譲
匹
鵠
判
批
）
．

　
し
か
し
、
複
数
の
債
務
者
の
各
自
が
債
務
の
履
行
ρ
全
部
に
つ
き
責
任
を
負

つ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
必
ず
し
も
、
各
人
の
履
行
が
彼
一
人
か
ぎ
り
で



「
可
能
」
で
あ
る
と
い
5
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
可
能
な
こ
と

も
あ
れ
ば
、
不
可
能
な
こ
と
も
あ
ろ
う
．
例
え
ば
、
債
務
者
の
手
許
に
あ
る
金

銭
を
彼
は
彼
一
人
か
ぎ
り
で
給
付
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、
他
人
の
居
住

す
る
家
屋
を
彼
が
彼
一
人
か
ぎ
り
で
給
付
す
る
こ
と
は
不
能
で
あ
ろ
う
。
登
記

は
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
、
登
記
法
の
建
前
か
ら
決
ま
る
こ
と
で
、
債
務
が
不

可
分
か
ど
う
か
だ
け
で
可
能
か
不
能
か
が
決
ま
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
相
続
人
の
負
う
債
務
を
不
可
分
債
務
と
解
し

た
か
ら
と
い
つ
て
、
そ
の
こ
と
か
ら
、
一
部
の
相
続
人
に
対
す
る
債
務
名
義
に

よ
る
執
行
や
移
転
登
記
の
成
就
と
い
う
帰
結
は
導
か
れ
得
な
い
は
ず
で
あ
る

（
堰
謬
埴
刷
辮
槻
甥
講
欝
箔
）
．

　
た
だ
、
こ
の
よ
う
に
考
え
て
、
共
同
相
続
人
を
被
告
と
す
る
訴
訟
を
、
通
常

共
同
訴
訟
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
，
実
体
法
が
、
彼
等
の
間
の

結
合
を
そ
れ
程
強
固
な
も
の
と
は
規
定
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
畑
述
｝
b
賄
錨
馴
難
翫
依
頗
鯵
欄
ポ
幅
憾
跡
鰍
鍋
照
翫
）
。
も
し
反

対
の
立
場
を
採
る
な
ら
ば
、
か
よ
う
な
考
え
が
で
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
に
過
ぎ

な
い
．
そ
れ
故
、
「
訴
訟
に
お
い
て
履
行
を
請
求
さ
れ
て
い
る
債
務
が
不
可
分

で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
と
「
当
該
訴
訟
は
固
有
必
要
的
共
同
訴
訟
で
は
な
い
」

と
い
う
こ
と
と
は
、
必
ず
し
も
関
係
が
な
い
。
問
題
は
、
前
述
の
ご
と
く
．
実

体
法
が
関
係
者
問
の
結
合
を
強
固
な
も
の
と
規
定
し
て
い
る
か
否
か
で
あ
る
．

こ
の
意
味
で
は
．
最
高
裁
が
不
可
分
債
務
の
理
論
を
判
決
理
由
に
お
い
て
採
用

し
て
い
る
こ
と
に
は
疑
念
を
感
じ
る
．

　
四
、
共
同
相
続
人
そ
の
他
の
多
数
者
が
関
与
す
る
訴
訟
を
、
通
常
の
共
同
訴

訟
と
解
し
、
一
部
の
関
係
者
の
み
に
対
す
る
訴
（
な
い
し
は
、
一
部
の
関
係
者
の
み

判
　
例
　
研
　
究

か
ら
提
起
さ
れ
た
訴
）
を
適
法
な
も
の
と
す
る
（
個
別
訴
訟
の
是
認
）
昨
今
の
判
例
・

学
説
の
趨
勢
に
対
し
て
は
、
以
下
に
略
述
す
る
よ
う
な
各
種
の
反
論
が
提
起
さ

れ
て
い
る
。

　
第
一
に
、
個
別
訴
訟
を
是
認
し
た
場
合
、
一
部
の
債
務
者
に
対
す
る
債
務
名

義
に
基
く
執
行
が
行
わ
れ
る
危
険
性
が
生
じ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
（
講
対
郡
㍊
鵬

碩
貯
耐
鰍
掲
輔
鵬
糊
蹴
晃
献
顛
）
．
た
し
か
に
、
前
述
の
ご
と
く
、
不
可
分
債
務
と

い
う
こ
と
か
ら
、
一
部
の
者
に
対
す
る
債
務
名
義
に
よ
る
執
行
の
是
認
と
い
う

こ
と
が
、
理
論
上
は
帰
結
し
え
な
い
と
し
て
も
、
実
際
上
か
よ
う
な
執
行
が
行

わ
れ
る
危
険
は
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
．
し
か
し
、
判
決
の
執
行
が
条
件
に
か

か
る
場
合
（
唄
籍
識
獅
善
）
に
準
じ
た
扱
い
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
危
険
は

あ
る
程
度
避
け
ら
れ
う
る
（
焔
捗
鯖
賜
論
）
。
ま
た
、
被
告
と
な
ら
な
か
つ
た
相

続
人
な
い
し
そ
の
他
の
共
有
関
係
者
は
、
第
三
者
異
議
の
訴
に
よ
り
救
済
さ
れ

う
る
（
穐
鶴
蕩
舗
塾
趣
翫
拳
を
㌍
詔
論
隈
縄
口
勧
縞
獺
群
；
而

導　
第
二
に
、
個
別
化
さ
れ
た
訴
訟
は
、
紛
争
の
一
挙
抜
本
的
解
決
を
も
た
ら
さ

ず
、
訴
訟
経
済
に
も
反
す
る
、
と
い
わ
れ
て
い
る
（
妬
叶
部
ル
舗
醐
蒲
）
。
し
か
し
、

一
挙
抜
本
的
解
決
は
、
た
し
か
に
望
ま
し
い
こ
と
で
は
あ
ろ
う
が
、
総
て
に
優

先
す
る
要
請
で
は
な
い
。
ま
た
、
訴
訟
経
済
も
決
定
的
論
拠
た
り
え
な
い
。
場

合
に
よ
つ
て
は
、
む
し
ろ
、
個
別
訴
訟
を
認
め
た
方
が
経
済
的
で
あ
る
と
い
う

こ
と
塞
ろ
う
（
議
集
訓
謂
膠
鍵
禦
頴
悔
麟
解
鶴
葦
器
潤
鰯

前
掲
解
説
・
一
九
三
頁
．
以
上
は
、
個
別
訴
訟
を
認
め
た
方
が
経
済
的
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
に
対
し
、

石
川
評
石
渡
・
前
掲
判
批
・
ニ
ニ
九
頁
、
福
永
・
前
掲
論
文
・
五
七
頁
・
五
九
頁
は
．
ど
ち
ら
が
経
済
的

恥
繍
腸
始
龍
な
り
）
。
こ
の
ヒ
黒
で
も
反
論
は
失
当
で
あ
る
。

　
第
三
に
、
個
別
訴
訟
の
是
認
は
、
判
決
の
抵
触
を
惹
起
す
る
可
能
性
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
一
三
　
　
　
（
一
山
ハ
一
一
一
）



　
　
　
判
　
例
　
研
究

る
、
と
い
う
反
論
が
提
起
さ
れ
て
い
る
（
紅
鮒
郷
詩
輸
購
識
倣
茎
蹴
断
璽
）
。
反
論

の
趣
旨
は
、
共
同
相
続
人
そ
の
他
の
共
有
関
係
者
を
被
告
と
す
る
訴
訟
に
お
い

て
は
、
各
被
告
に
対
す
る
判
決
が
区
区
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
、
換
言
す
れ
ぽ
、

か
よ
う
な
訴
訟
に
お
い
て
は
、
合
一
確
定
の
必
要
が
存
在
す
る
、
と
い
う
こ
と

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
．
合
一
確
定
の
必
要
が
存
在
す
る
の
は
、
区
々
た
る
判
決

を
下
す
こ
と
が
、
法
律
上
で
き
な
い
場
合
（
翻
暁
○ば
酎
絵
諜
。
餅
撫
鋤
吻
弾
舗
）
に
限

る
べ
ぎ
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
は
判
決
の
抵
触
も
や
む
を
得
な
い
（
揃
鯛

鰹
刑
醜
聰
、
一
哩
置
瀟
一
誰
調
繍
罐
睾
郵
狼
醸
．
鮮
讃
靱
榊
謂
醐

順
編
蜷
賄
翻
識
奏
窃
罫
奮
額
蒙
融
蒲
装
ガ
矯
露
難
野
朧
確
胎

恥
剛
鵬
備
反
榊
献
鋤
項
剛
齢
ガ
調
魯
靖
鵬
紘
甜
醐
酬
射
駈
西
）
。
し
た
が
つ
て
、
こ
の
点

に
つ
い
て
も
反
論
に
は
首
肯
で
ぎ
な
い
（
諦
型
揃
調
解
號
測
町
糎
瀕
●
断
踊
粧
踊
蜴
瑠

努
）
．

　
第
四
に
、
ヘ
ン
ケ
ル
は
、
以
下
の
ご
と
く
主
張
し
て
い
る
。
個
別
訴
訟
に
お

い
て
獲
得
さ
れ
た
債
務
名
義
に
よ
る
執
行
の
成
否
は
、
他
の
者
に
対
す
る
債
務

名
義
の
取
得
に
か
か
つ
て
い
る
．
か
か
る
訴
は
、
判
決
手
続
の
段
階
で
、
す
で

に
権
利
保
護
の
必
要
（
訴
の
利
益
）
を
欠
い
て
い
る
（
罧
蛸
擁
轄
霧
昨
艶
－
溝
－
翫
囎

讐
鉱
．

　
し
か
し
、
債
権
者
に
は
、
現
実
に
あ
る
債
務
者
に
敗
訴
す
る
ま
で
は
、
全
債

務
者
に
対
し
て
債
務
名
義
を
取
得
す
る
こ
と
に
よ
り
、
な
い
し
は
、
他
の
債
務

者
が
自
発
的
に
債
務
を
履
行
す
る
こ
と
に
よ
り
、
債
権
の
満
足
を
得
る
可
能
性

が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
か
よ
う
な
場
合
に
、
訴
の
利
益
の
存
在
を

否
定
す
る
こ
と
は
妥
当
で
な
い
（
傭
聯
．
揃
調
編
躰
掴
融
頂
醒
凱
判
鯛
一
揃
鵬
酬
批
紳
ル
に

堰
翫
囎
批
）
．

一
二
四
　
　
（
噺
六
二
二
）

　
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
一
部
の
相
続
人
な
い
し
は
共
有
関
係
者
に
敗
訴
し

た
後
の
、
そ
の
他
の
相
続
人
等
に
対
す
る
訴
す
ら
、
訴
の
利
益
を
欠
い
て
い
る

と
は
い
い
難
い
．
た
し
か
に
、
一
部
の
相
続
人
等
に
敗
訴
し
て
し
ま
え
ば
、
執

行
は
な
し
得
な
い
．
ま
た
、
移
転
登
記
手
続
協
力
義
務
の
履
行
が
請
求
さ
れ
た

事
例
に
お
い
て
は
、
敗
訴
し
た
相
続
人
な
い
し
そ
の
他
の
共
有
者
の
持
分
に
応

じ
た
移
転
が
な
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
も
な
い
（
献
勘
繍
ダ
嘱
鍍
隙
創
飾
釧
則
簾
搬
西

髄
）
．
し
か
し
、
原
告
に
と
つ
て
、
相
続
人
等
の
一
部
に
対
す
る
勝
訴
判
決
は
、

他
の
者
に
対
す
る
敗
訴
に
よ
り
執
行
が
な
し
得
な
か
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、

賠
償
請
求
の
前
提
と
な
り
う
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
一
部
の
相
続
人
等
に
敗
訴

し
た
後
に
提
起
さ
れ
た
訴
に
も
、
訴
の
利
益
は
あ
る
と
い
え
る
。

　
な
お
、
小
島
助
教
授
は
、
前
掲
本
件
判
批
に
お
い
て
、
　
ヘ
ソ
ケ
ル
の
よ
う

に
、
執
行
の
可
能
を
訴
の
利
益
の
要
素
と
み
る
こ
と
は
行
過
ぎ
で
あ
る
が
、
他

の
共
同
相
続
人
等
が
争
つ
て
い
る
た
め
、
原
告
が
そ
の
訴
訟
に
お
い
て
目
的
を

達
し
う
る
可
能
性
が
低
い
場
合
に
は
、
訴
の
利
益
を
欠
く
と
す
る
結
論
は
正
当

で
あ
る
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
（
謝
鵬
端
醐
聯
聯
）
。
そ
し
て
小
島
助
教
授
は
、
多
数

の
者
が
関
与
す
る
訴
訟
を
固
有
必
要
的
共
同
訴
訟
で
あ
る
と
す
る
か
否
か
は
、

第
一
審
の
裁
判
官
の
判
断
に
任
さ
れ
、
そ
の
判
断
の
基
準
は
、
当
該
訴
訟
が
紛

争
の
根
本
的
解
決
た
り
う
る
か
否
か
と
い
う
点
に
置
く
べ
き
で
あ
る
と
主
張
さ

れ
る
（
粉
鵡
諭
鵬
財
響
）
。
し
か
し
、
繰
り
返
し
述
べ
る
よ
う
に
、
訴
訟
共
同
の
必

要
の
存
否
を
決
め
る
基
準
は
．
あ
く
ま
で
実
体
法
の
解
釈
に
求
め
る
べ
き
で
あ

る
。　

五
、
’
こ
れ
ま
で
は
、
共
同
相
続
人
な
い
し
そ
の
他
の
共
有
関
係
者
を
被
告
と

す
る
訴
訟
一
般
に
つ
き
考
察
し
て
き
た
．
か
よ
う
な
訴
訟
と
し
て
は
、
通
常
、



ま
ず
給
付
訴
訟
が
念
頭
に
浮
ぶ
で
あ
ろ
う
し
、
実
際
に
も
そ
の
よ
5
な
判
例
が

多
か
つ
た
。
本
件
の
よ
う
に
共
同
賃
貸
人
の
負
担
す
る
債
務
の
確
認
が
請
求
さ

れ
た
先
例
は
な
い
よ
う
で
あ
る
．
そ
こ
で
、
確
認
訴
訟
に
お
い
て
は
、
給
付
訴

訟
に
お
け
る
と
は
異
な
る
考
え
方
を
採
る
余
地
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

疑
問
も
生
じ
う
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
し
、
実
際
に
、
そ
の
点
を
指
摘

す
る
学
説
も
あ
る
。

　
第
一
に
、
確
認
訴
訟
に
お
い
て
は
、
多
数
関
係
者
の
5
ち
、
原
告
の
権
利
の

存
在
を
争
わ
な
い
者
に
対
し
て
ま
で
訴
を
提
起
す
る
必
要
は
な
く
、
か
よ
う
な

者
に
対
し
て
は
訴
の
利
益
が
な
い
と
い
う
見
解
が
あ
る
（
配
、
翻
齢
嘱
購
諏
脚
斑
転

四
六
六
頁
。
岩
村
・
前
掲
論
文
・
九
六
頁
。
野
田
・
本
件
解
説
．
怯
曹
．
二
二
巻
一
℃
号
】
五
六
頁
。
山

木
戸
・
前
掲
判
批
・
九
七
頁
。
小
島
・
前
掲
本
件
判
批
・
一
七
頁
　
本
件
判
決
理
由
　
最
判
．
昭
和
四
〇

静
揮
弔
慰
枇
唱
野
欄
墜
一
塑
雇
喝
狂
舩
瀕
鯵
環
）
。
特
に
、
共
同
相
続
人
な
い
し
そ
の
他

の
共
有
関
係
者
を
被
告
と
す
る
訴
訟
を
固
有
必
要
的
共
同
訴
訟
と
解
し
な
が

ら
、
こ
の
考
え
方
に
よ
り
、
確
認
訴
訟
に
お
い
て
は
争
つ
て
い
る
者
の
あ
い
だ

に
の
み
訴
訟
共
同
の
必
要
が
存
す
る
、
と
主
張
す
る
学
説
が
あ
る
（
惣
璽
曽
晒
浄

諜
騒
旨
纂
鍾
躯
艶
語
簿
盗
講
）
．

　
し
か
し
、
争
い
が
な
い
と
い
う
の
は
、
関
係
者
の
い
か
な
る
時
点
に
お
け

る
、
そ
し
て
い
か
な
る
言
動
を
い
う
の
て
あ
ろ
う
か
。
あ
る
人
が
あ
る
時
点
に

お
い
て
他
人
の
権
利
の
存
在
を
争
わ
ず
、
な
い
し
は
こ
れ
を
認
め
て
い
た
と
し

て
も
、
後
の
時
点
に
お
い
て
は
こ
れ
を
争
う
可
能
性
は
常
に
あ
り
う
る
．
こ
の

点
は
確
認
の
利
益
に
関
す
る
問
題
で
あ
り
、
軽
々
に
断
定
す
る
こ
と
は
控
え
る

が
、
相
続
人
等
を
被
告
と
す
る
訴
訟
を
固
有
必
要
的
共
同
訴
訟
で
あ
る
と
し
て

お
き
な
が
ら
、
争
わ
ざ
る
者
は
除
外
し
て
よ
い
と
す
る
こ
と
に
は
疑
問
を
感
じ

る
。
　
（
我
々
の
よ
う
に
、
初
め
か
ら
、
個
別
的
な
訴
訟
を
是
認
し
て
い
れ
ば
、
こ
の
点
問

判
例
研
究

題
は
な
い
の
だ
が
．
論
讃
糟
議
亀
談
鯵
蝿
顛
蜘
騨
）
．

　
次
に
、
確
認
訴
訟
に
お
い
て
は
、
確
認
の
利
益
と
一
般
的
当
事
者
能
力
が
あ

れ
ば
、
誰
か
ら
で
も
ま
た
誰
に
対
し
て
も
訴
を
提
起
し
う
る
、
と
い
う
見
解
が

あ
る
（
鑑
継
幾
響
難
串
。
蹟
観
韮
Φ
σ
膿
％
暢
蘇
．
ぼ
．
ダ
躍
毒
、
覇
．
駕

鞭
％
％
襲
、
ゴ
諸
罐
、
。
富
ρ
）
．
共
同
相
続
人
等
を
被
告
と
す
る
給
付
訴
訟
を
、
固

有
必
要
的
共
同
訴
訟
で
あ
る
と
解
す
る
立
場
に
立
ち
つ
つ
、
か
よ
う
な
見
解
を

採
る
な
ら
ば
、
相
続
人
等
を
被
告
と
す
る
訴
訟
の
取
扱
い
が
、
給
付
訴
訟
と
確

認
訴
訟
で
異
な
り
、
後
者
に
お
い
て
は
、
個
別
的
訴
訟
が
是
認
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。

　
一
方
、
確
認
訴
訟
に
お
け
る
正
当
な
当
事
者
と
は
、
お
の
お
の
の
確
認
の
利

益
あ
る
者
で
は
な
く
、
た
だ
権
利
保
護
の
客
体
（
観
号
薄
冨
ぎ
喜
ぎ
）
に
関
し

訴
訟
追
行
権
を
有
し
て
い
る
者
の
み
で
あ
る
、
と
す
る
見
解
も
あ
る
．
こ
の
見

解
に
よ
れ
ば
、
確
認
訴
訟
に
お
け
る
正
当
な
当
事
者
は
、
給
付
訴
訟
の
場
合
と

づ
フ
レ
芝
決
め
ら
れ
る
（
馴
．
羅
鴛
》
聖
騨
。
．
．
倒
ω
麓
遇
善
卑
田
ヂ
ω
洗
．

羅
）
．

　
こ
の
二
つ
の
見
解
の
対
立
は
、
た
し
か
に
興
味
深
い
も
の
で
は
あ
る
。
し
か

L
、
我
々
の
よ
う
に
給
付
訴
訟
に
お
い
て
、
す
で
に
個
別
訴
訟
を
是
認
し
た
な

ら
ば
、
い
ず
れ
の
見
解
を
と
る
に
せ
よ
、
確
認
訴
訟
に
お
い
て
も
個
別
的
な
訴

訟
を
適
法
と
す
る
こ
と
に
な
り
、
結
論
に
差
異
を
生
じ
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の

点
に
関
し
て
は
、
こ
れ
以
上
た
ち
い
ら
な
い
こ
と
に
す
る
。

　
六
、
本
件
を
解
説
さ
れ
た
野
田
調
査
官
は
、
本
件
に
お
い
て
は
、
C
の
た
め

の
Y
の
任
意
的
訴
訟
担
当
を
認
め
る
余
地
が
あ
つ
た
こ
と
を
示
唆
さ
れ
て
い
る

（
闘
細
毛
響
￥
し
か
し
、
民
訴
法
七
九
条
や
信
託
法
二
条
と
の
関
係
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
五
　
　
（
一
六
二
三
）



判
　
例
　
研
　
究

二
一
六
　
　
（
一
六
二
四
）

任
意
的
訴
訟
担
当
を
簡
単
に
認
め
る
こ
と
は
さ
し
控
え
る
べ
き
で
あ
る
。
少
く

と
も
、
判
例
集
の
記
載
だ
け
か
ら
は
、
こ
れ
を
認
め
る
根
拠
を
見
い
出
す
こ
と

は
で
き
な
い
。
た
だ
事
実
関
係
か
ら
、
任
意
的
訴
訟
担
当
を
認
め
う
る
こ
と
が

明
き
ら
か
で
（
そ
の
た
め
に
は
釈
明
権
を
行
使
し
て
も
よ
い
場
合
も
あ
ろ
う
）
、
前
記
各

法
条
の
脱
法
行
為
に
該
当
せ
ざ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
が
こ
れ
を
認
め

て
、
多
数
人
の
関
与
す
る
訴
訟
の
迅
速
な
処
理
を
図
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
し
．

望
ま
し
い
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
（
伊
東
乾
・
石
渡
哲
）


