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訴
訟
上
の
和
解
の
解
除
と
旧
訴
の
復
活
に
つ
い
て

石

ノli

明

　
　
　
　
　
一
　
ば
じ
め
に

　
　
　
　
　
二
　
無
効
、
取
消
及
び
解
除
に
関
す
る
連
邦
裁
判
所
の
態
度

　
　
　
　
　
三
　
B
G
H
の
見
解
の
問
題
点

　
　
　
　
　
四
　
和
解
の
解
除
効

　
　
　
　
　
五
　
頃
O
客
屏
①
一
理
論
の
問
題
点

　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
は
　
じ
　
め
　
に

　
訴
訟
上
の
和
解
の
解
除
（
よ
り
正
確
に
は
訴
訟
上
の
和
解
に
含
ま
れ
る
実
体
的
和
解
の
解
除
）
と
旧
訴
の
係
属
と
の
関
係
い
か
ん
と
い
う
問
題
を
め
ぐ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
（
3
）

り
我
か
国
の
判
例
・
学
説
は
対
立
し
て
い
る
。
最
高
裁
第
一
小
法
廷
は
昭
和
四
三
年
二
月
一
五
目
に
旧
訴
復
活
否
定
説
を
と
る
判
例
を
出
し
て
い

る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
私
は
且
つ
て
右
最
高
裁
判
決
の
判
例
批
評
、
論
文
を
通
し
て
復
活
否
定
説
を
主
張
し
た
が
、
最
近
≦
o
罵
声
ヨ

＝
o
口
o
国
①
一
が
、
ご
閃
o
旨
器
訂
二
昌
α
q
α
8
§
≦
ぢ
『
○
器
紹
8
p
8
『
8
ヨ
即
ρ
畠
貫
一
暮
く
O
B
℃
8
N
Φ
ゆ
く
震
笹
虫
o
び
吋
、
、
　
（
男
8
房
o
ぼ
5
　
｛
母

　
　
　
訴
訟
上
の
和
解
の
解
除
と
旧
訴
の
復
活
に
つ
い
て
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訴
訟
上
の
和
解
の
解
除
と
旧
訴
の
復
活
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
八
　
　
　
（
八
八
）

国
身
巽
α
名
魯
一
る
」
9
酔
）
の
な
か
で
、
和
解
の
解
除
を
め
ぐ
る
実
体
法
の
解
釈
論
と
か
ら
ま
せ
て
旧
訴
復
活
肯
定
説
を
展
開
し
た
。
こ
の
論
文

は
、
従
来
こ
の
テ
ー
マ
と
の
関
係
で
は
十
分
に
論
じ
ら
れ
て
い
な
か
つ
た
き
ら
い
の
あ
る
実
体
的
解
除
を
め
ぐ
る
解
釈
論
を
詳
細
に
検
討
す
る
こ

と
に
よ
つ
て
、
復
活
肯
定
説
に
そ
の
実
体
法
的
基
礎
を
与
え
た
と
い
う
意
味
で
高
く
評
価
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
、
と
私
は
考
え
る
。
本
論
文
執

筆
の
動
機
は
、
私
が
依
然
と
し
て
復
活
否
定
説
を
と
る
立
場
か
ら
類
①
8
ぎ
一
理
論
の
当
否
を
検
討
し
て
み
よ
う
と
考
え
た
点
に
あ
る
。
し
た
が

つ
て
、
本
稿
に
お
い
て
、
私
は
主
と
し
て
ま
ず
こ
の
点
に
関
す
る
缶
。
8
ぎ
一
理
論
を
紹
介
し
た
後
に
こ
れ
を
批
判
す
る
と
い
う
形
を
と
つ
た
。

　
（
1
）
　
学
説
の
対
立
に
つ
い
て
は
、
石
川
「
訴
訟
上
の
和
解
の
訴
訟
終
了
効
』
訴
訟
行
為
の
研
究
一
五
頁
以
下
の
ほ
か
注
3
の
文
献
参
照
。

　
（
2
）
　
最
高
民
集
二
二
巻
二
号
一
八
四
頁
以
下
。

　
（
3
）
　
こ
の
判
例
に
つ
い
て
は
、
法
曹
時
報
二
〇
巻
七
号
一
七
五
頁
以
下
に
奥
村
解
説
、
民
商
法
五
九
巻
二
号
二
九
五
頁
以
下
に
小
山
賛
成
評
釈
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
ニ
ニ
三
号
六
三
頁

　
　
以
下
、
判
例
評
論
工
六
号
一
三
七
頁
以
下
に
石
川
賛
成
評
釈
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
昭
和
四
三
年
度
重
要
判
例
解
説
九
七
頁
以
下
に
船
越
賛
成
評
釈
、
法
協
八
六
巻
四
号
八
三
頁
以
下
に

　
　
伊
藤
賛
成
評
釈
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
無
効
、
取
消
及
び
解
除
に
関
す
る
連
邦
裁
判
所
の
態
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
無
効
、
取
消
の
場
合
連
邦
通
常
裁
判
所
（
B
G
H
）
、
連
邦
労
働
裁
判
所
（
B
A
G
）
は
い
ず
れ
も
一
致
し
て
旧
訴
の
係
属
を
認
め
て
い
る
。
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

が
つ
て
こ
れ
ら
の
場
合
和
解
の
無
効
は
旧
手
続
を
続
行
し
て
主
張
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
当
事
者
は
新
期
日
指
定
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

申
立
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
両
裁
判
所
の
無
効
、
取
消
の
場
合
に
関
す
る
旧
訴
続
行
説
に
対
し
て
は
賛
否
両
論
が
あ
る
。
旧
訴
続
行
説

に
よ
れ
ば
、
旧
訴
の
訴
訟
物
と
別
個
の
訴
訟
物
が
争
わ
れ
る
場
合
に
限
り
新
訴
の
提
起
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
和
解
に
よ
り
約
定

さ
れ
た
給
付
が
履
行
さ
れ
た
後
和
解
が
そ
も
そ
も
無
効
で
あ
る
こ
と
が
確
定
さ
れ
又
は
取
消
さ
れ
た
場
合
新
訴
が
認
め
ら
れ
る
．

　
こ
れ
に
反
し
て
、
実
体
的
理
由
に
ょ
る
和
解
の
解
除
に
あ
つ
て
も
一
旦
終
了
せ
る
旧
訴
の
係
属
が
復
活
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
B
G
H
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

B
A
G
の
見
解
が
わ
か
れ
て
い
る
。
B
G
H
は
復
活
否
定
説
を
と
る
の
に
反
し
て
、
B
A
G
は
復
活
肯
定
説
を
と
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
連
邦
最



上
級
裁
判
所
連
合
部
（
号
『
鴨
ヨ
①
ぎ
鋒
幕
ω
窪
暮
）
の
判
例
は
い
ま
だ
に
出
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
そ
こ
で
次
に
B
G
H
の
復
活
否
定
説
の
理
由
を
紹
介
し
よ
う
。
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
は
次
の
二
点
で
あ
る
。

　
①
和
解
が
無
効
又
は
取
消
さ
れ
た
と
き
、
和
解
は
当
初
か
ら
効
力
を
も
た
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
訴
訟
係
属
は
消
滅
し
な
い
。
こ
れ
に
反
し
て
、

和
解
の
解
除
に
あ
つ
て
は
、
さ
し
あ
た
り
有
効
な
和
解
が
事
後
的
に
発
生
し
た
事
情
に
基
づ
い
て
、
例
え
ば
、
B
G
B
三
二
六
条
の
他
方
当
事
者

の
履
行
遅
滞
に
基
づ
く
解
除
に
よ
り
失
効
す
る
。
解
除
は
旧
訴
が
和
解
に
よ
り
終
局
的
に
終
了
し
た
事
実
を
変
え
る
も
の
で
は
な
い
。

　
②
B
G
H
の
第
二
の
論
拠
は
、
B
G
B
三
二
五
条
、
三
二
六
条
の
場
合
に
お
け
る
解
除
権
と
損
害
賠
償
請
求
権
と
の
選
択
に
関
す
る
通
説
の
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

場
を
前
提
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
通
説
に
よ
る
と
、
両
条
の
場
合
、
「
他
方
当
事
者
」
は
解
除
権
と
損
害
賠
償
請
求
権
と
の
選
択
権
を
も
ち
、

解
除
権
を
選
択
し
た
場
合
損
害
賠
償
請
求
権
を
失
う
が
、
こ
れ
に
反
し
て
さ
し
あ
た
り
損
害
賠
償
請
求
権
を
選
択
し
た
場
合
は
解
除
権
を
失
わ
な

い
と
し
て
い
る
。
問
題
は
ま
さ
に
こ
の
点
か
ら
生
じ
る
。
す
な
わ
ち
、
相
手
方
が
さ
し
あ
た
り
不
履
行
に
よ
る
損
害
賠
償
を
請
求
し
こ
れ
に
つ
い

て
新
訴
が
提
起
さ
れ
た
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
事
者
が
こ
の
訴
訟
の
係
属
中
に
解
除
権
の
行
使
を
選
択
し
た
と
す
る
と
、
復
活
説
に
よ
れ

ば
一
方
で
解
除
の
結
果
旧
訴
は
復
活
、
続
行
さ
れ
、
他
方
で
は
損
害
賠
償
請
求
権
が
消
滅
し
て
右
請
求
権
を
め
ぐ
り
開
始
さ
れ
た
訴
は
終
結
せ
し

め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
損
害
賠
償
請
求
権
と
解
除
権
と
い
う
本
質
的
に
同
一
の
要
件
、
す
な
わ
ち
B
G
B
三
二
五
条
、
三
二
六
条

の
要
件
が
、
場
合
に
よ
つ
て
は
二
つ
の
別
々
の
手
続
で
審
理
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
う
な
る
と
権
利
者
は
、
そ
の
選
択
権
行

使
の
仕
方
い
か
ん
に
よ
り
旧
訴
を
継
続
し
、
あ
る
い
は
新
訴
を
開
始
し
、
あ
る
い
は
新
訴
開
始
後
に
旧
訴
に
か
え
る
可
能
性
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。

　
以
上
の
二
点
が
そ
の
理
由
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
反
し
て
B
A
G
に
よ
る
と
、
解
除
後
当
事
者
は
和
解
の
締
結
が
な
か
つ
た
状
態
で
対
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
つ
て
旧
訴
は
継
続

的
に
係
属
す
る
も
の
と
解
す
る
。
B
G
H
が
権
利
者
の
選
択
権
と
関
連
し
て
取
上
げ
た
問
題
は
、
権
利
者
が
さ
し
あ
た
り
解
除
を
選
択
し
た
場
合

に
は
重
視
し
な
い
の
が
B
A
G
の
見
解
で
あ
る
。
け
だ
し
そ
の
こ
と
に
よ
り
選
択
権
は
消
費
さ
れ
て
し
ま
つ
て
い
る
と
み
る
か
ら
で
あ
る
。
訴
訟

　
　
　
訴
訟
上
の
和
解
の
解
除
と
旧
訴
の
復
活
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
九
　
　
　
（
八
九
）



　
　
　
訴
訟
上
の
和
解
の
解
除
と
旧
訴
の
復
活
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
〇
　
　
　
（
九
〇
）

経
済
の
観
点
か
ら
も
法
的
紛
争
の
継
続
が
好
ま
し
い
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
新
訴
は
紛
争
解
決
の
遅
延
と
高
額
の
訴
訟
費
用
を
結
果
す
る
こ
と

に
な
り
、
こ
れ
ら
の
事
態
は
特
に
労
働
事
件
に
は
好
ま
し
く
な
い
と
し
て
い
る
。

　
（
1
）
　
切
O
田
N
矯
N
o
o
燈
ω
。
一
甚
律
…
瞳
鳩
ψ
嶺
oo
陳
“
切
O
国
噂
2
一
妻
一
鴇
卜
o
一
ω
。
一
＄
h
●

　
（
2
）
切
》
ρ
》
担
Z
『
・
一
る
噂
ω
」
、
S
oo
口
O
N
ロ
㈱
『
緯
N
℃
ρ

　
（
3
）
但
し
請
求
異
議
の
訴
は
別
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
ω
3
言
山
8
器
－
言
旨
菩
興
堕
N
℃
ρ
一
璽
》
蕪
r
伽
刈
逡
＞
昌
β
＝
『
げ
a
脳
国
魯
畠
9
℃
3
器
琢
8
鐸
信
ロ
血

　
　
目
”
9
ユ
Φ
一
一
〇
ω
菊
o
o
げ
“
ρ
器
跨

　
（
4
）
　
こ
の
点
に
っ
い
て
は
、
石
川
「
訴
訟
上
の
和
解
の
研
究
」
一
四
〇
頁
以
下
参
照
。

　
（
5
）
切
O
鵠
N
一
9
00
●
毯
諌
…
罐
一
．
帥
仁
9
切
O
鍔
2
一
名
一
箋
い
o
悔
ω
●
昌
O
暁
・

　
（
6
）
＞
担
2
塁
b
o
q
巳
oo
讐
㈱
謹
O
N
勺
○
●

　
（
7
）
　
国
窪
畠
①
一
の
要
約
に
よ
る
。
＞
●
P
O
こ
（
司
3
房
9
ユ
津
h
o
『
国
旨
”
包
名
昌
一
）
ψ
犠
ρ

　
（
8
）
切
O
ω
と
我
が
民
法
の
異
る
点
で
あ
る
。
我
が
民
法
五
四
五
条
は
、
解
除
と
同
時
に
損
害
賠
償
も
認
め
る
。

三
　
B
G
H
の
見
解
の
間
題
点

幽
　
B
G
H
の
復
活
否
定
説
の
第
一
の
理
由
は
、
必
ず
し
も
そ
の
意
味
が
明
瞭
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
＠
無
効
（
巳
畠
凝
）
や
取
消
原
因
は
和

解
に
当
初
か
ら
附
着
し
た
内
在
的
毅
疵
で
あ
る
の
に
反
し
て
、
解
除
は
事
後
的
に
発
生
し
た
外
在
的
事
由
に
よ
る
と
い
う
点
に
差
異
が
あ
る
と
い

う
の
か
、
あ
る
い
は
、
⑥
無
効
や
取
消
は
和
解
契
約
そ
れ
自
体
の
無
効
（
琶
＆
蒔
器
日
）
原
因
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
反
し
て
解
除
は
和
解
を
実
体

法
的
に
解
消
す
る
（
き
導
書
昌
）
も
の
で
は
な
い
と
い
う
の
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
内
在
的
暇
疵
と
外
在
的
蝦
疵
あ
る

い
は
既
存
の
毅
疵
と
事
後
的
に
発
生
せ
る
失
効
原
因
と
い
う
区
別
は
既
判
力
に
よ
る
環
疵
の
主
張
の
遮
断
の
適
否
の
基
準
に
な
る
の
で
あ
る
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

ら
、
こ
れ
に
準
じ
て
訴
訟
終
了
効
排
除
の
有
無
の
判
断
基
準
に
な
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
区
別
を
右
の
判
断
基
準
と
す
る
に
は
な
お

別
の
若
干
の
問
題
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
解
除
に
よ
り
和
解
が
遡
つ
て
無
効
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
和
解
が
当
初
か
ら
無



効
で
あ
つ
た
り
取
消
に
よ
り
無
効
に
な
る
場
合
と
区
別
す
る
必
要
が
な
い
と
も
い
え
そ
う
で
あ
る
し
、
さ
ら
に
ま
た
、
後
者
の
場
合
も
訴
訟
終
了

効
を
排
除
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
異
論
が
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
結
局
無
効
・
取
消
・
解
除
の
各
場
合
を
と
お
し
て
終
了
効
を
排
除
す
る
か
否
か

は
訴
訟
政
策
的
又
は
合
目
的
的
観
点
か
ら
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
は
後
に
検
討
す
る
こ
と
に
し
て
、
国
窪
畠
巴
は
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

し
ろ
第
一
の
理
由
を
⑥
の
意
味
に
お
い
て
と
ら
え
て
い
る
。
そ
こ
で
、
＝
窪
畠
巴
に
し
た
が
い
右
の
B
G
H
の
第
一
の
論
拠
も
、
こ
れ
を
⑥
の
意

味
に
お
い
て
理
解
す
る
と
、
形
式
的
に
論
理
を
追
う
限
り
論
拠
の
前
提
と
帰
結
の
間
に
齪
齪
が
生
じ
る
。
す
な
わ
ち
、
B
G
H
は
通
説
と
同
様
和

解
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
両
性
説
を
と
る
が
、
和
解
が
解
除
に
よ
り
実
体
的
に
失
効
す
る
と
い
う
以
上
は
訴
訟
上
も
失
効
し
訴
訟
は
復
活
す
る
と

い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
両
性
説
を
前
提
と
し
つ
つ
復
活
否
定
説
を
と
る
た
め
に
は
、
論
理
上
必
然
的
に
解
除
に
よ
り
訴
訟
上
の

和
解
は
実
体
法
上
失
効
し
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
一
方
で
両
性
説
を
前
提
に
し
て
、
他
方
で
復
活
否
定
説
を
と
る
な
ら
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

解
除
か
和
解
を
実
体
法
的
に
失
効
さ
せ
な
い
と
の
命
題
を
論
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

二
　
＝
窪
畠
巴
に
よ
れ
ば
B
G
H
の
復
活
否
定
説
の
第
二
の
論
拠
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
い
え
る
。
最
近
、
ド
イ
ッ
で
は
、
解
除
権
者
は
解
除

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

後
も
不
履
行
に
よ
る
損
害
賠
償
の
請
求
を
な
し
う
る
と
の
見
解
が
主
張
さ
れ
、
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
第
二
の
論
拠
は
益
々
強
化
さ
れ
る
こ
と
に

　
（
5
）

な
る
。
け
だ
し
、
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
の
提
起
後
解
除
に
よ
り
旧
訴
が
復
活
し
た
場
合
と
ま
さ
に
同
様
の
現
象
、
す
な
わ
ち
、
解
除
に
よ
り
旧
訴

が
復
活
し
た
後
別
訴
で
損
害
賠
償
請
求
の
訴
が
提
起
さ
れ
る
と
い
う
現
象
が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
か
よ
う
な
一
方
か
ら
他
方
へ
の

救
済
の
変
更
は
B
G
B
二
四
二
条
乃
至
は
訴
訟
追
行
上
の
誠
実
義
務
に
反
す
る
場
合
も
あ
る
が
、
し
か
し
そ
う
で
な
い
場
合
も
あ
る
か
ら
、
第
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

の
論
拠
は
一
応
埋
由
が
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
和
解
の
解
除
に
よ
り
そ
の
実
体
法
的
効
果
が
排
除
さ
れ
る
と
す
る
前
提
に

立
つ
場
合
に
限
り
、
B
G
H
の
第
二
の
論
拠
も
成
立
つ
の
で
あ
り
、
そ
う
解
す
る
場
合
に
の
み
、
和
解
の
実
体
的
無
効
が
和
解
の
訴
訟
終
了
効
を

も
排
除
し
、
し
た
が
つ
て
旧
訴
の
訴
訟
係
属
が
復
活
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
第
二
の
論
拠
の
成
否
を
検
討
す
る
た
め
に
は

　
　
　
訴
訟
上
の
和
解
の
解
除
と
旧
訴
の
復
活
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一
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（
7
）

そ
の
先
決
間
題
と
し
て
、
解
除
が
和
解
の
実
体
法
的
効
果
を
排
除
す
る
か
否
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
日
本
法
上
は
解
除

と
損
害
賠
償
は
両
立
し
、
旧
訴
が
解
除
に
よ
り
復
活
す
る
と
考
え
て
も
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
旧
訴
と
損
害
賠
償
と
で
は
訴
訟
物
を
異
に
す
る
か
ら

両
訴
が
併
存
し
て
も
お
か
し
く
な
く
、
か
よ
う
な
問
題
は
生
じ
な
い
。
B
G
H
の
第
二
の
論
拠
は
、
復
活
肯
定
説
に
よ
る
と
か
よ
う
な
問
題
が
生

じ
る
か
ら
復
活
を
否
定
す
る
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
復
活
否
定
説
の
根
拠
と
し
て
援
用
さ
れ
て
お
り
、
出
魯
畠
巴
の
い
う
よ
う
に
、
右
の

論
拠
を
批
判
し
て
、
そ
れ
が
成
立
つ
た
め
に
は
復
活
肯
定
が
前
提
で
あ
る
か
ら
そ
の
論
証
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
の
は
無
用
で
あ
る
、

三
　
B
A
G
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
特
に
次
の
点
が
問
題
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
解
除
が
今
日
の
ド
イ
ッ
の
通
説
に
し
た
が
つ
て
、
契
約
を
解
消

す
る
の
で
は
な
く
、
単
に
契
約
内
容
を
変
更
す
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
訴
訟
上
の
和
解
の
実
体
法
的
効
果
を
根
底
か
ら
く

つ
が
え
し
、
こ
れ
を
無
効
に
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
実
体
的
和
解
そ
れ
自
体
は
変
形
し
て
存
続
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
訴
訟
終
了
効
は
依

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

然
と
し
て
存
在
し
、
旧
訴
の
復
活
は
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
批
判
が
こ
れ
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
旧
訴
復
活
肯
定
説
を
と
る
か
あ
る
い
は
否
定
説
を
と
る
か
と
い
う
間
題
は
、
形
式
論
理
的
に
い
え
ば
、
第
一
に
解
除
に
よ
り
訴
訟
上

の
和
解
に
含
ま
れ
る
実
体
的
和
解
が
解
消
さ
れ
無
効
に
な
る
か
否
か
に
ま
ず
か
か
つ
て
い
る
。
無
効
説
を
と
れ
ば
復
活
説
を
導
く
可
能
性
が
あ
り
、

実
体
的
効
力
の
排
除
を
否
定
す
る
と
一
応
復
活
説
を
と
り
に
く
い
面
が
で
て
く
る
。
唯
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
無
効
説
が
ス
ト
レ

イ
ト
に
復
活
説
に
つ
な
が
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
解
除
に
よ
り
和
解
の
実
体
的
効
力
が
解
消
し
て
も
、
そ
れ
が
当
初
か
ら
無
効
で

あ
つ
た
と
か
取
消
に
よ
り
無
効
に
な
つ
た
場
合
の
よ
う
に
和
解
に
当
初
か
ら
鍛
疵
が
付
着
し
て
い
た
場
合
と
異
り
、
解
除
は
成
立
後
生
じ
た
後
発

的
失
効
原
因
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
前
者
と
区
別
し
て
取
扱
い
、
前
者
は
訴
訟
終
了
効
を
否
定
す
る
が
、
後
者
は
こ
れ
を
否
定
し
な
い
と
す
る
理

論
構
成
の
余
地
も
あ
り
え
な
い
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
い
か
な
る
場
合
に
訴
訟
終
了
効
を
認
め
る
か
、
逆
に
い
え
ば
い
か
な
る
場
合
訴
訟

終
了
効
を
失
効
せ
し
め
え
な
い
の
か
と
い
う
問
題
は
、
多
分
に
訴
訟
政
策
的
観
点
か
ら
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
よ
う
に
思
え



る
。
右
の
理
論
構
成
の
余
地
を
否
定
す
る
た
め
に
は
、
解
除
が
事
後
的
あ
る
い
は
外
在
的
解
消
原
因
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
、
旧
訴
の
復
活

を
否
定
す
る
こ
と
は
、
当
事
者
に
再
訴
の
負
担
を
課
し
、
旧
訴
の
訴
訟
状
態
を
利
用
し
え
な
く
な
る
と
い
う
訴
訟
経
済
的
観
点
か
ら
好
ま
し
く
な

い
と
す
る
実
質
的
考
慮
が
加
わ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
議
論
を
す
す
め
る
便
宜
上
、
さ
し
ず
め
右
の
実
質
的
考
慮
は
さ
て
お
い
て
、
形
式
論

理
に
し
た
が
つ
て
一
応
こ
こ
で
は
そ
の
原
因
を
問
わ
ず
和
解
の
実
体
的
効
力
の
不
存
在
な
い
し
排
除
“
旧
訴
復
活
、
実
体
的
和
解
の
な
ん
ら
か
の

形
で
の
存
続
“
旧
訴
復
活
否
定
と
い
う
図
式
を
設
定
し
て
お
こ
う
。
そ
う
す
る
と
問
題
は
、
訴
訟
上
の
和
解
の
解
除
が
和
解
の
実
体
的
効
力
を
排

除
す
る
か
と
い
う
点
の
検
討
が
必
要
に
な
る
の
で
あ
る
。

（（（（（（（（87654321））））））））
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四
　
和
解
の
解
除
効

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

一
　
ド
イ
ッ
の
通
説
・
判
例
の
立
場
　
　
以
下
国
窪
良
o
一
論
文
に
し
た
が
つ
て
ド
イ
ッ
の
通
説
・
判
例
の
立
場
を
紹
介
す
る
。
ド
イ
ッ
法
上
通
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

・
判
例
は
私
法
上
の
和
解
を
債
権
的
双
務
契
約
と
解
す
る
。
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
和
解
は
当
該
法
律
関
係
を
和
解
内
容
に
し
た
が
つ
て
変
動
す

る
義
務
を
発
生
さ
せ
る
。
こ
れ
を
文
字
通
り
う
け
と
れ
ば
、
和
解
に
よ
る
法
律
関
係
の
変
動
は
和
解
の
構
成
要
素
で
は
な
く
和
解
に
含
ま
れ
る

約
束
の
完
成
（
く
。
言
轟
号
の
く
段
名
器
魯
。
霧
）
の
結
果
で
あ
る
。
こ
の
債
務
実
現
行
為
は
原
則
と
し
て
外
見
上
訴
訟
上
の
和
解
に
含
ま
れ
て
い
る
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（
3
）

が
、
双
務
的
債
権
関
係
の
一
部
で
は
な
い
。
し
た
が
つ
て
和
解
の
解
除
も
双
務
的
債
権
契
約
に
よ
り
引
受
け
ら
れ
た
法
律
関
係
変
動
義
務
に
関
す

る
。
こ
の
立
場
に
よ
る
と
B
G
B
三
二
五
条
（
履
行
不
能
に
よ
る
解
除
）
、
三
二
六
条
（
履
行
遅
滞
に
よ
る
解
除
）
は
原
則
と
し
て
そ
も
そ
も
問
題
に
な

ら
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
判
例
が
訴
訟
上
の
和
解
の
解
除
の
訴
訟
上
の
効
果
を
問
題
に
し
て
い
る
ケ
ー
ス
は
和
解
の
解
除
の
ケ
ー
ス
で
は
な

い
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
解
除
は
む
し
ろ
和
解
上
の
債
務
の
履
行
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
債
権
関
係
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
け
だ

し
、
和
解
に
よ
り
発
生
し
た
当
該
法
律
関
係
の
変
動
債
務
は
、
通
常
の
場
合
こ
の
変
動
が
和
解
と
同
時
に
表
示
さ
れ
且
つ
訴
訟
上
の
和
解
の
な
か

で
調
書
に
作
成
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
即
時
に
履
行
・
完
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
B
G
B
三
二
五
条
・
三
二
六
条
の
解
除
の
要
件
と
し
て
の
履
行
不

能
と
履
行
遅
滞
は
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
判
例
で
問
題
と
さ
れ
た
ケ
ー
ス
で
は
、
形
成
さ
れ
た
債
権
関
係
に
関
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
和
解
に
よ
り
発

生
し
た
法
律
関
係
形
成
を
内
容
と
す
る
債
務
に
関
す
る
も
の
で
は
な
い
。
形
成
さ
れ
た
債
権
関
係
の
解
除
は
、
和
解
の
解
除
で
は
な
い
。
形
成
さ

れ
た
債
権
関
係
の
解
除
は
そ
も
そ
も
和
解
そ
れ
自
体
に
関
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　
そ
し
て
、
＝
窪
畠
巴
は
こ
の
理
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
し
て
次
の
二
つ
の
事
例
を
あ
げ
る
。
⑥
原
告
と
被
告
が
売
買
契
約
を
締
結
し
た
。

彼
等
は
代
金
額
に
つ
い
て
争
い
、
原
告
は
六
〇
〇
マ
ル
ク
（
D
M
ー
以
下
同
じ
）
、
被
告
は
四
〇
〇
マ
ル
ク
を
主
張
し
、
五
〇
〇
マ
ル
ク
で
和
解
し
た
。

通
説
に
よ
れ
ば
、
こ
の
和
解
は
売
買
契
約
を
代
金
五
〇
〇
マ
ル
ク
に
形
成
す
る
義
務
を
発
生
せ
し
め
る
。
原
告
は
五
〇
〇
マ
ル
ク
を
請
求
す
る
旨

を
表
示
し
て
、
被
告
は
五
〇
〇
マ
ル
ク
支
払
う
義
務
を
負
う
こ
と
に
よ
り
、
右
の
義
務
は
履
行
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
意
思
表
示
に
よ
つ
て
和
解
に
よ

り
合
意
さ
れ
た
譲
歩
は
完
成
（
ぎ
冒
濃
9
）
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
つ
て
、
B
G
B
三
二
五
・
三
二
六
条
に
よ
る
和
解
の
解
除
は
も
は
や

問
題
に
な
ら
な
い
。
被
告
が
五
〇
〇
マ
ル
ク
を
支
払
わ
な
い
場
合
に
は
、
原
告
は
被
告
を
し
て
履
行
遅
滞
に
お
ち
い
ら
し
め
、
B
G
B
三
二
六
条

の
他
の
要
件
が
具
備
す
る
と
き
は
、
和
解
の
完
成
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
売
買
契
約
を
解
除
で
き
る
。
し
た
が
つ
て
、
原
告
は
譲
渡
も
し
く
は
引
渡

さ
れ
た
目
的
物
の
返
還
請
求
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
し
、
彼
が
目
的
物
の
譲
渡
若
し
く
は
引
渡
を
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
履
行
を
拒
む
こ

と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
債
権
法
上
の
和
解
は
そ
れ
に
よ
つ
て
な
ん
の
影
響
も
う
け
な
い
。
原
告
は
被
告
が
五
〇
〇
マ
ル
ク
を
適
時
に
支
払



わ
な
か
つ
た
が
ゆ
え
に
六
〇
〇
マ
ル
ク
を
請
求
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
⑥
　
原
告
は
被
告
か
ら
保
証
契
約
に
も
と
づ
い
て
一
〇
〇
〇
マ
ル
ク
の

支
払
を
請
求
し
た
。
被
告
は
右
の
支
払
を
拒
否
し
た
。
当
事
者
は
、
被
告
が
右
一
〇
〇
〇
マ
ル
ク
を
一
定
の
割
賦
に
よ
り
且
つ
無
利
息
で
支
払
う

こ
と
を
約
し
た
。
こ
の
場
合
、
債
権
法
上
の
和
解
に
よ
つ
て
発
生
せ
る
債
務
は
、
即
時
に
な
さ
れ
た
契
約
関
係
の
新
た
な
形
成
の
表
示
に
よ
り
履

行
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
つ
て
、
和
解
の
解
除
は
問
題
に
な
ら
な
い
。
被
告
が
分
割
払
を
遅
滞
し
た
と
ぎ
は
、
原
告
は
B
G
B
三
二
六
条
の
解
除

権
を
も
た
な
い
。
け
だ
し
和
解
に
よ
り
変
更
さ
れ
た
保
証
関
係
は
双
務
契
約
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
B
G
B
二
八
六
条
の
請
求
権
の
み
が
原
告

に
帰
属
す
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

二
　
少
数
説
の
立
場
　
　
①
右
の
通
説
の
立
場
に
対
し
異
論
を
と
な
え
る
の
は
ピ
碧
①
唇
で
あ
る
。
寓
窪
畠
巴
の
要
約
に
し
た
が
つ
て
彼
の
立
場

を
紹
介
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
和
解
に
よ
り
発
生
せ
る
義
務
と
法
律
関
係
の
形
成
に
よ
る
そ
の
履
行
は
一
体
の
も
の
と
み
ら
れ

る
。
和
解
の
義
務
づ
け
的
部
分
の
蝦
疵
は
和
解
の
処
分
的
部
分
に
お
け
る
和
解
上
の
変
動
義
務
の
履
行
に
直
接
に
影
響
し
、
こ
れ
を
無
効
に
す
る
。

そ
の
こ
と
は
、
和
解
の
取
消
が
契
約
の
変
更
義
務
を
無
効
な
ら
し
め
る
の
み
な
ら
ず
、
変
更
そ
れ
自
身
を
も
無
効
に
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

こ
の
解
釈
も
、
履
行
遅
滞
に
よ
る
解
除
が
和
解
の
履
行
に
よ
り
発
生
せ
し
め
ら
れ
変
動
せ
し
め
ら
れ
た
支
払
義
務
と
と
も
に
和
解
そ
れ
自
体
も
無

効
に
し
、
本
来
の
義
務
が
再
生
す
る
と
い
う
結
論
を
導
く
も
の
で
は
な
い
。
け
だ
し
、
解
除
は
そ
の
対
象
た
る
法
律
関
係
の
無
効
を
も
た
ら
す
も

の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
（
間
接
効
果
説
）
。
前
記
三
ノ
一
＠
で
引
用
し
た
例
に
つ
い
て
い
う
と
、
ピ
貰
o
自
に
よ
れ
ば
、
売
主
は
そ
の
目
的
物
の
返

還
請
求
を
な
し
う
る
と
の
帰
結
が
導
か
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
け
だ
し
、
解
除
は
債
権
関
係
を
排
除
せ
ず
、
債
権
関
係
を
解
消
す
る
義
務
を
発
生
せ

し
め
ず
、
む
し
ろ
当
事
者
を
し
て
継
続
的
に
存
続
し
て
い
る
債
権
関
係
に
も
と
づ
い
て
な
さ
れ
た
給
付
の
返
還
を
す
る
こ
と
だ
け
を
義
務
づ
け
る

も
の
だ
か
ら
で
あ
る
、
と
い
わ
れ
る
。
要
す
る
に
解
除
が
和
解
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
法
律
関
係
を
失
効
せ
し
め
る
も
の
で
な
い
以
上
ま
し
て
や
和

解
そ
れ
自
体
ま
で
失
効
さ
せ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
仮
り
に
解
除
が
和
解
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
法
律
関

　
　
　
訴
訟
上
の
和
解
の
解
除
と
旧
訴
の
復
活
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五
　
　
　
（
九
五
）



　
　
　
訴
訟
上
の
和
解
の
解
除
と
旧
訴
の
復
活
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
六
　
　
　
（
九
六
）

係
そ
れ
自
体
を
失
効
さ
せ
る
も
の
で
あ
つ
て
も
、
解
除
は
事
後
的
外
在
的
原
因
に
よ
る
法
律
関
係
の
発
展
で
あ
る
か
ら
、
解
除
に
よ
る
失
効
は
、

形
成
行
為
そ
れ
自
体
を
失
効
せ
し
め
る
も
の
で
は
な
い
し
、
し
た
が
つ
て
形
成
行
為
の
原
因
と
な
つ
た
和
解
契
約
そ
れ
自
体
を
失
効
せ
し
め
る
も

の
で
は
な
い
と
理
解
す
る
余
地
は
十
分
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
場
合
解
除
と
し
て
和
解
の
対
象
た
る
法
律
関
係
そ
れ
自
体

に
関
す
る
も
の
と
、
和
解
そ
れ
自
体
に
関
す
る
も
の
と
の
双
方
が
考
え
ら
れ
て
よ
い
。
私
見
に
よ
れ
ば
前
者
は
和
解
を
失
効
さ
せ
な
い
の
に
反
し

て
後
者
は
和
解
を
失
効
さ
せ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
②
別
に
少
数
説
を
と
る
も
の
と
し
て
国
ω
ω
震
が
い
る
。
そ
の
学
説
の
大
要
も
鵠
窪
鼻
巴
の
要
約
に
よ
り
次
に
紹
介
す
る
。
彼
は
和
解
が
当
該
法

律
関
係
を
更
改
し
（
き
≦
Φ
3
一
方
当
事
者
が
争
わ
れ
た
給
付
を
認
諾
し
又
は
引
受
け
、
そ
れ
に
よ
つ
て
他
方
当
事
者
が
自
ら
附
加
的
義
務
を
負

い
、
存
在
す
る
権
利
を
放
棄
し
、
あ
る
い
は
猶
予
を
与
え
る
よ
う
な
場
合
に
の
み
和
解
を
双
務
契
約
と
み
る
。
B
G
B
三
二
五
・
三
二
六
条
は
、

解
除
条
項
な
し
に
解
除
の
意
思
表
示
を
な
し
え
且
つ
更
改
（
Z
。
＜
慧
8
）
に
よ
り
変
更
又
は
代
替
さ
れ
た
旧
債
権
関
係
に
立
ち
帰
る
と
い
う
効
果

を
と
も
な
つ
て
、
こ
の
種
の
和
解
に
の
み
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
和
解
が
更
改
的
効
力
を
も
た
ず
旧
債
権
関
係
を
現
在
争
わ
れ
て
い
な

内
容
で
確
定
す
る
限
り
に
お
い
て
は
、
不
履
行
の
効
果
は
な
お
存
続
す
る
債
権
関
係
に
つ
き
適
用
さ
れ
る
規
定
に
よ
つ
て
定
ま
る
、
と
説
く
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
韻
窪
畠
巴
は
国
ω
ω
R
の
見
解
を
解
説
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
和
解
契
約
上
の
義
務
は
和
解
の
締
結
と

同
時
に
履
行
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
つ
て
南
の
ω
R
は
お
そ
ら
く
和
解
の
履
行
に
よ
つ
て
当
事
者
が
負
担
し
た
給
付
の
履
行
遅
滞
は
同
時
に

和
解
に
よ
り
発
生
し
た
義
務
す
な
わ
ち
、
本
来
の
法
律
関
係
の
変
動
し
た
形
に
お
け
る
給
付
義
務
を
引
う
け
る
義
務
の
遅
滞
で
あ
る
と
考
え
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
つ
て
彼
に
よ
れ
ば
和
解
上
の
義
務
の
履
行
（
和
解
の
完
成
）
に
よ
り
成
立
す
る
契
約
の
解
除
は
、
同
時
に
法
律
関
係
変
動

を
義
務
づ
け
る
契
約
の
解
除
で
あ
り
、
そ
の
結
果
B
G
B
三
四
六
条
に
よ
り
解
除
か
ら
旧
法
律
関
係
回
復
請
求
権
が
で
て
く
る
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
。
け
だ
し
和
解
は
B
G
B
三
四
六
条
に
よ
り
無
効
に
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
解
除
は
当
事
者
に
相
互
に
う
け
た
給
付
の
返
還
を

義
務
づ
け
る
に
す
ぎ
な
い
。
債
権
法
上
の
和
解
に
よ
り
う
け
た
給
付
は
、
和
解
の
完
成
す
な
わ
ち
、
和
解
の
対
象
た
る
法
律
関
係
の
変
動
で
あ
る
。



し
た
が
つ
て
B
G
B
三
四
六
条
に
よ
り
成
立
せ
し
め
ら
れ
た
請
求
権
は
和
解
に
よ
り
締
結
さ
れ
た
訴
訟
の
訴
訟
物
と
は
別
の
訴
訟
物
で
あ
る
。
し

た
が
つ
て
彼
に
よ
れ
ば
訴
の
変
更
の
要
件
が
あ
る
場
合
に
限
り
旧
訴
の
続
行
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
と
。
こ
れ
に
対
し
て
頃
窪
良
巴
は
、
一
応
、

旧
訴
続
行
の
可
能
性
も
結
局
は
否
定
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
間
を
提
起
す
る
。
け
だ
し
和
解
の
訴
訟
終
了
効
は
互
譲
に
よ
り
当
事
者
間
の

法
律
関
係
を
新
た
に
規
律
す
る
当
事
者
の
義
務
に
よ
つ
て
す
で
に
発
生
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
彼
等
が
新
た
な
法
律
関
係
を
発
生
せ
し
め
る
原

因
で
あ
る
和
解
上
の
義
務
の
履
行
（
和
解
の
完
成
）
に
よ
つ
て
発
生
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
完
成
は
解
除
に
よ
つ

て
は
な
お
排
除
さ
れ
な
い
、
し
た
が
つ
て
和
解
の
訴
訟
終
了
効
は
な
お
存
続
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
解
除
の
効
果

と
し
て
旧
法
律
関
係
回
復
請
求
権
が
で
て
く
る
と
解
す
る
（
間
接
効
果
説
）
よ
り
旧
法
律
関
係
が
当
然
に
復
活
す
る
と
解
す
る
（
直
接
効
果
説
）
ほ

う
が
解
除
権
者
の
保
護
に
あ
つ
い
。
私
は
そ
う
解
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
こ
の
点
の
詳
細
な
検
討
は
本
稿
の
目
的
で
は
な
い
の
で
こ
れ
を

さ
け
る
。
か
か
る
見
解
と
国
ω
の
R
の
見
解
と
を
結
合
す
る
と
旧
訴
復
活
説
が
で
て
く
る
可
能
性
が
十
分
に
認
め
ら
れ
る
。

　
非
更
改
的
和
解
に
つ
い
て
は
、
そ
の
不
履
行
の
効
果
に
関
し
て
国
ω
ω
R
の
見
解
に
よ
れ
ば
な
お
存
続
す
る
債
権
関
係
に
適
用
さ
れ
る
規
定
が
適

用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
以
下
の
事
項
が
明
ら
か
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
当
事
者
が
変
更
さ
れ
た
契
約
あ
る
い
は
確
定
さ
れ
た
契
約
上
の
義
務

を
遅
滞
し
あ
る
い
は
こ
の
義
務
が
不
能
に
な
つ
た
場
合
、
他
方
当
事
者
は
B
G
B
三
二
五
・
三
二
六
条
の
要
件
の
も
と
に
こ
の
契
約
を
解
除
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
国
ω
ω
震
自
身
こ
こ
で
は
債
権
的
和
解
に
つ
い
て
の
解
除
の
効
果
を
認
め
て
い
な
い
。
し
た
が
つ
て
和
解
に
そ
の
効
果
は
及
ば

ず
、
当
事
者
は
単
に
当
事
者
が
和
解
に
よ
り
負
担
し
た
も
の
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
け
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
こ
こ
で
は
訴
訟
の
継
続

は
否
定
さ
れ
る
。

　
か
く
し
て
頃
ω
8
冨
ほ
石
の
い
ず
れ
の
理
論
構
成
を
と
つ
て
も
B
G
B
三
二
五
・
三
二
六
条
に
よ
る
解
除
が
和
解
を
無
効
に
し
旧
訴
の
続
行
を

可
能
に
す
る
と
の
帰
結
を
導
く
こ
と
は
な
い
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

訴
訟
上
の
和
解
の
解
除
と
旧
訴
の
復
活
に
つ
い
て

九
七

（
九
七
）



　
　
　
訴
訟
上
の
和
解
の
解
除
と
旧
訴
の
復
活
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
八
　
　
　
（
九
八
）

三
　
＝
窪
畠
巴
の
立
場
　
　
彼
は
結
論
的
に
は
復
活
説
を
と
る
の
で
あ
る
が
、
右
に
説
い
た
と
こ
ろ
を
前
提
に
し
て
復
活
説
を
い
か
に
理
由
づ
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

る
か
、
換
言
す
れ
ば
、
右
の
前
提
と
復
活
説
と
の
理
論
的
な
脈
絡
を
ど
う
つ
け
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
説
く
の
で
あ
る
。
す

　
　
　
　
　
　
（
10
）

な
わ
ち
、
B
A
G
が
意
図
し
た
と
こ
ろ
は
、
和
解
の
完
成
に
よ
り
発
生
せ
る
義
務
の
不
履
行
又
は
遅
滞
に
対
す
る
特
別
の
制
裁
で
あ
る
。
こ
の
制

裁
は
、
和
解
の
完
成
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
契
約
の
遡
及
的
清
算
が
B
G
B
三
四
六
条
以
下
に
よ
り
な
さ
る
べ
し
と
か
、
あ
る
い
は
、
B
G
B
三
二

五
・
三
二
六
条
に
よ
る
不
履
行
の
損
害
賠
償
が
給
付
さ
れ
る
べ
し
と
す
る
点
に
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
。
不
履
行
・
不
完
全
履
行
の
制
裁
と

し
て
は
、
む
し
ろ
、
不
履
行
・
不
完
全
履
行
に
よ
り
損
害
を
う
け
る
者
が
そ
の
譲
歩
に
も
は
や
拘
束
さ
れ
な
い
、
そ
し
て
旧
債
権
を
そ
の
全
額
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

て
主
張
で
き
る
と
い
う
効
果
を
伴
つ
た
和
解
の
解
消
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
R
G
は
、
和
解
に
よ
る
一
方
当
事
者
の
債
権
の
減
額
を
、
相
手
方

の
な
す
べ
き
で
は
あ
る
が
従
来
拒
否
し
て
い
た
履
行
（
相
手
方
は
こ
れ
を
和
解
の
完
成
に
よ
り
約
定
し
た
こ
と
に
な
る
）
と
を
双
務
関
係
に
お
こ
う
と
し

て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
R
G
が
右
の
見
解
に
賛
成
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
な
る
ほ
ど
正
当
で
は
な

い
。
け
だ
し
R
G
と
同
様
に
和
解
を
双
務
契
約
と
み
る
場
合
、
そ
の
双
務
性
は
当
事
者
双
方
の
互
譲
に
あ
り
、
一
方
に
お
け
る
譲
歩
と
他
方
に
お

け
る
形
成
さ
れ
た
法
律
関
係
に
よ
り
義
務
づ
け
ら
れ
た
給
付
の
履
行
を
対
置
さ
せ
る
点
に
は
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
は
い
つ
て
も
、

R
G
と
同
様
に
当
事
者
の
一
方
が
自
己
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
ヶ
和
解
の
完
成
に
よ
り
発
生
し
た
義
務
を
履
行
し
な
か
つ
た
場
合
、
和
解
の

効
力
を
失
効
せ
し
め
る
こ
と
は
、
考
慮
に
値
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
B
G
B
三
二
五
・
三
二
六
条
の
解
除
権
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
む
し
ろ
和

解
当
事
者
が
そ
の
相
手
方
が
和
解
に
忠
実
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
の
み
和
解
を
維
持
す
る
こ
と
を
望
む
と
い
う
点
か
ら
の
み
和
解
無
効
と
い
う
考

え
方
が
で
て
く
る
に
す
ぎ
な
い
。
一
見
し
て
B
G
B
三
二
五
・
三
二
六
条
の
解
除
権
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
み
え
る
背
景
に
か
く
さ
れ
た
も
の
は
、

不
履
行
、
不
完
全
履
行
に
対
す
る
制
裁
と
し
て
の
和
解
の
失
効
で
あ
る
。
和
解
の
失
効
は
、
和
解
に
含
ま
れ
る
債
権
的
義
務
を
否
定
す
る
の
み
な

ら
ず
、
錯
誤
又
は
詐
欺
に
よ
る
取
消
と
同
様
に
、
和
解
の
完
成
を
、
し
た
が
つ
て
和
解
の
対
象
た
る
法
律
関
係
の
確
認
又
は
変
動
を
も
否
定
す
る
。

和
解
の
失
効
は
法
律
関
係
を
和
解
前
の
状
態
に
も
ど
す
。
こ
の
種
の
和
解
の
失
効
に
つ
い
て
は
法
律
に
規
定
が
な
い
。
和
解
の
失
効
は
慎
重
な
当



事
者
が
こ
の
条
項
を
和
解
に
と
り
い
れ
た
結
果
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
事
者
は
し
ば
し
ば
和
解
成
立
後
の
不
履
行
・
不
完
全
履
行
に
ま
で

配
慮
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
た
め
右
の
条
項
を
和
解
条
項
中
に
挿
入
し
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
場
合
当
該
和
解
に
条
項
の
欠
訣
が
あ
る
の
か
否

か
、
し
た
が
つ
て
右
の
欠
歓
が
補
充
さ
る
べ
き
で
あ
る
の
か
否
か
が
裁
判
所
に
と
り
問
題
に
な
る
。
和
解
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
義
務
の
違
反
に
よ

り
和
解
が
失
効
し
た
と
み
る
の
は
、
和
解
の
解
除
の
効
果
で
は
な
く
、
和
解
を
失
効
条
項
（
＜
R
琶
産
き
絶
）
に
よ
り
補
完
し
た
結
果
で
あ
る
。

但
し
、
こ
の
種
の
和
解
条
項
の
欠
飲
の
補
完
は
い
か
な
る
場
合
に
も
常
に
な
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
和
解
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
義
務
に

違
反
が
あ
つ
た
場
合
で
も
、
そ
の
相
手
方
が
法
律
関
係
を
旧
状
に
復
す
る
こ
と
に
利
益
を
も
た
な
い
場
合
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
け
だ
し
旧
状

に
復
し
旧
訴
を
復
活
さ
せ
る
と
相
手
方
に
敗
訴
の
可
能
性
が
大
き
い
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
和
解
の
無
効
が
明
示
的
又
は
黙
示

的
失
効
約
款
に
基
づ
い
て
い
る
と
す
る
な
ら
ぽ
、
和
解
に
よ
り
終
了
せ
る
訴
訟
係
属
を
復
活
継
続
す
る
こ
と
に
問
題
は
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
そ

の
場
合
旧
訴
と
同
一
の
訴
訟
物
に
よ
る
新
訴
は
不
適
法
に
な
る
。
彼
は
大
略
以
上
の
よ
う
に
説
く
の
で
あ
る
。

（（（（（（（（（（（1110987654321）））））））））））
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訴
訟
上
の
和
解
の
解
除
と
旧
訴
の
復
活
に
つ
い
て

一
〇
〇

（
一
〇
〇
）

五
　
頃
窪
良
Φ
一
理
論
の
間
題
点

一
　
債
権
契
約
と
し
て
の
和
解
は
い
か
な
る
債
務
を
発
生
せ
し
め
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
考
え
う
る
二
つ
の
可
能
性
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

一
つ
は
頃
魯
鼻
巴
の
説
く
よ
う
に
法
律
関
係
の
形
成
債
務
を
発
生
せ
し
め
る
と
い
う
考
え
方
、
他
は
和
解
内
容
に
し
た
が
つ
て
法
律
関
係
あ
り
と

し
て
取
扱
う
債
務
を
発
生
せ
し
め
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
考
え
方
が
こ
れ
で
あ
る
。
後
者
の
見
解
を
と
れ
ば
和
解
の
対
象
た
る
法
律
関
係
の
存
続

す
る
以
上
和
解
契
約
上
の
債
務
が
存
続
す
る
と
み
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
前
者
の
見
解
を
と
れ
ば
和
解
の
完
成
に
よ
り
（
通
常
は
そ
れ
が
和
解
と
同

時
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
）
和
解
契
約
上
の
義
務
は
履
行
さ
れ
消
滅
す
る
、
し
た
が
つ
て
、
も
は
や
和
解
の
解
除
は
あ
り
え
な
い
と
す
る
立
場
が

一
応
正
当
な
よ
う
に
み
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
和
解
に
実
体
的
形
成
的
効
果
を
認
め
る
と
す
る
見
解
よ
り
す
れ
ぽ
前
者
が
正
当
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
前
者
の
立
場
を
と
る
と
し
て
も
、
和
解
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
債
務
の
不
履
行
、
不
完
全
履
行
に
よ
る
和
解
契
約
そ
れ
自
体
の
解
除
を
認
め
る
余

地
は
依
然
と
し
て
存
在
す
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
こ
の
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　
和
解
の
解
除
は
遡
及
的
に
和
解
以
前
の
法
律
関
係
を
回
復
す
る
と
す
る
命
題
は
、
頃
窪
畠
2
の
批
判
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
依
然
と
し
て
正
当
で

あ
る
と
私
は
考
え
る
。
こ
の
点
に
彼
の
理
論
の
第
一
の
間
題
点
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
国
窪
良
巴
の
説
く
よ
う
に
和
解
に
よ
り
発
生
せ
る
和
解
契

約
上
の
義
務
は
和
解
の
完
成
（
＜
。
茜
亙
9
ω
ぎ
冒
轟
）
に
よ
つ
て
そ
の
履
行
が
完
了
し
も
は
や
解
除
の
余
地
が
な
く
な
る
と
い
う
べ
き
で
は
な
い
。

形
成
を
な
す
べ
き
義
務
は
形
成
の
結
果
を
争
わ
な
い
義
務
を
も
反
面
含
ん
で
い
る
は
ず
で
あ
る
。
さ
よ
う
に
解
す
る
と
和
解
に
よ
り
形
成
乃
至
確

定
（
以
下
同
じ
）
さ
れ
た
法
律
関
係
が
存
続
す
る
以
上
当
該
法
律
関
係
の
形
成
そ
れ
自
体
を
争
わ
な
い
こ
と
も
和
解
契
約
上
の
債
務
で
あ
る
。
民

法
六
九
五
条
も
「
其
間
二
存
ス
ル
争
ヲ
止
ム
ル
コ
ト
ヲ
約
ス
ル
」
と
あ
り
、
一
定
の
法
律
関
係
を
形
成
乃
至
確
定
し
て
も
和
解
契
約
に
よ
り
変
更

乃
至
確
定
さ
れ
た
義
務
の
不
履
行
は
右
法
律
関
係
を
争
う
こ
と
を
意
味
し
、
和
解
上
の
義
務
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
つ
て
和
解
契
約
上
の

債
務
は
当
該
法
律
関
係
の
存
続
す
る
以
上
存
続
し
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
右
の
義
務
違
反
が
あ
れ
ば
す
く
な
く
と



も
債
務
不
履
行
を
理
由
に
和
解
そ
れ
自
体
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
右
の
義
務
違
反
は
和
解
上
の
法
律
関

係
形
成
義
務
違
反
で
も
あ
る
と
同
時
に
和
解
に
よ
り
形
成
せ
ら
れ
た
義
務
の
違
反
で
も
あ
る
か
ら
、
相
手
方
と
し
て
は
和
解
を
解
除
し
て
旧
法
律

関
係
を
復
元
す
る
か
、
あ
る
い
は
形
成
対
象
と
な
つ
た
契
約
関
係
を
解
除
す
る
か
、
そ
の
い
ず
れ
か
を
選
択
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
す
く
な

く
と
も
和
解
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
義
務
の
違
反
が
あ
る
場
合
に
解
除
を
後
者
の
み
に
限
定
し
前
者
に
つ
き
こ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ

る
と
私
は
考
え
る
。
明
示
的
又
は
黙
示
的
に
で
は
あ
れ
和
解
の
失
効
条
項
を
特
別
に
考
え
る
の
は
技
巧
的
に
す
ぎ
る
。
む
し
ろ
さ
よ
う
な
特
別
条

項
を
和
解
契
約
の
そ
と
に
想
定
し
な
く
て
も
、
和
解
契
約
そ
れ
自
体
の
構
成
の
な
か
で
、
内
在
的
に
解
除
の
可
能
性
を
考
え
て
行
く
の
が
常
道
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
我
妻
教
授
も
、
「
和
解
に
よ
つ
て
成
立
し
た
債
務
の
不
履
行
を
理
由
と
す
る
解
除
権
を
留
保
す
る
こ
と
も
、
も
と
よ
り
有

効
で
あ
る
。
留
保
が
な
く
と
も
、
和
解
に
よ
つ
て
生
じ
た
債
務
の
不
履
行
が
あ
れ
ば
、
一
般
の
原
則
（
五
四
一
条
ー
五
四
三
条
）
に
従
つ
て
解
除
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

こ
と
も
で
き
る
。
解
除
の
効
果
が
遡
及
的
な
原
状
回
復
で
あ
る
こ
と
も
（
五
四
五
条
）
一
般
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。

二
　
私
は
理
論
構
成
は
別
に
し
て
結
論
的
に
は
＝
魯
畠
巴
と
同
様
に
和
解
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
債
務
の
不
履
行
乃
至
不
完
全
履
行
に
よ
る
解
除

に
よ
つ
て
和
解
が
消
滅
・
失
効
し
、
旧
法
律
関
係
が
復
活
す
る
と
考
え
る
。
そ
こ
で
＝
窪
鼻
巴
は
こ
の
旧
法
律
関
係
の
復
活
を
ス
ト
レ
イ
ト
に
訴

訟
終
了
効
の
排
除
に
結
び
つ
け
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
彼
の
理
論
の
第
二
の
問
題
点
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
既
述
の
と
お
り
、

無
効
や
取
消
の
よ
う
に
和
解
が
成
立
の
当
初
か
ら
鍛
疵
を
内
在
せ
し
め
て
い
る
場
合
と
は
異
り
、
こ
の
場
合
は
一
且
有
効
に
成
立
し
た
和
解
が
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

発
的
外
在
的
事
由
に
よ
り
消
滅
せ
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
そ
れ
は
和
解
成
立
後
の
新
た
な
法
律
関
係
の
発
展
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
和
解
の
失
効
が
旧
訴
を
復
活
さ
せ
る
と
い
う
た
め
に
は
そ
れ
な
り
の
理
論
構
成
が
必
要
で
あ
る
。
頃
窪
畠
巴
理
論
に
は
こ
の
点
の
検
討
が

な
い
。
た
し
か
に
形
式
論
理
的
に
は
和
解
が
実
体
的
に
失
効
す
れ
ば
訴
訟
上
の
和
解
も
失
効
し
す
な
わ
ち
和
解
の
訴
訟
終
了
効
も
な
く
な
り
、
旧
訴

が
復
活
す
る
と
解
す
る
の
が
両
性
説
の
帰
結
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
あ
ま
り
に
も
形
式
的
な
論
理
で
あ
る
。
和
解
が
実
体
的
に
失
効
し
た
場
合

　
　
　
訴
訟
上
の
和
解
の
解
除
と
旧
訴
の
復
活
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
一
　
　
　
（
一
〇
一
）



　
　
　
訴
訟
上
の
和
解
の
解
除
と
旧
訴
の
復
活
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
二
　
　
　
（
一
〇
二
）

で
も
旧
訴
の
復
活
を
認
め
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
訴
訟
政
策
的
乃
至
は
目
的
論
的
配
慮
が
加
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
よ
う
な
配
慮
を
す

る
必
要
が
な
い
場
合
に
限
つ
て
、
た
し
か
に
右
の
形
式
論
理
が
通
用
す
る
に
す
ぎ
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
旧
訴
を
復
活
す
れ
ば
、
和
解
前
の
旧

訴
の
訴
訟
状
態
を
前
提
に
し
て
訴
訟
を
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
味
で
は
当
事
者
間
の
公
平
、
訴
訟
経
済
の
要
請
に
か
な
つ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
和
解
が
当
初
か
ら
椴
疵
を
伴
つ
て
成
立
し
て
い
れ
ば
旧
訴
の
復
活
は
止
む
を
え
な
い
に
し
て
も
、
外
在
的
後
発
的
事
由
に
よ
り
訴

訟
終
了
効
が
左
右
さ
れ
る
と
い
う
の
で
は
、
未
済
事
件
と
既
済
事
件
の
処
理
を
め
ぐ
り
裁
判
所
に
必
要
以
上
の
負
担
を
か
け
る
こ
と
に
な
る
と
思

わ
れ
る
。
結
局
こ
こ
で
は
旧
訴
の
復
活
を
め
ぐ
り
対
立
す
る
二
つ
の
利
害
関
係
の
い
ず
れ
を
優
先
さ
せ
る
か
と
い
う
点
が
問
題
に
な
る
。
私
は
後

者
を
優
先
さ
せ
た
い
と
考
え
る
。
旧
訴
を
復
活
す
れ
ば
和
解
締
結
時
の
訴
訟
状
態
を
基
礎
に
審
理
を
す
す
め
る
こ
と
に
な
り
、
そ
う
す
る
こ
と
が
、

当
事
者
の
利
益
で
あ
り
、
信
義
に
適
い
、
且
つ
訴
訟
経
済
と
い
う
観
点
か
ら
も
好
ま
し
い
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、
当
事
者
の
利
益
と
か
信
義

に
適
う
と
は
い
つ
て
も
、
旧
訴
で
形
成
さ
れ
た
事
実
状
態
に
ほ
ぽ
近
い
状
態
は
そ
れ
を
援
用
し
よ
う
と
す
る
当
事
者
の
努
力
い
か
ん
に
よ
り
新
別

訴
に
お
い
て
あ
る
程
度
形
成
さ
れ
え
な
い
わ
け
で
は
な
い
（
但
し
相
手
方
が
自
白
し
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
は
問
題
が
あ
る
が
、
こ
の
場
合
も
事
実
上
は

信
義
則
の
適
用
な
ど
で
あ
る
程
度
カ
バ
ー
で
き
な
い
こ
と
は
な
い
）
。
訴
訟
経
済
の
要
請
の
程
度
は
旧
訴
の
進
行
状
態
い
か
ん
に
よ
つ
て
も
変
つ
て
く
る

し
、
ま
た
新
訴
の
繰
返
し
が
裁
判
所
に
か
け
る
負
担
は
大
き
い
と
は
い
え
裁
判
所
に
耐
え
が
た
い
も
の
と
は
い
え
な
い
（
実
際
に
和
解
の
不
履
行
に
よ

る
解
除
は
そ
れ
程
多
く
は
な
い
で
あ
ろ
う
）
の
に
反
し
て
、
外
在
的
後
発
事
由
に
よ
る
訴
訟
終
了
効
の
排
除
が
既
済
事
件
と
未
済
事
件
の
処
理
を
め
ぐ

り
裁
判
所
に
か
け
る
負
担
は
裁
判
所
に
と
つ
て
耐
え
が
た
い
も
の
に
な
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
和
解
の
無
効
、
取
消
等
も
旧
訴
を
復
活
さ

せ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
も
同
様
に
裁
判
所
に
未
済
事
件
・
既
済
事
件
の
取
扱
を
め
ぐ
り
た
え
が
た
い
負
担
を
か
け
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ

ら
の
暇
疵
が
和
解
に
内
在
的
な
も
の
で
あ
る
た
め
、
和
解
の
無
効
を
旧
訴
の
復
活
に
つ
な
げ
ざ
る
を
得
な
い
面
が
あ
る
か
ら
、
裁
判
所
に
右
の
負
担

を
か
け
る
こ
と
も
止
む
を
得
な
い
の
で
あ
る
が
、
か
よ
う
な
ヶ
ー
ス
は
な
る
べ
く
減
ら
す
よ
う
な
訴
訟
政
策
的
配
慮
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
幸
に
し

て
解
除
は
外
在
的
、
後
発
的
失
効
原
因
で
あ
る
と
い
う
点
で
内
在
的
職
疵
で
あ
る
無
効
や
取
消
と
区
別
で
き
る
要
素
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。



か
く
し
て
私
は
私
が
判
例
批
評
及
び
論
文
に
お
い
て
す
で
に
主
張
し
た
復
活
否
定
説
を
依
然
と
し
て
採
用
し
た
い
と
考
え
る
。
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）
債
権
各
論
（
中
巻
二
）
八
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二
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。

（
2
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こ
の
点
を
評
価
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
小
山
前
掲
判
批
三
〇
一
頁
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学
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続
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研
究
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て
研
究
す
る

機
会
が
与
え
ら
れ
た
。
本
稿
は
そ
の
問
に
執
筆
し
た
た
め
、
右
研
究
所
の
日
本
私
法
文
庫
に
お
い
て
参
照
し
う
る
日
本
文
献
を
引
用
す
る
こ
と
に
つ
と
め
た
が
、

し
か
し
引
用
可
能
な
日
本
文
献
の
範
囲
に
制
限
が
あ
る
こ
と
は
否
定
し
え
な
い
。
折
を
み
て
補
充
、
訂
正
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。
学
生
時
代
か
ら
御
指
導
を
賜
つ

た
青
柳
先
生
の
退
職
記
念
号
に
か
よ
う
な
形
の
論
文
を
提
出
す
る
こ
と
は
不
本
意
で
は
あ
る
が
、
締
切
日
の
関
係
も
あ
り
御
容
赦
を
お
願
い
申
し
上
げ
る
こ
と
に

し
た
。
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