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行
為
効
と
制
度
効

訴
訟
上
の
当
事
者
の
行
為

裁
判
所
側
の
行
為

類
説
と
の
異
同

弁
論
主
義
と
行
為
責
任

行
為
効
と
制
度
効

　
人
は
、
姿
勢
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
過
ち
を
更
め
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
矛
盾
し
た
行
為
に
出
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
行
為
は
人
格
の

表
現
で
あ
る
と
こ
ろ
、
分
裂
し
た
人
格
は
一
つ
の
人
格
で
は
な
い
か
ら
で
あ
つ
て
、
両
立
し
な
い
矛
盾
行
為
が
同
時
に
行
わ
れ
る
と
き
は
行
為
を

成
さ
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
異
時
の
行
為
が
矛
盾
す
る
場
合
に
も
ま
た
、
こ
れ
を
許
す
事
情
が
と
く
に
認
め
ら
れ
な
い
か
ぎ

り
、
後
行
の
行
為
は
行
為
と
し
て
の
意
味
を
も
た
な
い
も
の
と
、
理
解
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
異
時
の
矛
盾
行
為
が
．
自
由
な
姿
勢
の
変
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換
”
と
し
て
広
く
許
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
人
の
先
行
行
為
が
他
者
に
と
つ
て
は
な
お
単
に
所
与
の
一
事
実
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
状
況
、
す
な
わ

ち
、
彼
と
他
人
と
の
間
に
な
お
人
格
的
な
接
衝
が
成
立
し
て
い
な
い
状
況
が
、
現
実
に
相
当
広
範
で
あ
る
結
果
に
他
な
ら
ず
、
甲
者
の
先
行
行
為

が
乙
者
に
と
つ
て
も
行
為
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
た
場
合
に
さ
え
甲
が
．
過
ち
の
是
正
”
と
し
て
矛
盾
し
た
後
行
行
為
を
な
し
う
る
の
は
、
こ
れ

を
禁
じ
る
更
に
特
段
の
要
求
の
な
い
か
ぎ
り
、
理
由
の
あ
る
矛
盾
、
す
な
わ
ち
、
一
つ
の
人
格
の
う
ち
に
包
摂
し
う
る
矛
盾
と
認
め
ら
れ
る
た
め

で
あ
つ
て
、
い
ず
れ
の
場
合
に
も
矛
盾
を
許
す
特
別
の
事
情
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
異
時
の
矛
盾
行
為
の
場
合
、
先
行
行
為
が
活
き
て
後

行
行
為
が
活
き
な
い
の
は
、
常
に
既
に
先
行
行
為
が
他
人
に
と
つ
て
行
為
と
し
て
機
能
し
た
と
き
、
す
な
わ
ち
、
先
行
行
為
が
す
ぐ
に
他
人
の
人

格
の
一
部
を
構
成
し
て
し
ま
つ
た
と
き
の
み
が
間
題
で
あ
る
と
こ
ろ
、
行
為
者
に
は
そ
の
他
人
の
人
格
を
消
去
す
る
資
格
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

か
く
、
人
格
は
、
そ
れ
自
体
の
属
性
と
し
て
、
一
行
為
と
矛
盾
す
る
同
時
お
よ
び
後
行
の
行
為
を
許
さ
な
い
こ
と
を
原
則
と
す
る
。
こ
れ
を
人
の

行
為
に
帰
属
す
る
効
力
と
み
て
「
行
為
効
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
行
為
効
は
、
制
度
の
な
か
に
組
込
ま
れ
る
と
ぎ
、
必
然
、
な
に
が
し
か
の
変
容
を
う
け
る
。
た
と
え
ば
、
確
定
判
決
の
内
容
は
、

た
と
え
理
由
の
あ
る
矛
盾
だ
か
ら
と
い
つ
て
も
、
後
行
の
判
決
に
よ
つ
て
空
洞
化
さ
れ
て
は
、
制
度
が
成
立
た
な
い
。
故
に
こ
そ
既
判
力
は
理
由

の
有
無
を
間
わ
ず
矛
盾
判
断
を
禁
じ
る
の
で
あ
つ
て
、
こ
れ
は
行
為
効
を
一
歩
進
め
て
作
ら
れ
た
「
制
度
効
」
の
一
種
で
あ
る
。
だ
が
、
行
為
を

も
つ
て
組
成
さ
れ
る
制
度
が
、
そ
の
あ
ら
ゆ
る
行
為
に
つ
い
て
行
為
効
を
修
正
し
、
こ
れ
と
は
異
な
る
制
度
効
を
用
意
し
て
い
る
と
は
、
と
う
て

い
考
え
え
な
い
事
理
で
あ
ろ
う
。
変
容
を
要
し
な
い
行
為
効
は
そ
の
ま
ま
こ
れ
を
採
用
し
て
い
る
と
想
定
す
る
他
な
く
、
制
度
を
法
案
が
規
律
す

る
場
合
に
は
、
変
容
せ
ら
れ
な
い
行
為
効
に
つ
い
て
法
文
は
寧
ろ
歓
け
る
こ
と
に
な
ろ
う
と
推
測
せ
ら
れ
る
。

　
そ
う
し
た
推
測
が
誤
り
で
な
い
実
証
は
、
確
立
し
た
解
釈
の
一
例
か
ら
で
も
、
援
引
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
一
般
の
解
説
が
、
訴

訟
当
事
者
の
事
実
上
の
陳
述
は
、
原
則
と
し
て
自
由
に
撤
回
で
き
る
と
と
も
に
、
た
と
え
撤
回
は
さ
れ
て
も
弁
論
の
全
趣
旨
を
構
成
す
る
こ
と

を
、
説
い
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
解
説
は
正
し
い
が
、
撤
回
の
自
由
は
、
当
事
者
の
敦
れ
に
と
つ
て
も
弁
論
が
一
体
で
あ
る
べ
き
こ
と
に
基
づ



く
行
為
効
の
制
度
的
修
正
に
他
な
ら
な
い
。
な
お
且
つ
、
撤
回
の
そ
の
あ
と
に
、
一
た
ん
は
陳
述
せ
ら
れ
た
事
実
と
そ
の
内
容
と
が
弁
論
の
全
趣

旨
を
構
成
し
て
言
わ
ば
余
後
効
を
残
す
と
い
う
の
は
、
行
為
効
を
予
定
せ
ず
に
は
理
解
す
る
こ
と
の
困
難
な
解
釈
で
、
し
か
も
こ
の
点
に
つ
い
て

明
文
の
規
定
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
だ
か
ら
、
行
為
効
は
、
法
文
が
制
度
効
と
し
て
明
記
す
る
と
否
と
を
問
わ
ず
、
ま
た
解
釈
学
が
制
度
効
に
造
形
し
て
い
る
と
否
と
を
問
わ
ず
、

法
規
も
し
く
は
解
釈
が
と
く
に
変
容
を
加
え
て
い
な
い
か
ぎ
り
、
制
度
中
に
取
込
ま
れ
た
行
為
に
つ
い
て
も
認
め
ら
れ
る
、
と
言
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
手
続
は
行
為
の
連
鎖
で
あ
る
か
ら
、
行
為
効
は
、
手
続
制
度
と
し
て
の
民
事
訴
訟
の
当
然
の
前
提
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
を
肯
定

す
る
の
に
特
別
な
制
度
的
措
置
は
不
要
で
あ
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
否
定
す
る
た
め
に
は
、
却
つ
て
、
特
別
な
制
度
的
要
請
の
指
摘
を
要
す
る
の

で
あ
る
。

　
そ
れ
故
に
、
ま
た
、
行
為
効
は
、
実
定
”
法
”
手
続
外
の
、
単
な
る
道
徳
や
、
理
想
・
理
念
な
い
し
自
然
法
や
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
な
る
ほ

ど
、
制
度
効
と
し
て
変
容
せ
ら
れ
、
従
つ
て
そ
の
も
の
と
し
て
は
排
斥
せ
ら
れ
た
場
面
に
お
け
る
行
為
効
は
、
実
定
法
上
に
妥
当
し
な
い
で
あ
ろ

う
。
だ
が
、
制
度
的
要
請
が
と
く
に
排
斥
す
る
必
要
を
認
め
な
い
行
為
効
は
、
実
定
効
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
つ
て
、
そ
う
で
な
け
れ

ば
、
行
為
が
行
為
で
は
な
く
な
る
の
み
な
ら
ず
、
何
よ
り
も
、
制
度
が
穴
だ
ら
け
で
有
機
的
一
体
を
な
さ
ず
、
そ
の
も
の
と
し
て
成
立
し
な
い
。

こ
の
穴
を
埋
め
る
た
め
に
、
他
所
に
は
妥
当
す
る
が
其
所
に
は
妥
当
し
な
い
制
度
的
要
請
を
無
理
に
拡
大
し
て
其
所
を
蔽
う
こ
と
は
、
無
益
有
害

で
、
ギ
ク
シ
ャ
ク
し
た
結
果
を
産
む
だ
け
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
制
度
的
要
請
に
矛
盾
し
な
い
行
為
効
は
、
実
定
法
の
効
果
と
し
て
は

制
度
効
と
異
な
ら
ず
、
そ
れ
自
体
も
一
種
の
制
度
効
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
こ
れ
を
行
為
効
と
呼
ん
で
制
度
効
に
対
置
す
る
の

は
、
制
度
効
へ
の
こ
と
さ
ら
な
造
形
が
、
弾
力
性
の
喪
失
を
伴
い
、
従
つ
て
具
体
個
別
の
結
果
に
お
い
て
却
つ
て
不
当
を
招
来
す
る
こ
と
が
あ

る
、
と
の
認
識
を
、
把
持
し
て
見
失
わ
な
い
用
意
で
あ
る
。

行
為
効
の
理
論

一
三
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行
為
効
の
理
論

一
四

（
一
四
）

二
　
訴
訟
上
の
当
事
者
の
行
為

　
行
為
効
が
何
よ
り
も
訴
訟
上
の
当
事
者
の
行
為
に
つ
い
て
妥
当
す
べ
き
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
当
事
者
は
多
く
の
場
合
に
事
実
自
然
人
で
あ
り
、

自
然
人
で
な
い
場
合
に
も
そ
れ
は
自
然
人
に
模
擬
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
人
格
は
も
と
も
と
自
然
人
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
る
の
だ
か
ら

で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
た
と
え
ば
、
矛
盾
し
て
両
立
し
な
い
事
実
上
の
陳
述
が
同
一
当
事
者
か
ら
単
純
並
列
的
に
同
時
に
な
さ
れ
る
場
合
に
は
、

そ
の
い
ず
れ
も
が
無
効
に
な
る
。
に
も
拘
ら
ず
、
既
に
他
人
（
裁
判
所
お
よ
び
相
手
方
当
事
者
）
と
の
接
衝
に
は
置
か
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
陳
述

が
な
さ
れ
た
事
実
と
そ
の
内
容
と
は
弁
論
の
全
趣
旨
を
構
成
し
、
完
全
な
空
無
に
戻
す
こ
と
は
で
ぎ
な
い
。
同
一
の
単
一
訴
訟
手
続
の
な
か
で
先

行
行
為
と
矛
盾
す
る
事
実
上
の
陳
述
が
異
時
後
行
の
行
為
と
し
て
な
さ
れ
る
場
合
に
、
弁
論
の
一
体
性
を
保
持
す
る
た
め
、
撤
回
・
差
換
え
の
趣

旨
で
な
ら
ば
こ
れ
が
許
さ
れ
る
が
、
し
か
も
余
後
効
を
消
す
こ
と
は
で
ぎ
な
い
こ
と
は
、
既
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
逆
に
、
行
為
効
は
、
人

格
不
可
分
の
原
理
と
し
て
の
一
人
格
一
行
為
の
原
則
な
の
で
あ
る
か
ら
、
同
時
も
し
く
は
異
時
の
“
同
一
内
容
”
の
行
為
は
一
つ
に
「
融
合
」
し

て
複
数
の
行
為
に
は
な
ら
な
い
。
弁
済
の
事
実
主
張
は
何
回
く
り
返
さ
れ
て
も
」
つ
の
”
事
実
主
張
で
あ
り
、
貸
金
返
還
請
求
は
同
じ
場
面
で

は
何
回
お
こ
さ
れ
て
も
“
一
つ
の
”
貸
金
返
還
請
求
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
原
告
甲
被
告
乙
間
の
貸
金
返
還
請
求
訴
訟
の
係
属
中
、
甲
が
乙
を
相
手

に
同
じ
貸
金
の
返
還
を
追
加
訴
求
し
て
併
合
を
求
め
て
も
、
請
求
は
複
数
に
な
ら
な
い
理
由
が
あ
る
。

　
同
じ
こ
と
は
、
併
合
訴
訟
手
続
の
場
合
に
も
言
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
、
複
数
の
請
求
、
複
数
の
訴
訟
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
た

め
に
行
為
が
行
為
で
な
く
な
る
道
理
は
な
い
の
み
な
ら
ず
、
手
続
は
併
合
せ
ら
れ
て
い
て
、
行
為
の
“
場
面
”
は
一
つ
な
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ

れ
故
に
、
甲
乙
間
に
a
b
二
請
求
が
係
属
し
て
い
る
と
ぎ
、
た
と
え
一
つ
は
a
請
求
の
た
め
に
、
他
は
b
請
求
の
た
め
に
せ
ら
れ
る
と
し
て
も
、

二
つ
の
矛
盾
し
た
事
実
上
の
陳
述
を
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
同
一
事
実
の
異
な
る
評
価
に
基
づ
く
別
異
の
法
的
主
張
は
差
支
え
な
い
が
、
そ

れ
ら
は
矛
盾
し
な
い
も
の
（
両
立
す
る
法
的
主
張
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
a
請
求
の
た
め
の
陳
述
は
当
然
に
b
請
求
の
た
め
に
も
せ
ら
れ
た
こ



と
に
な
る
筈
で
、
お
よ
そ
敦
れ
の
請
求
の
た
め
の
陳
述
か
を
区
別
す
る
必
要
が
実
は
な
い
の
で
あ
り
、
a
b
が
法
律
上
も
し
く
は
事
実
上
異
な
る

側
面
に
つ
い
て
で
な
け
れ
ば
、
異
な
る
陳
述
は
樹
た
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
甲
も
し
く
は
乙
が
人
格
と
し
て
分
裂
せ
ざ
る
を
え
な

い
か
ら
で
あ
つ
て
、
た
と
え
ば
反
訴
に
よ
れ
ば
、
別
訴
に
よ
る
の
と
異
な
つ
て
、
判
断
の
抵
触
を
避
け
る
こ
と
の
で
き
る
理
由
も
、
結
局
は
こ
こ

に
あ
る
。
併
合
訴
訟
に
お
い
て
、
相
手
方
の
一
つ
の
事
実
主
張
を
、
a
請
求
の
関
係
で
自
白
し
、
b
請
求
の
関
係
で
は
争
う
、
と
い
う
よ
う
な
こ

と
は
、
制
度
以
前
の
約
束
と
し
て
、
は
じ
め
か
ら
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
併
合
訴
訟
が
主
観
的
な
意
味
で
の
併
合
で
あ
る
場
合
も
、
か
よ
う
な

道
理
に
変
わ
り
は
な
い
。
な
る
ほ
ど
、
通
常
の
共
同
訴
訟
で
、
原
告
甲
の
事
実
主
張
を
、
被
告
乙
は
自
白
し
、
共
同
被
告
丙
は
争
う
と
い
う
こ
と

が
、
可
能
に
な
ろ
う
。
こ
れ
は
、
し
か
し
、
乙
丙
が
別
人
格
な
れ
ば
こ
そ
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
甲
が
同
じ
事
実
を
、
乙
に
対
し
て
は
存
在
と
主

張
し
、
丙
に
対
し
て
は
不
存
在
と
主
張
す
る
よ
う
な
こ
と
は
、
許
さ
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
共
同
訴
訟
で
も
、
通
常
の
共
同
訴
訟
で
あ
れ
ば
甲
乙
間
・

甲
丙
間
に
訴
訟
資
料
の
不
斉
一
を
生
じ
る
が
、
こ
の
場
合
を
も
含
め
て
す
べ
て
の
場
合
に
、
甲
自
身
の
行
為
の
矛
盾
・
乙
自
身
の
行
為
の
矛
盾
・

丙
自
身
の
行
為
の
矛
盾
は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
つ
て
、
さ
れ
ば
こ
そ
、
通
常
共
同
訴
訟
の
場
合
で
さ
え
、
共
同
訴
訟
を
認
め
る
こ
と
に
、
意
味
が

生
じ
る
の
で
あ
る
。

　
だ
が
、
し
か
し
、
完
結
し
た
先
行
手
続
と
後
行
の
独
立
手
続
と
の
間
で
も
、
行
為
効
が
失
わ
る
べ
き
理
由
は
な
い
。
こ
の
場
合
、
留
意
せ
ら
れ

る
ぺ
き
は
、
場
面
と
し
て
の
手
続
が
異
な
れ
ば
他
の
場
面
で
行
わ
れ
た
こ
と
を
顧
慮
す
る
必
要
は
な
い
、
と
い
う
約
束
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
な
け

れ
ば
手
続
の
迅
速
適
確
な
遂
行
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
　
“
別
手
続
は
別
手
続
”
と
い
う
こ
の
約
束
は
、
必
要
で
あ
つ
て
敏
く
こ
と
を
得
な
い
。

け
れ
ど
も
、
　
“
別
手
続
は
別
手
続
”
と
は
、
　
仔
顧
慮
し
な
く
て
も
よ
い
”
と
の
許
容
で
あ
つ
て
、
　
。
顧
慮
し
て
は
な
ら
な
い
”
と
の
禁
止
で
は
な

い
。
固
よ
り
、
乙
手
続
内
に
顕
出
さ
れ
な
い
資
料
を
甲
手
続
か
ら
採
つ
て
斜
酌
す
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
乙
手
続
内
に
甲
手
続
の

内
容
と
結
果
と
が
顕
出
さ
れ
た
場
合
に
も
な
お
且
つ
そ
の
顧
慮
を
禁
ず
べ
き
理
由
は
な
い
。
手
続
の
迅
速
適
確
な
遂
行
が
こ
の
場
合
は
顧
慮
に
よ

つ
て
妨
げ
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
顧
慮
を
禁
じ
れ
ば
却
つ
て
人
格
の
不
可
分
が
殿
損
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
別
の
場
面
で
行
わ
れ
た
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行
為
ま
で
一
々
顧
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
ど
こ
に
矛
盾
行
為
が
在
る
か
は
見
当
も
つ
か
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
の
調
査
は
不
能
も
し

く
は
極
め
て
困
難
で
、
手
続
の
遂
行
は
事
実
上
無
理
に
な
る
。
そ
の
た
め
行
為
効
を
無
視
し
て
も
制
度
を
可
能
に
し
よ
う
と
し
て
、
別
手
続
の

“
顧
慮
は
し
な
く
て
よ
い
”
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
特
定
具
体
の
行
為
場
面
が
顕
出
さ
れ
れ
ば
、
右
の
困
難
は
除
去
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
旧

場
面
は
新
場
面
と
接
続
し
て
一
つ
の
場
面
と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
行
為
効
は
復
活
し
て
、
旧
手
続
が
厚
顧
慮
し
て
は
な
ら
な
い
”
も
の
ど
こ
ろ

か
、
　
“
顧
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
”
も
の
に
な
る
に
他
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
、
た
と
え
ば
、
甲
訴
訟
で
賃
貸
借
契
約
を
主
張
し
た
Y
は
、
乙

訴
訟
で
同
じ
賃
貸
借
契
約
の
不
存
在
を
主
張
す
る
を
許
さ
れ
な
い
。
た
と
え
甲
訴
訟
の
相
手
方
当
事
者
は
X
で
あ
り
、
乙
訴
訟
の
相
手
方
当
事
者

は
Z
で
あ
る
場
合
で
も
、
同
一
の
賃
貸
借
契
約
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
そ
う
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
こ
れ
を
認
め
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
前
後
両
訴
訟

の
判
決
内
容
が
不
調
和
に
お
わ
る
例
は
、
極
め
て
減
少
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
尤
も
、
独
立
し
た
前
後
の
両
訴
訟
間
で
矛
盾
行
為
の
禁
止
を
考
え
る
に
つ
い
て
は
、
次
の
諸
点
が
留
意
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ

　
　
ヤ
　
　
ヤ

ち
、
第
一
に
、
矛
盾
行
為
の
禁
止
が
作
用
す
る
の
は
、
い
ず
れ
か
の
当
事
者
に
よ
つ
て
前
訴
訟
の
全
部
も
し
く
は
一
部
が
援
用
さ
れ
た
場
合
に
か

ぎ
り
、
且
つ
援
用
の
限
度
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
う
で
な
い
か
ぎ
り
．
他
の
手
続
を
顧
慮
す
る
要
な
し
”
と
の
制
度
的
要
請
が
優
先
し
、
行
為
場
面

の
一
体
化
が
生
じ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
当
事
者
の
双
方
が
土
俵
を
新
た
に
し
て
対
決
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
こ
と
さ
ら
古
い
土
俵
を
持
出
す
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必
要
が
な
い
の
だ
、
と
も
説
明
で
き
よ
う
。
ま
た
、
第
二
に
、
前
訴
訟
が
援
用
せ
ら
れ
た
場
合
に
も
、
前
訴
訟
の
そ
れ
と
矛
盾
す
る
行
為
が
禁
じ

ら
れ
る
だ
け
で
、
同
じ
主
張
の
固
執
が
禁
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
た
と
え
、
弁
済
を
主
張
し
て
争
わ
れ
、
証
拠
調
の
結
果
こ
れ
が
否
定
せ
ら
れ

た
場
合
で
も
、
同
じ
当
事
者
が
再
び
弁
済
を
主
張
す
る
の
は
、
決
し
て
矛
盾
行
為
で
は
な
い
。
こ
れ
か
ら
生
じ
る
矛
盾
判
断
の
避
止
は
、
後
出
の
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裁
判
所
側
の
行
為
効
の
間
題
で
、
当
事
者
側
の
行
為
効
の
間
題
で
は
な
い
。
そ
う
し
て
、
第
三
に
、
前
訴
訟
が
援
用
せ
ら
れ
た
以
上
は
、
矛
盾
行

為
は
原
則
と
し
て
当
然
に
無
効
と
な
る
。
だ
が
、
こ
れ
は
、
常
に
そ
う
だ
と
い
う
の
で
は
な
く
、
理
由
の
あ
る
態
度
変
更
は
許
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
行
為
効
は
制
度
効
の
よ
う
な
画
一
的
な
も
の
で
は
な
い
。
理
由
は
疎
明
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
意
味
で
後
訴
当
事
者
は
な
お
拘



束
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
が
、
過
ち
を
更
め
る
な
ど
、
人
格
的
一
貫
を
害
し
な
い
と
の
理
由
を
疎
明
し
さ
え
す
れ
ば
、
矛
盾
し
た
行
為
と
い
え
ど
も

許
さ
れ
る
の
で
あ
つ
て
、
拘
束
は
決
し
て
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い
。
勿
論
、
す
で
に
他
人
と
の
接
衝
に
お
か
れ
た
行
為
を
更
め
る
の
で
あ
る
か

ら
、
自
由
な
姿
勢
変
換
は
理
由
に
な
ら
な
い
。

三
　
裁
判
所
側
の
行
為

　
他
方
、
行
為
効
は
、
当
事
者
の
訴
訟
上
の
行
為
に
つ
い
て
妥
当
す
る
の
み
で
な
く
、
裁
判
所
側
の
行
為
に
つ
い
て
も
ま
た
妥
当
す
る
。
一
箇
の

訴
訟
手
続
に
お
い
て
判
決
裁
判
所
が
一
つ
の
人
格
と
考
え
ら
れ
う
る
こ
と
は
疑
が
な
い
。
裁
判
官
の
更
迭
が
あ
つ
て
も
従
前
の
弁
論
の
結
果
が
陳

述
せ
ら
れ
れ
ば
足
り
、
新
規
ま
き
な
お
し
に
は
な
ら
な
い
点
に
も
、
人
格
的
不
可
分
は
現
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
だ
が
、
実
は
、
日
本
中
の
過
去

お
よ
び
現
在
の
す
べ
て
の
裁
判
所
が
、
合
し
て
一
つ
の
人
格
を
な
す
と
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国
家
は
一
つ
で
、
断
絶
し
え
ず
、
分
裂

し
え
な
い
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
裁
判
所
は
国
家
の
名
で
裁
判
権
を
行
使
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
つ
て
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
人
が
、
前
後
両
訴

訟
の
判
決
の
不
調
和
を
可
笑
し
い
と
感
じ
る
こ
と
も
、
あ
り
え
な
い
筈
な
の
で
あ
る
。
一
人
格
の
同
一
事
項
に
関
す
る
判
断
は
、
同
時
に
は
一
つ

で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
異
時
に
は
理
由
の
な
い
か
ぎ
り
前
後
矛
盾
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
、
前
訴
訟
の
判
決
が
、
い
つ
、
ど
の
裁
判
所
で
、

何
人
を
当
事
者
と
し
、
い
か
な
る
訴
訟
物
に
つ
い
て
下
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
後
訴
訟
に
お
け
る
裁
判
所
の
判
断
は
、
理
由
の
な
い
か
ぎ

り
、
同
一
事
項
に
つ
い
て
は
同
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
の
理
を
最
も
適
切
に
示
し
て
い
る
の
が
、
二
重
訴
訟
禁
止
の
制
度
で
あ
る
。
同
一
事
項
に
つ
い
て
同
時
に
二
つ
の
判
断
は
あ
り
え
ず
、
従
つ
て

テ
ー
マ
の
同
一
な
二
つ
の
判
断
形
成
は
実
は
一
つ
に
融
合
し
た
不
可
分
的
一
体
の
仮
象
的
分
裂
に
す
ぎ
な
い
が
故
に
、
既
に
係
属
す
る
訴
訟
物
と

全
部
的
も
し
く
は
部
分
的
に
同
一
の
訴
訟
物
に
つ
い
て
、
二
重
の
起
訴
が
禁
止
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
普
通
に
は
、
既
判
力
の
矛
盾
衝
突
の
回
避

が
そ
の
立
法
理
由
で
あ
る
と
説
か
れ
る
が
、
さ
き
に
確
定
す
る
判
決
の
既
判
力
が
な
お
係
属
す
る
訴
訟
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
か
ら
、
矛
盾
衝
突
が
生
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じ
る
は
ず
は
な
く
、
ま
た
、
こ
の
説
明
で
は
、
相
殺
の
抗
弁
と
自
働
債
権
の
別
訴
求
と
の
関
係
で
、
苦
し
い
弁
解
が
必
要
に
な
る
。
既
判
力
は
、

む
し
ろ
、
こ
の
場
合
、
前
後
両
訴
訟
の
テ
ー
マ
自
体
が
重
複
部
分
を
も
つ
か
否
か
の
、
判
断
の
資
料
に
な
る
に
す
ぎ
な
い
。
既
存
手
続
の
な
か
で

反
訴
そ
の
他
の
手
段
に
よ
り
判
断
を
う
け
る
可
能
性
あ
る
請
求
は
す
べ
て
二
重
訴
訟
の
禁
止
に
ふ
れ
る
と
説
く
昨
今
の
有
力
説
の
ご
と
き
は
、
そ

も
そ
も
何
故
、
完
全
に
内
容
の
同
一
な
訴
が
禁
止
せ
ら
れ
る
の
か
、
そ
の
根
拠
を
却
つ
て
曖
昧
に
す
る
も
の
で
し
か
な
い
。

　
同
一
事
項
の
判
断
は
一
箇
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
約
束
は
、
と
く
に
判
決
主
文
の
判
断
に
つ
い
て
貫
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ

う
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
は
、
行
為
効
が
制
度
化
さ
れ
て
、
既
判
力
が
認
め
ら
れ
る
。
既
判
力
は
、
理
由
の
あ
る
矛
盾
を
も
許
さ
ぬ
と
い
う
風
に

強
力
化
さ
れ
て
い
る
点
で
、
行
為
効
が
変
容
を
う
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
既
判
力
の
生
じ
な
い
判
決
理
由
中
の
判
断
に
つ
い
て
も
、
行
為

効
は
妥
当
す
る
。
既
判
力
は
理
由
の
あ
る
矛
盾
を
も
許
さ
な
い
判
決
効
で
あ
る
か
ら
、
理
由
の
な
い
矛
盾
を
許
さ
な
い
行
為
効
を
判
決
理
由
中
の

判
断
に
つ
い
て
認
め
る
こ
と
は
、
決
し
て
判
決
理
由
中
の
判
断
に
既
判
力
が
な
い
と
い
う
テ
ー
ゼ
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
く
、
却
つ
て
、
既
判

力
が
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
い
か
な
る
拘
束
力
も
な
い
と
の
推
論
を
敢
て
す
る
の
は
、
根
拠
の
な
い
飛
躍
に
な
る
。
ま
た
、
二
重
訴
訟
禁
止
の

制
度
は
、
審
判
の
テ
ー
マ
に
関
す
る
制
度
で
あ
る
か
ら
、
判
決
理
由
中
の
判
断
や
、
そ
れ
が
行
う
行
為
効
は
、
二
重
訴
訟
の
禁
止
を
招
く
こ
と
は

な
い
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
判
決
理
由
中
の
判
断
に
つ
い
て
正
直
に
行
為
効
を
承
認
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
既
判
力
を
生
じ
る
主
文
の
判
断
が
不

調
和
に
お
わ
る
例
も
減
少
し
、
お
よ
そ
、
判
決
相
互
の
違
和
を
著
し
く
抑
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
但
し
、
前
訴
訟
に
お
け
る
裁
判
所
の
判
断
が
後
訴
に
対
し
矛
盾
禁
止
の
行
為
効
を
及
ぼ
す
こ
と
を
認
め
る
に
つ
い
て
も
、
次
の
諸
点
が
留
意
せ
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ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
行
為
効
に
よ
つ
て
矛
盾
判
断
が
禁
止
せ
ら
れ
る
の
は
、
い
ず
れ
か
の
当
事
者
に
よ
つ
て
前
訴

訟
の
全
部
も
し
く
は
一
部
が
援
用
さ
れ
た
場
合
に
か
ぎ
り
、
且
つ
援
用
の
限
度
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
既
判
力
の
範
囲
を
恨
定
し

た
趣
旨
は
失
わ
れ
る
の
で
あ
つ
て
、
こ
の
点
で
行
為
効
は
既
判
力
と
異
な
る
。
援
用
の
な
い
か
ぎ
り
、
別
手
続
は
顧
慮
す
る
要
な
し
と
の
制
度
的

要
請
が
優
先
し
、
行
為
効
は
後
退
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
、
既
判
力
は
、
後
退
が
禁
じ
ら
れ
る
特
別
の
効
力
で
あ
る
に
他
な



　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

ら
な
い
。
ま
た
、
第
二
に
、
前
訴
訟
が
援
用
せ
ら
れ
た
以
上
は
、
原
則
と
し
て
、
同
一
事
項
に
関
し
て
は
同
一
の
判
断
が
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
弁
済
を
抗
弁
し
て
争
わ
れ
、
証
拠
調
の
結
果
こ
れ
を
否
定
せ
ら
れ
た
当
事
者
が
、
後
訴
訟
で
再
び
弁
済
を
主
張
し
て
も
、
裁
判
所
は
、
原
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ヤ

則
と
し
て
、
審
理
を
須
い
ず
、
同
じ
く
弁
済
を
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
だ
が
、
第
三
に
、
禁
止
は
た
だ
原
則
で
あ
る
に
と
ど
ま

り
、
既
判
力
の
よ
う
に
理
由
あ
る
矛
盾
を
も
禁
じ
る
の
で
は
な
い
。
当
事
者
が
理
由
を
疎
明
し
て
矛
盾
陳
述
を
し
た
場
合
は
、
裁
判
所
と
し
て
も

新
た
な
判
断
を
形
成
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
前
訴
訟
で
提
出
し
な
か
つ
た
証
拠
を
当
事
者
が
理
由
を
疎
明
し
て
提
出
し
た
場
合
に
も
同
様
で
あ

る
。
新
訴
訟
の
他
の
訴
訟
資
料
が
既
存
の
判
断
と
調
和
し
な
い
と
き
や
、
前
訴
訟
の
事
実
認
定
が
記
録
上
納
得
し
え
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
も
、

判
断
を
更
め
る
理
由
が
あ
る
と
い
え
る
。
い
わ
ん
や
、
既
存
の
法
的
評
価
に
誤
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
場
合
に
お
い
て
お
や
。
す
べ
て
、
前
訴

訟
中
の
判
断
は
、
援
用
せ
ら
れ
た
以
上
、
無
理
由
に
こ
れ
を
排
斥
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
同
一
人
格
者
の
判
断
と
し
て
調
和
す
る
理
由
が
附

せ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
い
く
ら
で
も
こ
れ
に
矛
盾
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
で
あ
つ
て
、
行
為
効
は
、
既
判
力
そ
の
他
の
制
度
効
と
は
異
な
り
、
む

し
ろ
、
機
会
を
追
う
ご
と
に
過
ち
の
匡
さ
れ
る
こ
と
を
、
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。
勿
論
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
審
理
し
直
し
て
み
さ
え
す
れ
ば

別
の
判
断
に
達
す
る
か
も
知
れ
な
い
と
の
可
能
性
だ
け
で
は
、
既
存
の
判
断
を
無
視
し
て
よ
い
理
由
に
な
ら
な
い
。

四
　
類
説
と
の
異
同

　
判
決
理
由
中
の
判
断
の
行
為
効
を
認
め
た
と
し
て
も
、
規
範
効
の
理
論
が
無
用
に
帰
す
る
こ
と
は
な
い
。
規
範
効
の
理
論
と
い
う
の
は
、
既
判

力
の
確
定
す
る
も
の
が
実
体
法
規
範
の
妥
当
で
あ
つ
て
、
た
と
え
ば
所
有
物
返
還
請
求
訴
訟
に
お
け
る
請
求
認
容
の
確
定
判
決
は
返
還
請
求
権
の

み
な
ら
ず
所
有
権
の
存
在
を
も
確
定
す
る
旨
を
説
く
、
筆
者
自
身
の
嘗
て
の
提
唱
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
理
由
の
あ
る
矛
盾
を
も
許
さ
な
い
制
度

効
と
し
て
の
既
判
力
が
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
つ
て
、
行
為
効
と
は
別
の
問
題
で
あ
る
。
勿
論
、
規
範
効
と
し
て
の
既
判
力
が
行
わ
れ
る
範
囲

で
は
、
行
為
効
の
登
場
す
る
余
地
が
な
い
が
、
判
決
理
由
中
の
判
断
の
す
べ
て
が
規
範
効
に
よ
つ
て
蔽
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
逆
に
、
規
範
効
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の
範
囲
で
は
、
既
判
力
制
度
の
存
立
基
礎
に
鑑
み
、
単
な
る
行
為
効
の
確
認
で
は
足
り
な
い
の
で
あ
る
。

　
規
範
効
以
上
に
行
為
効
に
類
似
す
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
争
点
効
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
筆
者
が
反
対
を
表
明
し
て
き
た
他
の
論
者
の
所
説
で
あ

る
が
、
そ
の
要
件
が
明
確
で
な
い
と
の
こ
れ
に
対
す
る
普
通
の
批
判
に
も
組
し
え
な
い
。
発
想
に
し
て
正
当
な
ら
ば
要
件
の
ご
と
き
は
互
の
検
証

に
よ
つ
て
確
立
せ
ら
れ
う
る
し
、
も
と
も
と
要
件
を
一
義
的
に
固
定
は
で
き
な
い
性
質
の
効
力
と
い
う
も
の
も
あ
り
え
な
い
わ
け
で
は
な
い
か
ら

で
あ
つ
て
、
所
説
の
不
当
は
寧
ろ
発
想
そ
の
も
の
に
存
す
る
。
一
た
ん
審
理
が
尽
く
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
再
度
の
審
理
は
不
要
で
あ
る
と
い
う

の
が
、
そ
の
所
論
の
核
心
だ
が
、
こ
れ
で
は
、
過
ち
の
是
正
を
始
と
す
る
擢
理
由
あ
る
矛
盾
”
が
剥
落
す
る
。
だ
か
ら
、
そ
の
効
力
は
、
既
判
力

と
は
異
な
る
と
せ
ら
れ
、
当
事
者
の
援
用
を
ま
つ
て
始
め
て
斜
酌
さ
れ
る
と
せ
ら
れ
な
が
ら
、
矛
盾
の
禁
止
で
な
く
、
審
理
の
禁
止
と
し
て
構
成

さ
れ
る
の
で
あ
つ
て
、
実
正
は
、
呼
び
名
の
異
な
る
既
判
力
そ
の
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
理
由
あ
る
矛
盾
を
も
禁
止
す
る
既
判
力
は
、
制
度
的
要

請
と
し
て
や
む
を
え
な
い
も
の
な
が
ら
、
人
性
の
自
然
に
反
す
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
範
囲
は
で
き
る
か
ぎ
り
局
限
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
呼
び

名
を
変
え
て
も
、
こ
れ
を
判
決
理
由
中
の
判
断
一
般
に
拡
大
す
る
こ
と
は
不
当
で
あ
る
。
行
為
効
の
理
論
は
、
理
由
の
な
い
矛
盾
に
関
す
る
か
ぎ

り
争
点
効
の
理
論
と
ほ
ぼ
同
一
の
結
果
に
人
を
導
く
が
、
第
一
に
は
、
た
と
え
ば
前
訴
で
自
白
し
た
事
実
を
後
訴
で
争
う
こ
と
を
も
原
則
と
し
て

許
さ
ぬ
と
い
う
よ
う
に
、
こ
こ
で
も
結
果
の
相
違
か
生
じ
る
こ
と
が
あ
る
点
で
、
第
二
に
は
、
理
由
の
あ
る
矛
盾
に
関
す
る
か
ぎ
り
所
説
と
は
結

果
が
全
く
異
な
る
点
で
、
そ
し
て
第
三
に
は
、
制
度
効
に
造
形
せ
ら
れ
た
威
圧
的
な
効
力
を
嫌
い
、
人
格
の
属
性
に
発
し
て
、
制
度
的
公
的
需
要

か
ら
出
立
し
て
は
い
な
い
点
で
、
こ
れ
と
は
、
む
し
ろ
、
対
極
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。

五
　
弁
論
主
義
と
行
為
責
任

　
落
と
さ
れ
た
場
面
を
補
充
し
な
が
ら
帰
結
の
素
描
を
試
み
る
な
ら
ば
、
当
事
者
の
行
為
に
つ
い
て
も
裁
判
所
側
の
行
為
に
つ
い
て
も
矛
盾
の
禁

止
が
お
の
ず
か
ら
に
し
て
作
用
し
て
い
る
こ
と
を
素
直
に
肯
定
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
不
自
然
な
判
断
の
不
調
和
は
す
べ
て
払
拭
せ
ら
れ
る
。
許



す
べ
き
矛
盾
と
許
す
べ
か
ら
ざ
る
矛
盾
と
の
判
別
も
、
決
し
て
や
や
こ
し
い
作
業
で
あ
つ
て
は
な
ら
ず
、
同
一
人
格
が
保
持
で
き
る
か
ど
う
か
で

決
め
ら
れ
れ
ば
足
り
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
既
に
他
人
と
の
接
衝
に
お
か
れ
た
行
為
の
問
題
な
の
で
あ
る
か
ら
、
無
理
由
の
自
由
な
撤
回
矛
盾

が
許
す
べ
か
ら
ざ
る
撤
回
矛
盾
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
ま
た
、
制
度
か
ら
行
為
効
が
生
じ
る
の
で
は
な
く
、
行
為
効
の
受
容
変
容
に

よ
つ
て
制
度
が
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
勝
訴
の
た
め
の
訴
訟
技
術
と
し
て
の
撤
回
矛
盾
や
、
遣
り
直
し
て
み
れ
ば
弁
論
主
義
と
の
関
係

か
ら
違
つ
た
結
果
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
と
の
制
度
的
可
能
性
を
期
待
す
る
撤
回
矛
盾
も
ま
た
、
許
さ
れ
る
撤
回
矛
盾
に
は
な
ら
な
い
こ
と
、
す
な

わ
ち
、
許
さ
れ
る
か
否
か
は
専
ら
行
為
者
自
身
の
人
格
的
要
請
に
よ
つ
て
の
み
決
せ
ら
れ
る
こ
と
が
、
留
意
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
補
充
の
必
要
な
一
つ
の
場
面
は
、
共
同
訴
訟
に
お
け
る
証
拠
の
取
扱
で
あ
ろ
う
。
原
告
甲
被
告
乙
丙
間
の
通
常
の
共
同
訴
訟
に
お
い
て
、
甲
の

一
つ
の
事
実
上
の
主
張
を
乙
は
争
い
丙
が
自
白
す
る
と
い
う
可
能
性
は
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
乙
丙
が
同
一
の
事
実
を
主
張
す
る
場

合
、
甲
が
乙
と
の
関
係
で
は
こ
れ
を
争
い
丙
と
の
関
係
で
は
こ
れ
を
自
白
す
る
と
い
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
甲
乙
間
で
も
甲
丙
間
で
も
同
一
の

事
実
の
存
否
が
争
わ
れ
る
場
合
に
証
拠
が
共
通
に
な
る
の
も
同
理
で
あ
つ
て
、
心
証
の
形
成
は
裁
判
所
の
一
つ
の
行
為
で
あ
る
か
ら
、
一
つ
の
手

続
の
中
で
同
一
の
事
実
に
つ
ぎ
異
な
つ
た
心
証
は
成
立
し
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
裁
判
所
側
の
行
為
に
つ
い
て
妥
当
す
る
行
為
効
の
作
用

で
あ
つ
て
、
当
事
者
側
の
行
為
の
効
果
で
は
な
く
、
ま
た
、
単
な
る
自
由
心
証
主
義
の
結
果
に
す
ぎ
な
い
の
で
も
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
対

立
当
事
者
間
の
証
拠
共
通
と
共
同
訴
訟
人
間
の
証
拠
共
通
と
を
同
一
に
は
論
じ
え
な
い
筈
で
あ
つ
て
、
証
拠
共
通
の
原
則
の
窮
極
の
根
拠
も
行
為

効
に
認
め
ら
れ
る
。

　
二
重
訴
訟
と
し
て
排
斥
さ
れ
な
い
た
め
併
存
は
す
る
が
、
関
連
を
有
し
て
同
一
の
事
実
が
登
場
す
る
各
別
係
属
の
複
数
訴
訟
間
は
ど
う
な
る

か
。
手
続
が
別
個
で
あ
る
か
ら
、
当
事
者
が
こ
れ
を
援
用
し
な
い
か
ぎ
り
、
各
訴
訟
は
互
に
他
の
訴
訟
を
顧
慮
す
る
必
要
が
な
い
。
だ
が
、
A

訴
訟
中
で
既
に
な
さ
れ
た
甲
の
行
為
を
B
訴
訟
で
相
手
方
乙
が
援
用
し
た
場
合
は
、
矛
盾
の
合
理
的
理
由
を
疎
明
し
な
い
か
ぎ
り
、
甲
は
B
訴
訟

で
こ
れ
と
矛
盾
し
た
行
為
を
な
し
え
な
く
な
る
。
そ
れ
故
に
、
こ
こ
で
も
、
判
断
の
不
自
然
な
不
調
和
は
避
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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勿
論
、
通
常
の
共
同
訴
訟
で
甲
の
事
実
主
張
を
乙
が
争
い
丙
が
自
白
す
る
場
合
や
、
関
連
併
存
訴
訟
で
互
に
全
く
援
用
が
行
わ
れ
な
い
場
合
に

は
、
不
調
和
な
認
定
や
判
断
が
成
立
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
、
し
か
し
、
理
由
あ
り
と
し
て
矛
盾
行
為
を
許
す
場
合
と
も
ど
も
、
自
然
な
不

調
和
に
す
ぎ
ず
し
て
、
不
自
然
な
不
調
和
で
は
な
い
。
自
然
な
不
調
和
は
、
成
長
を
意
味
す
る
に
非
ざ
れ
ば
、
ヨ
リ
大
ぎ
な
調
和
へ
向
か
つ
て
の

暫
定
過
程
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
徒
ら
に
禁
圧
せ
ら
れ
る
べ
き
で
な
く
、
既
判
力
の
衝
突
を
来
た
さ
な
い
か
ぎ
り
許
容
せ
ら
れ
て
よ
い

の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
、
た
と
え
ば
、
所
有
物
返
還
請
求
が
賃
借
権
の
抗
弁
に
遇
つ
て
挫
折
し
た
あ
と
、
そ
れ
な
ら
賃
料
を
支
払
え
と
し
て
出
直
し
た
と
こ

ろ
、
後
訴
で
は
賃
貸
借
契
約
が
否
定
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
例
は
、
た
と
え
判
決
理
由
中
の
判
断
に
既
判
力
が
な
く
て
も
、
実
際
に
は
既
に
余
り

生
じ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
素
直
に
行
為
効
を
肯
定
す
る
こ
と
に
ょ
つ
て
理
論
上
も
殆
ど
生
じ
な
い
。
こ
の
場
合
に
不
調
和
な
結
果

が
生
じ
る
の
が
理
論
上
む
し
ろ
典
型
で
あ
る
か
の
よ
う
に
言
い
、
そ
れ
で
い
い
の
だ
と
決
め
つ
け
る
在
来
の
説
明
は
、
人
性
を
無
視
し
た
強
弁
で

あ
る
と
と
も
に
、
逆
に
、
判
決
理
由
中
の
判
断
の
拘
束
力
を
制
度
効
と
し
て
造
形
し
、
不
調
和
の
す
べ
て
を
杜
絶
し
よ
う
と
す
る
の
も
、
却
つ
て

不
自
然
な
暴
挙
で
あ
る
。
人
性
の
自
然
に
即
す
れ
ば
、
不
調
和
は
も
と
も
と
例
外
的
に
し
か
生
じ
な
い
の
で
あ
つ
て
、
稀
に
生
じ
る
例
外
に
は
、

ま
た
、
そ
れ
な
り
の
理
由
が
認
め
ら
れ
る
。
行
為
効
の
指
摘
は
、
そ
の
辺
の
機
微
を
明
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

　
世
上
、
弁
論
主
義
に
関
し
、
そ
れ
は
釈
明
権
と
真
実
義
務
と
に
よ
つ
て
補
強
さ
れ
な
け
れ
ば
独
立
し
て
立
つ
こ
と
の
で
き
な
い
厚
ひ
よ
わ
な
”

建
前
で
あ
る
と
の
認
識
が
、
昨
今
、
普
通
に
行
わ
れ
て
い
る
。
釈
明
権
が
当
事
者
の
弁
論
を
補
完
し
う
る
こ
と
は
槌
か
で
あ
る
が
、
釈
明
権
自
体

は
弁
論
主
義
と
関
わ
り
を
も
つ
ま
い
。
こ
の
こ
と
は
、
職
権
探
知
の
訴
訟
や
双
方
に
練
達
な
弁
護
士
が
つ
い
た
弁
論
主
義
訴
訟
で
も
、
訴
訟
関
係

を
明
瞭
な
ら
し
め
る
た
め
の
裁
判
所
側
の
発
問
・
誘
導
は
必
要
で
あ
る
事
実
を
み
れ
ば
、
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
釈
明
権
自
体
は
、
判
断
者

が
判
断
資
料
に
つ
い
て
み
ず
か
ら
納
得
に
達
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
つ
て
、
当
事
者
の
能
力
が
不
充
分
も
し
く
は
不
均
等
な
弁
論
主
義
訴
訟
で
は

そ
の
不
充
分
も
し
く
は
不
均
等
を
是
正
し
な
け
れ
ば
裁
判
所
自
身
が
訴
訟
資
料
に
つ
い
て
み
ず
か
ら
納
得
し
え
な
い
の
に
す
ぎ
な
い
。
他
方
、
真



実
義
務
に
至
つ
て
は
、
単
な
る
道
徳
律
を
説
く
の
な
ら
兎
も
角
、
そ
れ
が
法
義
務
だ
と
言
お
う
と
す
る
も
の
な
ら
、
訴
訟
当
事
者
の
主
体
性
に
よ

つ
て
立
つ
弁
論
主
義
の
な
か
に
そ
の
手
段
視
と
い
う
異
質
の
原
理
を
持
込
む
教
説
で
あ
つ
て
、
政
策
的
だ
が
、
合
理
的
で
は
な
い
。
仮
に
当
事
者

は
嘘
言
を
弄
し
て
み
る
が
よ
い
。
忽
ち
に
し
て
相
手
方
当
事
者
か
ら
の
攻
撃
に
曝
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
な
い
と
し
て
も
、
彼
は
、
以

後
、
原
則
と
し
て
異
な
る
主
張
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
ど
こ
で
、
い
つ
、
ど
ん
な
形
で
、
同
じ
事
実
が
問
題
に
な
る
か
は
予
測
で
き
な
い
が
、

彼
は
、
果
し
て
、
そ
の
す
べ
て
の
場
面
で
、
自
己
の
嘘
言
を
維
持
し
通
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
、
お
の
ず
か
ら
に
し
て
、
嘘
言

は
避
止
さ
れ
る
の
で
あ
つ
て
、
避
止
の
た
め
に
特
に
真
実
義
務
な
ど
を
考
え
る
必
要
も
な
い
。
必
要
な
こ
と
は
、
責
任
を
明
か
に
す
る
と
い
う
一

事
、
そ
れ
も
、
一
定
の
行
為
に
出
る
責
任
を
外
か
ら
賦
課
す
る
の
で
は
な
く
、
ど
の
よ
う
な
行
為
で
あ
れ
、
一
た
ん
為
さ
れ
た
行
為
（
作
為
．
不

作
為
）
に
つ
い
て
は
、
行
為
自
体
に
内
在
す
る
責
任
を
貫
か
し
め
る
と
い
う
一
事
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
が
な
い
た
め
に
弁
論
主
義
は
層
一
層
と

躍
ひ
よ
わ
さ
”
を
増
大
す
る
の
で
あ
つ
て
、
　
“
ひ
よ
わ
さ
”
が
克
服
さ
れ
た
と
き
、
釈
明
権
の
本
来
的
無
縁
と
真
実
義
務
の
全
面
的
無
用
も
明
か

に
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
人
は
、
よ
ろ
し
く
、
「
行
為
」
に
着
目
し
、
そ
の
「
責
任
」
を
看
る
べ
ぎ
で
あ
る
、
と
私
は
考
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
五
一
年
一
一
月
稿
）

〔
附
記
〕
　
手
塚
豊
先
生
の
法
律
学
概
論
の
聴
講
か
ら
法
学
の
学
習
を
始
め
た
私
が
先
生
の
御
退
職
に
当
つ
て
捧
げ
る
こ
と
の
最
も
相
応
し
い
一
文
は
自
己
の
体

　
系
中
現
在
み
ず
か
ら
最
も
重
要
と
考
え
る
基
本
原
理
の
解
明
で
あ
ろ
う
と
考
え
本
稿
を
草
し
た
。
予
め
お
断
り
し
て
お
い
て
完
全
無
註
方
式
に
よ
つ
た
が
本

　
誌
四
九
巻
一
号
の
小
稿
で
同
じ
方
式
を
試
み
た
の
は
本
稿
の
た
め
の
予
行
で
あ
つ
た
。
方
式
採
用
の
理
由
は
既
稿
の
折
に
附
記
し
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
今

　
後
は
無
註
方
式
を
必
要
と
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
編
集
委
員
会
の
識
見
と
寛
容
に
更
め
て
敬
意
と
感
謝
と
を
捧
げ
る
（
筆
者
）
。

行
為
効
の
理
論

二
三

（
二
一
二
）


