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訴
追
請
求
事
由
か
ら
み
た
裁
判
官

伊

敏

藤

孝

一
は
じ
め
に

二
裁
判
官
の
罷
免
の
事
由
と
そ
の
類
型
化

三
訴
追
請
求
事
由
の
主
な
類
型
に
つ
い
て

四
訴
追
請
求
に
見
ら
れ
る
病
理
的
現
象

五
終
わ
り
に

訴追請求事由からみた裁判官

（

1
）
 

は
じ
め
に

裁
判
官
訴
追
委
員
会
（
以
下
「
訴
追
委
員
会
」
と
い
う
。
）
は
、
罷
免
事
由
が
あ
る
と
思
料
さ
れ
る
裁
判
官
を
裁
判
官
弾
劾
裁
判
所

（

2
）
 

（
以
下
「
弾
劾
裁
判
所
」
と
い
う
。
）
に
訴
追
す
る
こ
と
が
で
き
る
唯
一
の
国
家
機
関
で
あ
る
（
憲
法
六
四
、
七
八
条
、
国
会
法
二
一
五
、

一一一ムハ、

一
二
九
条
、
裁
判
官
弾
劾
法
五
条
以
下
）
。

何
人
も
、
裁
判
官
に
つ
い
て
弾
劾
に
よ
る
罷
免
の
事
由
が
あ
る
と
思
料
す
る
と
き
は
、
訴
追
委
員
会
に
対
し
て
罷
免
の
訴
追
を
す

べ
き
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
最
高
裁
判
所
は
、
裁
判
官
に
つ
い
て
、
弾
劾
に
よ
る
罷
免
の
事
由
が
あ
る
と
思
料
す
る

417 



法学研究83巻 1号（2010:1) 

と
き
は
、
訴
追
委
員
会
に
対
し
て
罷
免
の
訴
追
を
す
べ
き
こ
と
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
弾
劾
法
一
五
条
一
、
三
項
）
。
た
だ
し
、

こ
こ
で
国
民
や
最
高
裁
が
行
う
の
は
、
罷
免
の
訴
追
を
す
べ
き
こ
と
を
訴
追
委
員
会
に
求
め
る
こ
と
（
訴
追
の
請
求
。
以
下
「
訴
追
請

求
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
自
ら
裁
判
官
を
弾
劾
裁
判
所
に
訴
追
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

訴
追
委
員
会
は
、
こ
の
よ
う
な
訴
追
請
求
を
受
け
た
と
き
、
あ
る
い
は
、
自
ら
弾
劾
に
よ
る
罷
免
の
事
由
が
あ
る
と
思
料
す
る
と

（

3
）

（

4
）
 

き
は
、
罷
免
事
由
の
存
否
に
つ
い
て
調
査
を
し
（
弾
劾
法
二
条
一
項
）
、
罷
免
の
訴
追
の
議
決
を
し
た
場
合
（
弾
劾
法
一

O
条
二
項
）

に
は
、
弾
劾
裁
判
所
に
対
し
て
訴
追
状
を
提
出
し
て
、
裁
判
官
の
罷
免
の
訴
追
を
行
う
（
弾
劾
法
一
四
条
）
。

訴
追
委
員
会
に
対
す
る
国
民
か
ら
の
訴
追
請
求
の
多
く
は
、
自
分
が
経
験
し
た
事
件
の
担
当
裁
判
官
の
対
応
を
非
難
す
る
も
の
で

（

5
）

（

6
）
 

あ
り
、
民
事
、
刑
事
、
家
事
の
す
べ
て
の
分
野
、
す
べ
て
の
審
級
に
及
び
、
訴
訟
の
あ
ら
ゆ
る
過
程
に
お
け
る
裁
判
官
の
発
言
、
行

為
、
訴
訟
指
揮
、
調
書
の
記
載
、
判
断
内
容
、
職
員
の
監
督
等
が
問
題
に
さ
れ
る
。
ま
た
、
訴
追
請
求
の
数
は
、
年
間
数
百
件
に
及

（

7
）
 

ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
な
様
々
な
場
面
に
関
す
る
多
数
の
訴
追
請
求
に
は
、
国
民
の
目
で
捉
え
ら
れ
た
様
々
な
裁
判
官
の
姿
が
描
写

さ
れ
て
い
る
。
他
方
に
お
い
て
、
訴
追
委
員
会
の
調
査
は
、
司
法
権
の
独
立
に
配
慮
し
、
個
々
の
裁
判
官
の
事
件
処
理
に
無
用
の
影

響
を
与
え
な
い
よ
う
に
行
わ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
訴
追
委
員
会
の
議
事
は
非
公
開
で
あ
る
か
ら
（
弾
劾
法
一

O
条
三
項
）
、
裁
判
官
の

ど
の
よ
う
な
行
為
に
つ
い
て
、
国
民
が
ど
の
よ
う
に
感
じ
て
訴
追
請
求
を
し
た
か
を
当
該
裁
判
官
が
知
る
機
会
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と

（

8
）
 

思
わ
れ
る
。
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し
か
し
、
民
事
事
件
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
刑
事
事
件
に
お
い
て
も
裁
判
員
制
度
が
開
始
さ
れ
て
、
個
々
の
裁
判
官
が
当
事
者
に

限
ら
ず
、
一
般
の
国
民
と
直
接
接
触
す
る
機
会
は
今
後
増
え
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
減
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
裁
判
官
の
行

為
を
国
民
が
ど
の
よ
う
に
見
て
、
ど
の
よ
う
に
感
じ
て
い
る
の
か
を
、
あ
く
ま
で
も
訴
追
請
求
と
い
う
側
面
か
ら
で
は
あ
る
が
、
記

し
て
お
く
こ
と
に
も
何
ら
か
の
意
味
が
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。

本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
趣
旨
で
訴
追
請
求
に
お
い
て
主
張
さ
れ
る
訴
追
請
求
事
由
を
概
観
し
、
国
民
か
ら
裁
判
官
の
行
為
が
ど
の



よ
う
に
見
ら
れ
て
い
る
か
を
紹
介
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
必
ず
し
も
網
羅
的
な
も
の
で
は
な
く
、
私
の
日
常
の
執
務
を
通
じ

て
の
経
験
談
の
域
を
出
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
上
、
事
の
性
質
上
、
あ
る
い
は
議
事
非
公
開
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
訴
追
請
求
事
由
の

具
体
的
な
内
容
に
踏
み
込
む
こ
と
に
は
限
界
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
以
下
に
お
い
て
は
、
類
型
化
さ
れ
た
訴
追
請
求
事
由
と
、
そ

の
中
で
繰
り
返
し
主
張
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
訴
追
請
求
事
由
の
例
を
、
事
案
の
特
定
に
至
ら
な
い
限
度
で
紹
介
す
る
に
留
め
ざ
る
を

得
な
い
。
ま
た
、
文
中
に
は
、
訴
追
委
員
会
の
運
用
に
つ
い
て
言
及
す
る
部
分
は
あ
る
が
、
解
釈
や
評
価
に
関
す
る
部
分
は
あ
く
ま

で
も
私
見
で
あ
っ
て
、
訴
追
委
員
会
の
見
解
で
は
な
い
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

裁
判
官
の
罷
免
の
事
由
と
そ
の
類
型
化

弾
劾
法
上
規
定
さ
れ
て
い
る
罷
免
の
事
由
は
、
①
職
務
上
の
義
務
に
著
し
く
違
反
し
、
又
は
職
務
を
甚
だ
し
く
怠
っ
た
と
き
（
弾

劾
法
二
条
一
号
）
、
②
そ
の
他
職
務
の
内
外
を
問
わ
ず
、
裁
判
官
と
し
て
の
威
信
を
著
し
く
失
う
べ
き
非
行
が
あ
っ
た
と
き
（
同
条
二

号
）
で
あ
る
。

訴追請求事由からみた裁判官

訴
追
委
員
会
で
は
、
事
案
整
理
や
統
計
の
便
宜
上
、
こ
れ
を
い
く
つ
か
の
類
型
に
分
け
て
処
理
し
て
い
る
。
そ
の
類
型
と
そ
れ
が

全
訴
追
請
求
事
由
に
占
め
る
割
合
（
昭
和
二
三
年
か
ら
平
成
二
O
年
ま
で
の
数
値
に
よ
る
。
）
を
、
そ
の
数
値
の
順
に
示
す
と
次
の
と
お

（叩）

り
で
あ
る
（
事
由
の
後
の
か
っ
こ
内
の
数
字
は
全
事
由
に
占
め
る
パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
で
あ
る
。
）
。

一
号
（
九
四
・
五
）
は
、
①
誤
判
不
当
裁
判
（
四
九
・
三
）
、
②
訴
訟
手
続
違
反
（
一
五
・
一
二
）
、
③
不
当
訴
訟
指
揮
（
八
・
八
）
、
④

証
拠
申
請
採
否
（
三
・
二
）
、
⑤
審
理
遅
延
（
二
・
六
）
、
⑥
監
督
不
行
届
（
二
・
五
）
、
⑦
調
書
不
実
記
載
（
二
・
こ
、
⑧
記
録
取
扱

不
当
（
0
・
七
）
、
⑨
不
当
調
停
和
解
（
0
・
四
）
、
⑩
裁
判
書
交
付
遅
延
（
0
・
二
）
、
⑪
そ
の
他
（
九
・
四
）
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。

二
号
（
五
・
四
）
は
、
①
不
当
言
動
（
二
・
八
）
、
②
請
託
供
応
収
賄
（
0
・
四
）
、
③
地
位
利
用
（
0
・
二
）
、
④
そ
の
他
（
二
・

419 
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項
を
改
め
て
そ
の
主
な
も
の
に
つ
い
て
概
観
す
る
。

訴
追
請
求
事
由
の
主
な
類
型
に
つ
い
て

誤
判
不
当
裁
判

こ
れ
は
、
裁
判
が
間
違
っ
て
い
て
不
当
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
裁
判
を
す
る
裁
判
官
を
罷
免
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
で

あ
り
、
訴
追
請
求
の
う
ち
ほ
ぼ
半
分
を
占
め
る
事
由
で
あ
る
。
判
決
の
内
容
な
ど
、
裁
判
官
の
判
断
自
体
に
つ
い
て
の
当
否
を
他
の

国
家
機
関
が
調
査
・
判
断
す
る
こ
と
は
、
司
法
権
独
立
の
原
則
に
抵
触
す
る
恐
れ
が
あ
り
、
ま
た
、
裁
判
に
誤
り
が
あ
る
と
考
え
る

当
事
者
は
、
上
訴
・
再
審
等
の
不
服
申
立
て
方
法
に
よ
っ
て
こ
れ
を
是
正
す
る
機
会
が
あ
り
、
そ
の
不
満
は
こ
の
よ
う
な
不
服
申
立

制
度
の
中
で
解
消
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
誤
判
は
、
原
則
と
し
て
罷
免
事
由
に
な
ら
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
単
に
裁
判
官
が
そ
の
事
件
に
つ
い
て
し
た
判
決
が
間
違
っ
て
い
る
と
主
張
す
る
だ
け
で
は
罷
免
事
由
に
該
当
せ
ず
、
過
誤
が
法

令
に
照
ら
し
て
あ
ま
り
に
も
明
白
か
つ
重
大
な
場
合
に
、
例
外
的
に
罷
免
事
由
に
な
り
得
る
に
す
ぎ
な
い
。

訴
追
請
求
の
中
に
は
、
具
体
的
な
事
実
を
示
す
こ
と
な
く
、
主
観
的
か
つ
抽
象
的
な
理
由
（
例
え
ば
、
正
義
に
反
す
る
、
常
識
に
欠

け
る
、
公
正
さ
を
欠
く
、
菟
罪
で
あ
る
、
一
般
の
法
感
情
に
反
す
る
な
ど
）
で
誤
判
だ
と
主
張
す
る
も
の
が
相
当
に
多
い
。
「
憲
法
0
0

条
に
違
反
し
て
い
る
」
な
ど
と
条
文
を
あ
げ
て
主
張
す
る
も
の
も
あ
る
が
、
た
だ
条
文
を
あ
げ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
た
り
、
独
自
の

解
釈
や
主
観
的
事
実
認
定
に
基
づ
い
て
、
お
よ
そ
憲
法
違
反
、
法
律
違
反
に
な
ら
な
い
も
の
を
そ
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
た
り
す
る

こ
と
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
訴
追
請
求
人
に
は
、
訴
追
請
求
を
上
訴
・
再
審
等
と
同
じ
レ
ベ
ル
の
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
も
の
が

尽
き
た
と
き
の
最
後
の
救
済
方
法
で
あ
る
か
の
よ
う
に
誤
解
し
て
い
る
者
が
少
な
か
ら
ず
あ
り
、
訴
追
請
求
に
よ
っ
て
判
決
が
是
正



さ
れ
る
と
考
え
て
訴
追
請
求
を
し
て
く
る
者
も
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
事
案
の
ほ
と
ん
ど
は
、
ご
く
普
通
の
裁
判
官
が
ご
く
普
通
に
裁
判
を
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
判
決
に
も

特
に
不
自
然
、
不
合
理
な
部
分
が
見
出
せ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
訴
追
請
求
人
が
、
自
分
の
主
張
を
認
め
て
く
れ
な
か
っ
た
と
い

う
こ
と
か
ら
、
独
自
の
理
由
を
つ
け
て
不
満
を
述
べ
て
い
る
も
の
が
目
立
ち
、
負
け
た
か
ら
訴
追
請
求
す
る
と
い
う
色
彩
が
濃
厚
で

あ
る
。
た
だ
し
、
中
に
は
、
判
決
そ
の
も
の
に
問
題
は
な
く
て
も
、
表
現
が
難
解
で
あ
る
と
か
、
あ
ま
り
に
も
そ
っ
け
な
い
と
か
、

な
か
な
か
適
切
な
表
現
が
で
き
な
い
が
、
私
が
読
ん
で
も
何
と
な
く
判
決
に
誠
意
が
感
じ
ら
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
も
の
が
見
ら

れ
る
こ
と
が
あ
り
、
敗
訴
は
仕
方
な
い
に
し
て
も
、
こ
う
い
う
判
決
を
も
ら
っ
た
ら
気
分
が
よ
く
な
さ
そ
う
だ
と
思
う
も
の
は
あ
る
。

誤
判
で
あ
る
根
拠
を
訴
追
請
求
状
に
詳
細
に
記
載
し
て
く
る
訴
追
請
求
人
も
多
い
。
例
え
ば
、
こ
の
証
拠
は
こ
う
評
価
す
べ
き
で

あ
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
判
決
の
結
論
は
違
う
は
ず
で
あ
る
と
か
、
裁
判
所
が
重
要
な
証
拠
を
見
落
と
し
て
お
り
、
そ
の
見
落
と
し
が

な
け
れ
ば
判
決
は
違
っ
た
結
論
に
な
る
と
か
、
訴
追
請
求
人
が
詳
細
な
「
真
実
」
を
語
り
、
そ
れ
を
前
提
に
し
て
裁
判
所
の
認
定
の

訴追請求事由からみた裁判官

誤
り
を
指
摘
す
る
と
か
い
う
も
の
で
、
こ
の
よ
う
な
も
の
は
か
な
り
見
ら
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
主
張
に
耳
を
傾
け
、
証
拠
を
再
吟
味
す
る
の
は
ま
さ
に
上
訴
審
の
仕
事
で
あ
り
、
訴
追
委
員
会
で
は
、
そ

の
過
誤
が
明
白
か
つ
重
大
な
場
合
を
除
き
、
証
拠
評
価
や
事
実
認
定
の
当
否
を
改
め
て
審
査
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

上
訴
審
で
判
決
が
覆
っ
た
こ
と
を
理
由
に
誤
判
だ
と
主
張
す
る
訴
追
請
求
人
も
い
る
。

し
か
し
、
地
裁
の
判
決
を
変
更
し
た
高
裁
の
判
断
が
最
高
裁
で
再
び
変
更
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
し
、
最
高
裁
の
判
断
が
時
を

経
て
変
更
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、
自
由
な
心
証
に
基
づ
い
て
事
実
認
定
を
し
、
そ
の
事
実
に
法
律
を
合
理
的
・
論
理
的
に
解

釈
し
て
適
用
す
る
と
い
う
作
業
は
、
個
々
の
裁
判
官
が
、
憲
法
及
び
法
律
に
の
み
拘
束
さ
れ
た
上
、
裁
判
官
と
し
て
の
良
心
に
従
い
、

独
立
し
て
職
権
を
行
使
し
て
な
さ
れ
る
以
上
、
裁
判
官
ご
と
の
判
断
に
食
い
違
い
が
生
じ
る
の
は
決
し
て
不
自
然
で
も
不
可
解
で
も

な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
食
い
違
い
が
生
じ
得
る
こ
と
を
当
然
の
前
提
と
し
て
、
そ
れ
が
最
高
裁
を
頂
点
と
し
た
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上
訴
制
度
で
是
正
・
統
一
さ
れ
て
い
く
と
い
う
し
く
み
に
な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
確
か
に
、
上
訴
審
で
原
審
の
事
実
認
定
や
法

律
構
成
等
の
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
る
な
ど
し
て
そ
れ
が
確
定
し
た
場
合
、
当
該
事
件
の
そ
の
部
分
に
つ
い
て
は
結
果
的
に
原
審
判
決

が
間
違
っ
て
い
た
と
言
え
る
場
合
が
あ
ろ
う
し
、
当
事
者
か
ら
す
れ
ば
間
違
っ
て
い
た
と
声
高
に
主
張
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
事
態
は
、
三
審
制
が
当
然
予
定
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
当
然
に
罷
免
事
由
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
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と
思
わ
れ
る
。

誤
判
不
当
裁
判
の
主
張
を
す
る
者
の
中
に
は
、
単
に
結
論
が
不
満
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
判
決
に
至
る
様
々
な
場
面
で
の

不
満
が
積
み
重
な
っ
て
、
最
終
的
に
誤
判
不
当
裁
判
と
い
う
主
張
に
凝
縮
さ
せ
て
い
る
者
も
い
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
裁
判
官

が
、
話
を
十
分
に
聞
い
て
く
れ
な
か
っ
た
、
説
明
を
十
分
し
て
く
れ
な
か
っ
た
、
提
出
し
た
証
拠
を
採
用
し
て
く
れ
な
か
っ
た
、
質

問
を
途
中
で
遮
ら
れ
た
、
不
公
平
な
取
扱
い
を
さ
れ
た
等
々
の
不
満
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
不
満
を
募
ら
せ
た
上
、
そ
ん
な
ひ
ど
い

裁
判
官
が
し
た
判
決
は
間
違
っ
て
い
る
と
い
う
思
い
が
誤
判
不
当
の
主
張
に
集
約
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
場
合
が
あ
る
（
も

ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
不
満
の
中
に
は
ほ
か
の
類
型
の
訴
追
請
求
事
由
に
該
当
す
る
も
の
も
あ
り
、
そ
れ
が
独
立
し
て
主
張
さ
れ
る
場
合
も
あ

る。）。裁
判
官
が
法
廷
で
心
証
を
披
渡
し
た
り
、
様
々
な
前
提
条
件
や
仮
定
の
下
で
事
案
の
見
通
し
ゃ
筋
を
述
べ
た
り
、
あ
る
い
は
当
事

者
に
何
ら
か
の
主
張
や
立
証
を
す
る
か
ど
う
か
を
尋
ね
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
訴
追
請
求
人
の
中
に
は
、
こ
の
よ
う
な
裁
判
官

の
言
動
を
捉
え
て
、
「
裁
判
官
が
審
理
の
途
中
で
自
分
に
有
利
な
こ
と
を
言
っ
た
」
「
裁
判
官
の
示
唆
に
従
っ
て
主
張
立
証
す
れ
ば
勝

て
る
」
な
ど
と
思
い
込
み
、
「
判
決
の
結
論
が
そ
れ
と
違
う
か
ら
誤
判
で
あ
る
」
と
い
う
趣
旨
の
主
張
を
す
る
者
が
あ
る
。

そ
も
そ
も
「
自
分
に
有
利
な
こ
と
を
言
っ
た
」
と
い
う
こ
と
が
当
事
者
の
聞
き
間
違
い
や
誤
解
で
あ
る
場
合
が
あ
る
（
訴
追
委
員

会
で
資
料
を
検
討
し
た
結
果
、
ど
う
考
え
て
も
裁
判
官
が
こ
こ
で
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
言
う
は
ず
が
な
い
と
判
断
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
）
。
仮

に
訴
追
請
求
人
が
主
張
す
る
よ
う
な
裁
判
官
の
発
言
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
訴
訟
の
ど
の
段
階
で
言
わ
れ
た
こ
と
な
の
か
、



裁
判
官
が
単
に
そ
の
時
点
で
の
見
通
し
を
述
べ
た
に
過
ぎ
な
い
の
か
、
確
定
的
な
心
証
を
述
べ
た
の
か
な
ど
に
注
意
す
る
必
要
が
あ

る
。
訴
追
委
員
会
で
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
も
注
意
し
な
が
ら
検
討
が
行
わ
れ
る
が
、
当
事
者
は
、
裁
判
官
の
言
動
を
自
分
に
有
利

な
方
向
に
拡
大
解
釈
す
る
こ
と
も
多
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
裁
判
官
は
、
心
証
を
披
涯
す
る
な
ど
の
場
合
に
も
十
分
注
意
深
い
言
い

回
し
が
必
要
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

請
求
人
の
中
に
は
、
単
な
る
誤
判
で
は
な
く
、
裁
判
官
が
不
当
な
目
的
で
、
わ
ざ
と
、
あ
る
い
は
悪
意
を
持
っ
て
誤
っ
た
判
決
を

し
た
と
主
張
す
る
者
も
い
る
。
こ
れ
が
事
実
で
あ
れ
ば
、
単
な
る
誤
判
不
当
裁
判
の
範
鴫
を
越
え
る
可
能
性
は
あ
る
。

し
か
し
、
た
と
え
当
事
者
の
一
方
と
そ
り
が
合
わ
ず
、
感
情
的
に
必
ず
し
も
い
い
関
係
に
な
い
状
態
で
訴
訟
が
推
移
し
た
と
し
て

も
、
そ
の
腹
い
せ
を
判
決
で
行
う
よ
う
な
裁
判
官
は
い
な
い
と
信
じ
た
い
し
、
個
人
的
な
感
情
は
と
も
か
く
、
証
拠
に
基
づ
く
事
実

（

U
）
 

認
定
と
論
理
で
結
論
を
導
く
の
が
裁
判
官
の
習
性
で
あ
り
特
性
で
あ
ろ
う
。
私
が
着
任
し
て
か
ら
は
、
こ
の
よ
う
な
訴
追
請
求
人
の

主
張
に
見
合
う
よ
う
な
事
実
が
窺
わ
れ
た
事
例
は
経
験
し
て
い
な
い
。

2 

訴
訟
手
続
違
反

訴追請求事由からみた裁判官

誤
判
不
当
裁
判
の
主
張
の
次
に
多
い
の
が
、
裁
判
官
の
行
為
が
訴
訟
手
続
関
係
法
規
に
違
反
し
て
い
る
と
い
う
訴
訟
手
続
違
反
の

主
張
で
あ
る
。
し
か
し
、
手
続
法
に
対
す
る
誤
解
に
基
づ
く
も
の
や
、
条
文
の
文
言
を
平
板
に
解
釈
し
て
そ
の
違
反
を
主
張
す
る
も

の
が
か
な
り
の
数
を
占
め
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

例
え
ば
、
民
事
訴
訟
に
お
い
て
、
訴
え
が
不
適
法
で
不
備
の
補
正
が
で
き
な
い
場
合
に
口
頭
弁
論
を
経
な
い
で
訴
え
却
下
判
決
が

で
き
る
が
（
民
訴
法
一
四
O
条
）
、
却
下
判
決
の
送
達
を
受
け
た
原
告
（
訴
追
請
求
人
）
が
、
判
決
言
渡
期
日
が
通
知
さ
れ
な
か
っ
た

こ
と
（
民
訴
規
則
一
五
六
条
）
、
公
開
法
廷
で
審
理
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
を
違
法
な
こ
と
で
あ
る
と
誤
解
し
て
い
る
こ
と
が

あ
る
。
送
達
を
受
け
た
判
決
正
本
に
裁
判
官
の
署
名
押
印
が
な
い
（
記
名
し
か
な
い
）
こ
と
に
驚
く
者
も
あ
る
（
判
決
原
本
に
は
当
然
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署
名
押
印
が
あ
る
が
、
書
記
官
が
判
決
正
本
を
作
成
す
る
た
め
に
写
し
を
作
る
際
に
は
、
裁
判
官
の
署
名
押
印
部
分
は
記
名
だ
け
に
す
る
こ
と
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が
多
い
。
署
名
押
印
の
あ
る
原
本
を
そ
の
ま
ま
コ
ピ
ー
し
て
正
本
を
作
成
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
の
場
合
も
「
赤
い
」
押
印
が
な
い
こ
と
に

な
る
。
）
。
訴
訟
を
遅
延
さ
せ
る
意
図
で
忌
避
を
繰
り
返
す
当
事
者
が
、
忌
避
の
決
着
が
つ
い
て
い
な
い
の
に
裁
判
所
が
違
法
に
手
続

を
進
め
た
（
民
訴
二
六
条
）
と
考
え
る
場
合
も
あ
る
よ
う
だ
が
、
解
釈
上
簡
易
却
下
が
で
き
る
場
合
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
当
事

者
が
忌
避
申
立
て
却
下
決
定
の
確
定
時
期
の
判
断
を
誤
っ
た
り
し
て
お
り
、
手
続
違
反
で
な
い
こ
と
が
多
い
。
か
つ
て
民
訴
規
則
の

文
言
に
反
す
る
扱
い
が
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ
た
事
案
が
あ
っ
た
が
、
調
査
の
結
果
、
や
や
特
殊
な
事
案
で
あ
り
、
同
様

の
事
案
に
つ
い
て
存
在
し
て
い
た
最
高
裁
の
判
決
例
に
沿
っ
た
取
扱
い
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

以
上
の
と
お
り
、
私
の
こ
れ
ま
で
の
経
験
で
は
、
訴
追
請
求
で
主
張
さ
れ
る
訴
訟
手
続
違
反
は
、
誤
解
に
基
づ
く
も
の
が
多
く
、

理
由
が
な
い
こ
と
が
多
い
。
他
方
に
お
い
て
、
手
続
的
に
扱
い
が
微
妙
な
問
題
に
つ
い
て
は
裁
判
所
も
手
堅
く
対
応
し
て
い
る
こ
と

が
窺
わ
れ
る
。

な
お
、
時
に
裁
判
官
の
職
務
上
の
過
誤
等
が
新
聞
等
で
報
道
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
中
に
は
、
判
決
言
渡
し
の
際
の
手
続
的

な
過
誤
、
裁
判
所
の
構
成
の
違
法
、
刑
事
の
令
状
発
付
関
係
の
過
誤
な
ど
の
手
続
違
反
と
思
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
報
道
さ
れ
る
よ

う
な
事
案
に
つ
い
て
は
、
明
ら
か
な
手
続
法
違
反
の
存
在
を
否
定
で
き
な
い
場
合
が
多
く
、
最
近
は
、
報
道
が
あ
る
と
国
民
か
ら
か

な
り
の
確
率
で
訴
追
請
求
が
さ
れ
て
い
る
。
過
誤
の
発
生
原
因
、
程
度
、
影
響
な
ど
を
考
慮
し
て
検
討
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
私

の
着
任
後
は
、
罷
免
事
由
に
な
る
と
し
て
問
題
に
な
っ
た
も
の
は
な
い
。

不
当
訴
訟
指
揮

裁
判
官
の
訴
訟
指
揮
が
不
当
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
、
次
に
述
べ
る
証
拠
申
請
採
否
や
前
項
の
訴
訟
手
続
違
反
と
の
限
界
が
微
妙

な
も
の
も
あ
る
が
、
例
え
ば
、
裁
判
所
の
期
日
の
変
更
・
取
消
し
に
関
す
る
不
満
（
裁
判
所
が
行
う
も
の
へ
の
不
満
、
当
事
者
が
求
め

3 



た
も
の
に
応
じ
て
く
れ
な
い
と
い
う
不
満
な
ど
）
、
法
廷
で
の
当
事
者
の
発
言
・
質
問
の
制
限
や
準
備
書
面
の
陳
述
の
制
限
に
対
す
る

不
満
、
弁
論
終
結
の
判
断
や
弁
論
再
開
申
立
て
に
対
す
る
対
応
へ
の
不
満
（
ほ
と
ん
ど
審
理
を
せ
ず
に
弁
論
を
終
結
し
た
、
反
論
が
あ

る
の
に
無
視
し
て
終
結
し
た
、
再
開
を
求
め
た
の
に
応
じ
な
か
っ
た
な
ど
て
審
理
が
長
す
ぎ
る
（
あ
る
い
は
短
す
ぎ
る
）
こ
と
へ
の
不
満
、

相
手
方
と
の
比
較
に
お
い
て
不
公
平
な
扱
い
を
さ
れ
た
不
満
（
相
手
へ
の
態
度
と
自
分
へ
の
態
度
が
違
う
、
自
分
の
質
問
は
制
限
し
た
の

に
相
手
の
質
問
は
制
限
し
な
い
な
ど
）
な
ど
が
よ
く
み
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

法
廷
の
手
続
の
状
況
、
進
行
の
程
度
な
ど
を
考
慮
す
れ
ば
、
訴
訟
指
揮
と
し
て
問
題
が
あ
る
も
の
は
少
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
相

手
方
と
の
比
較
に
お
い
て
不
公
平
な
扱
い
を
さ
れ
た
と
い
う
主
張
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
裁
判
官
の
相
手
方
代
理

人
へ
の
態
度
、
例
え
ば
、
相
手
方
代
理
人
を
「
先
生
」
と
呼
ぶ
な
ど
し
た
こ
と
か
ら
、
先
生
と
呼
び
、
呼
ば
れ
る
ほ
ど
の
関
係
が
裁

判
官
と
相
手
方
代
理
人
と
の
間
に
あ
り
、
裁
判
官
が
相
手
方
代
理
人
と
裏
で
通
じ
合
っ
て
い
る
と
推
測
し
た
り
、
本
人
訴
訟
を
や
っ

て
い
る
自
分
が
暗
に
見
下
さ
れ
て
い
る
と
考
え
た
り
し
て
い
る
訴
追
請
求
人
が
い
る
。
そ
の
根
拠
と
す
る
と
こ
ろ
は
様
々
で
あ
る
が
、

裁
判
官
と
相
手
方
代
理
人
が
意
を
通
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
主
張
も
意
外
に
多
い
。
ま
た
、
裁
判
官
は
、
本
人
訴
訟
の
本

人
確
認
の
た
め
に
身
分
証
明
書
等
の
提
示
を
求
め
る
こ
と
が
あ
り
、
相
手
方
代
理
人
が
弁
護
士
で
あ
る
場
合
は
、
そ
れ
を
訴
追
請
求

人
に
の
み
求
め
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
よ
う
な
身
分
証
明
書
等
に
よ
る
本
人
確
認
を
相
手
方
代
理
人
に
求
め
な
か
っ
た
こ
と
が
不

訴追請求事由からみた裁判官

公
平
だ
と
感
じ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

〈臼）

い
ず
れ
も
裁
判
官
と
し
て
は
特
に
気
に
せ
ず
行
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
違
法
・
不
当
の
問
題
を
生
じ
さ

せ
る
よ
う
な
こ
と
で
も
な
く
、
法
廷
で
指
摘
さ
れ
な
い
限
り
、
当
事
者
が
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
思
っ
て
い
る
と
は
気
づ
か
な
い
こ
と

が
多
い
。
た
だ
、
罷
免
事
由
に
当
た
る
よ
う
な
不
当
訴
訟
指
揮
に
至
ら
な
く
て
も
、
い
ろ
い
ろ
な
場
面
で
当
事
者
が
何
ら
か
の
不
満

を
持
ち
、
不
信
を
感
じ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
は
心
に
と
ど
め
て
お
い
て
も
よ
い
か
と
思
わ
れ
る
。
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証
拠
申
請
採
否

こ
れ
は
、
裁
判
官
が
、
自
分
の
申
請
し
た
価
値
あ
る
証
拠
を
採
用
し
て
く
れ
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
相
手
の
不
当
な
証
拠
を
採
用

し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
証
拠
の
採
否
は
、
必
要
な
立
証
事
項
と
の
関
係
を
考
慮
し
な
が
ら
裁
判
官
が
裁
量
に
基
づ
い
て
決
す
る

も
の
で
あ
る
し
、
こ
れ
に
対
す
る
不
満
も
本
来
は
上
訴
で
主
張
し
得
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
申
請
し
た
証
拠
の
採
否
に
関
す
る
不
満

は
、
罷
免
事
由
に
当
た
ら
ず
、
原
則
と
し
て
そ
の
当
否
を
審
査
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
、
こ
の
主
張
の
中
に
も
、
相
手
方
の
証
拠
は
採
用
し
て
い
る
の
に
自
分
の
証
拠
は
採
用
し
て
く
れ
な
か
っ
た
と
い
っ
た
よ
う

な
不
公
平
感
に
基
づ
く
も
の
が
み
ら
れ
る
。
訴
追
請
求
人
が
提
出
し
よ
う
と
し
た
証
拠
は
、
ど
う
み
て
も
無
関
係
、
あ
る
い
は
不
必

要
な
証
拠
で
あ
り
、
採
用
す
る
こ
と
は
お
よ
そ
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
場
合
も
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、
裁
判
官
と
し
て
は
、

「
採
用
し
な
い
」
と
い
え
ば
足
り
る
し
、
そ
れ
が
不
必
要
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
て
も
不
公
平
感
を
拭
い
去
る
の
は
困
難
な
場
合
が

多
い
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
ち
ょ
っ
と
し
た
言
い
方
や
態
度
が
当
事
者
の
感
じ
方
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
お
り
、
そ
れ
に
対
す
る
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4 
不
満
が
証
拠
の
採
否
の
不
当
と
い
う
形
で
現
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
突
き
放
し
た
り
、
見
下
し
た
り
、
煙
に

巻
か
れ
た
と
思
わ
れ
た
り
す
る
よ
う
な
態
度
を
と
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
せ
め
て
必
要
で
あ
ろ
う
か
。

5 

不
当
言
動

裁
判
官
の
こ
の
言
い
方
は
許
せ
な
い
、
裁
判
官
と
し
て
こ
の
よ
う
な
行
為
を
し
て
は
い
け
な
い
は
ず
だ
と
い
う
主
張
が
こ
れ
で
あ

る
。
そ
の
主
張
に
係
る
内
容
を
本
当
に
裁
判
官
が
法
廷
や
和
解
室
で
言
、
つ
（
や
る
）
で
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
も
の
も
あ
る

が
、
言
っ
た
（
ゃ
っ
た
）
と
し
た
ら
、
罷
免
事
由
に
は
な
ら
な
い
と
し
て
も
裁
判
官
の
一
言
動
と
し
て
は
や
や
問
題
だ
ろ
う
と
思
わ
れ

る
よ
う
な
も
の
も
あ
っ
て
、
訴
追
請
求
状
を
見
て
憂
欝
に
な
る
類
型
で
あ
る
。

裁
判
官
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
や
声
の
大
小
高
低
、
裁
判
官
の
言
動
を
受
け
と
め
る
当
事
者
側
の
性
格
や
繊
細
さ
な
ど
に
よ
っ
て
も
大



き
く
評
価
が
変
わ
る
部
分
で
あ
ろ
う
か
ら
、
同
じ
言
動
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
訴
追
請
求
に
な
る
場
合
も
な
ら
な
い
場
合
も
あ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
訴
追
請
求
人
が
正
確
に
裁
判
官
の
発
言
や
行
動
を
訴
追
請
求
状
に
再
現
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
し
、
前
後
の
や
り
と

り
や
、
ど
の
よ
う
な
場
面
で
の
発
言
や
行
動
だ
っ
た
か
を
確
定
し
な
け
れ
ば
、
正
確
な
評
価
は
で
き
な
い
。
た
だ
、
そ
の
言
動
が
反

復
継
続
し
て
い
る
な
ら
と
も
か
く
、
そ
の
場
で
の
単
発
の
発
言
や
行
動
が
直
ち
に
罷
免
事
由
に
な
る
と
し
て
委
員
会
で
問
題
と
さ
れ

た
事
案
は
、
私
の
経
験
で
は
な
い
。
そ
う
は
言
っ
て
も
、
訴
追
請
求
人
に
は
確
実
に
マ
イ
ナ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
て
い
る
の
で
あ

る
か
ら
、
も
し
公
開
の
法
廷
で
の
出
来
事
で
あ
れ
ば
同
じ
よ
う
な
感
じ
を
受
け
る
傍
聴
人
が
い
る
可
能
性
も
あ
る
。
傍
聴
人
か
ら
見

て
も
、
こ
こ
で
裁
判
官
が
こ
う
い
う
発
言
や
行
動
を
と
る
の
は
や
む
を
得
な
い
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
、
つ
ま
り
、
誰
の
目
か
ら
見
て

も
恥
ず
か
し
く
な
い
よ
う
な
言
動
を
心
が
け
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

訴
追
請
求
で
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
は
、
乱
暴
な
言
葉
、
威
嚇
す
る
よ
う
な
言
動
、
ば
か
に
し
た
よ
う
な
態
度
、
断
定
的
な

言
い
方
、
予
断
を
抱
い
て
い
る
よ
う
に
取
ら
れ
る
言
い
方
、
相
手
方
と
の
関
係
で
不
公
平
な
言
動
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
乱

暴
と
か
威
嚇
と
い
う
の
も
、
受
け
止
め
方
に
よ
る
部
分
が
あ
る
が
、
誰
が
聞
い
て
も
乱
暴
で
あ
り
、
威
嚇
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
よ
う

な
言
動
は
、
罷
免
事
由
に
は
な
ら
な
い
と
し
て
も
法
廷
の
威
信
を
損
ね
る
し
、
権
力
者
対
弱
者
と
い
う
構
図
を
背
景
に
し
て
、
裁
判

官
と
し
て
い
か
が
な
も
の
か
と
い
う
議
論
に
な
り
や
す
い
。

訴追請求事由からみた裁判官

な
お
、
時
と
し
て
、
法
廷
で
に
こ
や
か
に
微
笑
ん
で
い
て
も
、
ニ
ヤ
ニ
ヤ
し
て
い
た
と
い
う
マ
イ
ナ
ス
評
価
を
受
け
る
こ
と
が
あ

る
。
こ
れ
は
い
さ
さ
か
気
の
毒
で
あ
る
と
思
う
。

法
廷
で
当
事
者
が
発
言
す
る
際
に
起
立
を
求
め
る
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
れ
を
「
立
て
と
命
令
さ
れ
た
」
と
と
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

い
き
な
り
座
っ
た
ま
ま
発
言
を
始
め
た
の
で
、
間
髪
を
い
れ
ず
「
立
っ
て
！
」
と
一
言
う
よ
う
な
場
合
は
考
え
ら
れ
る
が
、
本
人
訴
訟

の
本
人
は
、
そ
の
よ
う
な
法
廷
慣
行
を
知
ら
な
い
こ
と
が
む
し
ろ
普
通
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
点
を
認
識
し
て
、
穏
や
か
に
言
う
に
越
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し
た
こ
と
は
な
い
。
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い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
れ
が
正
当
で
あ
ろ
う
と
な
か
お
う
と
、
当
事
者
が
何
ら
か
の
理
由
で
不
愉
快
だ
と
感
じ
る
よ
う
な
言
動
は
、

す
べ
て
不
当
言
動
と
し
て
主
張
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
中
に
は
、
本
当
に
不
当
な
も
の
、
穏
当
な
言
動
と
は
い
え
な
い
が
、

そ
の
場
面
に
お
い
て
は
や
む
を
得
な
い
も
の
、
当
事
者
の
感
じ
方
が
特
殊
で
あ
っ
て
誰
が
見
て
も
不
当
と
は
い
え
な
い
も
の
が
含
ま

428 

れ
て
い
る
。審

理
遅
延

例
え
ば
、
提
訴
後
、
第
一
回
期
日
が
な
か
な
か
指
定
さ
れ
な
い
、
弁
論
終
結
と
再
開
が
繰
り
返
さ
れ
る
、
判
決
言
渡
期
日
が
何
度

も
延
期
さ
れ
る
な
ど
の
点
が
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
判
決
言
渡
期
日
が
変
更
さ
れ
た
こ
と
を
も
っ
て
、
相
手
方
当
事
者
が
裁

判
官
に
圧
力
を
か
け
た
結
果
だ
と
疑
う
人
も
い
る
。

6 自
分
が
申
し
立
て
て
か
ら
相
当
期
間
経
過
し
て
い
る
の
に
裁
判
所
か
ら
何
の
反
応
も
な
い
と
い
う
主
張
は
時
々
見
ら
れ
る
。
実
務

的
に
は
、
訴
状
の
補
正
に
時
間
が
か
か
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
し
、
根
拠
の
薄
弱
な
請
求
を
何
度
も
繰
り
返
す
人
に
つ
い
て
は
、
一

連
の
申
立
て
が
一
段
落
し
て
か
ら
ま
と
め
て
判
断
を
加
え
る
こ
と
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
請
求
の
特
質
な
ど
か
ら
し
て
や

む
を
得
な
い
場
合
も
あ
ろ
う
が
、
あ
ま
り
長
い
期
間
事
件
を
動
か
さ
な
い
の
は
問
題
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
で
、
注
意
が
必
要
で

あ
る
。な

お
、
裁
判
官
の
異
動
時
期
に
か
か
っ
た
こ
と
か
ら
期
日
の
指
定
が
遅
れ
た
と
思
わ
れ
る
事
案
も
た
ま
に
見
ら
れ
る
。
裁
判
所
の

内
部
事
情
を
理
解
し
て
い
る
者
に
と
っ
て
は
特
に
違
和
感
が
な
い
が
、
裁
判
所
外
の
人
た
ち
に
理
解
し
て
も
ら
う
の
は
な
か
な
か
難

し
い
こ
と
が
あ
る
。

7 

監
督
不
行
届



あ
る
裁
判
官
の
問
題
行
為
を
主
張
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
裁
判
官
を
監
督
す
べ
き
立
場
の
裁
判
官
（
長
官
、
所
長
、
裁
判
官
会
議
の

構
成
員
た
る
裁
判
官
等
）
に
対
す
る
訴
追
請
求
が
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
そ
も
そ
も
監
督
さ
れ
る
裁
判
官
に
問
題
行
為

が
あ
っ
た
と
い
う
主
張
自
体
が
認
め
ら
れ
ず
、
監
督
責
任
も
生
じ
な
い
で
終
わ
る
こ
と
が
多
い
。

た
だ
し
、
あ
る
裁
判
官
に
つ
い
て
罷
免
判
決
が
さ
れ
る
な
ど
、
か
な
り
問
題
の
あ
る
行
為
が
あ
っ
た
場
合
に
、
そ
の
裁
判
官
を
監

督
す
べ
き
立
場
に
あ
っ
た
裁
判
官
の
監
督
責
任
が
主
張
さ
れ
た
場
合
は
右
の
よ
う
に
簡
単
で
は
な
い
。
司
法
行
政
上
の
監
督
は
、
裁

判
官
だ
け
で
な
く
職
員
に
も
及
ぶ
の
で
（
裁
判
所
法
人
O
条
）
、
例
え
ば
裁
判
所
書
記
官
の
問
題
行
為
や
不
祥
事
に
つ
い
て
も
、
監
督

す
べ
き
立
場
の
裁
判
官
の
監
督
責
任
が
主
張
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
得
る
。

そ
の
他

い
ず
れ
か
の
類
型
に
分
類
す
る
こ
と
が
難
し
い
も
の
は
、
「
そ
の
他
」
と
し
て
分
類
さ
れ
る
。
抽
象
的
に
裁
判
官
と
代
理
人
の
癒

着
を
主
張
す
る
も
の
、
裁
判
官
の
法
廷
外
で
の
芳
し
く
な
い
行
状
を
述
べ
る
も
の
、
法
廷
で
の
居
眠
り
を
指
摘
す
る
も
の
等
々
が
あ

8 
っ
た
。
た
だ
し
、
根
拠
が
不
明
な
も
の
も
相
当
多
い
。

訴追請求事由からみた裁判官

四

訴
追
請
求
に
見
ら
れ
る
病
理
的
現
象

訴
追
請
求
の
中
に
は
、
特
殊
な
請
求
人
か
ら
の
も
の
が
相
当
数
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
さ
れ
た
い
。
実
務
家
と
し
て
訴
訟
に

（日）

関
与
し
て
い
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
本
人
訴
訟
の
本
人
の
中
に
は
か
な
り
特
殊
な
人
が
い
る
こ
と
は
経
験
的
に
わ
か
っ
て
い
る
が
、
そ
の

よ
う
な
人
が
訴
追
請
求
も
し
て
い
る
例
は
相
当
に
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
訴
追
請
求
人
の
主
張
の
中
に
は
、
唐
突
で

支
離
滅
裂
で
あ
り
、
主
語
述
語
が
対
応
し
て
お
ら
ず
、
脈
絡
が
な
く
、
意
味
が
と
れ
な
い
も
の
も
多
い
。
手
書
き
で
書
き
殴
っ
て
い
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て
読
む
の
が
非
常
に
困
難
な
訴
追
請
求
状
も
あ
る
。
請
求
人
本
人
に
照
会
し
て
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
も
多
い
が
、
全
く
意
味

が
不
明
な
も
の
は
訴
追
請
求
状
と
し
て
扱
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

ま
た
、
多
数
の
訴
訟
を
す
る
人
が
、
そ
れ
に
関
連
し
て
多
く
の
訴
追
請
求
を
す
る
こ
と
も
多
い
。
す
な
わ
ち
、
裁
判
所
に
お
い
て
、

「
一
つ
の
紛
争
に
関
連
し
て
、
連
続
し
て
数
次
の
訴
訟
を
重
ね
る
原
告
」
が
、
最
初
に
企
業
を
訴
え
、
敗
訴
す
る
と
そ
の
企
業
の
従

業
員
等
を
訴
え
、
さ
ら
に
そ
の
訴
訟
の
証
人
を
訴
え
、
そ
の
聞
に
連
続
し
た
忌
避
の
申
立
て
を
す
る
と
い
う
よ
う
な
一
般
的
な
行
動

（

M
）
 

例
が
見
ら
れ
る
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
原
告
は
、
敗
訴
す
れ
ば
個
々
の
事
件
に
つ
い
て
当
然
上
訴
を
し
、
個
別
の
決
定
に
対
し

て
抗
告
等
を
し
、
考
え
ら
れ
る
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
手
段
の
不
服
申
立
て
を
し
た
上
、
こ
れ
ら
の
裁
判
に
関
わ
っ
た
す
べ
て
の
裁
判
官

に
つ
い
て
訴
追
請
求
を
し
て
く
る
可
能
性
が
あ
り
、
実
際
、
そ
の
よ
う
な
例
は
少
な
く
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
人
は
、
訴
追

請
求
の
ほ
か
に
も
、
裁
判
官
を
告
訴
し
（
判
決
等
が
誤
っ
て
い
る
と
し
て
そ
の
裁
判
官
が
「
偽
造
・
虚
偽
の
公
文
書
を
作
成
し
た
」
と
言
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い
、
不
当
な
行
為
が
あ
っ
た
と
し
て
こ
れ
を
「
公
務
員
職
権
濫
用
」
等
と
断
定
し
、
偽
造
・
虚
偽
公
文
書
作
成
罪
や
公
務
員
職
権
濫
用
罪
で
告

訴
す
る
例
が
よ
く
見
ら
れ
る
。
）
、
不
起
訴
に
な
る
と
付
審
判
請
求
（
刑
訴
法
二
六
二
条
）
を
し
、
付
審
判
請
求
が
棄
却
さ
れ
る
と
、
そ

の
決
定
に
関
与
し
た
裁
判
官
を
さ
ら
に
訴
追
請
求
す
る
と
い
う
こ
と
が
延
々
と
続
く
の
で
あ
る
。

訴
追
請
求
事
由
は
、
あ
く
ま
で
も
訴
追
請
求
人
の
主
張
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
に
相
当
す
る
裁
判
官
が
実
際
に
い
る
と
か
、
そ
の
よ
う

な
裁
判
官
の
行
為
が
実
際
に
あ
っ
た
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
こ
と
も
多
い
の
で
、
こ
れ
ま
で
紹
介
し
た
具
体
的
な
訴
追
請
求
事
由

も
そ
の
よ
う
な
前
提
で
見
て
い
た
だ
き
た
い
。

五

終
わ
り
に

本
稿
で
は
、

一
般
に
あ
ま
り
知
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
と
思
わ
れ
る
訴
追
請
求
事
由
を
、
訴
追
委
員
会
内
部
で
の
類
型
に
基
づ
き
、



概
括
的
に
紹
介
し
た
。
裁
判
へ
の
関
心
が
高
ま
り
、
ま
た
、
裁
判
所
の
敷
居
が
低
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
裁
判
官
に
対
す
る
注
目
度

や
批
判
的
見
方
も
強
ま
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
批
判
に
耐
え
う
る
よ
う
な
仕
事
を
し
て
い
く
た
め
の
参
考
に
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

（付記）
最
後
に
、
坂
原
正
夫
先
生
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
を
込
め
て
思
い
出
話
を
書
く
こ
と
を
お
許
し
願
い
た
い
。

坂
原
先
生
に
初
め
て
お
目
に
か
か
っ
た
の
は
、
三

O
年
以
上
前
の
日
吉
校
舎
に
お
け
る
法
学
の
講
義
で
あ
っ
た
。
ま
だ
三

O
代
の

エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
に
法
学
を
講
じ
ら
れ
た
。
最
初
の
御
講
義
の
際
、
学
生
に
時
間
厳
守
を
申
し
渡
し
、
遅
刻

先
生
は
、
若
々
し
く
、

す
る
な
ら
講
義
に
出
な
い
で
ほ
し
い
と
言
わ
れ
、
ま
た
、
暑
い
中
、
ば
た
ば
た
と
ノ

l
ト
や
下
敷
き
な
ど
を
団
扇
代
わ
り
に
用
い
て

風
を
送
る
学
生
の
受
講
態
度
を
た
し
な
め
ら
れ
た
。
私
は
、
先
生
の
学
問
へ
の
情
熱
と
真
撃
に
講
義
を
さ
れ
る
姿
勢
に
感
動
し
、
先

生
の
下
で
勉
強
し
た
い
と
強
く
思
う
よ
う
に
な
り
、
大
学
三
年
か
ら
開
始
さ
れ
る
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
も
迷
わ
ず
先
生
の
と
こ
ろ
に
伺
っ
た
。

訴追請求事由からみた裁判官

当
時
は
ま
だ
司
法
試
験
の
合
格
者
が
一
人
も
出
て
い
な
い
、
小
さ
な
、
し
か
し
、
若
々
し
い
ゼ
ミ
だ
っ
た
。

そ
の
後
、
大
学
院
入
試
の
際
の
口
述
試
験
で
、
主
査
を
し
て
お
ら
れ
た
伊
東
乾
先
生
か
ら
「
君
は
ど
う
し
て
大
学
院
に
進
学
し
よ

う
と
考
え
た
か
」
と
問
わ
れ
、
以
上
の
よ
う
な
経
緯
を
述
べ
た
上
、
坂
原
先
生
の
下
で
引
き
続
き
勉
強
し
た
い
と
い
う
こ
と
を
お
話

し
し
た
。
後
に
、
坂
原
先
生
か
ら
、
「
伊
東
先
生
が
『
い
い
学
生
が
来
て
く
れ
た
ね
』
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
よ
。
」
と
教
え
て

い
た
だ
き
、
大
変
感
激
し
た
こ
と
を
思
い
出
す
。

し
か
し
、
私
は
、
並
行
し
て
司
法
試
験
の
勉
強
を
し
て
い
た
た
め
、
せ
っ
か
く
の
先
生
の
御
指
導
の
機
会
を
十
分
に
生
か
す
こ
と

が
で
き
ず
、
中
途
半
端
な
大
学
院
生
活
を
送
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
で
は
い
け
な
い
と
思
っ
て
、
先
生
の
研
究
の
お
手
伝
い
を
し
よ

う
と
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
か
え
っ
て
先
生
の
御
負
担
、
御
迷
惑
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
先
生
か
ら
は
、
そ
の
後
進

ん
だ
博
士
課
程
で
も
御
指
導
を
い
た
だ
い
た
が
、
先
生
の
学
思
に
報
い
る
こ
と
が
全
く
で
き
な
い
ま
ま
、
裁
判
官
と
し
て
法
律
実
務
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家
の
道
を
進
む
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
も
、
せ
っ
か
く
民
事
訴
訟
法
を
勉
強
し
た
の
に
、
最
近
は
刑
事
裁
判
官
を
や
っ
て
い
る
。
全
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く
不
肖
の
弟
子
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
D

先
生
の
御
講
義
を
受
け
た
者
な
ら
思
い
出
す
で
あ
ろ
う
も
の
は
、
黒
板
に
大
き
く
縦
書
き
で
書
か
れ
た
「
既
判
力
」
と
い
う
文
字

で
は
あ
る
ま
い
か
。
力
強
く
、
ま
っ
す
ぐ
な
縦
横
の
線
と
、
は
っ
き
り
し
た
角
を
も
っ
て
書
か
れ
た
大
き
な
「
既
判
力
」
の
文
字
が
、

「
既
判
」
と
「
力
」
の
二
行
に
分
か
れ
て
い
る
。
私
は
、

ひ
と
つ
ひ
と
つ
が
大
き
く
書
か
れ
て
二
行
に
な
っ
た
三
文
字
に
、
先
生
が

打
ち
込
ま
れ
た
研
究
テ
l
マ
の
大
き
さ
と
誠
実
な
お
人
柄
を
見
る
の
で
あ
る
。

（1
）
筆
者
は
、
平
成
二

O
年
七
月
か
ら
裁
判
官
訴
追
委
員
会
事
務
局
次
長
を
務
め
て
い
る
。
裁
判
官
訴
追
委
員
会
は
、
多
数
の
訴
追
請
求

事
案
を
審
査
し
て
い
る
が
、
事
務
局
は
、
そ
の
審
査
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
、
こ
れ
に
関
す
る
様
々
な
事
務
の
処
理
を
行
っ
て
い
る

（
裁
判
官
弾
劾
法
七
条
）
。

訴
追
委
員
会
及
び
弾
劾
裁
判
所
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
設
け
て
い
る
（
検
索
エ
ン
ジ
ン
で
検
索
す
れ
ば
す
ぐ
に

見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
）
。
そ
れ
ぞ
れ
の
組
織
の
概
要
や
統
計
、
裁
判
例
な
ど
も
そ
こ
で
見
る
こ
と
が
で
き
、
本
稿
の
説
明
も
そ
れ
に

基
づ
く
部
分
が
あ
る
。
訴
追
委
員
会
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
は
、
訴
追
請
求
状
の
書
き
方
も
載
せ
ら
れ
て
お
り
、
毎
月
三

0
0
0
か
ら
四
0

0
0
の
ア
ク
セ
ス
が
あ
る
。

（2
）
訴
追
委
員
会
及
び
弾
劾
裁
判
所
は
、
い
ず
れ
も
国
会
に
置
か
れ
て
お
り
、
訴
追
委
員
会
は
、
国
会
議
事
堂
裏
に
位
置
す
る
衆
議
院
第

二
議
員
会
館
内
に
、
弾
劾
裁
判
所
は
、
国
会
図
書
館
か
ら
道
路
を
隔
て
て
西
側
に
位
置
す
る
参
議
院
第
二
別
館
に
、
そ
の
施
設
や
事
務
局

が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
両
議
院
と
は
独
立
し
た
機
関
と
し
て
活
動
し
て
い
る
。
な
お
、
平
成
二
二
年
八
月
に
新
し
い
議
員
会
館
が
完
成
し
、

訴
追
委
員
会
は
そ
の
北
棟
に
移
転
す
る
予
定
で
あ
る
。

（3
）
訴
追
委
員
会
事
務
局
は
、
こ
の
よ
う
な
職
権
立
件
に
備
え
、
報
道
等
に
よ
る
情
報
に
も
注
意
し
て
い
る
。
ま
た
、
訴
追
委
員
会
は
、

外
国
人
の
訴
追
請
求
権
を
認
め
な
い
立
場
を
取
っ
て
い
る
が
、
全
く
取
り
上
げ
な
い
の
で
は
な
く
、
申
立
て
の
あ
っ
た
も
の
に
つ
い
て
は

参
考
雑
件
と
し
て
他
の
事
案
と
同
様
の
調
査
を
し
、
委
員
会
に
付
議
し
て
、
罷
免
事
由
が
あ
れ
ば
職
権
で
立
件
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。



訴追請求事由からみた裁判官

（
4
）
罷
免
の
訴
追
及
び
罷
免
の
訴
追
の
猶
予
に
つ
い
て
は
、
特
別
多
数
決
に
よ
る
。
す
な
わ
ち
、
訴
追
委
員
会
の
委
員
（
訴
追
委
員
）
は
、

衆
議
院
議
員
及
び
参
議
院
議
員
各
一

O
人
（
合
計
二

O
人
）
で
あ
り
、
各
議
院
議
員
で
あ
る
訴
追
委
員
が
そ
れ
ぞ
れ
七
人
以
上
出
席
し
な

け
れ
ば
、
訴
追
委
員
会
は
、
議
事
を
聞
き
議
決
を
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
罷
免
の
訴
追
又
は
罷
免
の
訴
追
の
猶
予
を
す
る
に
は
、
出
席
訴

追
委
員
の
三
分
の
二
以
上
の
多
数
決
に
よ
る
（
弾
劾
法
五
条
一
項
、
一

O
条
一
、
二
項
）
。
な
お
、
訴
追
委
員
に
事
故
の
あ
る
場
合
又
は

訴
追
委
員
が
欠
け
た
場
合
に
訴
追
委
員
の
職
務
を
行
う
予
備
員
が
、
両
議
院
議
員
か
ら
各
五
人
ず
つ
選
出
さ
れ
て
い
る
（
弾
劾
法
五
条
一
、

八
項
）
。
予
備
員
が
職
務
を
行
う
順
序
は
予
め
定
め
ら
れ
て
お
り
（
弾
劾
法
五
条
九
項
）
、
例
え
ば
、
委
員
会
日
程
に
つ
い
て
委
員
に
差
支

え
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
順
序
に
従
っ
て
訴
追
委
員
に
代
わ
り
委
員
会
に
出
席
す
る
こ
と
に
な
る
。

な
お
、
弾
劾
裁
判
所
の
裁
判
員
は
、
衆
参
両
議
院
議
員
各
七
人
（
合
計
一
四
人
）
、
予
備
員
各
四
人
で
構
成
さ
れ
て
い
る
（
弾
劾
法
一

六
条
一
項
）
。
弾
劾
裁
判
所
の
裁
判
員
は
、
同
時
に
訴
追
委
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
国
会
法
一
二
七
条
）
。

（
5
）
報
道
さ
れ
た
判
決
内
容
を
見
て
憤
慨
し
、
自
分
と
全
く
関
係
な
い
こ
と
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
訴
追
請
求
を
し
て
く
る
例
も
少
な

く
な
い
。
ま
た
、
最
近
で
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
の
呼
び
掛
け
に
呼
応
し
て
多
数
の
訴
追
請
求
が
さ
れ
た
例
が
あ
る
。
当
事
者
本
人

に
よ
る
訴
追
請
求
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
が
、
弁
護
士
か
ら
の
請
求
も
稀
に
あ
る
。

（6
）
統
計
的
に
は
、
民
事
事
件
六
三
パ
ー
セ
ン
ト
、
刑
事
事
件
一
九
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
、
行
政
事
件
七
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
家
事
事
件

二
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
（
注
（
1
）
記
載
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
参
照
）
。

（
7
）
新
受
理
件
数
（
裁
判
官
の
人
数
）
は
、
平
成
一
二
年
以
降
毎
年
四
O
O件
を
超
え
て
お
り
、
平
成
一
九
年
に
は
六
二
一
件
、
平
成
二

O
年
に
は
八
七
五
件
あ
っ
た
。
件
数
は
、
訴
追
請
求
の
あ
っ
た
裁
判
官
一
人
に
つ
き
一
件
と
数
え
て
い
る
が
、
同
一
裁
判
官
に
同
一
事
由

で
別
々
の
訴
追
請
求
人
か
ら
請
求
が
あ
っ
た
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
件
と
数
え
て
い
る
。
こ
れ
を
事
案
の
数
と
い
う
観
点
か
ら
見
て
も

（
例
え
ば
、
合
議
体
の
判
決
が
不
当
だ
と
い
う
請
求
な
ら
、
一
事
案
で
あ
り
、
三
件
と
い
う
こ
と
に
な
る
）
、
右
各
年
の
事
案
数
は
、
二
四

一
、
二
七
三
で
あ
っ
た
。
訴
追
請
求
を
す
る
の
に
手
数
料
や
費
用
は
不
要
で
あ
り
、
証
拠
も
要
し
な
い
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
弾
劾
法
一

五
条
四
項
）
が
訴
追
請
求
を
容
易
に
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
あ
ま
り
に
も
重
大
な
主
張
（
犯
罪
が
あ
る
等
）
に
何
ら
の
裏
づ
け
事
実

や
証
拠
も
な
い
と
い
う
も
の
も
散
見
さ
れ
、
そ
の
主
張
自
体
の
信
懇
性
に
も
影
響
す
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
前
注
（
5
）
の
と
お
り
、
最

近
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
呼
び
か
け
に
応
じ
て
訴
追
請
求
が
さ
れ
る
例
も
あ
る
。
呼
び
か
け
人
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
訴
追
請

求
状
を
用
意
し
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
コ
ピ

l
ペ
ー
ス
ト
し
て
提
出
す
る
よ
う
促
し
、
趣
旨
に
賛
同
し
た
者
が
何
人
も
訴
追
請
求
を
し
て
く

433 



法学研究83巻 1号（2010: 1) 

る
が
（
し
た
が
っ
て
、
同
一
文
面
の
訴
追
請
求
状
が
多
数
提
出
さ
れ
る
。
）
、
賛
同
者
は
、
署
名
感
覚
で
訴
追
請
求
を
し
て
い
る
こ
と
が
多

く
、
後
に
結
果
な
ど
の
通
知
を
す
る
と
き
に
は
自
分
が
訴
追
請
求
を
し
た
こ
と
を
す
っ
か
り
忘
れ
て
お
り
、
こ
の
通
知
は
何
か
と
い
う
問

い
合
わ
せ
を
し
て
く
る
例
が
稀
で
は
な
い
。

（8
）
訴
追
請
求
人
の
中
に
は
、
法
廷
等
で
、
あ
る
い
は
裁
判
所
に
提
出
し
た
書
面
の
中
で
、
裁
判
官
に
対
す
る
訴
追
請
求
を
行
う
こ
と
を

明
言
し
て
い
る
者
が
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
当
該
裁
判
官
に
も
訴
追
請
求
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

（9
）
こ
れ
ま
で
訴
追
委
員
会
が
罷
免
の
訴
追
を
し
た
事
案
は
人
件
、
罷
免
の
訴
追
を
猶
予
し
た
事
案
は
七
件
で
あ
り
、
罷
免
の
訴
追
を
し

た
も
の
の
う
ち
六
件
に
つ
い
て
罷
免
判
決
が
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
事
案
の
概
要
及
び
弾
劾
裁
判
所
の
判
決
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
訴
追

委
員
会
と
弾
劾
裁
判
所
の
ウ
エ
ブ
サ
イ
ト
（
注
（
1
）
参
照
）
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
筆
者
の
着
任
時
点
に
お
い
て
、
八
件
目
と
な
る
罷

免
訴
追
事
案
が
係
属
し
て
お
り
、
そ
の
処
理
と
弾
劾
裁
判
を
経
験
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
罷
免
判
決
を
得
て
間
も
な
く
、
ま
た
も
や
現
職

裁
判
官
が
逮
捕
さ
れ
、
国
民
及
び
最
高
裁
か
ら
訴
追
請
求
を
受
け
る
と
い
う
事
案
が
生
じ
た
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
訴
追
委
員
会
で
審
理

中
、
当
該
裁
判
官
が
一

O
年
の
任
期
を
終
え
た
た
め
、
審
査
打
切
り
と
な
っ
た
。
）
。

（
叩
）
注
（
1
）
記
載
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
統
計
参
照
。
分
類
も
そ
こ
に
記
載
し
て
あ
る
。

（
日
）
瀬
木
比
呂
志
「
民
事
訴
訟
実
務
と
制
度
の
焦
点
』
（
判
例
タ
イ
ム
ズ
杜
・
平
成
一
八
年
）
一
一
一
五
頁
は
、
「
筆
者
の
場
合
」
と
断
っ
て

の
こ
と
で
あ
る
が
、
当
事
者
の
態
度
が
よ
く
な
い
と
感
じ
ら
れ
る
と
き
、
「
裁
判
官
の
心
中
に
は
、
自
己
の
感
情
を
訴
訟
指
揮
や
裁
判
の

結
果
に
反
映
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
と
の
配
慮
が
反
射
的
に
強
く
働
」
き
、
こ
れ
は
職
業
裁
判
官
の
特
性
と
し
て
一
般
的
に
も
あ
る
こ
と
と

思
う
と
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
訴
訟
指
揮
も
和
解
も
あ
る
程
度
引
い
た
、
若
干
形
式
的
で
控
え
目
な
も
の
に
な
る
こ
と
は
あ
り
う
る
だ
ろ
う

が
、
自
己
の
感
情
を
判
決
や
和
解
の
結
果
に
反
映
さ
せ
る
よ
う
な
こ
と
は
し
て
い
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
私
も
全
く
同
感
で
あ
り
、
当
事

者
に
報
復
す
る
よ
う
な
意
図
で
判
決
を
書
く
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
ら
、
そ
れ
こ
そ
裁
判
官
と
し
て
恥
ず
か
し
い
し
、
裁
判
官
の
負
け
で

あ
る
と
い
う
意
識
が
あ
る
。

（
ロ
）
筆
者
が
司
法
修
習
生
だ
っ
た
平
成
元
年
こ
ろ
、
配
属
さ
れ
た
民
事
部
の
裁
判
長
か
ら
、
「
法
廷
で
は
弁
護
士
を
先
生
と
呼
ん
で
は
い

け
な
い
。
代
理
人
と
呼
ぶ
の
だ
」
と
教
わ
っ
た
こ
と
が
あ
り
、
当
時
は
な
ん
だ
か
偉
そ
う
で
嫌
だ
な
と
思
っ
た
記
憶
が
あ
る
。
た
だ
、
自

分
が
任
官
し
て
単
独
事
件
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
以
来
、
か
な
り
長
い
間
そ
の
教
え
を
守
っ
て
い
た
。
現
在
は
、
当
時
に
比
べ
る
と
法
廷

の
雰
囲
気
も
だ
い
ぶ
ソ
フ
ト
に
な
っ
て
き
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
、
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
た
議
論
の
中
で
、
代
理
人
を
先
生
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
る
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と
思
う
。
も
ち
ろ
ん
、
双
方
に
代
理
人
が
つ
い
て
い
る
と
き
に
、
双
方
の
代
理
人
を
平
等
に
先
生
と
呼
ぶ
の
で
あ
っ
て
、

け
で
あ
る
場
合
な
ど
に
は
注
意
し
て
い
る
。

（
日
）
瀬
木
・
前
掲
六
八

O
頁
以
下
に
は
、
本
人
訴
訟
の
実
情
に
つ
い
て
実
務
家
の
立
場
か
ら
詳
し
く
書
か
れ
て
い
る
。
同
書
六
八
三
頁
は
、

本
人
訴
訟
の
本
人
に
は
、
ご
く
普
通
の
市
民
の
ほ
か
に
、
極
め
て
理
解
力
や
柔
軟
性
に
乏
し
か
っ
た
り
精
神
的
に
不
安
定
で
あ
っ
た
り
す

る
人
々
、
何
か
あ
れ
ば
裁
判
官
や
相
手
方
の
足
を
す
く
っ
て
や
ろ
う
と
待
ち
か
ま
え
て
い
る
人
々
、
法
廷
や
準
備
手
続
室
で
大
声
を
出
し

て
わ
め
き
続
け
た
り
、
相
手
方
を
脅
し
た
り
す
る
者
、
逆
に
押
し
黙
っ
て
一
言
も
口
を
き
こ
う
と
し
な
い
者
、
裁
判
官
室
に
無
理
や
り
押

し
入
ろ
う
と
す
る
者
、
訴
状
や
準
備
書
面
に
裁
判
官
に
対
す
る
脅
迫
的
文
言
を
書
き
付
け
る
よ
う
な
者
な
ど
が
い
る
と
さ
れ
て
お
り
、
裁

判
官
と
し
て
事
件
を
処
理
し
て
い
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
本
人
に
は
少
な
か
ら
ず
出
会
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

（M
H
）
瀬
木
・
前
掲
六
九
一
頁
。

一
方
が
本
人
だ

訴追請求事由からみた裁判官
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