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再
訴
事
案
の
法
的
規
律

―
―
英
米
法
理
論
か
ら
の
比
較
法
的
ア
プ
ロ
ー
チ
―
―

川　
　

嶋　
　

隆　
　

憲

一　

は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
再
訴
事
案（（
（

―
―
い
わ
ゆ
る
蒸
し
返
し
訴
訟
―
―
の
法
的
規
律
に
関
し
て
、
英
米
法
理
論
か
ら
の
示
唆
を
得
て
、
わ
が
国

の
判
例
お
よ
び
学
説
の
一
部
が
採
用
す
る
、
既
判
力
と
信
義
則
を
併
用
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
を
再
評
価
す
る
と
と
も
に
、
解
釈
・
立
法

の
た
め
の
新
た
な
理
論
枠
組
み
を
提
示
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

一　

は
じ
め
に

二　

英
米
法
理
論
と
の
比
較
考
察

　

１　

イ
ギ
リ
ス
法

　

２　

ア
メ
リ
カ
法

　

３　

日
本
法
と
の
比
較

三　

基
本
的
視
点

　

１　

訴
訟
物
論
と
既
判
力
論
の
峻
別

　

２　

既
判
力
論
と
信
義
則
論
の
峻
別

　

３　

争
点
効
と
「
五
一
型
遮
断
効
」
の
峻
別

四　

再
訴
事
案
の
法
的
規
律

　

１　

一
般
原
則
と
そ
の
例
外

　

２　

同
一
紛
争
の
蒸
し
返
し

　

３　

一
部
請
求
後
の
残
部
請
求

　

４　

既
判
力
の
縮
小
に
つ
い
て

五　

お
わ
り
に
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わ
が
国
の
判
例
に
よ
れ
ば
、
既
判
力
は
原
則
と
し
て
前
訴
と
同
一
の
訴
訟
物
に
つ
い
て
生
じ
る
と
解
さ
れ
る
一
方
、
前
訴
と
後
訴

で
訴
訟
物
を
異
に
し
、
そ
の
結
果
、
既
判
力
が
作
用
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
場
合
で
も
、
後
訴
が
前
訴
の
実
質
的
な
蒸
し
返
し
で
あ

る
場
合
に
は
信
義
則
を
根
拠
と
し
て
後
訴
を
遮
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
法
理
（
以
下
、「
信
義
則
に
基
づ
く
後
訴
遮
断
の
法
理
」

と
い
う
（（

2
（

が
確
立
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
、
既
判
力
の
限
界
を
信
義
則
に
よ
っ
て
補
完
す
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
に
対
し
て
は
、

信
義
則
を
根
拠
と
す
る
が
ゆ
え
の
判
断
基
準
の
あ
い
ま
い
さ
が
指
摘
さ
れ
る
が
、
当
事
者
が
前
訴
と
同
一
ま
た
は
関
連
す
る
訴
え
を

提
起
す
る
背
景
に
は
様
々
な
目
的
や
動
機
が
あ
り
う
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
そ
の
す
べ
て
を
既
判
力
と
い
う
厳
格
か
つ
画
一
的
な
法

原
理
に
よ
っ
て
処
理
す
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
く
、
信
義
則
と
い
う
一
面
に
お
い
て
あ
い
ま
い
で
あ
る
が
、
他
面
に
お
い
て
柔
軟
か

つ
弾
力
的
な
法
規
範
に
よ
っ
て
調
整
す
る
こ
と
が
必
要
か
つ
有
益
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
は
、
既
に
一
部
請
求

論
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が（3
（

、
同
様
の
観
点
は
、
再
訴
事
案
一
般
に
当
て
は
ま
る
も
の
と
思
わ
れ
る（（
（

。

　

筆
者
は
、
こ
れ
ま
で
に
、
イ
ギ
リ
ス
お
よ
び
ア
メ
リ
カ
の
判
決
効
理
論
の
研
究
か
ら
、
イ
ギ
リ
ス
法
に
お
い
て
は
、
判
決
効
の
原

則
的
ル
ー
ル
に
よ
っ
て
は
妥
当
な
結
論
が
得
ら
れ
な
い
場
合
で
も
、
個
別
事
情
に
基
づ
く
裁
判
所
の
総
合
的
判
断
の
下
、
手
続
濫
用

法
理
を
根
拠
と
し
て
後
訴
を
遮
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
判
例
法
理
が
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
た（（
（

。
ま
た
、
ア
メ
リ

カ
法
に
お
い
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
法
と
は
対
照
的
に
、
原
則
と
し
て
前
訴
と
実
質
的
な
同
一
性
ま
た
は
関
連
性
を
有
す
る
請
求
お
よ
び

争
点
に
つ
い
て
広
く
判
決
効
が
及
ぶ
一
方
、
判
決
効
が
及
ば
な
い
と
さ
れ
る
例
外
的
な
場
合
に
つ
い
て
詳
細
な
ル
ー
ル
が
存
在
し
て

お
り
、
判
決
効
理
論
を
全
体
と
し
て
見
た
場
合
に
は
、
具
体
的
事
案
に
応
じ
た
き
め
細
か
な
利
害
調
整
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
こ
と

を
紹
介
し
た（6
（

。
こ
う
し
た
英
米
法
理
論
の
状
況
は
、
再
訴
事
案
を
厳
格
か
つ
画
一
的
な
法
理
に
よ
っ
て
処
理
す
る
こ
と
の
限
界
を
含

意
す
る
も
の
と
言
え
、
と
り
わ
け
、
イ
ギ
リ
ス
の
判
例
法
理
が
判
決
効
の
限
界
を
手
続
濫
用
法
理
と
い
う
抽
象
的
規
範
に
よ
っ
て
補

完
し
て
い
る
こ
と
は
、
わ
が
国
の
信
義
則
に
基
づ
く
後
訴
遮
断
の
法
理
と
基
本
的
な
考
え
方
を
同
じ
く
す
る
も
の
と
し
て
示
唆
に
富

む
。
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そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
再
訴
事
案
の
法
的
規
律
に
関
し
て
、
こ
れ
ら
の
英
米
法
理
論
と
の
比
較
考
察
を
も
と
に
、
解
釈
・
立
法
の

た
め
の
基
本
的
視
点
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
新
た
な
理
論
枠
組
み
を
提
示
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
な
お
、
本
稿
に
お
い
て
は
、

以
下
、
と
く
に
断
り
の
な
い
限
り
、
同
一
当
事
者
間
に
お
け
る
再
訴
事
案
を
念
頭
に
置
い
て
議
論
を
進
め
る
。

二　

英
米
法
理
論
と
の
比
較
考
察

　

英
米
法
系
に
お
け
る
判
決
効
理
論
はres judicata

（
7
（

を
中
心
に
構
成
さ
れ
る
が
、res judicata

の
原
則
的
な
範
囲
と
例
外
に
対

す
る
考
え
方
は
イ
ギ
リ
ス
と
ア
メ
リ
カ
と
で
必
ず
し
も
同
じ
で
は
な
い
。
両
国
の
判
決
効
理
論
に
つ
い
て
は
既
に
別
稿
で
紹
介
し
て

い
る
が
（
８
（、
わ
が
国
の
判
決
効
理
論
お
よ
び
そ
の
周
辺
理
論
と
の
比
較
考
察
に
必
要
な
範
囲
で
、
各
国
の
基
本
的
な
考
え
方
を
整
理
し

て
お
く
。

　

１　

イ
ギ
リ
ス
法

　

⑴　

原
則
―
―
訴
訟
原
因
禁
反
言
お
よ
び
争
点
禁
反
言

　

イ
ギ
リ
ス
民
事
訴
訟
法
に
お
け
るres judicata

は（9
（

、
訴
訟
原
因
禁
反
言
（cause of action estoppel

（
と
争
点
禁
反
言
（issue 

estoppel

（
か
ら
構
成
さ
れ
る（（（
（

。
前
者
は
、
前
訴
と
同
一
の
訴
訟
原
因
に
つ
い
て
再
び
争
う
こ
と
を
禁
止
す
る
法
理
で
あ
り
、
わ
が

国
で
い
う
既
判
力
に
相
応
す
る
概
念
で
あ
る
。
他
方
、
後
者
は
、
前
訴
と
同
一
の
争
点
に
つ
い
て
再
び
争
う
こ
と
を
禁
止
す
る
法
理

で
あ
り
、
わ
が
国
で
は
こ
れ
に
相
応
す
る
制
定
法
上
の
概
念
は
存
在
し
な
い
が
、
判
決
理
由
中
の
判
断
の
拘
束
力
に
関
し
て
学
説
上

有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
争
点
効
理
論
や
信
義
則
に
よ
る
拘
束
力
説
の
考
え
方
が
こ
れ
に
近
い
。
な
お
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
、

ア
メ
リ
カ
の
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
に
見
ら
れ
る
よ
う
なres judicata

に
関
す
る
ル
ー
ル
の
準
立
法
化
は
見
ら
れ
ず
、
そ
の
解
釈
・
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適
用
は
も
っ
ぱ
ら
判
例
法
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
状
況
に
あ
る
。

　

ま
ず
、
訴
訟
原
因
禁
反
言
は
、
原
則
と
し
て
前
訴
と
同
一
の
訴
訟
原
因
（cause of action

（
に
つ
い
て
再
び
争
う
こ
と
を
禁
止
す

る
法
理
で
あ
る
。「
訴
訟
原
因
」
と
は
、「
特
定
の
権
利
義
務
を
発
生
さ
せ
る
の
に
必
要
な
範
囲
の
事
実
」（

（（
（

な
い
し
「
特
定
の
法
的
観

点
」（

（（
（

を
い
う
と
解
さ
れ
て
お
り
、
請
求
（claim

（
概
念
に
ほ
ぼ
相
応
す
る
と
見
ら
れ
る
。
訴
訟
原
因
禁
反
言
が
働
く
の
は
、
前
訴

と
同
一
の
訴
訟
原
因
に
基
づ
い
て
再
び
訴
え
が
提
起
さ
れ
た
場
合
で
あ
り
、
前
訴
と
後
訴
で
訴
訟
原
因
の
同
一
性
が
認
め
ら
れ
る
場

合
に
は
、
そ
の
訴
訟
原
因
の
全
体
に
つ
い
て
後
訴
で
争
う
こ
と
が
禁
止
さ
れ
る
。
ま
た
、
訴
訟
原
因
禁
反
言
は
絶
対
的
な
効
力
で
あ

る
と
さ
れ
、
当
事
者
が
新
た
な
証
拠
を
発
見
し
た
場
合
や
、
法
に
重
要
な
変
更
が
あ
っ
た
場
合
で
も
、
既
に
判
断
さ
れ
た
訴
訟
原
因

に
つ
い
て
再
び
争
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
さ
れ
る（（（
（

。

　

一
方
、
争
点
禁
反
言
は
、
前
訴
と
同
一
の
争
点
に
つ
い
て
再
び
争
う
こ
と
を
禁
止
す
る
法
理
で
あ
る
。
訴
訟
原
因
禁
反
言
が
前
訴

に
お
け
る
訴
訟
原
因
の
全
体
に
つ
い
て
生
じ
る
の
と
異
な
り
、
争
点
禁
反
言
が
生
じ
る
の
は
、
前
訴
に
お
い
て
実
際
に
審
理
・
判
断

を
し
た
争
点
で
あ
り
、
か
つ
、
争
わ
れ
て
い
る
訴
訟
原
因
に
と
っ
て
不
可
欠
の
争
点
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（（（
（

。
ま
た
、
訴
訟
原
因
禁

反
言
が
絶
対
的
な
効
力
で
あ
る
の
と
は
対
照
的
に
、
争
点
禁
反
言
は
「
特
別
の
事
情
（special circum

stances

（」
が
あ
る
場
合
に

は
働
か
な
い
。
こ
の
「
特
別
の
事
情
」
が
認
め
ら
れ
る
事
案
類
型
に
は
、
大
別
し
て
、
①
当
事
者
が
新
た
な
証
拠
を
発
見
し
た
場
合

で
、
当
該
証
拠
が
前
訴
当
時
に
お
い
て
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
証
拠
に
よ
れ
ば
前
訴
に
お
け

る
判
断
が
覆
さ
れ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
場
合
、
②
判
例
に
重
要
な
変
更
が
あ
っ
た
場
合
で
、
当
該
判
例
に
よ
れ
ば
前
訴
判
決
に
お

い
て
争
点
禁
反
言
を
生
じ
る
争
点
に
つ
い
て
の
判
断
が
誤
っ
て
い
た
こ
と
が
明
白
で
あ
る
場
合
が
あ
る
と
さ
れ
る（（（
（

。

　

⑵　

H
enderson

ル
ー
ル
―
―
手
続
濫
用
法
理
に
基
づ
く
後
訴
遮
断

　

①　

概　

要

　

イ
ギ
リ
ス
法
に
お
い
て
は
、
訴
訟
原
因
禁
反
言
や
争
点
禁
反
言
と
は
別
に
、
紛
争
の
実
質
的
な
蒸
し
返
し
を
禁
止
す
る
法
理
と
し
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て
、H

enderson

ル
ー
ル
（the rule in H

enderson v H
enderson

（
と
呼
ば
れ
る
判
例
法
理
が
存
在
す
る
。
こ
のH

enderson
ル
ー
ル
は
、
一
八
四
三
年
のH

enderson v H
enderson

事
件
判
決（（（
（

（
以
下
、「H

enderson

事
件
判
決
」
と
い
う
（
に
よ
っ
て
表
明

さ
れ
、
以
来
、
今
日
に
至
る
ま
で
先
例
と
し
て
の
価
値
を
有
す
る
。
同
ル
ー
ル
の
理
解
に
つ
い
て
は
変
遷
も
見
ら
れ
る
が
、
今
日
で

は
、
あ
る
事
項
を
後
訴
で
争
う
こ
と
が
手
続
の
濫
用
（abuse of process

（
に
あ
た
る
と
評
価
さ
れ
る
場
合
に
、
当
該
事
項
を
争
う

こ
と
を
禁
止
す
る
法
理
と
し
て
理
解
さ
れ
る（（（
（

。
こ
こ
で
は
、
今
日
に
お
い
てH

enderson

ル
ー
ル
に
関
し
て
最
も
包
括
的
か
つ
権

威
的
な
先
例
と
し
て
知
ら
れ
る（（（
（

、
二
〇
〇
〇
年
のJohnson v G

ore W
ood &

 Co

事
件
の
貴
族
院
判
決（（（
（

（
以
下
、「Johnson 

事
件

判
決
」
と
い
う
（
の
紹
介
を
通
し
て
、H

enderson

ル
ー
ル
の
全
体
像
を
整
理
す
る
。

　

②　

Johnson

事
件
判
決

　

本
件
事
案
は
、
不
動
産
開
発
事
業
を
営
むW

estw
ay H

om
es

社
（
以
下
、「W

W
H

社
」
と
い
う
（
お
よ
び
そ
の
実
質
的
な
所
有

者
で
あ
るJohnson

が
、
ソ
リ
シ
タ
事
務
所
のGore W

ood &
 Co

（
以
下
、「GW

事
務
所
」
と
い
う
（
を
介
し
て
行
っ
た
土
地
取

引
に
関
し
て
、
取
引
の
相
手
方
と
の
間
で
紛
争
を
生
じ
た
結
果
、
多
額
の
損
害
を
被
っ
た
と
し
てGW

事
務
所
と
の
間
で
紛
争
を

生
じ
た
も
の
で
あ
る
。W

W
H

社
はGW

事
務
所
に
対
し
て
職
務
上
の
過
失
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
求
め
る
訴
え
（
前
訴
（
を
提
起

す
る
一
方
、Johnson

は
自
身
の
被
っ
た
損
害
に
つ
い
て
は
経
済
的
困
窮
等
を
理
由
と
し
て
賠
償
請
求
を
留
保
し
た（（（
（

。
本
件
訴
訟
に

お
い
て
は
、GW

事
務
所
がW

W
H

社
に
対
し
て
請
求
額
の
ほ
ぼ
全
額
に
相
当
す
る
額
を
支
払
う
内
容
の
和
解
が
成
立
し
た
が
、

そ
の
後
、Johnson

が
自
身
の
被
っ
た
損
害
に
つ
い
てGW

事
務
所
に
対
し
て
職
務
上
の
過
失
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
求
め
る
訴

え
（
後
訴
（
を
提
起
し
た
た
め
、GW

事
務
所
は
本
件
請
求
が
手
続
の
濫
用
に
あ
た
る
と
し
て
争
っ
た
。
当
時
の
最
上
級
裁
判
所
で

あ
っ
た
貴
族
院
は
、H

enderson

ル
ー
ル
に
関
す
る
そ
れ
ま
で
の
先
例
の
集
積
を
も
と
に
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
い
る
。

　

ま
ず
、Bingham

裁
判
官
は
、H

enderson

ル
ー
ル
を
手
続
濫
用
法
理
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
た
う
え
で（（（
（

、
手
続
濫
用
に
あ

た
る
か
否
か
に
と
っ
て
決
定
的
な
問
題
は
、「
当
事
者
が
前
訴
に
お
い
て
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
た
争
点
を
裁
判
所
に
提
出
し
よ
う
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と
す
る
こ
と
が
、
事
件
の
一
切
の
事
情
に
照
ら
し
て
（in all the circum

stances

（、
裁
判
所
の
手
続
を
誤
用
な
い
し
濫
用
す
る
も

の
で
あ
る
か
ど
う
か
」
で
あ
る
と
述
べ
、
当
時
有
力
な
見
解
で
あ
っ
た
、
も
っ
ぱ
ら
前
訴
に
お
け
る
提
出
可
能
性
を
基
準
と
し
て
手

続
濫
用
の
有
無
を
判
断
す
る
考
え
方
を
「
ド
グ
マ
チ
ッ
ク
な
ア
プ
ロ
ー
チ
」
と
し
て
批
判
し
た（（（
（

。
そ
の
う
え
で
、
本
件
請
求
の
適
否

に
関
し
て
は
、
前
訴
当
時
に
お
け
るJohnson

の
経
済
的
困
窮
と
い
う
事
情
は
原
則
と
し
て
別
訴
を
正
当
化
す
る
も
の
で
は
な
い

と
述
べ
る
一
方
、
そ
の
よ
う
な
事
情
が
相
手
方
当
事
者
に
よ
っ
て
生
じ
た
場
合
に
は
例
外
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
、
結
論
に
お
い
て

手
続
の
濫
用
を
否
定
し
た（（（
（

。

　

ま
た
、M

illett
裁
判
官
は
、H

enderson

ル
ー
ル
が
未
だ
審
理
・
判
断
さ
れ
て
い
な
い
事
項
に
つ
い
て
訴
訟
で
争
う
機
会
を
否

定
す
る
も
の
で
あ
る
点
に
つ
い
て
、「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
、
か
つ
、
一
九
五
三
年
人
権
条
約
の
第
六
条
第
一
項
に

よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
裁
判
所
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
認
め
る
市
民
的
権
利
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
き
一
応
の
推
定
（prim

a 

facie

（
を
受
け
る
」
と
の
認
識
を
示
し
た
う
え（（（
（

、
本
件
に
お
い
て
考
え
る
べ
き
唯
一
の
問
題
は
、「
本
件
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
、

被
告
に
と
っ
て
過
度
の
負
担
で
あ
る
か
否
か
、
あ
る
い
は
、
裁
判
所
の
手
続
の
濫
用
で
あ
る
か
否
か
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
、「
原
告

が
本
件
訴
訟
を
提
起
し
た
時
点
を
基
準
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
に
生
じ
た
あ
ら
ゆ
る
事
情
に
照
ら
し
て
（in the light of everything 

that had then happened

（
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る（（（
（

。
そ
し
て
、
本
件
請
求
の
適
否
に
つ
い
て
は
、

Johnson

の
請
求
はW
W

H

社
の
請
求
と
争
点
を
異
に
し
て
お
り
、
両
者
は
別
々
に
審
理
す
る
こ
と
が
可
能
か
つ
適
切
で
あ
る
と

し
て（（（
（

、
本
件
請
求
は
被
告
に
と
っ
て
過
度
の
負
担
で
あ
る
と
も
、
ま
た
、
裁
判
所
の
手
続
の
濫
用
で
あ
る
と
も
言
え
な
い
と
し
た（（（
（

。

　

③　

H
enderson

ル
ー
ル
の
形
成
と
発
展

　

そ
も
そ
も
、
一
八
四
三
年
のH

enderson

事
件
判
決（（（
（

に
お
い
て
表
明
さ
れ
た
ル
ー
ル
は
、「res judicata

の
抗
弁
は
、
特
別
の

場
合
を
除
い
て
、
裁
判
所
が
当
事
者
に
よ
っ
て
意
見
を
表
明
し
判
決
を
下
す
こ
と
を
実
際
に
求
め
ら
れ
た
点
だ
け
で
な
く
、
訴
訟
対

象
の
範
囲
内
に
適
切
に
含
ま
れ
て
お
り
、
か
つ
、
当
事
者
が
相
当
な
注
意
を
払
う
こ
と
に
よ
り
、
同
時
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
た
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あ
ら
ゆ
る
点
に
つ
い
て
あ
て
は
ま
る
」（

（（
（

と
述
べ
る
も
の
で
あ
り
、
も
と
も
と
はres judicata

を
拡
張
的
に
適
用
す
る
旨
を
表
明
し

た
先
例
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
、
既
に
審
理
・
判
断
さ
れ
た
事
項
を
遮
断
す
る
法
理
と
し
て
のres judicata

と
、

未
だ
審
理
・
判
断
さ
れ
て
い
な
い
事
項
を
遮
断
す
る
法
理
と
し
て
のH
enderson

ル
ー
ル
の
違
い
が
認
識
さ
れ（（（
（

る
よ
う
に
な
り
、

近
年
で
は
、H

enderson

ル
ー
ル
はres judicata

と
は
区
別
さ
れ
た
手
続
濫
用
法
理
に
基
礎
を
置
く
ル
ー
ル
と
し
て
理
解
さ
れ
て

い
る
。
前
記Johnson

事
件
判
決
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
近
年
の
理
解
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

で
は
、
あ
る
事
項
を
後
訴
に
お
い
て
争
う
こ
と
が
手
続
の
濫
用
に
あ
た
る
と
評
価
さ
れ
る
の
は
ど
の
よ
う
な
場
合
か
。
こ
の
問
題

に
一
つ
の
答
え
を
示
し
た
の
が
、
一
九
七
五
年
のY
at T

ung Investm
ent Co Ltd v D

ao H
eng Bank Ltd

事
件
の
枢
密
院
司

法
委
員
会
判
決（（（
（

（
以
下
、「Y

at T
ung

事
件
判
決
」
と
い
う
（
で
あ
っ
た（（（
（

。
同
判
決
で
は
、H

enderson

ル
ー
ル
の
適
用
基
準
と
し
て
、

「
前
訴
手
続
に
お
い
て
争
う
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
ゆ
え
に
争
う
べ
き
で
あ
っ
た
事
項
（m

atters w
hich could and therefore should 

have been litigated

（
を
後
訴
手
続
に
お
い
て
主
張
す
る
こ
と
は
、
手
続
の
濫
用
に
あ
た
る
」
と
い
う
準
則
―
―
の
ち
に

K
ilbrandon

原
則
と
呼
ば
れ
る（（（
（

―
―
を
示
し
た
判
決
と
し
て
知
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
前
訴
に
お
け
る
提
出
可

能
性
を
要
件
と
し
てH

enderson

ル
ー
ル
の
適
用
を
考
え
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
に
対
し
て
は
批
判
も
強
く
、
貴
族
院
も
ま
た
、

Johnson

事
件
判
決
に
お
い
て
「
ド
グ
マ
チ
ッ
ク
な
ア
プ
ロ
ー
チ
」
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。

　

Johnson

事
件
判
決
は
、
こ
れ
に
代
わ
る
新
た
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
、「
当
事
者
が
前
訴
に
お
い
て
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
た

争
点
を
裁
判
所
に
提
出
し
よ
う
と
す
る
こ
と
が
、
事
件
の
一
切
の
事
情
に
照
ら
し
て
、
裁
判
所
の
手
続
を
誤
用
な
い
し
濫
用
す
る
も

の
で
あ
る
か
ど
う
か
」（Bingham

裁
判
官
（、「
そ
れ
ま
で
に
生
じ
た
あ
ら
ゆ
る
事
情
に
照
ら
し
て
」「
本
件
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と

が
、
被
告
に
と
っ
て
過
度
の
負
担
で
あ
る
か
否
か
、
あ
る
い
は
、
裁
判
所
の
手
続
の
濫
用
で
あ
る
か
否
か
」（M

illett

裁
判
官
（
と

い
う
事
案
ご
と
の
個
別
具
体
的
な
事
情
に
基
づ
く
総
合
判
断
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー

チ
は
一
面
に
お
い
て
、
判
断
基
準
の
あ
い
ま
い
さ
と
い
う
問
題
を
不
可
避
的
に
伴
う
も
の
で
あ
る
が
、Johnson

事
件
判
決
に
お
い
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て
は
、
①
前
訴
に
お
い
て
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
事
情
が
相
手
方
当
事
者
に
よ
っ
て
生
じ
た
こ
と
（Bingham

裁

判
官
（、
②
前
訴
は
後
訴
と
争
点
を
異
に
し
て
お
り
、
両
者
は
別
々
に
審
理
す
る
こ
と
が
可
能
か
つ
適
切
で
あ
っ
た
こ
と
（M

illett
裁
判
官
（、
が
手
続
の
濫
用
を
否
定
す
る
要
素
と
し
て
働
い
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
同
様
の
事
案
を
処
理
す
る
に
際
し
て
参
考
に
な

る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

⑶　

学
説
に
よ
る
評
価

　

①　

W
att

教
授
の
見
解

　

H
enderson

ル
ー
ル
に
関
す
る
代
表
的
な
論
者
で
あ
るW

att

教
授
は（（（
（

、H
enderson

ル
ー
ル
の
先
例
と
し
て
の
価
値
に
疑
問
を

示
し
、
同
ル
ー
ル
の
廃
止
を
強
く
主
張
す
る
一
方
、
こ
れ
に
代
わ
る
新
た
な
ル
ー
ル
と
し
て
、
前
訴
と
同
一
の
事
実
を
基
礎
と
す
る

後
訴
の
提
起
は
、
前
訴
と
訴
訟
原
因
が
同
一
で
あ
る
場
合
を
除
い
て
、
適
法
な
訴
え
で
あ
る
こ
と
に
つ
き
推
定
を
受
け
る
と
し
た
う

え
で
、
後
訴
に
つ
い
て
手
続
を
進
め
る
こ
と
が
当
事
者
間
の
衡
平
を
害
す
る
場
合
、
ま
た
は
手
続
の
濫
用
に
あ
た
る
場
合
に
は
、
そ

の
推
定
が
覆
さ
れ
る
と
い
う
見
解
を
提
唱
す
る（（（
（

。
手
続
の
濫
用
に
あ
た
る
場
合
に
後
訴
が
遮
断
さ
れ
る
と
い
う
点
で
は
判
例
法
理
と

共
通
す
る
が
、
後
訴
が
無
制
約
に
遮
断
さ
れ
る
危
険
を
避
け
る
た
め
、
後
訴
遮
断
の
限
界
に
関
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
一
定
の
規
範

化
を
試
み
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、W

att

教
授
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
前
訴
と
後
訴
で
訴
訟
原
因
を
異
に
す
る
場
合
、
そ
れ
に
よ
っ
て
当
然
に
後
訴
が
許

容
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、
後
訴
が
適
法
で
あ
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
前
訴
と
類
似
ま
た
は
関
連

す
る
後
訴
を
提
起
す
る
原
告
と
し
て
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
後
訴
が
前
訴
と
異
な
る
訴
訟
原
因
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
せ
ば
、

被
告
の
反
証
が
な
い
限
り
、
当
該
請
求
に
つ
い
て
審
理
・
判
断
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る（（（
（

。
こ
の
よ
う
な
推
定
が
働
く
こ
と
は
、

res judicata

が
適
用
さ
れ
る
場
面
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
ほ
か
、
と
り
わ
け
、
原
告
が
訴
訟
を
複

数
回
に
分
け
て
提
起
す
る
こ
と
に
十
分
な
理
由
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
望
ま
し
い
結
果
を
も
た
ら
す
と
い
う
。
同
教
授
は
、
そ
の
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よ
う
な
例
と
し
て
、
原
告
が
訴
訟
の
複
雑
化
を
避
け
た
い
と
考
え
る
場
合
、
前
訴
に
お
い
て
同
時
に
請
求
す
る
こ
と
が
社
会
的
礼
儀

に
反
す
る
場
合（（（
（

、
裁
判
所
が
す
べ
て
の
請
求
を
同
時
に
審
理
す
る
だ
け
の
設
備
を
備
え
て
い
な
い
場
合
、
ま
た
、
当
事
者
間
に
お
い

て
特
定
の
請
求
を
一
時
的
に
請
求
し
な
い
旨
の
合
意
が
あ
っ
た
場
合
や
、
被
告
か
ら
の
申
出
を
受
け
て
原
告
が
請
求
の
行
使
を
差
し

控
え
た
場
合
を
挙
げ
る（（（
（

。

　

他
方
、
後
訴
に
つ
い
て
手
続
を
進
め
る
こ
と
が
当
事
者
間
の
衡
平
を
害
す
る
場
合（（（
（

、
あ
る
い
は
手
続
の
濫
用
に
あ
た
る
場
合
に
は
、

上
記
推
定
は
覆
さ
れ
る
。W

att

教
授
自
身
、
手
続
の
濫
用
に
あ
た
る
場
合
の
判
断
基
準
の
明
確
化
は
困
難
で
あ
る
と
の
認
識
を
示

し
な
が
ら
も
、
訴
訟
の
最
終
性
や
効
率
性
と
い
っ
た
政
策
的
考
慮
が
無
制
約
に
働
く
危
険
を
避
け
る
た
め
、
原
則
的
な
基
準
と
し
て

「
後
訴
が
司
法
手
続
に
対
す
る
信
頼
を
失
わ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
か
否
か
」
と
い
う
基
準
を
提
唱
す
る（（（
（

。

　

②　

H
andley

裁
判
官
の
見
解

　

res judicata

研
究
の
第
一
人
者
と
し
て
知
ら
れ
るH

andley

裁
判
官
は（（（
（

、H
enderson

ル
ー
ル
は
も
と
も
とres judicata

に

関
す
る
先
例
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
後
、
大
き
く
誤
解
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
指
摘
し
、
と
り
わ
け
前
記Y

at T
ung

事

件
判
決
は
、res judicata

を
過
度
に
拡
張
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
批
判
す
る（（（
（

。
ま
た
、
こ
れ
ま
でH

enderson

ル
ー
ル
が
問
題
に

な
っ
た
事
案
の
多
く
は
、
訴
訟
原
因
禁
反
言
や
争
点
禁
反
言
で
カ
バ
ー
さ
れ
る
事
案
で
あ
っ
た
と
の
見
方
か
ら
、H

enderson

ル
ー
ル
の
発
展
は
不
要
で
あ
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
審
理
・
判
断
に
値
す
る
請
求
ま
で
を
も
遮
断
す
る
危
険
性
を
有
す
る
も
の
で
、

却
っ
て
有
害
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る（（（
（

。
も
っ
と
も
、
同
裁
判
官
の
主
張
は
、H

enderson

ル
ー
ル
を
全
面
的
に
否
定
す
る
趣
旨
で

は
な
く
、Y

at T
ung

事
件
判
決
に
見
ら
れ
た
よ
う
なH

enderson
ル
ー
ル
の
広
範
な
適
用
に
異
議
を
唱
え
る
も
の
で
あ
り
、

Johnson

事
件
判
決
を
は
じ
め
と
す
る
最
近
の
判
例
が
、
手
続
の
濫
用
と
い
う
枠
組
み
の
な
か
でH

enderson

ル
ー
ル
の
限
界
を

画
そ
う
と
す
る
傾
向
に
は
好
意
的
な
よ
う
で
あ
る（（（
（

。

　

ま
た
、H

andley

裁
判
官
は
、
過
去
の
判
例
の
分
析
か
ら
、
後
訴
請
求
が
濫
用
的
で
あ
る
か
否
か
の
判
断
に
際
し
て
は
、
前
訴
の
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勝
敗
が
重
要
な
要
素
に
な
っ
て
い
る
と
し
、
前
訴
原
告
が
本
案
で
勝
訴
判
決
を
得
た
事
案
や
、
和
解
の
結
果
、
前
訴
原
告
が
勝
訴
判

決
を
得
た
の
と
同
様
の
結
果
を
得
た
事
案
に
お
い
て
は
、
そ
の
こ
と
が
後
訴
請
求
を
許
容
す
る
要
素
と
し
て
強
く
働
い
て
い
る
と
指

摘
す
る（（（
（

。
加
え
て
、
前
訴
原
告
が
敗
訴
し
た
場
合
で
も
、
本
案
で
敗
訴
し
た
場
合
と
、
手
続
的
・
技
術
的
な
理
由
か
ら
敗
訴
し
た
場

合
と
で
は
大
き
な
違
い
が
あ
り
、
後
者
の
理
由
の
み
を
も
っ
て
敗
訴
し
た
場
合
に
は
、
後
訴
請
求
が
許
容
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と

を
示
唆
す
る（（（
（

。

　

２　

ア
メ
リ
カ
法

　

⑴　

原
則
―
―
請
求
排
除
効
お
よ
び
争
点
排
除
効

　

ア
メ
リ
カ
民
事
訴
訟
法
に
お
け
るres judicata

は（（（
（

、
請
求
排
除
効
（claim

 preclusion

（
と
争
点
排
除
効
（issue preclusion

（

か
ら
構
成
さ
れ
る
。res judicata
に
関
す
る
様
々
な
ル
ー
ル
は
、
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
の
形
で
準
立
法
化
が
図
ら
れ
て
お
り
、
今

日
で
は
、
一
九
八
二
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
判
決
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
〔
第
二
版
〕』（

（（
（

（
以
下
、「
判
決
第
二
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
」
と
い

う
（
が
、
国
内
の
解
釈
・
運
用
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。

　

ま
ず
、
請
求
排
除
効
は
、
前
訴
と
同
一
の
請
求
に
つ
い
て
再
び
争
う
こ
と
を
禁
止
す
る
法
理
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
法
に
お
け
る
訴

訟
原
因
禁
反
言
に
相
当
す
る
。
も
っ
と
も
、
請
求
排
除
効
と
の
関
係
で
い
う
「
請
求
」
の
概
念
は
、
一
般
的
な
意
味
で
の
請
求
概
念

と
は
区
別
さ
れ
、「
事
件
テ
ス
ト
（transaction test

（」
と
呼
ば
れ
る
判
断
基
準
の
下
、
前
訴
と
同
一
の
事
件
ま
た
は
こ
れ
と
一
連

性
を
有
す
る
事
件
か
ら
生
じ
た
請
求
を
広
く
含
む
概
念
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
判
決
第
二
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
は
、
こ
の
「
事

件
テ
ス
ト
」
を
採
用
す
る
旨
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
、
同
二
四
条
一
項
は
、
請
求
排
除
効
の
原
則
的
な
範
囲
に
つ
い
て
、「
訴
訟
の

原
因
と
な
っ
た
事
件
の
全
部
も
し
く
は
一
部
、
ま
た
は
一
連
の
関
連
す
る
事
件
に
関
し
て
原
告
が
被
告
に
対
し
て
救
済
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
あ
ら
ゆ
る
権
利
が
含
ま
れ
る
」（

（（
（

と
規
定
す
る
。
ま
た
、
同
二
項
は
、「
ど
の
よ
う
な
事
実
の
集
合
が
『
事
件
』
を
構
成
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す
る
か
、
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
集
合
が
『
一
連
』
を
構
成
す
る
か
は
、
当
該
事
実
が
時
間
、
場
所
、
原
因
ま
た
は
動
機
に
お
い
て
相

互
に
関
連
す
る
か
否
か
、
そ
れ
ら
が
適
当
な
事
実
審
理
の
単
位
を
構
成
す
る
か
否
か
、
お
よ
び
、
そ
れ
ら
を
事
実
審
理
の
単
位
と
し

て
扱
う
こ
と
が
当
事
者
の
期
待
、
取
引
上
の
了
解
ま
た
は
慣
例
に
合
致
す
る
か
否
か
と
い
う
考
慮
に
重
点
を
置
い
て
、
実
用
主
義
的

に
（pragm

atically

（
決
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（

（（
（

と
規
定
し
て
お
り
、「
事
件
テ
ス
ト
」
の
適
用
に
際
し
て
は
、
主
と
し
て
、

①
事
実
相
互
の
関
連
性
、
②
裁
判
所
の
便
宜
、
③
当
事
者
の
期
待
と
い
っ
た
諸
要
素
を
勘
案
し
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
明
ら
か

に
し
て
い
る
。

　

ま
た
、「
事
件
テ
ス
ト
」
の
下
で
は
、
請
求
排
除
効
は
前
訴
と
同
一
の
事
件
ま
た
は
こ
れ
と
一
連
性
を
有
す
る
事
件
に
関
し
て
生

じ
た
請
求
に
つ
い
て
広
く
及
ぶ
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
あ
る
事
件
に
関
連
し
て
複
数
の
請
求
を
有
す
る
者
は
、
そ
れ
ら
の

請
求
に
つ
い
て
裁
判
所
の
判
決
を
求
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
一
回
の
訴
訟
に
お
い
て
そ
の
す
べ
て
を
同
時
に
訴
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
事
件
テ
ス
ト
」
の
下
で
は
、
こ
れ
と
表
裏
一
体
を
な
す
原
則
と
し
て
、
関
連
請
求
を
分
割

し
て
訴
求
す
る
こ
と
（splitting

（
が
禁
止
さ
れ
る
と
い
う
原
則
（
以
下
、「
分
割
訴
訟
の
禁
止
原
則
」
と
い
う
（
が
導
か
れ
る（（（
（

。

　

一
方
、
争
点
排
除
効
は
、
前
訴
と
同
一
の
争
点
に
つ
い
て
再
び
争
う
こ
と
を
禁
止
す
る
法
理
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
法
に
お
け
る
争

点
禁
反
言
に
相
当
す
る
。
ア
メ
リ
カ
の
争
点
排
除
効
も
、
争
点
排
除
効
を
生
じ
る
た
め
に
は
、
前
訴
に
お
い
て
実
際
に
審
理
・
判
断

を
し
た
争
点
で
あ
り
、
か
つ
、
争
わ
れ
て
い
る
請
求
に
と
っ
て
不
可
欠
の
争
点
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
で
、
イ
ギ
リ
ス
法
に
お
け

る
争
点
禁
反
言
と
基
本
的
な
考
え
方
を
同
じ
く
す
る
。
た
だ
し
、
ア
メ
リ
カ
法
に
お
い
て
は
、
争
点
の
同
一
性
判
断
に
関
し
て
も
、

請
求
の
同
一
性
判
断
に
お
け
る
の
と
同
様
に
実
質
的
な
要
素
が
勘
案
さ
れ
、
前
訴
と
後
訴
の
争
点
間
に
完
全
な
同
一
性
が
認
め
ら
れ

な
い
場
合
で
も
、
①
当
該
争
点
に
関
す
る
主
張
や
証
拠
の
共
通
性
、
②
当
該
争
点
に
適
用
さ
れ
る
法
の
同
一
性
、
③
当
該
争
点
の
前

訴
に
お
け
る
予
測
可
能
性
、
④
前
訴
請
求
と
後
訴
請
求
の
関
連
性
と
い
っ
た
諸
要
素
に
照
ら
し
て
争
点
の
同
一
性
が
判
断
さ
れ
る（（（
（

。
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⑵　

例　

外

　

上
記
の
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
法
のres judicata

は
、
原
則
と
し
て
前
訴
と
実
質
的
な
同
一
性
ま
た
は
関
連
性
を
有
す
る
請
求
お

よ
び
争
点
に
つ
い
て
広
く
及
ぶ
一
方
、
判
決
効
が
及
ば
な
い
例
外
的
な
場
合
に
つ
い
て
詳
細
な
ル
ー
ル
が
存
在
す
る
点
で
特
徴
的
で

あ
る
。
請
求
排
除
効
お
よ
び
争
点
排
除
効
の
原
則
に
対
す
る
例
外
と
し
て
、
判
決
第
二
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
規
定
し

て
い
る（（（
（

。

　

ま
ず
、
請
求
排
除
効
の
一
般
原
則
に
対
す
る
例
外
と
し
て
、
①
当
該
判
決
が
、
裁
判
管
轄
権
の
欠
缺
、
不
適
切
な
裁
判
地
、
ま
た

は
当
事
者
の
不
併
合
ま
た
は
誤
併
合
を
理
由
と
す
る
却
下
判
決
で
あ
る
場
合
、
②
原
告
が
自
発
的
に
訴
え
を
取
り
下
げ
た
場
合
ま
た

は
裁
判
所
が
訴
え
の
取
下
げ
を
原
告
に
命
じ
た
場
合
、
③
法
律
ま
た
は
裁
判
所
規
則
に
お
い
て
、
強
制
的
却
下
ま
た
は
自
発
的
取
下

げ
に
関
し
て
遮
断
効
が
作
用
し
な
い
と
規
定
さ
れ
て
い
る
場
合
、
も
し
く
は
、
裁
判
所
が
遮
断
効
の
発
生
を
明
示
し
な
い
限
り
遮
断

効
が
作
用
し
な
い
と
規
定
さ
れ
て
い
る
場
合
で
そ
の
旨
の
明
示
が
な
い
場
合
が
挙
げ
ら
れ
る（（（
（

。
ま
た
、
前
訴
に
お
け
る
原
告
敗
訴
の

判
決
が
、
請
求
が
訴
訟
を
す
る
の
に
熟
し
て
い
な
い
こ
と
に
基
づ
く
場
合
、
あ
る
い
は
ま
た
、
訴
え
提
起
の
前
提
条
件
を
充
足
で
き

な
か
っ
た
こ
と
に
基
づ
く
場
合
も
請
求
排
除
効
は
生
じ
な
い
と
さ
れ
る（（（
（

。

　

次
に
、
分
割
訴
訟
の
禁
止
原
則
に
対
す
る
例
外
と
し
て
、
①
原
告
が
関
連
請
求
を
分
割
し
て
訴
求
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
当
事
者

間
に
明
文
ま
た
は
事
実
上
の
合
意
が
あ
る
か
、
被
告
が
そ
れ
に
黙
示
的
に
同
意
し
た
場
合
、
②
前
訴
裁
判
所
が
原
告
に
つ
い
て
後
訴

を
維
持
す
る
権
利
を
明
示
的
に
留
保
し
た
場
合
、
③
前
訴
裁
判
所
の
管
轄
権
そ
の
他
の
手
続
上
の
制
約
の
た
め
に
、
前
訴
に
お
い
て

原
告
が
特
定
の
法
的
観
点
に
依
拠
す
る
こ
と
や
特
定
の
救
済
方
法
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
、
④
前
訴
判
決
が
法
律
上

ま
た
は
憲
法
上
の
制
度
の
公
正
か
つ
公
平
な
実
施
と
明
ら
か
に
矛
盾
し
て
い
る
か
、
そ
れ
ら
の
制
度
趣
旨
に
照
ら
し
て
原
告
が
関
連

請
求
を
分
割
し
て
訴
求
す
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
て
い
る
場
合
、
⑤
継
続
的
な
い
し
反
復
的
な
契
約
ま
た
は
不
法
行
為
の
事
案
に
関
し

て
、
過
去
お
よ
び
将
来
の
全
損
害
に
つ
い
て
一
度
に
訴
え
る
か
、
訴
え
提
起
時
ま
で
に
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
期
間
を
区
切
っ
て
訴
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え
る
か
の
選
択
権
が
原
告
に
与
え
ら
れ
て
い
る
場
合
が
挙
げ
ら
れ
る（（（
（

。
ま
た
、
上
記
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、

⑥
請
求
排
除
効
を
基
礎
づ
け
て
い
る
政
策
が
、「
特
別
の
理
由
」
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
る
こ
と
が
明
白
か
つ
説
得
的
に
証
明
さ
れ
た

場
合
に
は
再
訴
が
許
容
さ
れ
る
と
し
て
い
る（（（
（

。

　

ま
た
、
争
点
排
除
効
の
例
外
と
し
て
は
、
①
後
訴
に
お
い
て
争
点
排
除
効
を
主
張
さ
れ
る
側
の
当
事
者
が
、
法
律
上
、
前
訴
に
お

い
て
上
訴
審
の
審
理
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
、
②
法
律
上
の
争
点
に
関
し
て
、
前
訴
と
後
訴
の
請
求
が
実
質
的
に
無

関
係
で
あ
る
場
合
や
、
当
該
争
点
に
つ
い
て
新
た
な
判
断
を
す
る
こ
と
が
法
状
況
の
変
化
や
法
の
公
正
な
運
用
の
観
点
に
照
ら
し
て

正
当
化
さ
れ
る
場
合
、
③
当
該
争
点
に
つ
い
て
新
た
な
判
断
を
す
る
こ
と
が
、
両
裁
判
所
に
お
け
る
手
続
の
質
や
範
囲
の
相
違
に
照

ら
し
て
、
ま
た
は
、
裁
判
所
間
の
管
轄
権
の
分
配
に
関
す
る
要
素
に
照
ら
し
て
正
当
化
さ
れ
る
場
合
、
④
前
訴
と
後
訴
で
当
該
争
点

に
関
す
る
証
明
責
任
の
負
担
に
差
異
が
あ
る
場
合
が
挙
げ
ら
れ
る（（（
（

。
さ
ら
に
、
上
記
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、

⑤
当
該
争
点
に
つ
い
て
新
た
な
判
断
を
す
る
こ
と
に
明
白
か
つ
説
得
的
な
必
要
性
が
あ
る
場
合
に
は
争
点
排
除
効
の
例
外
が
認
め
ら

れ
る
と
さ
れ
て
お
り（（（
（

、
こ
れ
に
は
、
◯ⅰ
前
訴
判
決
の
判
断
が
、
公
共
の
利
益
ま
た
は
前
訴
に
お
い
て
当
事
者
で
は
な
か
っ
た
者
に
不

利
益
と
な
る
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ
る
場
合
、
◯ⅱ
前
訴
当
時
に
お
い
て
当
該
争
点
が
後
訴
に
お
い
て
問
題
に
な
る
こ
と
が
十
分

に
予
見
で
き
な
か
っ
た
場
合
、
◯ⅲ
争
点
排
除
効
を
主
張
さ
れ
る
側
の
当
事
者
に
お
い
て
、
相
手
方
当
事
者
の
行
為
そ
の
他
の
特
別
の

事
情
の
た
め
に
、
前
訴
に
お
い
て
十
分
か
つ
公
平
な
判
断
を
得
る
適
切
な
機
会
や
動
機
が
な
か
っ
た
場
合
な
ど
が
含
ま
れ
る
と
さ
れ

る
（
（（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
判
決
第
二
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
は
、
請
求
排
除
効
お
よ
び
争
点
排
除
効
の
例
外
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
つ
い
て
個

別
的
な
規
定
を
置
く
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
場
合
を
想
定
し
た
概
括
的
な
例
外
規
定
を
置
く
こ
と
に
よ
り
、

具
体
的
事
案
に
応
じ
た
調
整
を
行
う
余
地
を
残
し
て
い
る
。
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３　

日
本
法
と
の
比
較

　

⑴　

原
則
論

　

わ
が
国
の
民
事
訴
訟
法
に
よ
れ
ば
、
既
判
力
は
、
確
定
判
決
に
示
さ
れ
た
裁
判
所
の
判
断
の
う
ち
、「
主
文
に
包
含
す
る
も
の
」

（
民
訴
法
一
一
四
条
一
項
参
照
（
に
限
っ
て
生
じ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
主
文
に
包
含
す
る
も
の
」
と
は
、
本
案
判
決
に
関
す
る
限
り
、

特
定
の
訴
訟
物
の
存
否
に
対
す
る
裁
判
所
の
判
断
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
既
判
力
の
客
観
的
範
囲
は
原
則
と
し
て
前
訴
に
お

け
る
訴
訟
物
の
範
囲
に
限
定
さ
れ
、
当
事
者
は
前
訴
と
同
一
の
訴
訟
物
に
つ
い
て
再
び
争
う
こ
と
が
禁
止
さ
れ
、
裁
判
所
も
ま
た
前

訴
と
同
一
の
訴
訟
物
が
再
び
問
題
に
な
る
と
き
に
は
前
訴
裁
判
所
の
判
断
に
拘
束
さ
れ
る（（（
（

。
な
お
、
訴
訟
判
決
に
つ
い
て
も
既
判
力

を
認
め
る
の
が
今
日
の
通
説
で
あ
る
が（（（
（

、
比
較
対
象
を
限
定
す
る
た
め
、
以
下
、
本
案
判
決
に
限
定
し
て
論
じ
る（（（
（

。

　

上
記
の
よ
う
に
、
既
判
力
の
範
囲
は
原
則
と
し
て
訴
訟
物
の
範
囲
に
よ
っ
て
画
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
伝
統
的
に
は
、
既
判
力
論
は

訴
訟
物
論
の
影
響
を
受
け
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た（（（
（

。
す
な
わ
ち
、
実
体
法
上
の
権
利
義
務
ご
と
に
訴
訟
物
を
観
念
す
る
旧
訴
訟
物
理

論
を
前
提
と
す
れ
ば
、
前
訴
と
後
訴
で
実
体
法
上
の
権
利
義
務
が
異
な
る
場
合
に
は
訴
訟
物
は
別
個
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
結
果
、
既

判
力
は
後
訴
に
及
ば
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
特
定
の
給
付
ま
た
は
形
成
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
法
的
地
位
（
確
認
の

訴
え
に
お
い
て
は
実
体
法
上
の
権
利
義
務
（
を
訴
訟
物
と
し
て
観
念
す
る
新
訴
訟
物
理
論
を
前
提
と
す
れ
ば
、
前
訴
と
後
訴
で
実
体
法

上
の
権
利
義
務
が
異
な
る
場
合
で
も
、
前
訴
と
同
一
の
給
付
ま
た
は
形
成
を
求
め
る
場
合
に
は
訴
訟
物
は
同
一
で
あ
る
と
解
さ
れ
、

そ
の
結
果
、
既
判
力
は
後
訴
に
及
ぶ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
、
わ
が
国
の
判
例
・
実
務
は
旧
訴
訟
物
理
論
を
前
提
と
し
て
い
る
と

見
ら
れ
て
お
り（（（
（

、
し
た
が
っ
て
既
判
力
は
前
訴
の
訴
訟
物
た
る
実
体
法
上
の
権
利
義
務
の
範
囲
に
限
定
さ
れ
る
の
が
原
則
と
な
る
が
、

そ
の
一
方
で
、
前
訴
と
後
訴
で
訴
訟
物
を
異
に
す
る
場
合
で
も
、
後
訴
が
実
質
的
に
前
訴
の
蒸
し
返
し
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
る
場
合

に
は
後
訴
は
信
義
則
に
反
し
て
許
さ
れ
な
い
と
す
る
判
例
法
理
―
―
信
義
則
に
基
づ
く
後
訴
遮
断
の
法
理
―
―
が
確
立
し
て
い
る（（（
（

。

　

こ
う
し
た
、
既
判
力
に
関
す
る
わ
が
国
の
判
例
お
よ
び
一
部
の
学
説
の
考
え
方
は
、
以
下
の
点
で
イ
ギ
リ
ス
の
判
例
理
論
と
共
通
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す
る
面
を
有
す
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
既
判
力
（
イ
ギ
リ
ス
法
で
は
訴
訟
原
因
禁
反
言
（
の
原
則
的
範
囲
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
リ

カ
の
請
求
排
除
効
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
広
範
な
射
程
を
持
っ
て
お
ら
ず
、
原
則
と
し
て
前
訴
に
お
い
て
審
理
・
判
断
の
対
象
と
な
っ

た
請
求
に
限
定
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
ま
た
、
第
二
に
、
前
訴
に
お
い
て
審
理
・
判
断
の
対
象
と
な
っ
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
既
判

力
の
原
則
的
な
ル
ー
ル
に
よ
っ
て
は
紛
争
の
実
質
的
な
蒸
し
返
し
を
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
、
既
判
力
そ
の
も
の
を
拡

張
す
る
の
で
は
な
く
、
既
判
力
と
は
異
な
る
抽
象
的
規
範
―
―
日
本
で
は
信
義
則
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
手
続
濫
用
法
理
―
―
を
適
用
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
後
訴
を
遮
断
す
る
点
で
あ
る
。
第
三
に
、
そ
う
し
た
信
義
則
な
い
し
手
続
濫
用
法
理
が
適
用
さ
れ
る
か
否
か
は
、

個
別
具
体
的
な
事
情
に
基
づ
く
裁
判
所
の
総
合
的
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
わ
が
国
の
信
義
則
概
念
と
イ

ギ
リ
ス
の
手
続
濫
用
概
念
は
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
法
概
念
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
が
、
の
ち
に
見
る
よ
う
に
、
具
体
的
な
考
慮
要
素
に

関
し
て
は
両
者
で
重
な
り
合
う
部
分
も
少
な
く
な
い
。

　

⑵　

例
外
①
―
―
理
由
中
の
判
断
の
拘
束
力

　

既
判
力
の
原
則
論
に
よ
れ
ば
、
判
決
理
由
中
の
判
断
に
は
既
判
力
は
生
じ
な
い
。
も
っ
と
も
、
学
説
上
は
、
理
由
中
の
判
断
に
も

な
ん
ら
か
の
拘
束
力
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
紛
争
の
実
質
的
な
蒸
し
返
し
を
禁
止
し
よ
う
と
す
る
見
解
が
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い

る
（
（（
（

。

　

そ
の
代
表
的
な
見
解
は
、
新
堂
幸
司
教
授
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
争
点
効
理
論（（（
（

で
あ
る
。
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
判
決
理
由
中
の

判
断
で
あ
っ
て
も
、
①
前
訴
請
求
の
当
否
の
判
断
過
程
で
主
要
な
争
点
と
な
っ
た
事
項
に
つ
い
て
の
判
断
で
あ
り
、
②
当
事
者
が
前

訴
に
お
い
て
そ
の
争
点
に
つ
き
主
張
・
立
証
を
尽
く
し
、
③
裁
判
所
が
そ
れ
に
対
し
て
実
質
的
な
判
断
を
し
て
お
り
、
か
つ
、
④
前

訴
と
後
訴
の
係
争
利
益
が
ほ
ぼ
同
等
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
事
者
間
の
公
平
に
基
づ
く
一
種
の
制
度
的
効
力
と
し
て
、
争
点
効
と
呼

ば
れ
る
拘
束
力
が
生
じ
る
と
さ
れ
る（（（
（

。
同
教
授
に
よ
れ
ば
、
争
点
効
は
、
前
訴
判
決
の
後
訴
に
対
す
る
拘
束
力
で
あ
る
点
に
お
い
て
、

ま
た
、
そ
の
拘
束
力
の
正
当
性
を
当
事
者
間
の
公
平
に
求
め
る
点
に
お
い
て
既
判
力
と
共
通
す
る
面
を
有
す
る
と
さ
れ
る
一
方
、
争
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点
効
は
、
前
訴
に
お
い
て
当
事
者
が
主
要
な
争
点
と
し
て
争
い
、
か
つ
、
裁
判
所
が
実
際
に
審
理
・
判
断
し
た
場
合
に
の
み
発
生
す

る
効
力
で
あ
る
点
に
お
い
て
、
原
則
と
し
て
前
訴
の
手
続
経
過
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
発
生
す
る
既
判
力
と
は
異
な
る
と
さ
れ
る
。
ま

た
、
既
判
力
の
有
無
は
裁
判
所
の
職
権
調
査
事
項
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
争
点
効
に
つ
い
て
は
争
点
効
に
よ
っ
て
利
益

を
受
け
る
側
の
主
張
を
待
っ
て
取
り
上
げ
れ
ば
足
り
る
と
さ
れ
る（（（
（

。

　

ま
た
、
も
う
一
つ
の
有
力
な
見
解
と
し
て
、
竹
下
守
夫
教
授
の
見
解
に
代
表
さ
れ
る
信
義
則
に
よ
る
拘
束
力
説（（（
（

が
あ
る
。
こ
れ
は
、

訴
訟
上
の
信
義
則
（
民
訴
法
二
条
参
照
（（

（（
（

を
根
拠
と
し
て
判
決
理
由
中
の
判
断
に
拘
束
力
を
認
め
る
見
解
で
あ
る
。
こ
の
見
解
に
よ

れ
ば
、
前
訴
の
勝
訴
者
に
対
す
る
拘
束
力
と
敗
訴
者
に
対
す
る
拘
束
力
と
が
区
別
さ
れ
、
前
訴
の
勝
訴
者
に
つ
い
て
は
、
①
前
訴
に

お
い
て
自
己
の
主
張
が
理
由
あ
り
と
し
て
認
め
ら
れ
な
が
ら
、
②
後
訴
に
至
っ
て
前
言
を
翻
し
、
前
訴
で
得
た
利
益
と
実
体
法
上
両

立
し
え
な
い
利
益
を
二
重
に
取
得
し
よ
う
と
し
、
ま
た
は
、
前
訴
で
得
た
利
益
に
当
然
伴
う
負
担
を
免
れ
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、

③
拘
束
力
を
否
定
す
べ
き
特
別
の
事
情
が
な
い
限
り
、「
矛
盾
挙
動
禁
止
の
原
則
」
に
反
し
て
許
さ
れ
な
い
と
さ
れ
る
。
他
方
、
前

訴
の
敗
訴
者
に
つ
い
て
は
、
①
前
訴
に
お
け
る
主
要
な
争
点
に
つ
い
て
、
②
相
手
方
当
事
者
に
お
い
て
既
に
決
着
が
着
い
た
と
の
正

当
な
信
頼
が
生
じ
、
法
の
規
範
的
要
求
と
し
て
そ
の
事
項
に
つ
き
再
度
の
応
訴
・
弁
論
を
強
制
し
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、

③
拘
束
力
を
否
定
す
べ
き
特
別
の
事
情
が
な
い
限
り
、「
権
利
失
効
の
法
理
」
の
趣
旨
に
照
ら
し
て
当
該
争
点
を
再
び
争
う
こ
と
が

許
さ
れ
な
い
と
さ
れ
る（（（
（

。

　

こ
れ
ら
の
見
解
の
う
ち
、
争
点
効
理
論
は
、
英
米
法
の
コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ペ
ル
―
―
今
日
で
い
う
争
点
排
除
効（（（
（

―
―
か
ら

示
唆
を
受
け
て
提
唱
さ
れ
た
見
解
で
あ
り（（（
（

、
基
本
的
に
は
争
点
排
除
効
と
同
様
の
判
断
枠
組
み
を
採
用
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
日
本
の
争
点
効
も
、
ア
メ
リ
カ
の
争
点
排
除
効
も
、
前
訴
に
お
い
て
当
事
者
が
実
際
に
争
い
、
か
つ
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
審

理
・
判
断
さ
れ
た
争
点
に
つ
い
て
（
審
理
判
断
要
件
（、
当
該
争
点
に
つ
い
て
の
判
断
が
前
訴
判
決
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
っ
た
場
合

（
不
可
欠
性
要
件
（
に
効
力
を
生
じ
る
点
で
共
通
す
る
。
ま
た
、
上
記
要
件
を
満
た
し
て
も
な
お
、
前
訴
と
後
訴
に
お
け
る
係
争
利
益
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の
大
小
な
い
し
請
求
相
互
の
関
連
性
に
照
ら
し
て
拘
束
力
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
が
妥
当
で
は
な
い
場
合
を
観
念
す
る
点
で
も
同
様
で

あ
る
。
た
だ
し
、
ア
メ
リ
カ
の
争
点
排
除
効
で
は
、
前
訴
と
後
訴
の
争
点
間
に
完
全
な
同
一
性
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
で
も
、
①
当

該
争
点
に
関
す
る
主
張
や
証
拠
の
共
通
性
、
②
当
該
争
点
に
適
用
さ
れ
る
法
の
同
一
性
、
③
当
該
争
点
の
前
訴
に
お
け
る
予
測
可
能

性
、
④
前
訴
請
求
と
後
訴
請
求
の
関
連
性
、
と
い
っ
た
諸
要
素
に
照
ら
し
て
争
点
の
同
一
性
が
判
断
さ
れ
る
点
で
、
よ
り
幅
を
持
っ

た
概
念
で
あ
る
と
言
え
よ
う
か
。

　

一
方
の
信
義
則
に
よ
る
拘
束
力
説
は
、
争
点
効
理
論
の
提
唱
を
受
け
て
、
信
義
則
の
観
点
か
ら
判
決
理
由
中
の
判
断
の
拘
束
力
に

ア
プ
ロ
ー
チ
し
た（（（
（

、
わ
が
国
固
有
の
学
説
で
あ
る
。
判
決
理
由
中
の
判
断
に
拘
束
力
を
認
め
る
点
で
は
、
日
本
の
争
点
効
理
論
や
ア

メ
リ
カ
の
争
点
排
除
効
と
基
本
的
な
考
え
方
を
同
じ
く
す
る
が
、
信
義
則
に
よ
る
拘
束
力
説
は
、
勝
訴
当
事
者
に
対
す
る
拘
束
力
発

生
根
拠
と
敗
訴
当
事
者
に
対
す
る
拘
束
力
発
生
根
拠
と
を
意
識
的
に
区
別
し
、
勝
訴
当
事
者
に
対
す
る
拘
束
力
に
つ
い
て
は
、
当
該

当
事
者
の
主
張
が
前
訴
に
お
い
て
実
際
に
争
わ
れ
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
審
理
・
判
断
さ
れ
た
こ
と
（
審
理
判
断
要
件
（
を
必
要
と
し

な
い
点
で
争
点
効
理
論
と
差
異
を
生
じ
る
。
例
え
ば
、
自
白
の
あ
っ
た
事
実
に
つ
い
て
は
、
争
点
効
理
論
や
争
点
排
除
効
の
考
え
方

に
よ
れ
ば
拘
束
力
を
生
じ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
信
義
則
に
よ
る
拘
束
力
説
に
よ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
勝
訴
当
事
者
と

の
関
係
で
は
拘
束
力
を
生
じ
、
の
ち
に
当
該
事
実
と
矛
盾
す
る
主
張
を
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
る
。

　

⑶　

例
外
②
―
―
信
義
則
に
基
づ
く
後
訴
遮
断

　

わ
が
国
で
は
、
前
訴
と
後
訴
で
訴
訟
物
を
異
に
す
る
結
果
、
既
判
力
が
作
用
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
後
訴
が
前
訴
の
実
質
的

な
蒸
し
返
し
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
る
と
き
に
は
後
訴
は
信
義
則
に
反
し
て
許
さ
れ
な
い
と
す
る
判
例
法
理
―
―
信
義
則
に
基
づ
く
後

訴
遮
断
の
法
理
―
―
が
確
立
し
て
い
る
。
信
義
則
適
用
に
際
し
て
の
考
慮
要
素
は
、
個
々
の
判
例
に
よ
っ
て
表
現
ぶ
り
や
比
重
の
置

き
方
に
若
干
の
違
い
も
見
ら
れ
る
が
、
基
本
的
な
考
慮
要
素
と
し
て
は
、
①
前
訴
と
後
訴
の
実
質
的
同
一
性
、
②
後
訴
に
お
け
る
請

求
ま
た
は
主
張
の
前
訴
に
お
け
る
提
出
可
能
性
、
③
紛
争
決
着
に
対
す
る
相
手
方
当
事
者
の
合
理
的
期
待
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
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き
る（（（
（

。
ま
た
、
信
義
則
違
反
が
認
め
ら
れ
る
場
合
の
事
件
処
理
に
つ
い
て
は
、
一
部
に
争
点
レ
ベ
ル
で
主
張
を
却
下
す
る
例
も
見
ら

れ
る
が（（（
（

、
そ
の
多
く
は
請
求
レ
ベ
ル
で
訴
え
を
却
下
す
る
も
の
で
あ
る（（（
（

。

　

前
述
の
よ
う
に
、
わ
が
国
の
判
例
理
論
と
イ
ギ
リ
ス
の
判
例
理
論
は
、
判
決
効
の
原
則
的
ル
ー
ル
に
よ
っ
て
は
妥
当
な
結
論
が
得

ら
れ
な
い
場
合
に
、
判
決
効
と
は
異
な
る
抽
象
的
規
範
―
―
日
本
で
は
信
義
則
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
手
続
濫
用
法
理
―
―
を
根
拠
と
し

て
、
個
別
具
体
的
な
事
情
に
基
づ
く
裁
判
所
の
総
合
的
判
断
の
下
で
後
訴
を
遮
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
で
共
通
す
る
。
加

え
て
、
具
体
的
な
考
慮
要
素
を
見
て
も
、
前
記Johnson

事
件
判
決
に
お
い
て
示
唆
さ
れ
る
、
①
前
訴
に
お
け
る
提
出
可
能
性
、

②
後
訴
を
提
起
す
る
に
至
っ
た
事
情
、
③
請
求
相
互
の
関
連
性
と
い
っ
た
考
慮
要
素
は
、
わ
が
国
の
判
例
に
見
ら
れ
る
考
慮
要
素
と

大
き
く
重
な
り
合
う
。
こ
の
よ
う
に
、
日
本
法
と
イ
ギ
リ
ス
法
と
の
間
に
は
、
信
義
則
を
根
拠
と
す
る
か
手
続
濫
用
法
理
を
根
拠
と

す
る
か
の
違
い
こ
そ
あ
る
が
、
再
訴
事
案
の
法
的
規
律
に
関
し
て
興
味
深
い
一
致
が
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
わ

が
国
の
判
例
法
理
に
見
ら
れ
る
既
判
力
と
信
義
則
に
よ
る
二
元
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
わ
が
国
独
自
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
な
く
、
歴
史

的
・
制
度
的
な
背
景
の
違
い
を
超
え
て
一
定
の
普
遍
性
を
持
つ
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
言
え
る
。

　

一
方
、
わ
が
国
の
判
例
理
論
と
ア
メ
リ
カ
の
そ
れ
と
を
比
較
し
た
場
合
に
は
、
前
者
が
既
判
力
と
信
義
則
に
よ
る
二
元
的
な
ア
プ

ロ
ー
チ
を
採
用
す
る
の
に
対
し
て
、
後
者
はres judicata

に
よ
る
一
元
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
す
る
点
で
、
両
者
の
考
え
方
は

一
見
し
て
対
照
的
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
本
、
ア
メ
リ
カ
と
も
に
、
後
訴
に
お
い
て
実
質
的
な
同
一
性
な
い
し
関
連
性
を
有

す
る
請
求
が
争
わ
れ
る
場
合
に
、
こ
れ
を
遮
断
す
る
必
要
性
を
認
め
て
い
る
点
で
は
共
通
し
て
お
り
、
か
つ
、
そ
う
し
た
後
訴
遮
断

の
最
大
限
を
画
し
て
い
る
の
は
両
国
と
も
に
柔
軟
か
つ
弾
力
的
な
法
理
―
―
日
本
で
は
信
義
則
、
ア
メ
リ
カ
で
は
「
事
件
テ
ス
ト
」

―
―
で
あ
る
点
で
は
共
通
す
る
。
ど
ち
ら
の
理
論
も
実
質
的
な
要
素
を
勘
案
し
て
後
訴
の
適
否
を
判
断
す
る
も
の
で
あ
り
、
ア
メ
リ

カ
の
「
事
件
テ
ス
ト
」
の
下
で
考
慮
さ
れ
る
、
①
請
求
相
互
の
関
連
性
、
②
裁
判
所
の
便
宜
、
③
当
事
者
の
期
待
と
い
っ
た
諸
要
素

は
、
わ
が
国
に
お
け
る
信
義
則
の
考
慮
要
素
と
も
親
和
的
で
あ
る
。
後
訴
遮
断
の
最
大
限
度
を
画
す
る
法
的
根
拠
をres judicata
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と
い
う
本
来
の
判
決
効
原
則
に
求
め
る
の
か
、
そ
れ
と
は
異
な
る
抽
象
的
規
範
と
し
て
の
信
義
則
に
求
め
る
の
か
と
い
う
理
論
的
な

違
い
は
あ
る
も
の
の
、
ど
ち
ら
も
実
質
的
な
要
素
を
勘
案
し
て
請
求
レ
ベ
ル
で
後
訴
を
遮
断
す
る
と
い
う
点
で
は
同
様
の
発
想
に
立

つ
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
わ
が
国
の
信
義
則
に
基
づ
く
後
訴
遮
断
の
法
理
と
ア
メ
リ
カ
の
「
事
件
テ
ス
ト
」
に
よ
る
事
件
処

理
と
の
間
に
は
一
定
の
対
応
関
係
が
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。

　

⑷　

小　

括

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
再
訴
事
案
の
法
的
規
律
は
、
法
系
の
異
な
る
日
本
法
と
英
米
法
と
の
間
だ
け
で
な
く
、
同
じ
英
米

法
系
に
属
す
る
イ
ギ
リ
ス
と
ア
メ
リ
カ
の
間
で
も
異
な
る
特
徴
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
共
通
点
な
い
し
類
似
点
を
手
が
か
り

と
し
て
各
国
の
判
決
効
理
論
お
よ
び
そ
の
周
辺
理
論
を
整
理
す
る
と
、
概
ね
以
下
の
よ
う
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
ず
、
わ
が
国
の
既
判
力
概
念
は
、
前
訴
と
同
一
の
請
求
に
つ
い
て
再
び
争
う
こ
と
を
禁
止
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
イ
ギ
リ

ス
法
の
訴
訟
原
因
禁
反
言
、
ア
メ
リ
カ
法
の
請
求
排
除
効
に
対
応
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
原
則
的
範
囲
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
法

で
は
、
い
わ
ゆ
る
「
事
件
テ
ス
ト
」
の
下
、
原
則
と
し
て
前
訴
と
実
質
的
な
同
一
性
ま
た
は
関
連
性
を
有
す
る
請
求
に
つ
い
て
広
く

請
求
排
除
効
が
及
ぶ
の
に
対
し
て
、
日
本
法
や
イ
ギ
リ
ス
法
で
は
、
原
則
と
し
て
前
訴
に
お
い
て
実
際
に
審
理
・
判
断
の
対
象
と

な
っ
た
請
求
に
つ
い
て
の
み
判
決
効
が
及
ぶ
点
で
異
な
る
。
ま
た
、
わ
が
国
で
は
、
訴
訟
物
概
念
が
既
判
力
の
原
則
的
な
範
囲
を
画

し
て
い
る
が
、
英
米
法
に
お
い
て
は
わ
が
国
で
い
う
訴
訟
物
概
念
に
対
応
す
る
概
念
は
見
ら
れ
な
い
う
え
、
ア
メ
リ
カ
法
に
お
い
て

顕
著
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
訴
訟
の
審
判
対
象
と
し
て
の
請
求
概
念
と
、
判
決
効
の
原
則
的
範
囲
を
画
す
る
請
求
概
念
と
は
必
ず
し

も
一
致
し
な
い
。

　

次
に
、
わ
が
国
に
お
い
て
学
説
上
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
争
点
効
理
論
お
よ
び
信
義
則
に
よ
る
拘
束
力
説
は
、
前
訴
と
同
一
の

争
点
に
つ
い
て
再
び
争
う
こ
と
を
禁
止
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
法
の
争
点
禁
反
言
、
ア
メ
リ
カ
法
の
争
点
排
除
効
に

相
応
す
る
。
こ
の
う
ち
争
点
効
理
論
は
、
ア
メ
リ
カ
法
の
コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ペ
ル
（
争
点
排
除
効
（
を
学
説
上
継
受
し
た
も
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の
で
あ
る
た
め
、
両
者
の
間
に
は
当
初
か
ら
密
接
な
対
応
関
係
が
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
、
争
点
排
除
効
な
い
し
争
点
禁
反
言
に

関
す
る
理
論
状
況
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
争
点
効
理
論
の
是
非
な
い
し
解
釈
・
運
用
を
検
討
す
る
に
際
し
て
有
益
で
あ
る
。
ま
た
、

わ
が
国
の
判
例
は
、
争
点
効
理
論
に
対
し
て
否
定
的
な
立
場
を
示
す
一
方
で（（（
（

、
紛
争
の
実
質
的
な
蒸
し
返
し
を
禁
止
す
る
た
め
の
理

論
と
し
て
信
義
則
に
基
づ
く
後
訴
遮
断
の
法
理
を
採
用
す
る
が（（（
（

、
イ
ギ
リ
ス
法
に
お
い
て
争
点
禁
反
言
と
手
続
濫
用
法
理
が
そ
れ
ぞ

れ
に
別
個
の
法
理
と
し
て
相
互
補
完
的
に
機
能
し
て
い
る
こ
と
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
争
点
効
理
論
と
信
義
則
理
論
と
の
関
係
を
考

え
る
に
あ
た
っ
て
示
唆
的
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
わ
が
国
の
判
例
法
理
で
あ
る
信
義
則
に
基
づ
く
後
訴
遮
断
の
法
理
は
、
判
決
効
の
原
則
的
ル
ー
ル
に
よ
っ
て
は
妥
当
な

結
論
が
得
ら
れ
な
い
場
合
に
、
他
の
抽
象
的
規
範
を
根
拠
と
し
て
後
訴
を
遮
断
す
る
点
に
お
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
判
例
法
理
で
あ
る

H
enderson

ル
ー
ル
―
―
手
続
濫
用
法
理
に
基
づ
く
後
訴
遮
断
の
法
理
―
―
と
対
応
す
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、
請
求
相
互
の
関
連

性
や
当
事
者
の
期
待
と
い
っ
た
実
質
的
な
要
素
を
勘
案
し
て
、
前
訴
と
実
質
的
な
同
一
性
な
い
し
関
連
性
を
有
す
る
請
求
を
遮
断
す

る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
の
「
事
件
テ
ス
ト
」
に
よ
る
事
件
処
理
と
の
間
に
も
一
定
の
対
応
関
係
が
認
め
ら
れ
る
。
信
義

則
に
基
づ
く
後
訴
遮
断
の
法
理
に
つ
い
て
は
、
信
義
則
と
し
て
の
性
質
上
、
裁
判
所
の
個
別
的
な
判
断
に
委
ね
ざ
る
を
得
な
い
面
が

あ
る
一
方
で
、
予
測
可
能
性
の
観
点
か
ら
は
、
同
法
理
の
適
用
に
際
し
て
裁
判
所
が
考
慮
す
べ
き
要
素
や
そ
の
程
度
に
つ
い
て
一
定

の
共
通
理
解
を
形
成
し
て
お
く
こ
と
が
望
ま
し
い
と
言
え
る
が（（（
（

、
イ
ギ
リ
ス
のH

enderson

ル
ー
ル
や
ア
メ
リ
カ
の
「
事
件
テ
ス

ト
」
に
お
い
て
斟
酌
さ
れ
る
考
慮
要
素
は
、
わ
が
国
に
と
っ
て
示
唆
に
富
む
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
再
訴
事
案
の
法
的
規
律
に
関
す
る
限
り
、
日
本
法
と
英
米
法
と
の
間
に
は
比
較
考
察
の
た
め
の
共
通

の
理
論
的
基
盤
が
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
も
そ
も
、
紛
争
の
蒸
し
返
し
を
禁
止
す
る
必
要
性
は
裁
判
制
度
に
普
遍
的
な
要
請
で
あ

り
、
特
定
の
訴
訟
制
度
に
固
有
の
も
の
で
は
な
い
以
上
、
日
本
法
と
英
米
法
と
の
間
に
一
定
の
相
関
性
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
あ
る
意

味
で
当
然
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
う
し
た
英
米
法
理
論
と
の
比
較
可
能
性
の
存
在
は
、
わ
が
国
の
理
論
を
従
来
と
は
異
な
る



（7

再訴事案の法的規律

視
角
か
ら
捉
え
直
す
契
機
と
な
り
え
よ
う
。

三　

基
本
的
視
点

　

前
章
で
は
、
再
訴
事
案
の
法
的
規
律
に
関
す
る
英
米
法
理
論
と
の
比
較
考
察
か
ら
、
日
本
法
と
英
米
法
と
の
間
に
比
較
可
能
な
理

論
的
基
礎
が
存
在
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
こ
で
、
本
章
で
は
、
英
米
法
理
論
か
ら
得
ら
れ
る
視
座
を
も
と
に
、
わ
が
国
の

現
状
と
課
題
を
ふ
ま
え
て
、
再
訴
事
案
の
法
的
規
律
を
検
討
す
る
に
際
し
て
の
基
本
的
視
点
を
提
示
す
る
。

　

１　

訴
訟
物
論
と
既
判
力
論
の
峻
別

　

⑴　

日
本
法
の
現
状
と
課
題

　

前
述
の
よ
う
に
、
わ
が
国
で
は
伝
統
的
に
、
既
判
力
の
客
観
的
範
囲
は
原
則
と
し
て
訴
訟
物
に
よ
っ
て
画
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て

き
た
。
す
な
わ
ち
、
民
訴
法
一
一
四
条
一
項
は
、「
確
定
判
決
は
、
主
文
に
包
含
す
る
も
の
に
限
り
、
既
判
力
を
有
す
る
」
と
規
定

し
て
い
る
と
こ
ろ
、
判
決
主
文
に
は
訴
訟
上
の
請
求
す
な
わ
ち
訴
訟
物
に
つ
い
て
の
裁
判
所
の
判
断
が
示
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
訴
訟

物
に
つ
い
て
の
裁
判
所
の
判
断
に
既
判
力
が
生
じ
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
実
質
的
に
見
て
も
、
当
事
者
は
訴
訟
物
に
対
す
る
裁
判
所

の
終
局
的
な
判
断
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
点
の
判
断
に
既
判
力
を
認
め
れ
ば
当
事
者
間
の
紛
争
解
決
に
と
っ
て
十
分

で
あ
る
と
言
え
る
し
、
訴
訟
物
の
範
囲
を
超
え
て
既
判
力
を
及
ぼ
す
こ
と
は
、
当
事
者
の
意
思
に
反
し
て
不
測
の
不
利
益
を
及
ぼ
す

お
そ
れ
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る（（（
（

。
こ
う
し
て
、
わ
が
国
で
は
「
訴
訟
物
＝
既
判
力
の
客
観
的
範
囲
」（

（（
（

と
い
う
図
式
で
示

さ
れ
る
よ
う
に
、
訴
訟
物
論
と
既
判
力
論
は
相
互
に
密
接
不
可
分
の
議
論
と
し
て
、
訴
訟
物
論
は
既
判
力
論
を
見
据
え
て
論
じ
ら
れ

る
一
方
、
既
判
力
論
は
訴
訟
物
論
を
反
映
し
て
論
じ
ら
れ
る
の
が
伝
統
的
な
理
解
で
あ
っ
た（（（
（

。
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も
っ
と
も
、
今
日
で
は
「
訴
訟
物
＝
既
判
力
の
客
観
的
範
囲
」
と
い
う
単
純
な
図
式
は
様
々
な
方
面
か
ら
修
正
を
迫
ら
れ
て
い
る（（（
（

。

例
え
ば
、
新
堂
幸
司
教
授
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
争
点
効
理
論
は（（（
（

、
訴
訟
物
に
対
す
る
裁
判
所
の
判
断
に
加
え
て
、
主
要
な
争
点
に

対
す
る
裁
判
所
の
判
断
に
つ
い
て
も
既
判
力
に
準
じ
る
拘
束
力
を
認
め
る
点
で
上
記
図
式
を
打
ち
破
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
し
、

信
義
則
を
根
拠
と
し
て
判
決
理
由
中
の
判
断
に
拘
束
力
を
認
め
る
信
義
則
に
よ
る
拘
束
力
説（（（
（

も
ま
た
同
様
で
あ
る
。
ま
た
、
旧
訴
訟

物
理
論
を
前
提
と
し
な
が
ら
も
、
前
訴
と
後
訴
の
間
に
一
定
の
関
連
性
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
既
判
力
の
拡
張
を
認
め
る
見
解
は（（（
（

、

「
訴
訟
物
≦
既
判
力
の
客
観
的
範
囲
」
を
承
認
す
る
も
の
で
あ
る
し
、
新
訴
訟
物
理
論
を
前
提
と
し
た
う
え
で
、
既
判
力
が
及
ぶ
の

は
前
訴
に
お
い
て
裁
判
所
が
審
理
・
判
断
し
た
請
求
権
に
限
定
さ
れ
る
と
す
る
見
解
は（（（
（

、「
訴
訟
物
≧
既
判
力
の
客
観
的
範
囲
」
を

承
認
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
ま
た
、
今
日
で
は
、
既
判
力
の
根
拠
を
法
的
安
定
性
と
手
続
保
障
の
両
面
に
求
め
る
立
場
を
前

提
と
し
て
、
前
訴
に
お
け
る
提
出
可
能
性
や
期
待
可
能
性
に
照
ら
し
て
既
判
力
の
調
整
を
行
う
考
え
方
が
有
力
に
主
張
さ
れ
る
が（（（
（

、

こ
の
よ
う
な
考
え
方
も
ま
た
訴
訟
物
の
範
囲
と
既
判
力
の
範
囲
が
一
致
し
な
い
場
合
が
あ
る
こ
と
を
当
然
の
前
提
と
す
る
も
の
で
あ

る
（
（（
（

。

　

さ
ら
に
、
近
年
で
は
、
訴
訟
物
論
の
持
つ
意
義
そ
れ
自
体
に
も
疑
問
の
目
が
向
け
ら
れ
て
お
り
、
訴
訟
物
論
が
持
つ
影
響
力
は
、

既
判
力
論
を
は
じ
め
民
訴
法
理
論
全
体
と
の
関
係
に
お
い
て
低
下
傾
向
に
あ
る（（（
（

。
そ
も
そ
も
、
訴
訟
物
概
念
に
は
、
民
事
訴
訟
の
審

判
対
象
を
指
し
示
す
「
指
示
概
念
」
と
し
て
の
機
能
と
、
民
訴
法
理
論
の
い
わ
ば
バ
ッ
ク
・
ボ
ー
ン
と
し
て
個
別
問
題
の
解
決
に
統

一
的
な
基
準
を
与
え
る
「
体
系
概
念
」
と
し
て
の
機
能
の
両
面
が
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
既
判
力
の
客
観
的
範
囲
の
問
題
を
は
じ
め
と

す
る
個
別
問
題
の
解
決
が
訴
訟
物
論
か
ら
の
演
繹
で
決
せ
ら
れ
る
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
こ
と
は
、
今
日
に
お
け
る
学
界
の
共
通
認
識

と
言
っ
て
よ
い（（（
（

。
そ
の
よ
う
な
認
識
を
前
提
と
す
れ
ば
、
訴
訟
物
概
念
の
機
能
と
し
て
は
「
指
示
概
念
」
と
し
て
の
そ
れ
に
ほ
ぼ
尽

き
る
の
で
あ
っ
て
、「
体
系
概
念
」
と
し
て
の
機
能
は
ほ
と
ん
ど
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
の
見
方
が
成
り
立
つ（（（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、「
訴
訟
物
＝
既
判
力
の
客
観
的
範
囲
」
と
い
う
図
式
は
、
様
々
な
例
外
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
意
味
で
は
、
既
判
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力
の
原
則
的
範
囲
を
示
す
一
応
の
目
安
で
あ
っ
て
、
既
判
力
の
限
界
を
画
す
る
実
質
的
基
準
は
訴
訟
物
以
外
の
要
素
に
あ
る
と
見
ら

れ
る
が
、
訴
訟
物
に
加
え
て
、
あ
る
い
は
訴
訟
物
に
代
わ
っ
て
既
判
力
の
限
界
を
画
す
る
基
準
は
必
ず
し
も
確
立
し
て
い
な
い
。
手

続
保
障
と
い
っ
た
抽
象
的
な
基
準
を
提
示
す
る
の
み
で
は
解
決
基
準
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
る
し
、
ケ
ー
ス
・
バ
イ
・
ケ
ー
ス
の
解

決
に
よ
る
の
で
は
、
本
来
、
個
別
具
体
的
な
事
情
を
問
わ
ず
一
律
に
発
生
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
既
判
力
制
度
の
基
礎
を
掘
り
崩

す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

⑵　

基
本
的
視
点

　

筆
者
は
、
既
判
力
論
と
訴
訟
物
論
と
は
別
個
独
立
の
議
論
で
あ
り
、
訴
訟
物
論
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
訴
訟
物
論
は
既
判
力
を
め

ぐ
る
議
論
に
直
接
的
な
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
と
考
え
る
。
そ
の
理
由
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

第
一
に
、
形
式
的
な
理
由
で
は
あ
る
が
、
既
判
力
は
「
主
文
に
包
含
す
る
も
の
」
に
限
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、「
訴
訟
物
」

と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
画
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
判
決
主
文
は
訴
状
に
お
け
る
「
請
求
の
趣
旨
」
に
対
応
す
る

も
の
で
あ
る
か
ら
、「
請
求
の
趣
旨
」
に
対
す
る
裁
判
所
の
判
断
に
つ
い
て
既
判
力
が
及
ぶ
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
だ
と
す
れ

ば
、「
請
求
の
趣
旨
」
そ
れ
自
体
を
問
題
に
す
れ
ば
よ
く
、
あ
え
て
「
訴
訟
物
」
と
い
う
概
念
を
介
在
さ
せ
る
必
要
性
に
乏
し
い
。

「
請
求
の
趣
旨
」
に
は
、
訴
訟
上
の
請
求
、
す
な
わ
ち
原
告
の
被
告
に
対
す
る
権
利
主
張
（
お
よ
び
裁
判
所
に
対
す
る
判
決
要
求
（
が

記
載
さ
れ
る
か
ら
、
既
判
力
は
、
端
的
に
当
該
権
利
主
張
に
対
す
る
裁
判
所
の
判
断
に
つ
い
て
生
じ
る
と
解
せ
ば
足
り
る
。
た
し
か

に
、「
訴
訟
物
」
と
い
う
概
念
に
は
、「
請
求
」（
民
訴
法
一
三
三
条
二
項
、
一
三
六
条
、
一
四
三
条
、
二
六
六
条
な
ど
（
の
ほ
か
、「
主
文

に
包
含
す
る
も
の
」（
同
一
一
四
条
一
項
（、「
事
件
」（
同
一
四
二
条
（
と
い
っ
た
条
文
上
の
様
々
な
概
念
を
包
括
的
に
指
し
示
す
「
指

示
概
念
」
と
し
て
の
有
用
性
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
こ
れ
ら
の
諸
概
念
も
厳
密
に
は
異
な
る
意
味
内
容
を
持
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
、

便
宜
的
に
こ
れ
ら
の
概
念
に
「
訴
訟
物
」
と
い
う
言
葉
を
当
て
る
と
し
て
も
、
そ
こ
に
統
一
的
な
意
味
内
容
を
盛
り
込
む
必
要
は
な

い
で
あ
ろ
う
。
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第
二
に
、
よ
り
実
質
的
な
理
由
と
し
て
は
、
既
に
学
説
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
、
後
訴
遮
断
の
範
囲
は
訴
訟
物
を
基
準
と

し
て
決
せ
ら
れ
る
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
後
訴
遮
断
の
判
断
基
準
を
訴
訟
物
の
み
に
求
め
る
と
す
れ
ば
、
後
訴
遮
断
の

範
囲
は
訴
訟
物
の
範
囲
に
よ
っ
て
機
械
的
に
決
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
う
し
た
画
一
的
処
理
は
、
前
訴
に
お
け
る
手
続
経
過

や
後
訴
が
提
起
さ
れ
る
に
至
る
事
情
に
よ
っ
て
は
必
ず
し
も
妥
当
な
結
果
を
も
た
ら
さ
な
い
。
審
判
対
象
の
広
狭
に
か
か
わ
ら
ず
、

前
訴
に
お
い
て
実
質
的
に
審
理
・
判
断
さ
れ
、
既
に
決
着
済
み
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
事
項
が
再
び
争
わ
れ
る
こ
と
は
相
手
方
応
訴
の

負
担
や
裁
判
所
の
審
理
の
負
担
に
照
ら
し
て
相
当
で
は
な
い
場
合
が
あ
り
う
る
し
、
逆
に
、
前
訴
に
お
い
て
実
質
的
な
審
理
・
判
断

を
経
な
か
っ
た
事
項
に
つ
い
て
ま
で
既
判
力
が
広
く
及
ぶ
と
解
す
る
こ
と
は
、
当
事
者
の
手
続
保
障
を
害
し
、
ひ
い
て
は
司
法
制
度

に
対
す
る
信
頼
を
失
う
結
果
を
も
た
ら
す
。
上
記
の
よ
う
に
、
今
日
に
お
い
て
「
訴
訟
物
＝
既
判
力
の
客
観
的
範
囲
」
の
図
式
が
崩

れ
て
い
る
こ
と
は
そ
の
現
れ
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。

　

第
三
に
、
比
較
法
的
な
観
点
か
ら
も
、
わ
が
国
で
見
ら
れ
る
よ
う
な
訴
訟
物
論
か
ら
の
演
繹
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
少
な
く
と
も

ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス
両
国
に
お
い
て
は
採
用
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
や
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
い
わ
ゆ
る
「
体
系
概

念
」
と
し
て
の
訴
訟
物
に
相
当
す
る
概
念
は
存
在
し
て
お
ら
ず
、
審
判
対
象
の
範
囲
と
判
決
効
の
範
囲
と
の
間
に
概
念
上
の
統
一
性

は
要
求
さ
れ
て
い
な
い
。
と
り
わ
け
、
ア
メ
リ
カ
の
請
求
排
除
効
は
、
い
わ
ゆ
る
「
事
件
テ
ス
ト
」
の
下
、
請
求
排
除
効
と
の
関
係

で
い
う
請
求
概
念
と
一
般
的
な
意
味
で
の
請
求
概
念
と
明
確
に
区
別
し
て
お
り
、
概
念
の
統
一
性
よ
り
も
む
し
ろ
結
果
の
妥
当
性
を

重
視
す
る
姿
勢
を
鮮
明
に
打
ち
出
し
て
い
る
こ
と
が
目
を
惹
く
。
こ
の
点
、
わ
が
国
や
ド
イ
ツ
で
は
、
訴
訟
物
概
念
に
な
お
体
系
概

念
と
し
て
の
有
用
性
が
期
待
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
訴
訟
物
概
念
は
、
一
面
に
お
い
て
、
民
事
訴
訟
法
学
を
実
体
法
学
か
ら

独
立
さ
せ
、
独
自
の
学
問
分
野
と
し
て
の
独
自
性
を
確
立
し
よ
う
と
試
み
た
時
代
の
産
物
で
あ
る
と
も
言
え
、
民
事
訴
訟
法
学
の
独

自
性
が
確
立
し
た
今
日
に
お
い
て
は
、
訴
訟
物
概
念
は
そ
の
役
割
を
終
え
た
と
言
う
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か（（（
（

。

　

以
上
の
よ
う
に
、
筆
者
は
訴
訟
物
論
と
既
判
力
論
と
を
峻
別
す
る
立
場
に
立
つ
が
、
こ
う
し
た
訴
訟
物
論
と
の
関
連
性
を
重
視
し
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な
い
立
場
に
対
し
て
は
、
個
別
問
題
の
解
決
を
体
系
的
に
統
制
さ
れ
な
い
カ
ズ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
解
決
に
委
ね
る
こ
と
と
な
り
、
ひ

い
て
は
訴
訟
制
度
の
基
礎
を
掘
り
崩
す
こ
と
に
繫
が
る
と
の
批
判
も
見
ら
れ
る（（（
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
既
判
力
論
を
は
じ
め
と
す
る
訴

訟
法
上
の
個
別
問
題
が
訴
訟
物
論
に
よ
っ
て
決
ま
る
ほ
ど
単
純
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
既
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
し
、
む
し
ろ
、

訴
訟
物
論
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
既
判
力
の
制
度
目
的
や
立
法
政
策
に
照
ら
し
た
制
度
運
用
が
可
能
に
な
る
と
言
え

る
。
英
米
法
理
論
、
な
か
で
も
ア
メ
リ
カ
の
判
決
効
理
論
は
体
系
的
な
問
題
解
決
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
ら
な
い
が
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ

て
民
事
訴
訟
制
度
や
判
決
効
制
度
の
基
礎
が
危
う
く
な
る
と
の
問
題
意
識
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。

　

な
お
、
訴
訟
物
概
念
に
つ
い
て
は
、
近
年
の
比
較
的
軽
い
理
解
を
前
提
と
し
な
が
ら
も
、
訴
訟
に
お
け
る
審
理
範
囲
や
既
判
力
の

原
則
的
範
囲
を
画
す
る
う
え
で
な
お
訴
訟
物
を
論
じ
る
意
義
が
あ
る
と
す
る
指
摘
が
見
ら
れ
る（（（
（

。
の
ち
に
検
討
す
る
よ
う
に
、
筆
者

も
ま
た
、
結
論
に
お
い
て
訴
訟
上
の
請
求
す
な
わ
ち
「
訴
訟
物
」
の
範
囲
と
既
判
力
の
範
囲
と
が
一
致
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
も
の

で
は
な
く
、
そ
の
意
味
で
、「
訴
訟
物
」
が
既
判
力
の
客
観
的
範
囲
を
画
す
る
原
則
的
な
基
準
な
い
し
既
定
値
と
し
て
の
機
能
を
持

ち
う
る
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　

２　

既
判
力
論
と
信
義
則
論
の
峻
別

　

⑴　

日
本
法
の
現
状
と
課
題

　

わ
が
国
の
伝
統
的
な
既
判
力
論
に
よ
れ
ば
、
前
訴
と
後
訴
で
訴
訟
物
が
同
一
の
場
合
に
は
既
判
力
の
作
用
に
よ
り
前
訴
判
決
と
矛

盾
す
る
訴
え
ま
た
は
主
張
が
禁
止
さ
れ
る
一
方
、
訴
訟
物
が
異
な
る
場
合
に
は
既
判
力
は
作
用
せ
ず
、
新
た
な
訴
え
ま
た
は
主
張
は

禁
止
さ
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
前
訴
と
後
訴
と
の
間
に
事
実
上
ま
た
は
法
律
上
の
関
連
性
が
あ
る
場
合
で
も
同
様
で
あ
り
、
実
定

法
が
と
く
に
禁
止
し
て
い
る
場
合
（
人
訴
法
二
五
条
参
照
（
を
除
い
て
は
、
複
数
の
関
連
す
る
請
求
に
つ
い
て
個
別
的
に
訴
え
を
提

起
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
な
い
。
こ
の
点
は
、
ア
メ
リ
カ
法
に
お
い
て
「
分
割
訴
訟
の
禁
止
原
則
」
の
下
、
原
則
と
し
て
関
連
請
求
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に
つ
い
て
個
別
訴
訟
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
の
と
対
照
的
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
わ
が
国
の
判
例
法
理
は
、
前
訴
と
後
訴
で
訴
訟
物
を
異
に
す
る
場
合
（
さ
ら
に
は
前
訴
と
後
訴
で
当
事
者
を
異
に
す
る

場
合
（
で
あ
っ
て
も
、
信
義
則
を
根
拠
と
し
て
後
訴
が
遮
断
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
。
例
え
ば
、
最
判
昭
和
五
一
・

九
・
三
〇
民
集
三
〇
巻
八
号
七
九
九
頁
は
、
土
地
の
買
戻
契
約
の
成
立
を
理
由
と
す
る
所
有
権
移
転
登
記
等
を
求
め
る
訴
え
に
お
い

て
原
告
の
請
求
を
棄
却
す
る
判
決
が
確
定
し
た
の
ち
、
前
訴
原
告
が
同
土
地
の
買
収
処
分
の
無
効
等
を
理
由
と
し
て
所
有
権
移
転
登

記
の
抹
消
に
代
わ
る
所
有
権
移
転
登
記
の
訴
え
を
提
起
し
た
事
案
に
お
い
て
、
前
訴
と
後
訴
で
訴
訟
物
が
異
な
る
こ
と
を
前
提
と
し

た
う
え
で
、
①
後
訴
は
前
訴
の
実
質
的
な
蒸
し
返
し
で
あ
る
こ
と
（
前
訴
と
後
訴
の
実
質
的
な
同
一
性
（、
②
後
訴
請
求
を
前
訴
に
お

い
て
す
る
こ
と
に
支
障
は
な
か
っ
た
こ
と
（
前
訴
に
お
け
る
提
出
可
能
性
（、
③
本
件
後
訴
提
起
を
許
容
す
る
と
す
れ
ば
、
相
手
方
当

事
者
の
地
位
を
不
当
に
長
く
不
安
定
な
状
況
に
置
く
こ
と
に
な
る
こ
と
（
相
手
方
当
事
者
の
紛
争
決
着
に
対
す
る
合
理
的
期
待
（
を
理

由
と
し
て
、
本
件
訴
え
は
信
義
則
に
反
し
て
許
さ
れ
な
い
と
し
た
。
ま
た
、
最
判
昭
和
五
九
・
一
・
一
九
判
時
一
一
〇
五
号
四
八
頁

は
、
負
担
付
贈
与
契
約
の
不
成
立
を
理
由
と
す
る
目
的
物
の
返
還
請
求
訴
訟
に
お
い
て
原
告
の
請
求
を
棄
却
す
る
判
決
が
確
定
し
た

の
ち
、
前
訴
原
告
が
受
贈
者
の
債
務
不
履
行
を
理
由
に
同
契
約
を
解
除
し
て
目
的
物
の
返
還
を
求
め
た
事
案
に
お
い
て
、
上
記
昭
和

五
一
年
最
判
が
示
し
た
判
断
枠
組
み
の
下
で
、
①
後
訴
が
前
訴
の
蒸
し
返
し
で
あ
る
と
は
当
然
に
は
言
え
な
い
こ
と
、
②
前
訴
の
訴

訟
経
過
に
照
ら
せ
ば
、
債
務
不
履
行
解
除
を
主
張
す
る
こ
と
が
容
易
で
あ
っ
た
と
は
言
い
難
い
こ
と
、
③
前
訴
原
告
が
後
訴
を
提
起

し
た
の
は
、
前
訴
被
告
が
前
訴
判
決
中
で
そ
の
存
在
が
認
定
さ
れ
た
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
④

本
件
後
訴
提
起
を
許
容
す
る
と
し
て
も
相
手
方
当
事
者
の
地
位
を
不
当
に
長
期
間
に
わ
た
り
不
安
定
な
状
態
に
置
く
こ
と
に
は
な
ら

な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
結
論
に
お
い
て
信
義
則
違
反
を
否
定
し
た
。
さ
ら
に
、
最
判
平
成
一
〇
・
六
・
一
二
民
集
五
二
巻
四
号

一
一
四
七
頁
は
、
金
銭
債
権
の
明
示
的
一
部
請
求
後
の
残
額
請
求
の
事
案
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
明
示
説
を
前
提
と
し
な
が
ら
も
、

金
銭
債
権
の
数
量
的
一
部
請
求
訴
訟
で
敗
訴
し
た
前
訴
原
告
が
残
部
請
求
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
は
、
特
段
の
事
情
が
な
い
限
り
、
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信
義
則
に
反
し
て
許
さ
れ
な
い
と
判
示
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
わ
が
国
の
判
例
理
論
は
、
既
判
力
の
原
則
的
範
囲
は
前
訴
の
訴
訟
物

の
範
囲
に
限
定
さ
れ
る
と
い
う
伝
統
的
な
理
解
を
前
提
と
し
た
う
え
で
、
既
判
力
の
限
界
を
信
義
則
に
よ
っ
て
補
完
す
る
と
い
う
立

場
を
採
用
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
既
判
力
論
と
信
義
則
論
に
よ
る
二
元
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
学
説
上
も
比
較
的
多
く
の
支
持
を
集

め
て
い
る（（（
（

。

　

他
方
で
、
こ
う
し
た
二
元
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
対
し
て
は
、
既
判
力
論
の
み
に
よ
る
一
元
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
支
持
す
る
見
解
も
有

力
に
主
張
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
松
本
博
之
教
授
に
よ
れ
ば
、
①
既
判
力
理
論
は
、
既
判
力
が
及
ば
な
い
範
囲
で
は
、
後
訴
は
前
訴
の

確
定
判
決
に
よ
っ
て
は
不
適
法
と
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
当
然
の
前
提
と
し
た
法
理
で
あ
り
、
既
判
力
規
定
は
、
確
定
判
決
の
後

訴
に
対
す
る
効
力
の
最
小
限
を
規
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
最
大
限
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
②
既
判
力
が
及
ば
な
い
と
こ

ろ
で
当
事
者
の
紛
争
決
着
期
待
を
保
護
す
る
た
め
に
確
定
判
決
の
拘
束
力
が
作
用
す
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
紛
争
決
着
期
待
を
基

準
に
後
訴
の
適
否
を
判
断
す
れ
ば
足
り
る
こ
と
に
な
り
、
既
判
力
と
い
う
民
事
訴
訟
法
の
基
礎
的
な
制
度
と
こ
れ
に
関
す
る
基
礎
理

論
を
必
要
と
し
な
く
な
る
こ
と
、
ま
た
、
③
既
判
力
が
及
ば
な
い
事
項
に
つ
い
て
相
手
方
が
紛
争
の
決
着
を
図
る
た
め
に
は
相
手
方

自
身
が
反
訴
（
ま
た
は
中
間
確
認
反
訴
（
を
提
起
し
、
そ
の
訴
訟
で
再
訴
の
登
場
の
芽
を
摘
ん
で
お
け
ば
再
訴
は
回
避
で
き
る
こ
と

等
を
理
由
と
し
て
、
上
記
判
例
理
論
お
よ
び
こ
れ
を
理
論
化
し
よ
う
と
す
る
試
み
に
は
重
大
な
問
題
が
潜
ん
で
い
る
と
指
摘
す
る（（（（
（

。

　

加
え
て
、
信
義
則
論
を
解
釈
論
と
し
て
用
い
る
場
合
に
は
、
信
義
則
と
し
て
の
性
質
上
、
判
断
基
準
の
あ
い
ま
い
さ
や
予
測
可
能

性
に
困
難
を
生
じ
る
一
方
、
基
準
の
明
確
化
を
図
る
こ
と
に
よ
り
信
義
則
が
有
す
る
柔
軟
性
や
弾
力
性
が
損
な
わ
れ
る
と
い
う
ジ 

レ
ン
マ
も
指
摘
さ
れ
る（（（（
（

。

　

⑵　

基
本
的
視
点

　

筆
者
は
、
少
な
く
と
も
現
行
民
訴
法
下
に
お
け
る
解
釈
論
と
し
て
は
、
再
訴
事
案
の
法
的
規
律
を
既
判
力
論
の
み
に
委
ね
る
こ
と

は
困
難
か
つ
不
適
当
で
あ
り
、
既
判
力
論
と
信
義
則
論
と
の
二
元
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
る
。
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と
い
う
の
も
、
わ
が
国
の
判
例
に
現
れ
た
事
例
を
見
て
も
、
ま
た
、
国
外
の
事
例
を
見
て
も
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
前
訴
当
事
者

が
一
定
の
費
用
や
時
間
を
か
け
て
ま
で
、
あ
え
て
前
訴
と
同
一
ま
た
は
関
連
す
る
訴
え
を
提
起
し
よ
う
と
す
る
動
機
や
目
的
に
は
、

単
な
る
嫌
が
ら
せ
や
困
惑
目
的
と
は
異
な
る
様
々
な
事
情
が
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
様
々
な
背
景
事
情
を
持
つ
再
訴
事

案
を
適
切
に
処
理
す
る
た
め
に
は
、
本
来
的
に
リ
ジ
ッ
ド
な
性
格
を
持
つ
既
判
力
論
の
み
に
よ
っ
て
は
十
分
に
対
処
し
き
れ
な
い
と

考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
訴
訟
物
論
の
枠
組
み
の
下
、
一
定
の
要
件
―
―
伝
統
的
に
は
訴
訟
物
の
同
一
性
―
―
の
下
で
後
訴
の
適

否
を
処
理
す
る
こ
と
は
、
再
訴
事
案
を
迅
速
か
つ
円
滑
に
処
理
す
る
に
あ
た
っ
て
一
定
の
合
理
性
を
有
す
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い

が
、
そ
う
し
た
一
刀
両
断
的
な
事
件
処
理
の
み
に
よ
る
の
で
は
、
具
体
的
状
況
の
下
で
審
理
・
判
断
に
値
す
る
請
求
を
排
除
し
、
そ

う
で
な
い
請
求
に
対
す
る
審
理
・
判
断
を
許
容
す
る
こ
と
に
繫
が
り
か
ね
な
い
。
再
訴
事
案
の
背
後
に
あ
る
様
々
な
利
害
関
係
を
調

整
す
る
た
め
に
は
、
既
判
力
と
い
う
厳
格
か
つ
画
一
的
な
法
原
則
の
う
え
に
、
信
義
則
と
い
う
柔
軟
か
つ
弾
力
的
な
判
断
枠
組
み
を

用
意
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
か
つ
有
益
で
あ
る
。

　

ま
た
、
比
較
法
的
に
見
て
も
、
再
訴
事
案
の
法
的
規
律
に
関
し
て
は
、
相
対
的
に
リ
ジ
ッ
ド
な
性
質
を
持
つ
原
則
ル
ー
ル
と
、
フ

レ
ッ
ク
ス
な
性
質
を
持
つ
例
外
ル
ー
ル
と
を
併
用
す
る
事
件
処
理
の
あ
り
方
が
一
定
の
普
遍
的
価
値
を
持
つ
と
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ま

で
見
て
き
た
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
法
に
お
い
て
は
、
訴
訟
原
因
の
同
一
性
と
い
っ
た
比
較
的
明
確
な
要
件
の
下
で
作
用
す
るres 

judicata

と
、
具
体
的
事
案
に
お
け
る
裁
判
所
の
総
合
的
判
断
の
下
で
柔
軟
か
つ
弾
力
的
に
適
用
さ
れ
るH

enderson

ル
ー
ル
と

が
併
用
さ
れ
て
い
る
し
、
ア
メ
リ
カ
法
に
お
い
て
もres judicata

に
関
す
る
原
則
的
ル
ー
ル
と
は
別
に
、
特
定
の
事
案
類
型
に
つ

い
て
、
あ
る
い
は
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
事
案
類
型
を
超
え
て
適
用
さ
れ
る
例
外
ル
ー
ル
が
詳
細
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
法

と
ア
メ
リ
カ
法
と
で
は
、res judicata

の
原
則
的
射
程
を
限
定
し
、
こ
れ
を
超
え
て
遮
断
効
が
作
用
す
る
場
合
に
つ
き
例
外
ル
ー

ル
を
設
け
る
の
か
（
イ
ギ
リ
ス
型
（、
あ
る
い
は
こ
れ
と
は
逆
にres judicata
の
原
則
的
射
程
を
広
く
設
定
し
て
、
遮
断
効
が
作
用

し
な
い
場
合
に
つ
い
て
例
外
ル
ー
ル
を
設
け
る
の
か
（
ア
メ
リ
カ
型
（
と
い
う
基
本
的
な
ス
タ
ン
ス
に
お
い
て
違
い
は
あ
る
が
、res 
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judicata

の
原
則
的
ル
ー
ル
に
対
し
て
、
具
体
的
事
情
の
下
で
柔
軟
か
つ
弾
力
的
に
適
用
さ
れ
る
例
外
ル
ー
ル
が
設
け
ら
れ
て
い
る

と
い
う
意
味
で
は
、
わ
が
国
で
い
う
「
既
判
力
的
」
な
ル
ー
ル
と
「
信
義
則
的
」
な
ル
ー
ル
と
が
併
用
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

　

も
ち
ろ
ん
、
信
義
則
に
よ
る
調
整
が
必
要
か
つ
有
益
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
は
既
判
力
論
が
不
要
に
な
る
こ
と
を
意
味
す

る
も
の
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
、
実
定
法
が
既
判
力
の
存
在
を
前
提
と
し
て
い
る
以
上
、
既
判
力
そ
れ
自
体
を
否
定
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
し
、
実
質
的
に
見
て
も
、
再
訴
事
案
の
す
べ
て
を
信
義
則
に
よ
る
処
理
に
委
ね
る
こ
と
は
、
個
別
具
体
的
な
事
情
に
基
づ
く

判
断
を
常
に
裁
判
所
に
強
い
る
こ
と
に
な
り
審
理
の
複
雑
化
や
長
期
化
を
招
く
お
そ
れ
が
あ
る
う
え
、
前
訴
判
決
に
よ
っ
て
確
定
さ

れ
た
法
律
関
係
を
常
に
不
安
定
な
状
態
に
置
く
こ
と
に
な
り
、
妥
当
で
は
な
い
。
定
型
的
な
再
訴
事
案
を
迅
速
・
円
滑
に
処
理
す
る

た
め
に
は
、
個
別
事
情
を
問
わ
ず
後
訴
を
画
一
的
に
遮
断
す
る
法
理
も
ま
た
必
要
不
可
欠
で
あ
り
、
既
判
力
論
は
そ
う
し
た
い
わ
ば

オ
ー
ト
マ
チ
ッ
ク
な
遮
断
効
の
範
囲
を
規
律
す
る
法
原
則
と
し
て
独
自
の
存
在
意
義
を
持
つ
。
し
た
が
っ
て
、
既
判
力
論
と
信
義
則

論
の
二
元
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
対
し
て
向
け
ら
れ
る
批
判
の
う
ち
、
二
元
論
を
採
用
す
る
こ
と
が
既
判
力
論
を
不
要
に
す
る
と
の
批
判

は
当
た
ら
な
い
し
、
既
判
力
概
念
は
、
そ
う
し
た
画
一
的
な
遮
断
効
の
最
大
限
を
画
す
る
法
概
念
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　

な
お
、
上
記
の
よ
う
に
、
既
判
力
一
元
論
に
立
つ
論
者
は
、
既
判
力
の
及
ば
な
い
事
項
に
つ
い
て
拘
束
力
を
得
る
た
め
の
手
段
と

し
て
反
訴
（
ま
た
は
中
間
確
認
反
訴
（
が
用
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
が
、
前
訴
当
時
に
お
い
て
後
訴
提
起
の
可
能
性
が
確

実
で
あ
る
場
合
は
と
も
か
く
、
後
訴
提
起
の
見
通
し
が
必
ず
し
も
立
た
な
い
段
階
で
常
に
前
訴
被
告
に
反
訴
を
強
い
る
こ
と
は
、
不

要
不
急
の
審
理
負
担
を
当
事
者
お
よ
び
裁
判
所
の
双
方
に
課
す
お
そ
れ
が
あ
り
、
合
理
的
で
は
な
い
。
前
訴
被
告
に
つ
い
て
反
訴
不

提
起
の
自
己
責
任
を
問
う
こ
と
の
で
き
る
事
案
で
あ
れ
ば
再
訴
負
担
を
甘
受
さ
せ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
て
よ
い
が
、
そ
う
し
た
自
己

責
任
を
問
え
る
か
否
か
は
ま
さ
に
具
体
的
な
手
続
経
過
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
抽
象
的
な
反
訴
提
起
の
可
能
性
が
あ
っ
た
こ

と
の
み
を
も
っ
て
遮
断
効
の
範
囲
を
一
刀
両
断
的
に
画
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

ま
た
、
信
義
則
論
が
抱
え
る
ジ
レ
ン
マ
は
、
た
し
か
に
信
義
則
を
解
釈
論
に
用
い
よ
う
と
す
る
場
合
に
不
可
避
的
に
伴
う
解
決
困
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難
な
問
題
で
あ
り
、
と
も
す
れ
ば
裁
判
例
の
集
積
に
委
ね
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
が
、
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
理
論
的
に

可
能
な
範
囲
で
規
範
化
を
試
み
る
一
方
、
そ
れ
を
も
と
に
個
別
事
案
に
お
い
て
柔
軟
か
つ
き
め
細
か
い
調
整
を
行
う
と
こ
ろ
に
、
信

義
則
を
は
じ
め
と
す
る
抽
象
的
規
範
の
存
在
意
義
が
あ
る
と
言
う
べ
き
で
あ
る（（（（
（

。

　

３　

争
点
効
と
「
五
一
型
遮
断
効
」
の
峻
別

　

⑴　

日
本
法
の
現
状
と
課
題

　

前
章
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
日
本
の
民
訴
法
理
論
に
お
い
て
は
、
既
判
力
の
原
則
的
ル
ー
ル
を
補
完
し
、
も
っ
て
紛
争
の
実
質
的

な
蒸
し
返
し
を
禁
止
す
る
た
め
の
法
律
構
成
と
し
て
、
大
別
し
て
、
二
つ
の
異
な
る
方
向
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
見
ら
れ
る
。

　

一
つ
は
、
争
点
効
理
論
や
信
義
則
に
よ
る
拘
束
力
説
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
前
訴
判
決
の
理
由
中
の
判
断
に
も
な
ん
ら
か
の
拘

束
力
を
認
め
、
そ
の
拘
束
力
の
作
用
と
し
て
、
後
訴
に
お
け
る
請
求
や
主
張
の
適
否
を
考
え
る
立
場
で
あ
る
。
争
点
効
理
論
は
、
①

前
後
両
請
求
の
当
否
の
判
断
過
程
で
主
要
な
争
点
と
な
っ
た
事
項
に
つ
い
て
の
判
断
で
あ
る
こ
と
、
②
当
事
者
が
前
訴
に
お
い
て
そ

の
争
点
に
つ
き
主
張
・
立
証
を
尽
く
し
た
こ
と
、
③
裁
判
所
が
そ
の
争
点
に
つ
い
て
実
質
的
な
判
断
を
し
て
い
る
こ
と
、
④
前
訴
と

後
訴
の
係
争
利
益
が
ほ
ぼ
同
等
で
あ
る
こ
と
を
要
件
と
し
て
判
決
理
由
中
の
判
断
に
既
判
力
に
準
じ
た
拘
束
力
を
認
め
る
見
解
で
あ

り
、
そ
の
拘
束
力
の
作
用
と
し
て
、
後
訴
当
事
者
に
対
し
て
は
当
該
争
点
に
関
す
る
前
訴
裁
判
所
の
判
断
と
矛
盾
す
る
主
張
を
禁
止

し
、
後
訴
裁
判
所
に
対
し
て
も
こ
れ
と
矛
盾
す
る
判
断
を
禁
止
す
る（（（（
（

。
ま
た
、
信
義
則
に
よ
る
拘
束
力
説
は
、
争
点
効
理
論
が
説
く

争
点
効
と
い
う
不
文
の
効
力
こ
そ
認
め
な
い
が
、
訴
訟
上
の
信
義
則
（
民
訴
法
二
条
参
照
（
を
用
い
て
、
一
定
の
判
断
基
準
の
下
に

判
決
理
由
中
の
判
断
に
拘
束
力
を
認
め
る
。
こ
の
拘
束
力
は
、
前
訴
勝
訴
者
に
対
し
て
は
、
前
訴
に
お
い
て
自
己
の
主
張
が
理
由
あ

り
と
し
て
認
め
ら
れ
な
が
ら
、
後
訴
に
至
っ
て
前
言
を
翻
し
、
前
訴
で
得
た
利
益
と
実
体
法
上
両
立
し
え
な
い
利
益
を
二
重
に
取
得

し
よ
う
と
し
、
ま
た
は
、
前
訴
で
得
た
利
益
に
当
然
伴
う
負
担
を
免
れ
よ
う
と
す
る
場
合
に
作
用
す
る
の
に
対
し
て
、
前
訴
敗
訴
者
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に
対
し
て
は
、
前
訴
に
お
け
る
主
要
な
争
点
に
つ
い
て
、
相
手
方
当
事
者
に
お
い
て
既
に
決
着
が
着
い
た
と
の
正
当
な
信
頼
が
生
じ
、

法
の
規
範
的
要
求
と
し
て
そ
の
事
項
に
つ
き
再
度
の
応
訴
・
弁
論
を
強
制
し
え
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
作
用
す
る（（（（
（

。
こ
の
よ
う

に
、
争
点
効
理
論
お
よ
び
信
義
則
に
よ
る
拘
束
力
説
は
、
拘
束
力
の
発
生
要
件
な
い
し
判
断
基
準
に
違
い
は
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
前

訴
判
決
の
理
由
中
の
判
断
に
拘
束
力
を
認
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
拘
束
力
の
作
用
と
し
て
同
一
事
項
に
関
す
る
審
理
・
判
断
の
蒸
し

返
し
を
禁
止
す
る
点
で
、
基
本
的
に
同
様
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
い
ず
れ
の
見
解
に
お
い
て
も
、
拘
束

力
を
生
じ
る
の
は
原
則
と
し
て
前
訴
に
お
い
て
当
事
者
が
提
出
し
、
前
訴
に
お
け
る
争
点
と
し
て
審
理
・
判
断
の
対
象
と
さ
れ
（
信

義
則
に
よ
る
拘
束
力
説
に
よ
れ
ば
自
白
の
あ
っ
た
事
項
も
含
ま
れ
う
る
（、
判
決
理
由
中
に
示
さ
れ
た
事
項
で
あ
る
点
で
も
共
通
す
る
。

　

他
方
、
既
判
力
の
原
則
的
ル
ー
ル
を
補
完
す
る
も
う
一
つ
の
異
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
判
例
法
理
で
あ
る
信
義
則
に
基
づ
く
後
訴

遮
断
の
法
理
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
判
決
理
由
中
の
判
断
に
争
点
効
そ
の
他
の
拘
束
力
を
観
念
す
る
の
で
は
な
く
、
後
訴
に
お
け
る

訴
え
の
提
起
や
主
張
の
提
出
と
い
う
当
事
者
の
行
為
に
着
目
し
て
、
そ
の
適
否
を
考
え
る
立
場
で
あ
る
。
こ
の
立
場
は
、
判
決
効
を

媒
介
と
す
る
こ
と
な
く
、
後
訴
に
お
け
る
訴
訟
行
為
を
直
接
的
に
規
律
す
る
点
で
、
争
点
効
理
論
や
信
義
則
に
よ
る
拘
束
力
説
と
は

異
な
る
。
す
な
わ
ち
、
判
例
理
論
に
よ
れ
ば
、
前
訴
と
後
訴
で
訴
訟
物
を
異
に
し
、
し
た
が
っ
て
既
判
力
が
作
用
し
な
い
場
合
で

あ
っ
て
も
、
①
前
訴
と
後
訴
の
実
質
的
同
一
性
、
②
前
訴
に
お
け
る
提
出
可
能
性
、
③
前
訴
判
決
に
よ
っ
て
紛
争
は
既
に
決
着
済
み

で
あ
る
と
の
相
手
方
当
事
者
の
合
理
的
期
待
等
に
照
ら
し
て
後
訴
が
信
義
則
に
反
し
て
許
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
る
が
、
上
記
考
慮
要

素
の
下
で
前
訴
判
決
の
理
由
中
の
判
断
に
拘
束
力
を
認
め
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
後
訴
の
提
起
そ
れ
自
体
の
適
否
を
直

接
的
に
判
断
す
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
ま
た
、
上
記
の
よ
う
に
、
争
点
効
理
論
や
信
義
則
に
よ
る
拘
束
力
説
は
、
い
ず
れ
も
当
事
者

が
前
訴
に
お
い
て
当
事
者
が
提
出
し
、
実
際
に
審
理
・
判
断
の
対
象
と
な
っ
た
事
項
（
信
義
則
に
よ
る
拘
束
力
説
に
よ
れ
ば
自
白
し
た

事
項
も
含
ま
れ
う
る
（
を
遮
断
す
る
の
に
対
し
て
、
信
義
則
に
基
づ
く
後
訴
遮
断
の
法
理
は
、
前
訴
に
お
い
て
提
出
さ
れ
て
お
ら
ず
、

実
際
に
審
理
・
判
断
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
事
項
を
遮
断
す
る
点
で
対
照
的
で
あ
る（（（（
（

。
例
え
ば
、
信
義
則
に
基
づ
く
後
訴
遮
断
の
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法
理
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ケ
ー
ス
と
な
っ
た
昭
和
五
一
年
最
判
は
、
買
戻
契
約
の
成
立
を
理
由
に
所
有
権
移
転
登
記
手
続
を
求
め
た

原
告
が
、
敗
訴
判
決
確
定
後
、
国
の
買
収
処
分
の
無
効
等
を
理
由
と
し
て
所
有
権
移
転
登
記
の
抹
消
に
代
わ
る
所
有
権
移
転
登
記
手

続
を
求
め
た
事
案
で
あ
っ
た
が
、
後
訴
に
お
い
て
提
出
さ
れ
た
訴
訟
上
の
請
求
お
よ
び
そ
の
発
生
原
因
は
い
ず
れ
も
前
訴
に
お
い
て

提
出
さ
れ
て
お
ら
ず
、
裁
判
所
の
審
理
・
判
断
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
事
項
で
あ
っ
た
。
争
点
効
の
提
唱
者
で
あ
る
新
堂
教
授
も

ま
た
、
信
義
則
に
基
づ
く
後
訴
遮
断
を
と
く
に
「
五
一
型
遮
断
効
」
と
呼
び
、
争
点
効
と
の
差
異
を
指
摘
さ
れ
る（（（（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
信
義
則
に
基
づ
く
後
訴
遮
断
の
法
理
は
、
争
点
効
理
論
や
信
義
則
に
よ
る
拘
束
力
説
と
は
、
判
断
基

準
や
考
慮
要
素
の
み
な
ら
ず
、
適
用
対
象
な
い
し
作
用
の
仕
方
を
も
異
に
す
る
異
質
な
理
論
で
あ
っ
て
、
同
理
論
を
既
存
の
民
訴
法

理
論
の
中
に
適
切
に
位
置
づ
け
る
と
す
れ
ば
、
既
存
の
理
論
と
の
関
連
性
な
い
し
整
合
性
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
言
え
る（（（（
（

。

こ
の
点
、
新
堂
教
授
は
、「
正
当
な
決
着
期
待
争
点
」
と
呼
ば
れ
る
概
念
を
用
い
て
、
既
判
力
、
争
点
効
お
よ
び
「
五
一
型
遮
断
効
」

を
統
一
的
に
把
握
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
教
授
に
よ
れ
ば
、
あ
る
訴
訟
に
お
い
て
主
要
な
争
点
と
し
て
認
識
さ
れ
た
も
の
と
相
手

方
当
事
者
に
お
い
て
最
終
決
着
が
着
い
た
と
期
待
す
る
争
点
（
こ
れ
を
「
決
着
期
待
争
点
」
と
い
う
（
と
が
一
致
し
な
い
場
合
に
、
相

手
方
の
期
待
を
保
護
す
る
こ
と
が
従
前
の
手
続
経
過
な
い
し
紛
争
過
程
の
諸
々
の
状
況
（
こ
れ
を
「
手
続
事
実
群
」
と
い
う
（
に
照
ら

し
て
公
平
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
争
点
を
「
正
当
な
決
着
期
待
争
点
」
と
呼
び
、
既
判
力
、
争
点
効
、
お
よ
び
「
五
一
型
遮
断
効
」

は
い
ず
れ
も
「
正
当
な
決
着
期
待
争
点
」
に
つ
い
て
遮
断
効
が
作
用
す
る
場
合
と
し
て
、
統
一
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ

れ
る（（（（
（

。
こ
の
よ
う
な
理
解
に
立
て
ば
、
後
訴
に
お
け
る
請
求
や
主
張
が
排
斥
さ
れ
る
か
否
か
は
、
そ
れ
が
「
手
続
事
実
群
」
に
照
ら

し
て
判
断
さ
れ
る
「
正
当
な
決
着
期
待
争
点
」
に
含
ま
れ
る
か
否
か
、
と
い
う
統
一
的
な
判
断
基
準
の
下
で
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。

　

⑵　

基
本
的
視
点

　

筆
者
は
、
争
点
効
理
論
な
い
し
信
義
則
に
よ
る
拘
束
力
説
（
以
下
、
こ
こ
で
は
便
宜
的
に
両
者
を
含
む
意
味
で
「
争
点
効
理
論
」
と
い
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う
（
と
信
義
則
に
基
づ
く
後
訴
遮
断
の
法
理
―
―
い
わ
ゆ
る
「
五
一
型
遮
断
効
」
―
―
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
両
者
は
適
用
対
象
や

作
用
の
仕
方
を
異
に
す
る
別
個
の
法
理
と
し
て
並
存
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
違
い
に
応
じ
て
判
断
基
準
な
い
し
考
慮
要
素
も
区
別
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

　

上
記
の
よ
う
に
、
争
点
効
理
論
は
、
原
則
と
し
て
前
訴
に
お
い
て
当
事
者
が
提
出
し
、
裁
判
所
の
審
理
・
判
断
の
対
象
と
な
っ
た

事
項
に
つ
い
て
再
び
争
う
こ
と
を
禁
止
す
る
法
理
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
信
義
則
に
基
づ
く
後
訴
遮
断
の
法
理
は
、
前
訴
に
お
い
て

当
事
者
が
提
出
し
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
争
点
効
理
論
に
よ
っ
て
は
必
ず
し
も
カ
バ
ー
で
き
な
い
事
項
に
つ
い
て
、
一
定
の
判
断

基
準
な
い
し
考
慮
要
素
の
下
で
後
訴
に
お
け
る
提
出
を
禁
止
す
る
法
理
で
あ
る
点
で
差
異
が
あ
る
。
両
者
は
い
ず
れ
も
既
判
力
の
原

則
的
ル
ー
ル
を
補
完
す
る
法
理
と
し
て
機
能
す
る
点
で
は
共
通
す
る
が
、
前
訴
に
お
け
る
提
出
の
有
無
と
い
う
点
で
は
対
照
的
で
あ

り
、
両
者
を
同
列
に
扱
う
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
。
と
り
わ
け
、
信
義
則
に
基
づ
く
後
訴
遮
断
は
、
争
点
効
と
は
異
な
り
、
未
だ
裁

判
所
の
審
理
・
判
断
を
経
て
い
な
い
事
項
に
つ
い
て
裁
判
で
争
う
機
会
を
奪
う
可
能
性
を
含
む
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
正
当
化
根

拠
は
お
の
ず
か
ら
争
点
効
理
論
と
は
異
な
る
点
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
判
断
基
準
な
い
し
考
慮
要
素
も
争
点
効
理
論
と
は

異
な
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
点
、
山
本
和
彦
教
授
は
、
争
点
効
理
論
と
い
わ
ゆ
る
「
五
一
型
遮
断
効
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
前
訴
に
お
け
る
争
点
提
出

の
有
無
と
い
う
違
い
か
ら
、
両
者
の
並
存
的
な
関
係
を
前
提
と
し
た
う
え
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
要
件
を
定
立
さ
れ
る（（（（
（

。
す
な
わ

ち
、
争
点
効
と
「
五
一
型
遮
断
効
」
と
で
は
、
前
訴
で
の
争
点
提
出
の
有
無
と
い
う
点
に
お
い
て
決
定
的
な
差
異
が
あ
り
、
そ
の
要

件
も
当
然
に
異
な
っ
て
く
る
と
の
観
点
か
ら
、
争
点
効
に
つ
い
て
は
、
①
当
該
問
題
が
前
訴
の
主
要
な
争
点
で
あ
っ
た
こ
と
、
②
そ

の
点
を
当
事
者
が
争
っ
た
こ
と
、
③
前
訴
と
後
訴
の
法
的
利
益
（
訴
訟
物
（
の
類
似
性
が
要
件
と
な
る
と
の
見
方
を
示
さ
れ
る
。
一

方
、「
五
一
型
遮
断
効
」
に
つ
い
て
は
、
争
点
効
と
は
異
な
り
、
前
訴
で
当
該
争
点
が
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
の
遮
断
で
あ
る
た

め
、
前
訴
に
お
い
て
当
該
争
点
を
提
出
す
べ
き
で
あ
っ
た
か
否
か
と
い
う
責
任
（
同
教
授
は
こ
れ
を
「
争
点
持
出
責
任
」
と
呼
ぶ
（
が
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問
題
に
な
る
と
し
、「
争
点
持
出
責
任
」
の
要
件
と
し
て
は
、
①
当
該
争
点
を
仮
に
前
訴
で
提
出
し
て
い
れ
ば
、
そ
れ
が
主
要
な
争

点
と
な
っ
て
い
た
こ
と
、
②
提
出
の
容
易
性
、
③
前
訴
と
後
訴
の
法
的
利
益
の
類
似
性
を
挙
げ
ら
れ
る
。

　

筆
者
も
ま
た
、
争
点
効
理
論
と
「
五
一
型
遮
断
効
」
の
適
用
対
象
お
よ
び
作
用
の
仕
方
の
違
い
か
ら
、
両
理
論
は
相
互
に
両
立
し
、

か
つ
、
異
な
る
規
律
に
服
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
と
考
え
る
。
争
点
効
理
論
と
「
五
一
型
遮
断
効
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
新
堂

説
の
よ
う
に
「
正
当
な
決
着
期
待
争
点
」
と
い
う
概
念
を
介
在
さ
せ
る
こ
と
で
、
両
者
を
一
元
的
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
試
み
も
見

ら
れ
る
が
、
争
点
効
理
論
の
も
と
と
な
っ
た
英
米
法
理
論
に
お
い
て
は
そ
の
よ
う
な
形
で
の
統
一
的
な
把
握
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
で

あ
る
し
、
実
質
的
に
見
て
も
、
両
者
を
連
続
線
上
に
位
置
づ
け
る
こ
と
は
争
点
効
理
論
の
外
縁
を
あ
い
ま
い
な
も
の
と
し
、
同
理
論

が
持
つ
予
測
可
能
性
の
高
さ
を
損
な
う
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
。
争
点
効
理
論
の
持
つ
基
準
と
し
て
の
明
確
性
を
維
持
し
な
が
ら
、
な

お
個
別
事
情
に
応
じ
た
柔
軟
か
つ
き
め
細
や
か
な
利
益
調
整
の
余
地
を
残
す
と
す
れ
ば
、
争
点
効
理
論
に
つ
い
て
は
英
米
法
の
争
点

禁
反
言
な
い
し
争
点
排
除
効
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
一
定
の
明
確
な
要
件
の
下
で
画
一
的
な
運
用
を
図
り
つ
つ
、
争
点
効
理
論
に
よ
っ

て
も
な
お
結
果
の
具
体
的
妥
当
性
を
欠
く
場
合
に
お
い
て
、
個
別
事
情
に
基
づ
く
総
合
的
判
断
の
下
で
信
義
則
を
適
用
す
る
こ
と
が

考
え
ら
れ
て
よ
い
。

　

ま
た
、
い
わ
ゆ
る
「
五
一
型
遮
断
効
」
は
、
争
点
効
が
及
ば
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
信
義
則
を
適
用
し
て
後
訴
に
お
け
る
請
求
や

主
張
を
排
斥
で
き
る
点
で
、
争
点
効
理
論
よ
り
も
広
範
な
射
程
を
持
ち
う
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
争
点
効
理
論
が
不
要

と
な
る
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
た
し
か
に
、
争
点
効
理
論
は
前
訴
に
お
い
て
実
際
に
審
理
・
判
断
の
対
象
と
さ
れ
、
な
お
か

つ
、
前
訴
判
決
に
と
っ
て
不
可
欠
の
争
点
に
限
っ
て
生
じ
る
拘
束
力
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
射
程
範
囲
は
限
界
的
な
も
の
と
な
ら
ざ
る

を
得
な
い
が
、
他
方
で
、
争
点
効
理
論
に
は
、
上
記
の
よ
う
な
一
定
の
比
較
的
明
確
な
要
件
の
下
で
後
訴
に
お
け
る
提
出
の
適
否
を

画
一
的
に
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、「
五
一
型
遮
断
効
」
に
よ
っ
て
は
代
替
で
き
な
い
独
自
の
存
在
意
義
が

あ
る
と
言
え
る
。
こ
の
点
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
既
判
力
と
信
義
則
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
信
義
則
に
基
づ
く
後
訴
遮
断
の
法
理
を
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採
用
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
既
判
力
の
存
在
意
義
が
失
わ
れ
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
。

　

な
お
、
前
章
に
お
い
て
見
た
よ
う
に
、
わ
が
国
に
お
け
る
信
義
則
に
基
づ
く
後
訴
遮
断
の
法
理
は
、
イ
ギ
リ
ス
法
のH

enderson
ル
ー
ル
―
―
手
続
濫
用
法
理
に
基
づ
く
後
訴
遮
断
の
法
理
―
―
に
相
応
す
る
も
の
と
言
え
る
が
、H

enderson

ル
ー
ル
が
訴
訟
原

因
禁
反
言
と
も
争
点
禁
反
言
と
も
異
な
る
ル
ー
ル
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
、
わ
が
国
の
争
点
効
理
論
と
信
義
則
に
基
づ
く
後

訴
遮
断
の
法
理
と
を
区
別
し
て
理
解
す
る
う
え
で
示
唆
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
訴
訟
原
因
禁
反
言
お
よ
び
争
点

禁
反
言
は
い
ず
れ
もres judicata

の
中
核
的
な
要
素
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
一
定
の
明
確
な
要
件
の
下
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
予

定
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、H

enderson

ル
ー
ル
はres judicata

と
は
区
別
さ
れ
た
手
続
濫
用
法
理
に
基
礎
を
置
く
ル
ー
ル
と

し
て
、
裁
判
所
の
総
合
的
判
断
の
下
で
適
用
さ
れ
る
法
理
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
イ
ギ
リ
ス
法
の
理
解
を
日
本
法

の
理
解
に
反
映
さ
せ
る
と
す
れ
ば
、
既
判
力
と
争
点
効
理
論
は
い
ず
れ
も
判
決
効
に
関
す
る
ル
ー
ル
と
し
て
一
定
の
明
確
な
要
件
の

下
に
適
用
さ
れ
る
法
原
則
な
い
し
法
理
論
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
一
方
、
信
義
則
に
基
づ
く
後
訴
遮
断
の
法
理
は
、
判
決
効
ル
ー

ル
と
は
異
な
る
抽
象
的
規
範
（
こ
こ
で
は
信
義
則
（
に
基
礎
を
置
く
ル
ー
ル
と
し
て
個
別
事
情
に
応
じ
た
総
合
的
判
断
の
下
で
適
用

さ
れ
る
法
理
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
信
義
則
論
の
あ
る
べ
き
方
向
性
と
し
て
は
、
可
能
な
範
囲
で
一
定
の
要
件
化
を
行
い
つ
つ
同
時
に
柔
軟
か
つ
き
め
細

か
い
調
整
を
行
う
こ
と
を
目
指
す
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
前
訴
に
お
け
る
提
出
可
能
性
な
い
し
期
待
可
能
性
と
い
っ
た
要
素

を
過
度
に
強
調
す
る
こ
と
は
、H

enderson

ル
ー
ル
の
教
訓
が
示
す
よ
う
に
、
遮
断
効
の
範
囲
を
拡
大
さ
せ
、
審
理
・
判
断
の
対

象
と
な
る
べ
き
事
項
を
も
遮
断
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
記Johnson

事
件
判
決
が
示
唆

す
る
よ
う
に
、
提
出
可
能
性
や
期
待
可
能
性
は
あ
く
ま
で
考
慮
要
素
の
一
つ
で
あ
り
、
前
訴
に
お
い
て
当
該
請
求
や
主
張
を
提
出
し

な
か
っ
た
事
情
を
総
合
的
に
勘
案
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
の
認
識
の
下（（（（
（

、
可
能
な
限
り
の
規
範
化
を
目
指
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ

よ
う
。
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四　

再
訴
事
案
の
法
的
規
律

　

本
章
で
は
、
前
章
に
お
い
て
提
示
し
た
基
本
的
視
点
―
―
訴
訟
物
論
と
既
判
力
論
の
峻
別
、
既
判
力
論
と
信
義
則
論
と
の
峻
別
、

争
点
効
と
「
五
一
型
遮
断
効
」
の
峻
別
―
―
を
も
と
に
わ
が
国
の
再
訴
事
案
の
法
的
規
律
に
関
す
る
基
本
的
な
理
論
枠
組
み
を
明
ら

か
に
す
る
と
と
も
に
、
い
く
つ
か
の
事
案
類
型
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
試
み
る
。

　

１　

一
般
原
則
と
そ
の
例
外

　

⑴　

既
判
力
に
よ
る
遮
断

　

本
稿
の
理
解
の
下
で
も
、
再
訴
事
案
の
法
的
規
律
の
う
ち
、
最
も
中
核
的
な
ル
ー
ル
と
な
る
の
が
既
判
力
で
あ
る
こ
と
は
変
わ
ら

な
い
。
た
だ
し
、
既
判
力
論
は
訴
訟
物
論
と
は
別
個
独
立
の
議
論
で
あ
り
、
訴
訟
物
論
の
影
響
を
受
け
な
い
と
の
立
場
か
ら
、
既
判

力
の
要
件
に
つ
い
て
は
、
訴
訟
物
概
念
を
介
在
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
端
的
に
請
求
の
同
一
性
―
―
請
求
の
趣
旨
に
示
さ
れ
た
権
利
主

張
の
同
一
性
―
―
に
よ
っ
て
判
断
す
る
も
の
と
考
え
る
。
ま
た
、
既
判
力
に
よ
る
遮
断
効
は
画
一
的
な
も
の
で
あ
り
、
原
則
と
し
て

請
求
の
同
一
性
が
認
め
ら
れ
る
限
り
、
後
訴
は
個
別
事
情
を
問
わ
ず
遮
断
さ
れ
る
と
解
さ
れ
る
。

　

既
判
力
が
作
用
す
る
場
合
と
し
て
は
、
前
訴
と
後
訴
で
訴
訟
物
が
同
一
の
場
合
（
訴
訟
物
同
一
（、
前
訴
の
訴
訟
物
が
後
訴
の
訴
訟

物
の
前
提
問
題
と
な
っ
て
い
る
場
合
（
先
決
関
係
（、
前
訴
の
訴
訟
物
と
後
訴
の
訴
訟
物
と
が
両
立
し
え
な
い
関
係
に
あ
る
場
合
（
矛

盾
関
係
（
と
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
通
説
的
見
解
に
よ
れ
ば
、
既
判
力
は
後
訴
そ
れ
自
体
を
不
適
法
な
も
の
と
し
て
排
斥
す
る
わ
け
で

は
な
く
、
前
訴
判
決
の
基
準
時
後
に
生
じ
た
新
た
な
事
由
を
除
い
て
、
前
訴
判
決
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
た
判
決
主
文
中
の
判
断
を
争

う
た
め
の
主
張
を
排
斥
す
る
。
そ
の
結
果
、
後
訴
裁
判
所
は
、
基
準
時
後
の
新
た
な
事
由
が
提
出
さ
れ
な
い
場
合
で
も
、
新
た
な
基

準
時
の
下
で
請
求
棄
却
の
本
案
判
決
を
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
以
下
、「
請
求
棄
却
説
」
と
い
う
（（

（（（
（

。
他
方
、
こ
の
よ
う
な
通
説
的
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見
解
に
対
し
て
は
、
訴
訟
物
の
同
一
性
は
消
極
的
訴
訟
要
件
の
一
つ
を
な
す
と
し
て
、
訴
訟
物
同
一
の
場
合
に
お
い
て
は
、
基
準
時

後
の
新
た
な
事
由
が
提
出
さ
れ
な
い
限
り
、
後
訴
は
却
下
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
見
解
も
有
力
に
主
張
さ
れ
る
（
以
下
、「
訴
え

却
下
説
」
と
い
う
（（

（（（
（

。
た
し
か
に
、
既
判
力
の
作
用
と
し
て
一
事
不
再
理
的
な
側
面
を
強
調
す
れ
ば
、
前
訴
請
求
は
既
に
裁
判
所
に

よ
っ
て
審
理
・
判
断
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
後
訴
請
求
は
常
に
不
適
法
と
な
る
と
の
考
え
方
も
採
り
え
な
い
で
は
な
い
。
現
に
、

英
米
法
のres judicata

は
、
原
告
の
請
求
は
裁
判
所
の
有
効
か
つ
最
終
的
な
判
決
に
よ
っ
て
消
失
す
る
と
の
考
え
方
を
前
提
と
し

て
、
前
訴
と
同
一
の
請
求
に
つ
い
て
再
び
訴
え
を
提
起
す
る
場
合
に
は
、
当
該
請
求
自
体
が
排
斥
さ
れ
る（（（（
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
わ
が

国
の
既
判
力
概
念
は
、
伝
統
的
に
は
前
訴
判
決
の
後
訴
裁
判
所
に
対
す
る
内
容
的
拘
束
力
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
お
り
、
一
事
不
再

理
的
な
効
力
と
し
て
は
観
念
さ
れ
て
い
な
い（（（（
（

。
民
事
訴
訟
の
審
判
対
象
た
る
私
人
間
の
権
利
関
係
は
、
時
の
経
過
と
と
も
に
発
生
・

変
更
・
消
滅
す
る
可
能
性
が
あ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
民
事
訴
訟
に
お
い
て
は
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
の
と
同
様
の
意
味
で
の
一
事
不

再
理
を
観
念
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
請
求
棄
却
説
に
立
っ
た
場
合
に
は
、
基
準
時
が
後
訴
の
事
実
審
口
頭
弁

論
終
結
時
に
移
行
す
る
結
果
、
後
訴
に
お
い
て
主
張
さ
れ
た
新
事
由
に
つ
い
て
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
後
訴
に
お
い
て
主
張
さ
れ
な

か
っ
た
事
由
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
後
訴
の
基
準
時
前
の
事
由
で
あ
る
限
り
、
こ
れ
を
持
ち
出
し
て
前
・
後
訴
両
判
決
を
争
う
こ
と

が
遮
断
で
き
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
も
看
過
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
立
法
論
と
し
て
は
と
も
か
く
、
現
行
民
訴
法
の
解
釈
と
し
て

は
通
説
的
見
解
に
従
い
、
既
判
力
は
後
訴
請
求
そ
れ
自
体
を
遮
断
す
る
も
の
で
は
な
く
、
前
訴
判
決
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
た
権
利
義

務
な
い
し
法
律
関
係
を
争
う
攻
撃
防
御
方
法
を
遮
断
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

　

な
お
、
ア
メ
リ
カ
法
のres judicata

の
よ
う
に
原
則
と
し
て
広
範
な
射
程
を
有
す
る
判
決
効
理
論
の
下
で
は
、res judicata

の
適
用
を
除
外
す
る
た
め
の
例
外
ル
ー
ル
が
必
要
と
な
り
う
る
が
、
わ
が
国
の
既
判
力
の
射
程
は
原
則
と
し
て
同
一
請
求
に
限
定
さ

れ
る
た
め
、
既
判
力
の
適
用
除
外
に
関
す
る
例
外
ル
ー
ル
を
設
け
る
必
要
性
は
小
さ
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
、
わ
が
国
と
同
様

に
、res judicata

の
原
則
的
な
射
程
に
つ
い
て
限
定
的
な
ス
タ
ン
ス
を
採
る
イ
ギ
リ
ス
法
で
は
、
訴
訟
原
因
禁
反
言
の
適
用
が
排
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除
さ
れ
る
唯
一
の
例
外
と
し
て
、
詐
欺
ま
た
は
通
謀
に
よ
る
判
決
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
前
訴
判
決
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
が

挙
げ
ら
れ
る
が（（（（
（

、
わ
が
国
で
は
、
こ
れ
と
同
様
の
問
題
に
つ
い
て
は
い
わ
ゆ
る
確
定
判
決
の
騙
取
の
問
題
と
し
て
、
再
審
事
由
（
民

訴
法
三
三
八
条
一
項
五
号
参
照
（
の
該
当
性
が
指
摘
さ
れ
て
お
り（（（（
（

、
結
論
に
お
い
て
既
判
力
が
排
除
さ
れ
る
点
は
同
様
で
あ
る
。

　

⑵　

争
点
効
に
よ
る
遮
断

　

争
点
効
理
論
に
つ
い
て
は
、
そ
の
是
非
を
め
ぐ
っ
て
な
お
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
前
述
の
よ
う
に
、
争
点
効
理
論
は
、

既
判
力
理
論
と
も
、
ま
た
、
信
義
則
に
基
づ
く
後
訴
遮
断
の
法
理
と
も
、
適
用
対
象
や
作
用
の
仕
方
を
異
に
す
る
別
個
独
立
の
法
理

で
あ
り
、
再
訴
事
案
の
法
的
規
律
に
必
要
不
可
欠
の
構
成
要
素
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

　

争
点
効
理
論
を
解
釈
論
と
し
て
採
用
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
形
式
論
と
し
て
は
、
こ
れ
を
認
め
る
明
文
規
定
が
存
在
し
な
い
と

い
う
こ
と
が
、
ま
た
、
実
質
論
と
し
て
は
、
判
決
理
由
中
の
判
断
に
拘
束
力
を
認
め
る
こ
と
で
前
訴
に
お
け
る
審
理
が
硬
直
化
・
複

雑
化
し
、
既
判
力
を
判
決
主
文
の
判
断
に
限
定
し
た
趣
旨
に
反
す
る
事
態
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
裁

判
所
に
お
い
て
実
質
的
な
審
理
・
判
断
を
経
た
事
項
が
繰
り
返
し
争
わ
れ
る
事
態
を
回
避
す
る
必
要
性
は
裁
判
制
度
に
普
遍
的
な
要

請
で
あ
る
と
言
う
べ
き
で
あ
り
、
明
文
規
定
を
持
た
な
い
こ
と
は
争
点
効
理
論
を
否
定
す
る
決
定
的
理
由
と
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、

前
訴
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
争
点
に
つ
い
て
拘
束
力
が
生
じ
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
と
も
か
く
、
争
点
効
が
発
生
す
る
の
は
当
事
者
が

現
に
争
い
、
か
つ
、
判
決
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
の
争
点
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
争
点
効
理
論
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
審
理
が
過
度
に
重
く
な
る
よ
う
な
事
態
は
考
え
に
く
い
。
ま
た
、
争
点
効
理
論
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
ア
メ
リ
カ
法
に
お
い
て
は
、

争
点
排
除
効
に
関
す
る
原
則
的
ル
ー
ル
の
ほ
か
に
、
争
点
排
除
効
が
否
定
さ
れ
る
例
外
的
場
合
に
つ
い
て
詳
細
な
ル
ー
ル
が
存
在
し

て
お
り
、
争
点
排
除
効
が
発
生
す
る
場
合
に
関
し
て
厳
密
な
絞
り
が
か
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
、
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ

う
。
こ
う
し
た
明
確
か
つ
厳
密
な
要
件
の
下
で
争
点
効
理
論
が
運
用
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
は
、
争
点
効
理
論
を
導
入
す
る
と
し
て

も
、
わ
が
国
の
民
訴
法
が
既
判
力
を
判
決
主
文
の
判
断
に
限
定
し
た
立
法
趣
旨
を
没
却
す
る
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る（（（（
（

。
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以
上
の
理
由
か
ら
、
筆
者
は
、
現
行
法
の
解
釈
論
と
し
て
争
点
効
理
論
を
支
持
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
争
点
効
理
論
の
モ
デ
ル
と

な
っ
た
ア
メ
リ
カ
法
の
争
点
排
除
効
に
関
す
る
今
日
の
理
解
を
反
映
す
る
と
す
れ
ば
、
争
点
効
理
論
は
次
の
よ
う
な
内
容
を
持
つ
理

論
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
争
点
効
は
、
前
訴
と
同
一
の
争
点
に
つ
い
て
再
び
争
う
こ
と
を
禁
止
す
る
法
理
で
あ
り
、
そ

の
原
則
的
な
要
件
は
、
審
理
判
断
要
件
と
不
可
欠
性
要
件
に
整
理
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
者
は
、
前
訴
に
お
い
て
当
事
者
が
争
い
、

か
つ
、
裁
判
所
が
審
理
・
判
断
し
た
事
実
上
ま
た
は
法
律
上
の
争
点
で
あ
る
こ
と
、
後
者
は
、
当
該
争
点
に
つ
い
て
の
判
断
が
前
訴

判
決
に
と
っ
て
不
可
欠
の
判
断
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
他
方
で
、
こ
れ
ら
の
要
件
を
満
た
す
場
合
で
あ
っ
て
も
、
①
前
訴
に
お
い
て

上
訴
審
の
審
理
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
、
②
法
律
上
の
争
点
に
関
し
て
判
例
そ
の
他
の
法
状
況
に
変
更
が
あ
っ
た
場

合
、
③
前
訴
裁
判
所
の
審
理
手
続
と
後
訴
裁
判
所
の
審
理
手
続
と
の
間
に
実
質
的
な
違
い
が
あ
る
場
合
、
④
前
訴
と
後
訴
で
当
該
争

点
に
関
す
る
証
明
責
任
の
分
配
や
証
明
度
に
差
異
が
あ
る
場
合
、
に
は
争
点
効
が
否
定
さ
れ
る
と
解
さ
れ
る
ほ
か
、
上
記
の
い
ず
れ

に
も
該
当
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
⑤
前
訴
当
時
、
後
訴
に
お
い
て
争
点
と
な
る
こ
と
を
予
見
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
た
め

に
前
訴
に
お
い
て
十
分
に
争
う
こ
と
が
期
待
で
き
な
か
っ
た
場
合
や
、
前
訴
に
お
け
る
係
争
額
が
後
訴
に
お
け
る
そ
れ
に
比
べ
て
著

し
く
小
さ
く
、
前
訴
に
お
い
て
十
分
に
争
う
こ
と
が
期
待
で
き
な
か
っ
た
場
合
な
ど
、
争
点
効
を
否
定
す
べ
き
特
別
の
事
情
が
認
め

ら
れ
る
場
合
に
は
、
争
点
効
が
否
定
さ
れ
る
と
解
さ
れ
る
。

　

⑶　

信
義
則
に
基
づ
く
後
訴
遮
断
の
法
理

　

信
義
則
に
基
づ
く
後
訴
遮
断
の
法
理
は
、
既
判
力
理
論
お
よ
び
争
点
効
理
論
と
並
存
し
、
か
つ
、
こ
れ
を
補
完
す
る
法
理
と
し
て

機
能
す
る
。

　

第
一
に
、
同
法
理
は
、
既
判
力
理
論
と
並
存
し
、
か
つ
、
こ
れ
を
補
完
す
る
法
理
と
し
て
機
能
す
る
。
す
な
わ
ち
、
前
訴
と
後
訴

で
訴
訟
上
の
請
求
を
異
に
す
る
た
め
に
、
前
訴
判
決
の
既
判
力
に
よ
っ
て
は
後
訴
を
遮
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、

当
該
請
求
に
基
づ
い
て
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
信
義
則
に
反
す
る
と
評
価
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
請
求
が
遮
断
さ
れ
る
。
信
義
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則
適
用
に
際
し
て
の
基
本
的
な
考
慮
要
素
と
し
て
は
、
昭
和
五
一
年
最
判
を
は
じ
め
と
す
る
一
連
の
裁
判
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

①
前
訴
と
後
訴
の
実
質
的
同
一
性
、
②
前
訴
に
お
け
る
提
出
可
能
性
、
お
よ
び
、
③
紛
争
決
着
に
対
す
る
相
手
方
当
事
者
の
期
待
な

ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

こ
の
点
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
、H

enderson

ル
ー
ル
の
適
用
に
際
し
て
、
①
前
訴
に
お
け
る
提
出
可
能
性
の
ほ
か
、
②
後
訴
を
提

起
す
る
に
至
っ
た
事
情
や
、
③
請
求
相
互
の
関
連
性
な
ど
が
勘
案
さ
れ
て
お
り
、
わ
が
国
の
解
釈
論
に
と
っ
て
も
参
考
に
な
る
。
先

に
紹
介
し
た
よ
う
に
、H

enderson

ル
ー
ル
の
適
用
基
準
な
い
し
考
慮
要
素
に
関
し
て
は
、
前
訴
に
お
け
る
提
出
可
能
性
を
中
心

に
判
断
す
る
と
の
考
え
方
が
一
時
期
に
お
い
て
有
力
で
あ
っ
た
が
、
こ
う
し
た
提
出
可
能
性
を
中
心
と
す
る
考
え
方
に
対
し
て
は
、

遮
断
効
の
範
囲
を
拡
大
さ
せ
、
審
理
・
判
断
の
対
象
と
な
る
べ
き
事
項
を
も
遮
断
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
の
懸
念
か
ら
、
今
日
の

判
例
は
否
定
的
で
あ
り
、
こ
れ
に
代
わ
る
新
た
な
考
え
方
と
し
て
、
個
別
具
体
的
な
事
情
に
基
づ
く
総
合
判
断
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が

採
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
たH

enderson

ル
ー
ル
の
理
解
を
め
ぐ
る
変
遷
は
、
提
出
可
能
性
に
偏
重
し
た
解
釈
・
運
用
に
警
鐘

を
鳴
ら
す
も
の
と
し
て
、
わ
が
国
の
信
義
則
に
基
づ
く
後
訴
遮
断
の
法
理
の
運
用
指
針
と
も
な
り
う
る
も
の
で
あ
る
。
前
訴
に
お
け

る
提
出
可
能
性
は
、
信
義
則
違
反
を
基
礎
づ
け
る
考
慮
要
素
の
一
つ
に
は
な
り
う
る
が
、
前
訴
に
お
い
て
提
出
可
能
性
が
あ
り
な
が

ら
提
出
し
な
か
っ
た
背
景
に
は
様
々
な
事
情
が
あ
り
う
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
提
出
可
能
性
の
一
事
を
も
っ
て
当
事
者
の
自
己
責
任

を
問
う
こ
と
は
で
き
ず
、
前
訴
に
お
い
て
提
出
し
な
か
っ
た
事
情
や
、
の
ち
に
訴
え
を
提
起
す
る
に
至
っ
た
事
情
な
ど
を
含
め
て
総

合
的
に
判
断
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

　

第
二
に
、
信
義
則
に
基
づ
く
後
訴
遮
断
の
法
理
は
、
争
点
効
理
論
と
並
存
し
、
か
つ
、
こ
れ
を
補
完
す
る
法
理
と
し
て
機
能
す
る
。

す
な
わ
ち
、
前
訴
と
後
訴
で
争
点
を
異
に
す
る
場
合
や
、
あ
る
い
は
ま
た
、
同
一
争
点
で
あ
り
な
が
ら
争
点
効
の
他
の
要
件
に
欠
け

る
た
め
に
争
点
効
を
生
じ
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
当
該
争
点
を
の
ち
に
争
う
こ
と
が
信
義
則
に
反
す
る
と
評
価
さ
れ
る
場
合
に
は
、

当
該
争
点
に
関
す
る
主
張
が
遮
断
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
争
点
効
理
論
の
下
で
は
、
前
訴
に
お
い
て
自
白
の
あ
っ
た
事
実
に
つ
い
て
は
、
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審
理
判
断
要
件
に
欠
け
る
た
め
に
争
点
効
は
発
生
し
な
い
と
さ
れ
る
が
、
自
白
者
に
お
い
て
自
白
し
た
事
実
に
つ
い
て
は
の
ち
に
争

わ
な
い
旨
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
を
再
び
争
う
こ
と
は
信
義
則
に
反
す
る
も
の
と
評
価
さ
れ
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
信
義
則
に
基
づ
く
後
訴
遮
断
の
法
理
は
、
既
判
力
を
補
完
す
る
法
理
と
し
て
機
能
す
る
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
争
点

効
の
限
界
を
補
完
す
る
法
理
と
し
て
も
機
能
す
る
。
信
義
則
適
用
に
際
し
て
の
基
本
的
な
考
慮
要
素
と
し
て
は
、
後
訴
遮
断
の
場
合

に
準
じ
て
、
①
争
点
間
の
実
質
的
同
一
性
、
②
前
訴
に
お
け
る
提
出
可
能
性
、
お
よ
び
、
③
紛
争
決
着
に
対
す
る
相
手
方
当
事
者
の

期
待
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

２　

同
一
紛
争
の
蒸
し
返
し

　

⑴　

議
論
の
状
況

　

既
判
力
の
原
則
論
に
よ
れ
ば
、
前
訴
と
後
訴
で
訴
訟
物
ま
た
は
当
事
者
を
異
に
す
る
場
合
、
後
訴
に
お
い
て
既
判
力
は
作
用
し
な

い
。
そ
の
た
め
、
訴
訟
物
や
当
事
者
を
異
に
す
る
形
で
、
前
訴
と
同
様
の
利
益
の
実
現
を
目
的
と
す
る
訴
え
が
再
び
提
起
さ
れ
る
場

合
に
は
、
実
質
的
な
意
味
で
の
紛
争
の
蒸
し
返
し
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
う
し
た
紛
争
の
蒸
し
返
し
が
生
じ
う
る
ケ
ー
ス
と
し
て
は
、
大
別
し
て
、
①
後
訴
当
事
者
が
前
訴
判
決
の
理
由
中
の
判
断
と
矛

盾
・
抵
触
す
る
事
項
を
主
張
し
て
争
う
場
合
の
ほ
か
、
②
後
訴
当
事
者
が
前
訴
判
決
の
理
由
中
の
判
断
と
両
立
し
、
あ
る
い
は
こ
れ

を
前
提
と
し
な
が
ら
、
前
訴
に
お
い
て
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
事
項
を
新
た
に
提
出
し
て
争
う
場
合
と
が
あ
り
う
る
。
前
者
の
具
体
例

と
し
て
は
、
①
売
買
契
約
を
原
因
と
す
る
不
動
産
の
明
渡
請
求
訴
訟
に
お
い
て
被
告
売
主
が
主
張
し
た
詐
欺
取
消
し
の
抗
弁
が
認
め

ら
れ
ず
に
原
告
買
主
の
明
渡
請
求
を
認
容
す
る
判
決
が
確
定
し
た
の
ち
、
敗
訴
被
告
が
再
び
詐
欺
取
消
し
を
主
張
し
て
既
に
し
た
当

該
不
動
産
の
移
転
登
記
の
抹
消
を
求
め
る
ケ
ー
ス（（（（
（

（
以
下
、［
設
例
①
］
と
い
う
（
が
、
後
者
の
例
と
し
て
、
②
負
担
付
贈
与
契
約
の

不
成
立
を
理
由
と
す
る
目
的
物
の
返
還
請
求
訴
訟
に
お
い
て
契
約
締
結
の
事
実
が
認
め
ら
れ
て
原
告
の
請
求
を
棄
却
す
る
判
決
が
確
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定
し
た
の
ち
、
敗
訴
原
告
が
、
同
契
約
の
成
立
を
前
提
と
し
た
う
え
で
、
受
贈
者
の
債
務
不
履
行
を
理
由
に
同
契
約
を
解
除
し
て
目

的
物
の
返
還
を
求
め
る
ケ
ー
ス（（（（
（

（
以
下
、［
設
例
②
］
と
い
う
（
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

学
説
は
、
既
判
力
が
作
用
し
な
い
局
面
に
お
い
て
も
、
争
点
効
な
い
し
信
義
則
を
介
し
て
判
決
理
由
中
の
判
断
の
拘
束
力
を
認
め

る
こ
と
に
よ
っ
て
実
質
的
な
紛
争
の
蒸
し
返
し
を
禁
止
す
る
見
解
が
支
持
を
集
め
て
い
る（（（（
（

。
ま
た
、
こ
れ
と
同
様
の
結
論
を
既
判
力

自
体
の
効
力
と
し
て
説
明
す
る
見
解
や（（（（
（

、
端
的
に
信
義
則
の
適
用
の
結
果
と
し
て
説
明
す
る
見
解
な
ど
も
主
張
さ
れ
る（（（（
（

。
他
方
で
、

既
判
力
概
念
を
厳
格
に
捉
え
、
既
判
力
の
拡
張
や
信
義
則
の
適
用
に
慎
重
な
見
解
も
有
力
で
あ
る（（（（
（

。
判
例
は
、
先
に
紹
介
し
た
よ
う

に
、
前
訴
判
決
の
判
決
理
由
中
の
判
断
に
つ
い
て
既
判
力
ま
た
は
こ
れ
に
類
似
す
る
効
力
を
否
定
す
る
一
方
で（（（（
（

、
後
訴
に
お
け
る
請

求
ま
た
は
主
張
に
対
し
て
信
義
則
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
質
的
な
紛
争
の
蒸
し
返
し
を
禁
止
し
て
い
る（（（（
（

。

　

⑵　

若
干
の
考
察

　

①　

前
訴
判
決
の
理
由
中
の
判
断
と
矛
盾
・
抵
触
す
る
事
項
を
提
出
し
て
争
う
場
合

　

本
稿
の
よ
う
に
争
点
効
を
支
持
す
る
立
場
か
ら
は
、
判
決
理
由
中
の
判
断
で
あ
っ
て
も
、
前
訴
に
お
い
て
当
事
者
が
争
い
、
裁
判

所
が
審
理
・
判
断
を
し
た
事
実
上
ま
た
は
法
律
上
の
争
点
で
あ
り
、
な
お
か
つ
、
当
該
争
点
に
つ
い
て
の
判
断
が
前
訴
判
決
に
と
っ

て
不
可
欠
の
判
断
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
争
点
効
の
発
生
を
否
定
す
る
特
別
の
事
情
が
な
い
限
り
、
当
該
争
点
に
つ
い
て
再
び
争
う

こ
と
が
禁
止
さ
れ
る
。

　
［
設
例
①
］
に
お
い
て
は
、
前
訴
に
お
い
て
売
買
契
約
の
有
効
・
無
効
が
争
点
と
な
り
、
審
理
の
結
果
、
当
該
売
買
契
約
は
有
効

で
あ
る
と
の
判
断
が
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
売
買
契
約
が
有
効
で
あ
る
と
の
判
断
は
原
告
の
請
求
認
容
判
決
を
下
す

う
え
で
不
可
欠
の
判
断
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
原
則
と
し
て
売
買
契
約
が
有
効
で
あ
る
こ
と
に
つ
き
争
点
効
を
生
じ
る
。
し
た
が
っ
て
、

後
訴
に
お
い
て
再
び
詐
欺
の
事
実
を
主
張
し
て
争
う
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
錯
誤
の
事
実
を
主
張
し
て
争
う
こ
と
も
ま
た
、
売
買
契
約

の
有
効
性
を
再
び
争
う
も
の
と
し
て
許
さ
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
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と
こ
ろ
で
、［
設
例
①
］
は
、
争
点
効
を
否
定
し
た
最
高
裁
判
決
と
し
て
知
ら
れ
る
最
判
昭
和
四
四
・
六
・
二
四
判
時
五
六
九
号

四
八
頁（（（（
（

を
モ
デ
ル
と
し
た
ケ
ー
ス
で
あ
る
が
、
同
判
決
の
事
案
は
や
や
特
殊
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
事
案
は
、
Ⅹ
が
Ｙ
に
対
し
て

提
起
し
た
、
売
買
契
約
を
原
因
と
す
る
不
動
産
の
明
渡
請
求
訴
訟
（
以
下
、「
第
一
訴
訟
」
と
い
う
（
と
、
Ｙ
が
Ｘ
に
対
し
て
提
起
し

た
、
上
記
売
買
契
約
の
錯
誤
無
効
を
理
由
と
す
る
所
有
権
移
転
登
記
の
抹
消
登
記
請
求
訴
訟
（
以
下
、「
第
二
訴
訟
」
と
い
う
（
と
が

同
一
の
裁
判
所
に
並
行
し
て
係
属
し
た
事
案
で
あ
っ
た
。
第
一
審
は
、
第
一
訴
訟
、
第
二
訴
訟
と
も
に
Ｙ
の
錯
誤
無
効
の
主
張
を
退

け
、
第
一
訴
訟
に
つ
い
て
は
Ｘ
の
明
渡
請
求
を
認
容
し
、
第
二
訴
訟
に
つ
い
て
は
Ｙ
の
抹
消
登
記
請
求
を
棄
却
し
た
。
こ
れ
ら
の
二

つ
の
判
決
に
対
し
て
、
Ｙ
が
控
訴
を
提
起
し
て
控
訴
審
に
お
い
て
詐
欺
取
消
し
の
主
張
を
追
加
し
て
争
っ
た
と
こ
ろ
、
第
一
訴
訟
の

控
訴
審
は
詐
欺
取
消
し
の
主
張
を
退
け
て
Ｙ
の
控
訴
を
棄
却
す
る
（
同
判
決
は
控
訴
審
で
確
定
（
一
方
、
第
二
訴
訟
の
控
訴
審
は
詐

欺
取
消
し
の
主
張
を
認
め
て
Ｙ
の
抹
消
登
記
請
求
を
認
容
し
た
。
こ
の
第
二
訴
訟
の
控
訴
審
判
決
に
対
し
て
、
Ｘ
が
、
本
件
不
動
産

が
Ｘ
の
所
有
で
あ
る
こ
と
は
第
一
訴
訟
の
確
定
判
決
に
よ
っ
て
確
定
し
て
い
る
と
主
張
し
て
争
っ
た
の
が
本
件
上
告
審
で
あ
り
、
最

高
裁
は
い
わ
ゆ
る
争
点
効
を
否
定
し
て
Ｘ
の
主
張
を
退
け
、
上
告
を
棄
却
し
た
。

　

同
判
決
に
つ
い
て
は
、
争
点
効
論
者
か
ら
は
争
点
効
が
作
用
す
る
典
型
的
な
事
例
と
し
て
説
明
さ
れ
る
が（（（（
（

、
争
点
効
が
否
定
さ
れ

る
特
別
の
事
情
の
存
否
に
つ
い
て
は
別
途
検
討
が
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
、
ア
メ
リ
カ
の
争
点
排
除
効
の
例
外

ル
ー
ル
の
一
つ
に
よ
れ
ば
、
法
律
上
、
前
訴
に
お
い
て
上
訴
審
の
審
理
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
争
点
に
つ
い
て
は
争
点
効

を
生
じ
な
い
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
わ
が
国
の
争
点
効
理
論
も
ま
た
、
上
訴
審
の
判
断
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
判
断
に
つ
い
て
は
、

審
級
の
利
益
を
保
障
す
る
観
点
か
ら
争
点
効
を
生
じ
な
い
と
の
考
え
方
を
採
用
し
て
い
る（（（（
（

。
こ
の
よ
う
な
理
解
を
前
提
と
す
れ
ば
、

本
件
事
案
に
お
い
て
争
わ
れ
た
詐
欺
の
事
実
は
、
控
訴
審
に
お
い
て
初
め
て
主
張
さ
れ
た
事
実
で
あ
る
一
方
、
本
件
控
訴
審
判
決
に

対
し
て
詐
欺
の
事
実
を
理
由
に
上
告
を
す
る
こ
と
は
事
実
認
定
の
誤
り
を
い
う
も
の
で
あ
っ
て
許
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
し
た

が
っ
て
、
上
記
例
外
ル
ー
ル
の
適
用
を
受
け
る
と
の
見
方
も
あ
り
う
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
売
買
契
約
の
有
効
・
無
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効
と
い
う
争
点
自
体
は
第
一
審
に
お
い
て
既
に
審
理
・
判
断
の
対
象
と
な
っ
て
お
り
、
か
つ
、
上
級
審
の
審
理
・
判
断
を
経
て
い
る

も
の
で
あ
る
か
ら
、
争
点
効
の
対
象
を
契
約
の
有
効
・
無
効
レ
ベ
ル
で
捉
え
る
限
り
、
上
記
例
外
ル
ー
ル
の
適
用
を
受
け
な
い
と
解

さ
れ
よ
う
。

　

②　

前
訴
判
決
の
理
由
中
の
判
断
を
前
提
と
す
る
新
た
な
事
項
を
提
出
し
て
争
う
場
合

　

一
方
、
前
訴
判
決
の
理
由
中
の
判
断
と
両
立
し
、
あ
る
い
は
こ
れ
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
前
訴
に
お
い
て
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
事

項
を
新
た
に
提
出
し
て
争
う
場
合
に
お
い
て
は
、
前
訴
と
同
一
の
争
点
を
争
う
も
の
で
は
な
い
た
め
、
争
点
効
の
発
生
を
認
め
る
こ

と
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
争
点
効
が
生
じ
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
後
訴
に
お
け
る
主
張
ま
た
は
請
求
が
信
義
則
に
反

す
る
と
評
価
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
主
張
ま
た
は
請
求
が
遮
断
さ
れ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
信
義
則
適
用
に
際
し
て
の
考
慮
要
素

と
し
て
は
、
①
請
求
ま
た
は
争
点
の
実
質
的
同
一
性
、
②
前
訴
に
お
け
る
提
出
可
能
性
、
お
よ
び
、
③
紛
争
決
着
に
対
す
る
相
手
方

当
事
者
の
期
待
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
れ
を
も
と
に
［
設
例
②
］
に
つ
い
て
見
る
と
、
前
訴
で
は
負
担
付
贈
与
契
約
の
成
否
が
争
点
と
な
る
一
方
、
後
訴
で
は
受
贈
者

の
債
務
不
履
行
責
任
の
存
否
が
争
点
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
争
点
間
の
実
質
的
同
一
性
を
認
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
が
、
他
方
で
、
請
求
面
に
着
目
す
れ
ば
、
前
後
訴
と
も
に
同
一
の
不
動
産
の
取
戻
し
を
求
め
る
請
求
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
共

通
し
て
お
り
、
請
求
相
互
間
に
は
実
質
的
な
意
味
で
の
同
一
性
は
認
め
ら
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
前
訴
に
お
い
て
負
担

付
贈
与
契
約
の
成
立
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
備
え
て
、
予
備
的
に
受
贈
者
の
債
務
不
履
行
責
任
に
基
づ
く
解
除
の
事
実
を
主
張
し
て

お
く
こ
と
は
、
必
ず
し
も
前
訴
原
告
に
不
可
能
や
不
合
理
を
強
い
る
も
の
と
は
言
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
相
手
方
当
事
者
に
お
い

て
、
本
件
不
動
産
の
取
戻
し
を
め
ぐ
る
紛
争
に
つ
い
て
前
訴
に
お
い
て
最
終
的
な
決
着
が
着
い
た
も
の
と
の
合
理
的
期
待
が
成
立
し

て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
後
訴
は
信
義
則
に
反
し
て
許
さ
れ
な
い
と
考
え
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
よ
う
な
合
理
的
期
待

が
成
立
し
て
い
る
か
否
か
は
、
前
訴
に
お
け
る
審
理
経
過
な
ど
、
個
別
具
体
的
な
事
情
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
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る
。

　
［
設
例
②
］
は
、
最
判
昭
和
五
九
・
一
・
一
九
判
時
一
一
〇
五
号
四
八
頁
を
モ
デ
ル
と
し
た
ケ
ー
ス
で
あ
る
が
、
同
事
案
に
お
い

て
は
信
義
則
違
反
の
評
価
を
め
ぐ
っ
て
、
原
審
と
最
高
裁
と
で
次
の
よ
う
に
判
断
が
分
か
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
原
審
は
、
①
前
訴
と

後
訴
は
、
実
質
的
に
は
、
い
ず
れ
も
本
件
不
動
産
に
対
す
る
Ｘ
（
前
後
訴
と
も
に
原
告
（
の
所
有
権
取
得
登
記
を
回
復
な
い
し
取
り

戻
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
②
Ｘ
が
前
訴
に
お
い
て
本
件
贈
与
契
約
の
債
務
不
履
行
解
除
を
再
抗
弁
と
し
て
主
張

し
、
ま
た
、
後
訴
と
同
一
の
訴
え
を
併
合
提
起
す
る
こ
と
は
極
め
て
容
易
で
あ
り
、
し
か
も
親
族
間
の
紛
争
の
早
期
解
決
の
た
め
に

は
む
し
ろ
そ
れ
が
期
待
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
Ｙ
ら
（
前
後
訴
と
も
に
被
告
（
に
お
い
て
本
件
不
動
産
に
関
す

る
紛
争
は
前
訴
で
す
べ
て
落
着
し
た
と
信
頼
す
る
の
も
無
理
か
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
こ
と
、
を
理
由
と
し
て
信
義
則
違
反
を
認
め
た
の

に
対
し
て
、
最
高
裁
は
、
①
後
訴
は
、
本
件
不
動
産
の
贈
与
は
有
効
に
さ
れ
た
と
す
る
前
訴
判
決
の
判
断
を
前
提
と
し
た
う
え
で
前

訴
判
決
後
の
債
務
不
履
行
解
除
に
よ
る
原
状
回
復
請
求
権
に
基
づ
い
て
提
起
さ
れ
た
訴
え
で
あ
り
、
実
質
的
に
前
訴
の
蒸
し
返
し
で

あ
る
と
は
当
然
に
は
言
え
な
い
こ
と
、
②
前
訴
の
訴
訟
経
過
に
照
ら
せ
ば
、
Ｘ
が
前
訴
に
お
い
て
本
件
贈
与
契
約
の
債
務
不
履
行
解

除
を
抗
弁
ま
た
は
訴
え
の
形
で
主
張
す
る
こ
と
が
容
易
で
あ
っ
た
と
か
、
そ
れ
が
期
待
さ
れ
て
い
た
と
は
言
い
難
く
、
ま
た
、
Ｙ
ら

に
お
い
て
本
件
不
動
産
に
関
す
る
紛
争
が
す
べ
て
落
着
し
た
と
信
頼
す
る
の
も
無
理
か
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
こ
と
、
③

Ｘ
が
後
訴
を
提
起
し
た
の
は
、
Ｙ
ら
が
前
訴
判
決
確
定
後
も
前
訴
判
決
中
で
そ
の
存
在
が
認
定
さ
れ
た
生
活
費
支
給
義
務
を
履
行
し

な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
④
後
訴
提
起
ま
で
は
本
件
贈
与
契
約
成
立
時
か
ら
四
年
余
り
、
前
訴
判
決
確
定
時
か
ら

約
一
〇
ヵ
月
の
期
間
が
経
過
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
Ｙ
ら
の
法
的
地
位
が
不
当
に
長
期
間
に
わ
た
り
不
安
定
な
状
態
に
置
か
れ
る
と

い
う
事
情
が
存
在
し
な
い
こ
と
、
を
理
由
と
し
て
信
義
則
違
反
を
否
定
し
た
。
具
体
的
事
案
に
お
け
る
信
義
則
適
用
の
困
難
さ
を
示

す
事
例
で
あ
る
が
、
本
件
最
高
裁
に
お
い
て
は
、
上
記
③
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
後
訴
を
提
起
す
る
に
至
っ
た
原
因
が
も
っ
ぱ
ら
後

訴
被
告
の
側
に
あ
る
と
い
う
事
情
が
原
審
と
結
論
を
分
け
る
決
定
的
な
要
素
と
し
て
働
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
お
、
同
様
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の
事
情
は
、
先
に
紹
介
し
た
イ
ギ
リ
ス
のJohnson

事
件
判
決
に
お
い
て
も
結
論
を
左
右
す
る
要
素
と
し
て
斟
酌
さ
れ
て
い
る
。

　

３　

一
部
請
求
後
の
残
部
請
求

　

⑴　

議
論
の
状
況

　

一
部
請
求
後
の
残
部
請
求
の
適
否
に
つ
い
て
は
、
大
別
し
て
、
残
部
請
求
を
全
面
的
に
肯
定
す
る
説
（
全
面
肯
定
説
（、
前
訴
に
お

い
て
一
部
請
求
で
あ
る
旨
の
明
示
が
あ
っ
た
場
合
に
の
み
残
部
請
求
を
肯
定
す
る
説
（
明
示
説
（、
残
部
請
求
を
全
面
的
に
否
定
す

る
説
（
全
面
否
定
説
（
が
主
張
さ
れ
て
い
る（（（（
（

。
今
日
の
判
例
理
論
は
、
い
わ
ゆ
る
明
示
説
を
前
提
と
し
な
が
ら（（（（
（

、
金
銭
債
権
の
数
量

的
一
部
請
求
訴
訟
で
敗
訴
し
た
原
告
が
残
部
請
求
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
は
、
特
段
の
事
情
が
な
い
限
り
、
信
義
則
に
反
し
て
許

さ
れ
な
い
と
す
る（（（（
（

。

　

一
部
請
求
論
を
め
ぐ
っ
て
は
、
伝
統
的
に
は
、
前
訴
で
あ
る
一
部
請
求
訴
訟
の
訴
訟
物
を
ど
の
よ
う
に
把
握
す
る
か
と
い
う
こ
と

が
残
部
請
求
の
適
否
を
左
右
す
る
問
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
一
部
請
求
訴
訟
の
訴
訟
物
を
債
権
の
一
部
で
あ

る
と
考
え
る
と
き
に
は
、
前
訴
判
決
の
既
判
力
は
そ
の
一
部
に
の
み
生
じ
る
結
果
、
残
部
請
求
は
既
判
力
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
な
い

と
考
え
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
一
部
請
求
の
訴
訟
物
を
債
権
の
全
体
で
あ
る
と
考
え
る
と
き
に
は
、
前
訴
判
決
の
既
判
力
は
債
権
の

全
体
に
わ
た
っ
て
生
じ
る
結
果
、
残
部
請
求
は
既
判
力
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
明
示
説
に
立
つ
判
例
理
論
も
ま
た

こ
れ
と
同
様
の
発
想
に
立
つ
も
の
で
あ
り
、
一
部
請
求
で
あ
る
こ
と
の
明
示
が
あ
る
場
合
に
は
訴
訟
物
は
明
示
さ
れ
た
一
部
に
限
定

さ
れ
る
結
果
、
残
部
請
求
は
既
判
力
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
な
い
と
い
う
理
解
を
前
提
と
し
て
い
る（（（（
（

。

　

も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
対
し
て
は
、
訴
訟
物
か
ら
の
説
明
は
結
論
を
得
た
あ
と
の
理
由
づ
け
の
た
め
の
手
段
に
す
ぎ

ず
、
訴
訟
物
自
体
は
残
部
請
求
の
適
否
を
判
断
す
る
に
際
し
て
の
決
定
的
な
意
味
を
持
た
な
い
と
の
指
摘
が
あ
る（（（（
（

。
今
日
で
は
、
残

部
請
求
の
適
否
を
訴
訟
物
な
い
し
既
判
力
の
観
点
と
は
別
に
、
信
義
則
の
観
点
か
ら
調
整
す
る
見
解
も
学
説
上
有
力
に
主
張
さ
れ
て
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お
り（（（（
（

、
一
部
請
求
論
と
訴
訟
物
論
と
の
関
連
性
は
、
か
つ
て
ほ
ど
強
固
な
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。

　

⑵　

若
干
の
考
察

　

本
稿
の
よ
う
に
、
再
訴
事
案
の
法
的
規
律
に
関
し
て
、
既
判
力
理
論
、
争
点
効
理
論
、
お
よ
び
信
義
則
に
基
づ
く
後
訴
遮
断
の
法

理
を
併
用
す
る
立
場
か
ら
は
、
一
部
請
求
後
の
残
部
請
求
の
場
合
も
、
こ
の
三
者
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
既
判
力
が

作
用
す
る
場
合
に
は
後
訴
は
既
判
力
に
よ
っ
て
遮
断
さ
れ
る
が
、
既
判
力
が
作
用
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
争
点
効
の
要
件
を
満

た
す
場
合
に
は
争
点
効
に
よ
っ
て
、
信
義
則
に
反
す
る
と
評
価
さ
れ
る
場
合
に
は
信
義
則
に
よ
っ
て
、
後
訴
に
お
け
る
請
求
ま
た
は

主
張
が
遮
断
さ
れ
る
。

　

ま
ず
、
残
部
請
求
に
対
し
て
既
判
力
が
作
用
す
る
か
否
か
で
あ
る
が
、
一
部
請
求
と
残
部
請
求
は
、
前
訴
に
お
け
る
明
示
の
有
無

に
か
か
わ
ら
ず
、
原
則
と
し
て
訴
訟
上
の
請
求
を
異
に
す
る
も
の
と
し
て
、
既
判
力
は
作
用
し
な
い
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
金
銭

支
払
請
求
訴
訟
に
お
け
る
訴
訟
上
の
請
求
な
い
し
訴
訟
物
は
、
請
求
権
の
発
生
原
因
と
そ
の
金
額
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
特
定

さ
れ
る
と
解
す
る
の
が
一
般
的
な
理
解
で
あ
る
と
こ
ろ
、
こ
の
よ
う
な
理
解
を
前
提
と
す
れ
ば
、
前
訴
に
お
い
て
一
定
額
を
請
求
し
、

後
訴
に
お
い
て
前
訴
で
請
求
し
な
か
っ
た
残
額
を
請
求
す
る
場
合
に
は
、
前
訴
と
後
訴
で
訴
訟
上
の
請
求
な
い
し
訴
訟
物
は
別
個
で

あ
る
と
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
、
明
示
説
は
一
部
請
求
で
あ
る
こ
と
の
明
示
が
あ
る
場
合
に
は
訴
訟
物
が
分
断
さ
れ
る
と

の
理
解
に
立
つ
が
、
上
記
の
よ
う
に
明
示
の
有
無
そ
れ
自
体
は
訴
訟
物
を
特
定
す
る
要
素
で
は
な
い
以
上
、
一
部
請
求
で
あ
る
こ
と

の
明
示
が
あ
る
か
否
か
は
訴
訟
上
の
請
求
な
い
し
訴
訟
物
の
同
一
性
に
影
響
を
与
え
な
い
。
た
だ
し
、
の
ち
に
見
る
よ
う
に
、
前
訴

に
お
け
る
明
示
の
有
無
は
相
手
方
当
事
者
の
反
訴
提
起
の
可
能
性
や
紛
争
解
決
に
対
す
る
合
理
的
期
待
を
左
右
す
る
も
の
で
あ
る
か

ら
、
残
部
請
求
に
お
け
る
信
義
則
違
反
の
有
無
を
判
断
す
る
に
際
し
て
重
要
な
考
慮
要
素
の
一
つ
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る（（（（
（

。

　

次
に
、
既
判
力
が
作
用
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
争
点
効
の
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
争
点
効
を
否
定
す
る
特
別
の
事
情
が

な
い
限
り
、
後
訴
に
お
い
て
同
一
の
争
点
を
再
び
争
う
こ
と
が
禁
止
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
不
法
行
為
を
原
因
と
す
る
一
部
請
求
訴
訟
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に
お
い
て
被
告
の
過
失
の
有
無
が
争
点
と
な
り
、
審
理
の
結
果
、
過
失
が
認
め
ら
れ
て
一
部
請
求
が
認
容
さ
れ
た
と
す
る
。
こ
の
場

合
、
前
訴
原
告
が
前
訴
で
請
求
し
な
か
っ
た
他
の
損
害
に
つ
い
て
残
部
請
求
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
は
既
判
力
に
よ
っ
て
は
遮
断

さ
れ
な
い
が
、
当
該
訴
訟
に
お
い
て
被
告
が
再
び
過
失
の
有
無
に
つ
い
て
争
う
こ
と
は
、
争
点
効
に
よ
り
遮
断
さ
れ
る
。
他
方
で
、

損
害
の
総
額
が
い
く
ら
で
あ
っ
た
か
な
ど
、
一
部
請
求
訴
訟
と
の
関
係
で
は
必
ず
し
も
厳
密
な
認
定
を
必
要
と
し
な
い
争
点
に
つ
い

て
は
、
前
訴
に
お
い
て
審
理
・
判
断
が
な
さ
れ
た
と
し
て
も
、
前
訴
判
決
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
の
争
点
で
あ
る
と
ま
で
は
言
え
な

い
こ
と
か
ら
、
不
可
欠
性
要
件
に
欠
け
る
も
の
と
し
て
、
原
則
と
し
て
争
点
効
は
生
じ
な
い
と
解
さ
れ
よ
う
。

　

一
方
、
既
判
力
や
争
点
効
が
作
用
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
残
部
請
求
を
す
る
こ
と
が
信
義
則
に
反
す
る
と
評
価
さ
れ
る
場
合

に
は
、
当
該
残
部
請
求
は
信
義
則
に
よ
っ
て
遮
断
さ
れ
る
。
こ
れ
に
は
様
々
な
場
合
が
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
一
つ
に
は
、
最
判
平

成
一
〇
・
六
・
一
二
民
集
五
二
巻
四
号
一
一
四
七
頁
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
金
銭
債
権
の
数
量
的
一
部
請
求
訴
訟
に
お
い
て
敗
訴
し

た
原
告
が
残
部
請
求
の
訴
え
を
提
起
す
る
場
合
が
挙
げ
ら
れ
る
。
本
件
最
高
裁
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
数
量
的
一
部
請
求
を
全
部
ま

た
は
一
部
棄
却
す
る
旨
の
判
決
は
、「
債
権
の
全
部
に
つ
い
て
行
わ
れ
た
審
理
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
当
該
債
権
が
全
く
現
存
し
な

い
か
又
は
一
部
と
し
て
請
求
さ
れ
た
額
に
満
た
な
い
額
し
か
現
存
し
な
い
と
の
判
断
を
示
す
も
の
」
で
あ
り
、
同
判
決
の
確
定
後
に

原
告
が
残
部
請
求
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
は
「
実
質
的
に
は
前
訴
で
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
請
求
及
び
主
張
を
蒸
し
返
す
も
の
で
あ

り
、
前
訴
の
確
定
判
決
に
よ
っ
て
当
該
債
権
の
全
部
に
つ
い
て
紛
争
が
解
決
さ
れ
た
と
の
被
告
の
合
理
的
期
待
に
反
し
、
被
告
に
二

重
の
応
訴
の
負
担
を
強
い
る
も
の
」
と
言
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
部
請
求
の
前
訴
に
お
い
て
請
求
の
全
部
ま
た
は
一
部
が
棄
却
さ

れ
た
原
告
が
残
部
請
求
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
は
、
債
権
の
特
定
の
一
部
の
み
を
請
求
す
る
よ
う
な
場
合
を
除
い
て
、
信
義
則
に

反
し
て
許
さ
れ
な
い
と
解
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
い
わ
ゆ
る
黙
示
的
一
部
請
求
に
つ
い
て
は
、
明
示
説
に
よ
れ
ば
残
部
請
求
は
既
判
力
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

が
、
本
稿
の
よ
う
に
明
示
の
有
無
を
問
わ
ず
既
判
力
は
残
部
請
求
に
及
ば
な
い
と
す
る
立
場
か
ら
は
、
残
部
請
求
の
適
否
は
も
っ
ぱ
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ら
信
義
則
を
中
心
に
規
律
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
一
部
請
求
訴
訟
に
お
け
る
明
示
の
有
無
は
、
相
手
方
当
事
者
の

反
訴
提
起
の
可
能
性
や
紛
争
解
決
に
対
す
る
合
理
的
期
待
を
左
右
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
一
部
請
求
の
原
告
は
、
前
訴
に
お
い
て

一
部
請
求
で
あ
る
旨
を
明
示
す
る
信
義
則
上
の
行
為
責
任
を
負
っ
て
い
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
こ
の
点
、
三
木
浩
一
教
授

は
、
一
部
請
求
訴
訟
の
背
景
に
あ
る
多
様
な
利
害
状
況
を
反
映
す
る
た
め
に
は
信
義
則
に
よ
る
柔
軟
か
つ
き
め
細
か
な
対
応
が
必
要

で
あ
る
と
の
理
解
を
前
提
と
し
て
、
一
部
請
求
訴
訟
の
原
告
に
お
い
て
は
、
信
義
則
上
の
行
為
責
任
と
し
て
、
①
前
訴
に
お
い
て
一

部
請
求
で
あ
る
旨
を
明
示
す
る
責
任
（
一
部
明
示
責
任
（、
②
一
部
請
求
を
す
る
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
責
任
（
理
由
説
明
責
任
（、
③

審
理
の
過
程
や
被
告
の
防
御
に
応
じ
て
請
求
を
拡
張
す
る
責
任
（
請
求
拡
張
責
任
（
を
負
う
と
す
る
。
そ
し
て
、
一
部
請
求
訴
訟
の

原
告
が
こ
れ
ら
の
行
為
責
任
を
適
切
に
履
行
し
な
い
場
合
に
は
、
訴
訟
上
の
信
義
則
に
基
づ
く
結
果
責
任
と
し
て
、
残
部
請
求
の
遮

断
そ
の
他
の
不
利
益
を
受
け
る
と
さ
れ
る（（（（
（

。
本
稿
も
ま
た
基
本
的
に
こ
れ
と
同
様
の
理
解
に
立
つ
も
の
で
あ
り
、
黙
示
の
一
部
請
求

の
場
合
に
は
、
上
記
一
部
明
示
責
任
を
履
行
し
な
か
っ
た
こ
と
の
結
果
責
任
と
し
て
、
一
部
請
求
の
前
訴
に
お
け
る
勝
敗
に
か
か
わ

ら
ず
、
残
部
請
求
の
後
訴
は
認
め
ら
れ
な
い
と
考
え
る
。
た
だ
し
、
い
わ
ゆ
る
費
目
限
定
型
の
一
部
請
求
訴
訟（（（（
（

の
よ
う
に
、
被
告
が

当
然
に
一
部
請
求
で
あ
る
こ
と
を
認
識
で
き
る
場
合
に
は
、
文
字
ど
お
り
の
明
示
が
な
く
て
も
上
記
行
為
責
任
を
果
た
し
た
と
評
価

で
き
る
場
合
も
考
え
ら
れ
る
。
最
判
平
成
二
〇
・
七
・
一
〇
判
時
二
〇
二
〇
号
七
一
頁
は
、
不
法
行
為
の
被
害
者
が
弁
護
士
費
用
の

み
を
特
定
し
て
請
求
し
た
場
合
に
、
一
部
請
求
で
あ
る
旨
が
明
示
さ
れ
て
い
た
も
の
と
解
し
て
前
訴
判
決
の
既
判
力
は
後
訴
に
及
ば

な
い
と
し
た
事
例
で
あ
る
が
、
本
稿
の
立
場
か
ら
は
、
一
部
明
示
責
任
が
緩
和
さ
れ
る
事
例
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

な
お
、
こ
の
よ
う
な
信
義
則
上
の
行
為
責
任
を
前
提
と
す
る
残
部
請
求
の
規
律
は
、
判
決
確
定
後
の
後
遺
症
の
発
症
ま
た
は
悪
化

に
よ
っ
て
生
じ
た
拡
大
損
害
を
請
求
す
る
場
合
に
も
同
様
に
当
て
は
ま
る
も
の
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
の
前

訴
と
判
決
確
定
後
の
拡
大
後
遺
症
に
基
づ
く
後
訴
と
の
関
係
を
一
部
請
求
論
の
問
題
と
し
て
考
え
る
場
合
に
は（（（（
（

、
前
訴
は
一
種
の
黙

示
的
一
部
請
求
で
あ
る
と
見
る
こ
と
に
な
る
が
、
前
訴
に
お
い
て
後
遺
症
の
発
症
ま
た
は
悪
化
を
予
見
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
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場
合
に
ま
で
信
義
則
上
の
一
部
明
示
責
任
を
問
う
こ
と
は
相
当
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
前
訴
判
決
確
定
後
に
前
訴
に
お
い
て
予

見
し
え
な
か
っ
た
拡
大
損
害
部
分
に
つ
い
て
追
加
的
に
賠
償
請
求
を
す
る
こ
と
は
信
義
則
に
反
し
な
い
と
解
さ
れ
る
。
こ
の
点
、
最

判
昭
和
四
二
・
七
・
一
八
民
集
四
〇
巻
五
号
九
四
一
頁
は
、
拡
大
後
遺
症
損
害
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
に
お
い
て
、
前
訴
に

お
い
て
一
部
請
求
で
あ
る
旨
の
明
示
が
あ
っ
た
の
と
同
視
し
た
う
え
で
前
訴
判
決
の
既
判
力
は
後
訴
に
及
ば
な
い
と
し
た
も
の
で
あ

る
が
、
本
稿
の
立
場
か
ら
は
、
そ
も
そ
も
一
部
明
示
責
任
を
問
わ
れ
な
い
事
例
で
あ
っ
た
と
評
価
で
き
よ
う
。
同
判
決
は
、
明
示
説

を
採
用
す
る
最
高
裁
の
論
理
的
制
約
の
下
で
は
や
む
を
得
な
い
解
釈
で
あ
る
が
、
文
字
ど
お
り
の
明
示
が
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
明
示
が
あ
っ
た
と
解
す
る
こ
と
は
技
巧
的
に
過
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
明
示
の
有
無
は
後
訴
の
適
否
を
判
断

す
る
う
え
で
重
要
な
要
素
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
で
求
め
ら
れ
る
明
示
責
任
の
程
度
や
態
様
は
、
信
義
則
と
し
て
の
性
質
上
、
具
体
的

事
案
に
よ
っ
て
異
な
り
う
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る（（（（
（

。

　

４　

既
判
力
の
縮
小
に
つ
い
て

　

⑴　

議
論
の
状
況

　

既
判
力
の
伝
統
的
な
理
解
に
よ
れ
ば
、
既
判
力
に
よ
る
遮
断
的
作
用
（
い
わ
ゆ
る
消
極
的
作
用
（
は
前
訴
に
お
け
る
具
体
的
な
手

続
過
程
を
問
わ
ず
生
じ
る
。
す
な
わ
ち
、
既
判
力
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
た
権
利
義
務
な
い
し
法
律
関
係
を
再
び
争
う
こ
と
は
、
判
決

基
準
時
後
の
新
た
な
事
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
当
事
者
の
善
意
・
悪
意
や
過
失
の
有
無
と
い
っ
た
具
体
的
事
情
の
い
か
ん
を
問
わ

ず
、
画
一
的
に
排
斥
さ
れ
る（（（（
（

。
例
え
ば
、
あ
る
契
約
に
関
し
て
詐
欺
取
消
し
を
理
由
と
し
て
提
起
さ
れ
た
不
当
利
得
返
還
請
求
の
訴

え
を
棄
却
す
る
判
決
が
確
定
し
た
の
ち
、
前
訴
原
告
が
同
一
の
契
約
に
関
し
て
錯
誤
無
効
を
理
由
と
し
て
再
び
不
当
利
得
返
還
請
求

の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
は
、
前
訴
に
お
い
て
錯
誤
無
効
の
点
に
つ
い
て
争
う
こ
と
が
で
き
た
か
否
か
、
ま
た
、
争
わ
な
か
っ
た
具

体
的
事
情
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
既
判
力
に
よ
っ
て
一
律
画
一
的
に
遮
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
新
訴
訟
物
理
論
の
下
で
は
、
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前
訴
と
異
な
る
権
利
義
務
に
基
づ
く
訴
え
で
あ
っ
て
も
、
前
訴
と
同
一
の
給
付
な
い
し
形
成
を
求
め
る
訴
え
は
既
判
力
の
作
用
に
よ

り
遮
断
さ
れ
る
が
、
こ
の
場
合
も
、
既
判
力
の
伝
統
的
な
理
解
を
前
提
と
す
る
限
り
、
前
訴
に
お
い
て
他
の
法
律
構
成
に
よ
っ
て
争

う
こ
と
が
で
き
た
か
否
か
、
ま
た
、
争
わ
な
か
っ
た
具
体
的
事
情
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
既
判
力
の
作
用
に
よ
り
後
訴
は
遮
断
さ
れ

る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
伝
統
的
な
理
解
に
対
し
て
は
、
既
判
力
の
範
囲
は
前
訴
の
手
続
過
程
に
よ
っ
て
訴
訟
物
の
範
囲
よ
り
も

縮
小
し
、
前
訴
に
お
い
て
審
理
・
判
断
の
対
象
と
な
ら
な
か
っ
た
法
的
観
点
や
事
実
主
張
に
つ
い
て
は
遮
断
的
作
用
が
否
定
さ
れ
る

と
す
る
見
解
も
見
ら
れ
る
。
こ
れ
に
は
様
々
な
見
解
が
含
ま
れ
る
が（（（（
（

、
例
え
ば
、
新
訴
訟
物
理
論
を
前
提
と
し
つ
つ
、
既
判
力
の
遮

断
的
作
用
は
、
前
訴
の
審
理
過
程
に
お
い
て
ま
っ
た
く
問
題
と
な
ら
ず
、
ま
た
問
題
と
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ

た
法
的
観
点
に
は
及
ば
な
い
と
す
る
見
解（（（（
（

や
、
裁
判
所
が
法
的
観
点
指
摘
義
務
に
違
反
し
て
あ
る
法
的
観
点
を
指
摘
せ
ず
、
か
つ
、

後
訴
原
告
が
当
該
法
的
観
点
に
つ
い
て
前
訴
で
主
張
し
な
か
っ
た
こ
と
に
無
過
失
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
法
的
観
点
に
よ
る
後
訴

を
適
法
と
す
る
見
解（（（（
（

な
ど
が
有
力
に
主
張
さ
れ
る
。
ま
た
、
近
時
で
は
、
訴
訟
物
理
論
に
関
す
る
立
場
の
違
い
を
超
え
て
、
前
訴
で

主
張
す
る
こ
と
を
期
待
で
き
な
か
っ
た
事
実
の
主
張
に
つ
い
て
既
判
力
の
遮
断
的
作
用
を
否
定
す
る
見
解
も
支
持
を
集
め
て
い
る（（（（
（

。

こ
れ
ら
の
見
解
の
下
で
は
、
前
訴
に
お
け
る
裁
判
所
の
訴
訟
指
揮
や
当
事
者
の
訴
訟
追
行
な
ど
、
具
体
的
な
手
続
過
程
に
よ
っ
て
既

判
力
の
範
囲
は
訴
訟
物
の
範
囲
よ
り
も
縮
小
す
る
こ
と
に
な
る（（（（
（

。

　

こ
う
し
た
手
続
過
程
に
よ
る
既
判
力
の
縮
小
に
関
す
る
論
点
が
正
面
か
ら
問
題
に
な
っ
た
事
例
と
し
て
、
最
判
平
成
九
・
三
・
一

四
判
時
一
六
〇
〇
号
八
九
頁
が
あ
る（（（（
（

。
本
件
事
案
は
、
土
地
の
帰
属
を
め
ぐ
っ
て
亡
Ａ
の
共
同
相
続
人
で
あ
る
、
Ｘ１
、
Ｘ２
、
Ｙ
と
の

間
で
紛
争
を
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
Ｘ１
が
Ｙ
に
対
し
て
、
本
件
土
地
の
所
有
権
確
認
と
所
有
権
移
転
登
記
手
続
を
求
め
る
訴
え
（
前

訴
（
を
提
起
し
、
Ｘ１
の
請
求
を
い
ず
れ
も
棄
却
す
る
判
決
が
確
定
し
た
の
ち
、
Ｘ１
、
Ｘ２
が
Ｙ
に
対
し
て
、
本
件
土
地
が
亡
Ａ
の
遺
産

に
属
す
る
こ
と
の
確
認
と
、
相
続
に
よ
り
取
得
し
た
共
有
持
分
に
基
づ
く
所
有
権
一
部
移
転
登
記
手
続
を
求
め
る
訴
え
（
後
訴
（
を



88

法学研究 86 巻 （（号（20（3：（（）

提
起
し
た
事
案
で
あ
っ
た
。
本
件
に
お
い
て
は
、
前
訴
で
あ
る
所
有
権
確
認
請
求
訴
訟
で
敗
訴
し
た
Ｘ１
が
後
訴
に
お
い
て
相
続
に
よ

る
共
有
持
分
の
取
得
を
主
張
す
る
こ
と
が
前
訴
判
決
の
既
判
力
に
抵
触
し
て
許
さ
れ
な
い
か
否
か
が
問
題
と
な
っ
た
が（（（（
（

、
最
高
裁
の

判
断
は
次
の
よ
う
に
分
か
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
本
判
決
の
多
数
意
見
は
、「
所
有
権
確
認
請
求
訴
訟
に
お
い
て
請
求
棄
却
の
判
決
が

確
定
し
た
と
き
は
、
原
告
が
同
訴
訟
の
事
実
審
口
頭
弁
論
終
結
の
時
点
に
お
い
て
目
的
物
の
所
有
権
を
有
し
て
い
な
い
旨
の
判
断
に

つ
き
既
判
力
が
生
じ
る
か
ら
、
原
告
が
右
時
点
以
前
に
生
じ
た
所
有
権
の
一
部
た
る
共
有
持
分
の
取
得
原
因
事
実
を
後
の
訴
訟
に
お

い
て
主
張
す
る
こ
と
は
、
右
確
定
判
決
の
既
判
力
に
抵
触
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
」
と
の
一
般
論
を
述
べ
た
う
え
で
、
本
件
事
案
に

つ
い
て
は
、
①
前
訴
に
お
い
て
は
Ｘ１
・
Ｙ
と
も
に
単
独
所
有
権
の
取
得
を
主
張
し
て
争
っ
て
お
り
、
相
続
に
よ
る
共
有
持
分
の
取
得

に
つ
い
て
は
主
張
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
②
前
訴
判
決
が
上
記
単
独
所
有
権
の
主
張
を
い
ず
れ
も
排
斥
す
る
一
方
で
、
本
件
土

地
が
亡
Ａ
の
所
有
で
あ
る
旨
を
判
断
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
③
本
件
後
訴
の
提
起
に
至
っ
た
の
は
、
前
訴
判
決
の
確
定
後
に
Ｙ

が
再
び
本
件
土
地
の
単
独
所
有
権
を
主
張
し
た
こ
と
に
よ
る
こ
と
、
と
い
っ
た
諸
事
情
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
相
続
に

よ
る
共
有
持
分
の
取
得
の
主
張
が
許
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
し
た
。
一
方
、
反
対
意
見
は（（（（
（

、「
後
の
訴
訟
に
お
け
る
当
事
者
の
主

張
が
前
の
訴
訟
の
判
決
と
の
関
係
で
許
さ
れ
る
か
否
か
を
判
断
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
既
判
力
と
の
抵
触
の
有
無
だ
け
で
な
く
、
当

事
者
が
一
般
的
に
期
待
す
る
判
決
の
紛
争
解
決
機
能
に
照
ら
し
、
当
該
主
張
が
前
の
訴
訟
の
判
決
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
た
は
ず
の
紛

争
を
蒸
し
返
す
も
の
か
否
か
と
い
う
観
点
か
ら
の
検
討
も
必
要
で
あ
り
、
前
の
訴
訟
に
お
け
る
紛
争
の
態
様
、
当
事
者
の
主
張
及
び

判
決
の
内
容
、
判
決
後
の
当
事
者
の
対
応
及
び
後
の
訴
訟
が
提
起
さ
れ
る
に
至
っ
た
経
緯
等
の
具
体
的
事
情
に
よ
っ
て
は
、
既
判
力

に
抵
触
し
な
い
主
張
で
あ
っ
て
も
信
義
則
等
に
照
ら
し
て
こ
れ
を
制
限
す
べ
き
場
合
が
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
反
面
、
既
判
力
に
抵
触

す
る
主
張
で
あ
っ
て
も
例
外
的
に
こ
れ
を
許
容
す
べ
き
場
合
が
あ
り
得
る
と
考
え
ら
れ
る
」
と
の
見
解
を
示
し
、
上
記
の
よ
う
な
本

件
具
体
的
事
情
の
下
で
は
、
相
続
に
よ
る
共
有
持
分
の
取
得
の
主
張
は
許
容
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
た（（（（
（

。

　

⑵　

若
干
の
考
察
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筆
者
は
、
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
既
判
力
論
と
信
義
則
論
と
を
峻
別
し
、
既
判
力
に
は
個
別
事
情
を
問
わ
ず
後
訴
を
一
律
画
一

的
に
遮
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
点
に
、
信
義
則
論
に
よ
っ
て
は
代
替
で
き
な
い
固
有
の
存
在
意
義
が
あ
る
と
考
え
る
。
仮
に
既
判
力

の
縮
小
理
論
が
説
く
よ
う
に
個
別
事
情
に
よ
っ
て
既
判
力
が
縮
小
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
後
訴
裁
判
所
は
後
訴
原
告
が
主

張
す
る
個
別
事
情
の
存
否
に
つ
い
て
常
に
審
理
・
判
断
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
後
訴
裁
判
所
に
お
け
る
事
件
処
理
の

負
担
を
増
大
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
だ
け
で
な
く（（（（
（

、
前
訴
判
決
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
た
権
利
義
務
な
い
し
法
律
関
係
を
判
決
確
定
後

も
引
き
続
き
不
安
定
な
状
態
に
置
く
こ
と
と
な
り
、
紛
争
解
決
の
終
局
性
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

ま
た
、
近
時
で
は
既
判
力
の
正
当
化
根
拠
を
手
続
保
障
に
求
め
る
立
場
が
有
力
で
あ
る
が（（（（
（

、
そ
の
よ
う
な
立
場
に
依
拠
す
る
と
し

て
も
、
そ
の
こ
と
が
論
理
必
然
的
に
既
判
力
の
縮
小
理
論
と
結
び
つ
く
わ
け
で
は
な
い（（（（
（

。
問
題
は
こ
こ
で
い
う
手
続
保
障
の
中
身
で

あ
り
、
こ
れ
を
事
案
の
特
質
に
応
じ
た
具
体
的
な
レ
ベ
ル
の
手
続
保
障
で
あ
る
と
見
れ
ば
、
具
体
的
な
手
続
過
程
に
よ
っ
て
既
判
力

が
縮
小
す
る
と
の
理
解
に
傾
く
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
し
た
具
体
的
な
レ
ベ
ル
で
の
手
続
保
障
を
判
決
効
理
論
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
は
、

本
来
、
判
決
内
容
の
当
否
や
手
続
過
程
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
一
律
に
生
じ
る
べ
き
既
判
力
理
論
の
基
礎
を
掘
り
崩
す
お
そ
れ
が
あ
っ

て
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
具
体
的
な
手
続
保
障
の
重
要
性
は
否
定
で
き
な
い
に
せ
よ
、
そ
う
し
た
具
体
的
な
レ

ベ
ル
で
の
手
続
保
障
は
あ
く
ま
で
裁
判
の
運
用
指
針
と
し
て
活
か
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り（（（（
（

、
既
判
力
の
正
当
化
根
拠
と
し
て
の
手
続
保

障
の
内
容
と
し
て
は
、
各
種
の
手
続
規
定
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
る
抽
象
的
な
レ
ベ
ル
の
手
続
保
障
に
と
ど
ま
る
と
解
す
べ
き
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

　

上
記
平
成
九
年
最
判
は
、
所
有
権
確
認
訴
訟
の
訴
訟
物
の
理
解
と
も
関
連
し
て
評
価
が
分
か
れ
う
る
事
例
で
あ
る
が
、
所
有
権
確

認
訴
訟
の
訴
訟
物
に
関
す
る
一
般
的
な
理
解
に
よ
れ
ば
、
所
有
権
確
認
訴
訟
の
訴
訟
物
は
所
有
権
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
存
否
の

判
断
に
つ
い
て
既
判
力
が
生
じ
る
と
解
さ
れ
る
結
果
、
所
有
権
確
認
請
求
訴
訟
で
敗
訴
し
た
原
告
が
前
訴
と
は
異
な
る
取
得
原
因
を

主
張
し
て
再
び
所
有
権
の
存
否
を
争
う
こ
と
は
、
基
準
時
後
の
新
事
由
に
基
づ
く
場
合
を
除
き
、
前
訴
判
決
の
既
判
力
に
よ
っ
て
遮
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断
さ
れ
る
と
解
さ
れ
る（（（（
（

。
ま
た
、
持
分
権
は
所
有
権
の
一
部
な
い
し
制
限
さ
れ
た
所
有
権
で
あ
る
と
の
理
解
を
前
提
と
す
る
と
、
所

有
権
確
認
請
求
を
棄
却
す
る
判
決
は
所
有
権
の
不
存
在
を
既
判
力
を
も
っ
て
確
定
す
る
の
み
な
ら
ず
、
持
分
権
の
不
存
在
を
も
確
定

す
る
も
の
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
平
成
九
年
最
判
は
上
記
の
よ
う
な
理
解
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
本
判
決
に
関
し
て
既
判
力

の
縮
小
の
可
能
性
を
検
討
す
る
論
者
も
ま
た
基
本
的
に
こ
の
よ
う
な
理
解
を
前
提
と
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
所
有
権
確
認
請
求
を
棄
却
す
る
判
決
が
当
然
に
持
分
権
の
不
存
在
を
も
確
認
す
る
も
の
で
あ
る
か
は
、
な
お
検

討
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る（（（（
（

。
た
し
か
に
、
原
告
の
意
思
と
し
て
、
単
独
所
有
権
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
は
共
有
持
分
権

の
確
認
を
求
め
る
趣
旨
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
え
よ
う
が
、
処
分
権
主
義
の
下
で
は
審
判
対
象
の
特
定
は
原
則
と
し
て
原

告
の
意
思
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
原
告
が
単
独
所
有
権
の
確
認
の
み
を
対
象
と
し
て
訴
え
る
こ
と
も
権
利
の
濫
用

に
あ
た
る
よ
う
な
場
合
を
除
い
て
別
段
禁
止
さ
れ
な
い
と
解
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
、
単
独
所
有
権
の
確
認
の
み
を
求
め
る
訴
え
は
観

念
的
に
は
一
種
の
一
部
請
求
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て（（（（
（

、
原
告
が
明
示
的
に
単
独
所
有
権
の
確
認
の
み
を
求
め
た

場
合
に
は
明
示
の
一
部
請
求
の
場
合
に
準
じ
て
、
明
示
の
な
い
場
合
は
黙
示
の
一
部
請
求
の
場
合
に
準
じ
て
考
え
る
こ
と
も
不
可
能

で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
平
成
九
年
最
判
の
事
案
は
そ
の
意
味
で
は
一
種
の
黙
示
的
な
一
部
請
求
の
事
案
で
あ
り
、
一
部
請
求

に
関
す
る
本
稿
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
一
部
明
示
責
任
を
問
う
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
特
別
の
場
合
を
除
き
、
後
訴
は
信
義
則
に
反

し
て
許
さ
れ
な
い
と
考
え
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
、
本
件
前
訴
に
お
い
て
は
、
訴
訟
の
対
象
を
単
独
所
有
権
の
存
否
の
み
に
限
定

す
る
よ
う
な
文
字
ど
お
り
の
明
示
こ
そ
な
い
が
、
Ｘ１
・
Ｙ
と
も
に
自
身
の
主
張
す
る
単
独
所
有
権
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
は
被
相

続
人
Ａ
の
遺
産
と
な
る
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
Ｘ１
と
Ｙ
を
含
む
共
同
相
続
人
間
に
お
け
る
共
有
に
属
す
る
こ
と
を
当
然
の
前
提
と
し

て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
か
つ
て
の
最
高
裁
判
例
に
は
、
所
有
権
確
認
請
求
訴
訟
に
お
い
て
、
単
独
所
有
権
の
取
得
は
認

め
ら
れ
な
い
が
共
有
持
分
の
取
得
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
共
有
持
分
確
認
の
一
部
認
容
判
決
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
事
例
が

あ
る
が（（（（
（

、
本
件
前
訴
裁
判
所
が
、
結
論
に
お
い
て
共
有
持
分
権
を
確
認
す
る
旨
の
一
部
認
容
判
決
を
す
る
こ
と
な
く
、
端
的
に
原
告
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の
請
求
を
棄
却
し
て
い
る
こ
と
は
、
裁
判
所
に
お
い
て
も
ま
た
、
本
件
に
お
け
る
審
判
対
象
が
単
独
所
有
権
の
存
否
に
限
定
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
本
件
は
、
両
当
事
者
お
よ
び
裁
判
所
の
間
で
、
訴
訟
の
対

象
を
単
独
所
有
権
の
存
否
の
み
に
限
定
す
る
旨
の
共
通
理
解
が
形
成
さ
れ
て
い
た
と
言
う
べ
き
事
案
で
あ
り（（（（
（

、
文
字
ど
お
り
の
明
示

が
な
く
て
も
信
義
則
上
の
一
部
明
示
責
任
を
果
た
し
た
と
評
価
で
き
よ
う（（（（
（

。

　

と
こ
ろ
で
、
本
稿
の
立
場
に
よ
れ
ば
、
信
義
則
に
基
づ
く
後
訴
遮
断
の
法
理
を
支
持
す
る
一
方
で
、
既
判
力
の
縮
小
理
論
は
否
定

す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
後
訴
遮
断
の
範
囲
は
既
判
力
の
枠
を
超
え
て
拡
大
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
既
判
力
の
枠
を
下
回
る
こ
と

は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
帰
結
に
対
し
て
は
、
既
判
力
の
原
則
的
ル
ー
ル
を
拡
大
方
向
で
の
み
修
正
す
る
も
の
で

あ
る
と
し
て
、
理
論
的
な
一
貫
性
が
疑
問
視
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
後
訴
遮
断
の
範
囲
が
既
判
力
の
枠
を
超
え

て
拡
大
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
の
は
信
義
則
違
反
の
効
果
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
既
判
力
そ
れ
自
体
は
個
別
事
情
に
よ
っ
て
拡
張
す

る
こ
と
も
な
け
れ
ば
縮
小
す
る
こ
と
も
な
い
と
い
う
意
味
で
は
一
貫
し
て
い
る
。
問
題
は
、
信
義
則
が
既
判
力
を
補
完
す
る
形
で
の

み
作
用
し
、
既
判
力
を
制
約
す
る
形
で
作
用
す
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
筆
者
も
ま
た
、「
荷
馬
車
挽
き
事
件
」（

（（（
（

に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
判
決
確
定
後
の
著
し
い
事
情
変
更
に
よ
っ
て
、
前
訴
判
決
の
効
力
を
維
持
す
る
こ
と
が
著
し
く
衡
平
の
理
念

に
反
す
る
よ
う
な
場
合
に
ま
で
前
訴
判
決
の
既
判
力
そ
の
他
の
効
力
を
維
持
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
で
は
な
い
。
と
は
い
え
、

後
訴
遮
断
の
範
囲
を
拡
大
方
向
で
修
正
す
る
こ
と
は
、
訴
訟
制
度
の
コ
ス
ト
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
引
き
上
げ
、
他
の
制
度
利
用
者
の

制
度
利
用
の
機
会
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
に
繫
が
る
の
に
対
し
て
、
縮
小
方
向
で
修
正
す
る
こ
と
は
逆
に
こ
う
し
た
司
法
資
源
の
効
率

的
利
用
の
阻
害
要
因
と
な
り
う
る
も
の
で
あ
る
か
ら（（（（
（

、
拡
張
方
向
で
の
修
正
と
縮
小
方
向
で
の
修
正
を
シ
ン
メ
ト
リ
カ
ル
に
考
え
る

必
然
性
は
な
く
、
む
し
ろ
縮
小
方
法
で
の
修
正
に
は
拡
張
方
向
で
の
修
正
以
上
に
謙
抑
的
な
姿
勢
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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五　

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
再
訴
事
案
の
法
的
規
律
に
関
し
て
、
英
米
法
理
論
と
の
比
較
考
察
か
ら
得
ら
れ
た
基
本
的
視
点
を
も
と
に
わ
が
国
の

理
論
を
捉
え
直
す
と
と
も
に
、
再
訴
事
案
の
事
件
処
理
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
試
み
た
。
そ
の
要
点
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

第
一
に
、
再
訴
事
案
の
法
的
規
律
に
関
し
て
、
わ
が
国
の
理
論
と
英
米
法
理
論
と
の
間
に
は
概
ね
以
下
の
よ
う
な
対
応
関
係
が
認

め
ら
れ
る
。
ま
ず
、
わ
が
国
の
既
判
力
概
念
は
、
前
訴
と
同
一
の
請
求
に
つ
い
て
再
び
争
う
こ
と
を
禁
止
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、

イ
ギ
リ
ス
法
の
訴
訟
原
因
禁
反
言
、
ア
メ
リ
カ
法
の
請
求
排
除
効
に
相
当
す
る
。
ま
た
、
学
説
上
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
争
点
効

理
論
お
よ
び
信
義
則
に
よ
る
拘
束
力
説
は
、
前
訴
と
同
一
の
争
点
に
つ
い
て
再
び
争
う
こ
と
を
禁
止
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
イ

ギ
リ
ス
法
の
争
点
禁
反
言
、
ア
メ
リ
カ
法
の
争
点
排
除
効
に
対
応
す
る
。
さ
ら
に
、
わ
が
国
の
判
例
法
理
で
あ
る
信
義
則
に
基
づ
く

後
訴
遮
断
の
法
理
は
、
判
決
効
の
原
則
的
ル
ー
ル
に
よ
っ
て
は
妥
当
な
結
論
が
得
ら
れ
な
い
場
合
に
他
の
抽
象
的
規
範
を
根
拠
と
し

て
後
訴
を
遮
断
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
判
例
法
理
で
あ
るH

enderson

ル
ー
ル
―
―
手
続
濫
用
法
理
に
基
づ
く

後
訴
遮
断
の
法
理
―
―
と
対
応
す
る
ほ
か
、
前
訴
と
実
質
的
な
同
一
性
な
い
し
関
連
性
を
有
す
る
請
求
を
遮
断
す
る
と
い
う
点
に
お

い
て
、
ア
メ
リ
カ
の
「
事
件
テ
ス
ト
」
に
よ
る
事
件
処
理
と
の
間
に
も
一
定
の
対
応
関
係
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
共
通
点
に
鑑

み
れ
ば
、
再
訴
事
案
の
法
的
規
律
に
関
す
る
限
り
、
日
本
法
と
英
米
法
と
の
間
に
は
、
比
較
考
察
の
た
め
の
共
通
の
理
論
的
基
盤
が

あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。

　

第
二
に
、
英
米
法
理
論
と
の
比
較
考
察
か
ら
得
ら
れ
る
解
釈
・
立
法
の
た
め
の
基
本
的
視
点
と
し
て
、
①
訴
訟
物
論
と
既
判
力
論

の
峻
別
、
②
既
判
力
論
と
信
義
則
論
の
峻
別
、
③
争
点
効
と
「
五
一
型
遮
断
効
」
の
峻
別
と
い
う
視
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
な
わ
ち
、
①
英
米
法
理
論
に
お
い
て
は
審
判
対
象
の
範
囲
と
判
決
効
の
範
囲
と
の
間
に
概
念
上
の
統
一
性
は
求
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、

判
決
効
の
範
囲
は
判
決
効
に
固
有
の
観
点
か
ら
決
せ
ら
れ
る
。
わ
が
国
に
お
け
る
訴
訟
物
論
と
既
判
力
論
の
関
係
も
ま
た
、
両
者
は
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論
理
必
然
的
に
一
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
に
別
個
独
立
の
議
論
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
、
②
再
訴
事
案
の
法
的
規
律
に
関
し
て
は
、
英
米
法
理
論
に
お
い
て
も
、
明
確
な
要
件
の
下
に
適
用
さ
れ
る
原
則
的
ル
ー
ル
と

は
別
に
、
個
別
具
体
的
な
事
情
の
下
に
柔
軟
か
つ
弾
力
的
に
適
用
さ
れ
る
例
外
ル
ー
ル
が
併
用
さ
れ
て
い
る
。
紛
争
解
決
の
実
効
性

を
確
保
し
、
か
つ
、
定
型
的
な
再
訴
事
案
を
迅
速
・
円
滑
に
処
理
す
る
た
め
に
は
、
既
判
力
の
よ
う
に
厳
格
か
つ
画
一
的
な
性
質
を

持
つ
法
原
則
が
不
可
欠
で
あ
る
一
方
、
再
訴
事
案
の
背
後
に
あ
る
様
々
な
利
害
関
係
を
調
整
す
る
た
め
に
は
、
信
義
則
の
よ
う
に
柔

軟
か
つ
弾
力
的
な
性
質
を
持
つ
法
原
則
も
ま
た
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
加
え
て
、
③
イ
ギ
リ
ス
の
判
例
法
理
で
あ
るH

enderson

ル
ー
ル
が
、
訴
訟
原
因
禁
反
言
や
争
点
禁
反
言
と
は
別
個
の
法
理
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
わ
が
国
に
お
け
る
信
義
則
に

基
づ
く
後
訴
遮
断
の
法
理
―
―
い
わ
ゆ
る
「
五
一
型
遮
断
効
」
―
―
も
ま
た
、
既
判
力
や
争
点
効
理
論
と
は
別
個
の
法
理
と
し
て
理

解
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、「
五
一
型
遮
断
効
」
は
、H

enderson

ル
ー
ル
と
同
様
に
、
未
だ
裁
判
所
の
審
理
・
判

断
を
経
て
い
な
い
事
項
に
つ
い
て
裁
判
で
争
う
機
会
を
奪
う
可
能
性
を
含
む
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
正
当
化
根
拠
は
お
の
ず
か
ら

争
点
効
理
論
と
は
異
な
る
点
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
判
断
基
準
な
い
し
考
慮
要
素
も
争
点
効
理
論
と
は
異
な
る
と
解
す
る

の
が
相
当
で
あ
る
。

　

第
三
に
、
上
記
の
よ
う
な
基
本
的
視
点
の
下
に
再
訴
事
案
の
法
的
規
律
を
考
え
る
と
、
既
判
力
理
論
、
争
点
効
理
論
、
お
よ
び
信

義
則
に
基
づ
く
後
訴
遮
断
の
法
理
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
独
自
の
存
在
意
義
を
有
す
る
法
原
則
な
い
し
法
理
論
と
し
て
事
案
に
即
し
て
併

用
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
既
判
力
は
個
別
事
情
を
問
わ
ず
画
一
的
に
後
訴
を
遮
断
す
る
法
理
と
し
て
、
そ
の
範
囲
は
判
決
主
文
の
判

断
、
つ
ま
り
請
求
の
趣
旨
に
示
さ
れ
た
権
利
主
張
の
範
囲
に
限
定
さ
れ
る
一
方
、
既
判
力
が
作
用
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
争
点

効
の
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
争
点
効
に
よ
っ
て
、
ま
た
、
争
点
効
の
要
件
を
満
た
さ
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
後
訴
に
お
け
る
請
求

ま
た
は
主
張
が
信
義
則
に
反
す
る
と
評
価
さ
れ
る
場
合
に
は
信
義
則
に
よ
っ
て
、
紛
争
の
実
質
的
な
蒸
し
返
し
が
禁
止
さ
れ
る
。
争

点
効
の
解
釈
・
運
用
に
際
し
て
は
、
争
点
効
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
争
点
排
除
効
の
考
え
方
が
参
考
に
な
る
が
、
英
米
法
の
争
点
排
除



9（

法学研究 86 巻 （（号（20（3：（（）

効
に
つ
い
て
は
原
則
ル
ー
ル
に
加
え
て
詳
細
な
例
外
ル
ー
ル
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
信
義
則
の

適
用
に
際
し
て
の
考
慮
要
素
と
し
て
は
、
①
請
求
ま
た
は
主
張
の
実
質
的
同
一
性
、
②
前
訴
に
お
け
る
提
出
可
能
性
、
③
紛
争
決
着

に
対
す
る
相
手
方
当
事
者
の
合
理
的
期
待
等
が
考
え
ら
れ
る
が
、
国
内
外
の
事
案
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
後
訴
を
提
起
す
る
に
至
っ

た
原
因
の
所
在
も
ま
た
、
再
訴
事
案
の
適
否
を
決
す
る
実
質
的
な
考
慮
要
素
の
一
つ
と
な
り
え
よ
う
。

　

以
上
、
本
稿
で
は
、
英
米
法
理
論
か
ら
の
示
唆
を
も
と
に
再
訴
事
案
の
法
的
規
律
に
関
す
る
基
本
的
な
理
論
枠
組
み
を
提
示
し
た
。

本
稿
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
法
を
母
法
と
す
る
わ
が
国
の
民
訴
法
理
論
に
英
米
法
の
民
訴
法
理
論
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
に
は
異

論
も
あ
り
え
よ
う
が
、
後
訴
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
請
求
ま
た
は
争
点
を
排
除
し
、
逆
に
排
除
し
て
は
な
ら
な
い
か
、
と
い
う
議
論

自
体
は
裁
判
制
度
に
普
遍
的
な
テ
ー
マ
で
あ
り
、
様
々
な
角
度
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
可
能
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
英
米
法
理
論
の

視
角
か
ら
わ
が
国
の
理
論
を
見
つ
め
直
す
こ
と
は
、
大
陸
法
型
の
民
訴
法
理
論
と
英
米
法
型
の
そ
れ
と
の
間
の
比
較
可
能
性
を
高
め

る
と
と
も
に
、
民
訴
法
理
論
の
国
際
的
調
和
に
向
け
た
手
掛
か
り
を
見
出
す
こ
と
に
も
繫
が
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
に
示
し
た

基
本
枠
組
み
に
つ
い
て
は
、
他
の
民
訴
法
理
論
と
の
関
連
性
や
整
合
性
、
個
別
問
題
に
お
け
る
解
決
基
準
と
し
て
の
妥
当
性
な
ど
、

な
お
検
証
す
べ
き
課
題
も
多
い
が
、
再
訴
遮
断
理
論
の
再
構
築
に
向
け
た
試
み
と
し
て
、
大
方
の
ご
批
判
を
仰
ぐ
こ
と
が
で
き
れ
ば

幸
い
で
あ
る
。

（
（
（　
「
再
訴
事
案
」
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
は
厳
密
な
定
義
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
さ
し
あ
た
り
、
前
訴
と
同
一
ま
た
は
関
連
す
る

請
求
に
つ
い
て
訴
え
が
提
起
さ
れ
る
事
案
を
広
く
指
す
言
葉
と
し
て
用
い
る
。

（
2
（　

リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ケ
ー
ス
と
し
て
、
最
判
昭
和
五
一
・
九
・
三
〇
民
集
三
〇
巻
八
号
七
九
九
頁
。
ま
た
、
最
判
昭
和
五
二
・
三
・
二

四
金
判
五
四
八
号
三
九
頁
、
最
判
昭
和
五
九
・
一
・
一
九
判
時
一
一
〇
五
号
四
八
頁
、
最
判
平
成
一
〇
・
六
・
一
二
民
集
五
二
巻
四
号
一

一
四
七
頁
な
ど
参
照
。

（
3
（　

中
野
貞
一
郎
「
一
部
請
求
論
の
展
開
」
同
『
民
事
訴
訟
法
の
論
点
Ⅱ
』（
判
例
タ
イ
ム
ズ
社
・
二
〇
〇
一
年
（
一
一
五
頁
、
三
木
浩
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一
「
一
部
請
求
論
の
展
開
」
慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
編
『
慶
應
の
法
律
学 

民
事
手
続
法
』（
慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
・
二
〇
〇
八
年
（
一

九
七
頁
参
照
。

（
（
（　

例
え
ば
、
勅
使
川
原
和
彦
「
一
部
請
求
と
隠
れ
た
訴
訟
対
象
―
―
判
例
に
よ
る
ル
ー
ル
設
定
と
信
義
則
に
よ
る
後
訴
遮
断
に
つ
い
て

の
覚
え
書
―
―
」
早
法
七
五
巻
三
号
（
二
〇
〇
〇
年
（
三
九
頁
以
下
は
、
一
部
請
求
論
に
お
け
る
後
訴
遮
断
ル
ー
ル
に
つ
い
て
、
再
訴
事

案
へ
の
応
用
可
能
性
を
示
唆
す
る
。

（
（
（　

拙
稿
「
イ
ギ
リ
ス
民
事
訴
訟
に
お
け
る
判
決
効
理
論
の
展
開
―
―H

enderson

ル
ー
ル
の
形
成
と
発
展
を
中
心
に
―
―
」
中
央
学

院
二
四
巻
一
・
二
号
（
二
〇
一
一
年
（
一
五
七
頁
以
下
。

（
6
（　

拙
稿
「
ア
メ
リ
カ
民
事
訴
訟
法
に
お
け
るres judicata

―
―
請
求
排
除
効
と
争
点
排
除
効
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
―
―
」
法
研
八

五
巻
一
〇
号
（
二
〇
一
二
年
（
八
三
頁
以
下
。

（
7
（　
「
既
判
力
」
と
訳
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
わ
が
国
に
お
け
る
既
判
力
概
念
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は

“res judicata

”の
語
を
用
い
る
。

（
8
（　

イ
ギ
リ
ス
法
に
関
し
て
、
拙
稿
・
前
掲
注（
（
（一
五
七
頁
以
下
参
照
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
法
に
関
し
て
、
拙
稿
・
前
掲
注（
6
（八
三

頁
以
下
参
照
。

（
9
（　

イ
ギ
リ
ス
のres judicata

に
つ
い
て
は
、Spencer Bow

er and H
andley, R

es Judicata (（th ed. 2009); Peter R. 
Barnett, R

es Judicata, E
stoppel, and Foreign Judgm

ents (200（); N
eil A

ndrew
s, E

nglish Civil Procedure (2003); 
A

drian Zuckerm
an, Zuckerm

an on Civil Procedure (2nd ed. 2006) 

な
ど
参
照
。
わ
が
国
で
は
、
先
駆
的
な
業
績
と
し
て
、
小

山
昇
「
イ
ギ
リ
ス
の
裁
判
官
の
思
惟
方
法
の
分
析
―
―res judicata

を
舞
台
と
し
て
―
―
」
兼
子
一
博
士
還
暦
記
念
『
裁
判
法
の
諸
問

題
（上）
』（
有
斐
閣
・
一
九
六
九
年
（
一
二
九
頁
以
下
（
同
『
小
山
昇
著
作
集
⑵
』（
信
山
社
・
一
九
九
〇
年
（
所
収
（、
住
吉
博
「
イ
ギ
リ

ス
法
に
お
け
る
民
事
判
決
の
拘
束
力
」
新
報
七
五
巻
四
・
五
号
（
一
九
六
八
年
（
四
三
頁
以
下
が
あ
る
。
ま
た
、
越
山
和
広
「
イ
ギ
リ
ス

国
際
私
法
に
お
け
る
既
判
力
理
論
（
一
（
―
―
国
際
的
既
判
力
論
の
視
点
か
ら
―
―
」
近
法
四
四
巻
二
号
（
一
九
九
七
年
（
九
六
頁
以
下

参
照
。

（
（0
（　

イ
ギ
リ
ス
国
内
に
お
い
て
も
、
訴
訟
原
因
禁
反
言
や
争
点
禁
反
言
と
い
う
用
語
に
代
え
て
、
請
求
排
除
効
（claim

 preclusion

（

や
争
点
排
除
効
（issue preclusion

（
と
い
う
用
語
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。See A

ndrew
s, supra note 9, at para. （0.02.
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（
（（
（　

田
中
英
夫
ほ
か
編
『
英
米
法
辞
典
』（
東
京
大
学
出
版
会
・
一
九
九
一
年
（
“cause of action

”参
照
。

（
（2
（　See Bryan A

. Garner et al., Blackʼs Law
 D

ictionary (9th ed. 2009) 

“cause of action

”.
（
（3
（　

詐
欺
ま
た
は
通
謀
に
よ
る
判
決
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
前
訴
判
決
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
が
唯
一
の
例
外
と
さ
れ
る
。

A
rnold v N

ational W
estm

inster Bank plc [（99（] 2 A
C 93, （0（, H

L.
（
（（
（　

訴
訟
の
結
果
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
な
付
随
的
・
派
生
的
争
点
は
、
争
点
禁
反
言
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
る
。A

rnold v 
N

ational W
estm

inster Bank plc [（99（] 2 A
C 93, （0（, H

L.

（
（（
（　Zuckerm

an, supra note 9, at p. 9（（.

（
（6
（　H

enderson v H
enderson (（8（3) 3 H

are （00.

（
（7
（　H

enderson
ル
ー
ル
の
形
成
と
発
展
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
前
掲
注（
（
（一
六
三
頁
以
下
参
照
。

（
（8
（　See Zuckerm

an, supra note 9, at p. 9（6, A
ndrew

s, supra note 9, at para. （0.3（.

（
（9
（　Johnson v G

ore W
ood &

 Co [2002] 2 A
C （, H

L.

（
20
（　

自
身
の
請
求
を
留
保
し
た
理
由
に
つ
い
て
、Johnson

が
提
出
し
た
宣
誓
供
述
書
（affi

davit

（
に
よ
れ
ば
、
①
前
訴
当
時
は
、
い

ま
だ
十
分
な
額
の
法
律
扶
助
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
自
身
の
請
求
に
つ
い
て
訴
え
を
提
起
で
き
る
状
況
に
な
か
っ
た
こ
と
、
②
自
身

の
請
求
を
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
てW

W
H

社
の
訴
訟
の
進
行
と
解
決
が
大
幅
に
遅
れ
、
そ
の
結
果
と
し
てW

W
H

社
が
倒
産
に
陥
る
可

能
性
が
あ
っ
た
こ
と
、
③Johnson

お
よ
びW

W
H

社
の
資
金
源
は
、GW

事
務
所
の
過
失
を
原
因
と
す
る
訴
訟
に
よ
っ
て
使
い
果
た

さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
④
自
身
の
請
求
を
加
え
た
場
合
、W

W
H

社
の
訴
訟
の
た
め
に
指
定
さ
れ
た
ト
ラ
イ
ア
ル
期
日
が
中
止
に
な
る

可
能
性
が
あ
っ
た
こ
と
、
⑤
よ
り
複
雑
な
性
質
を
有
す
るJohnson

の
請
求
が
、W

W
H

社
の
訴
訟
に
悪
影
響
を
も
た
ら
す
可
能
性
が

あ
っ
た
こ
と
、
⑥Johnson

が
訴
訟
の
追
行
の
た
め
に
あ
て
る
こ
と
の
で
き
た
時
間
は
、
彼
が
新
し
い
職
を
探
す
必
要
の
た
め
に
制
限

さ
れ
て
い
た
こ
と
、
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
2（
（　Bingham

裁
判
官
は
、H

enderson

ル
ー
ル
を
「H

enderson
手
続
濫
用
法
理
（H

enderson v H
enderson abuse of proc

ess

（」
と
呼
び
、
訴
訟
原
因
禁
反
言
や
争
点
禁
反
言
と
は
別
個
の
も
の
で
あ
る
と
位
置
づ
け
る
。[2002] 2 A

C （, 30（, H
L.

（
22
（　ibid. at 3（. 

そ
の
他
、Bingham

裁
判
官
の
意
見
に
お
い
て
は
、H

enderson

ル
ー
ル
は
前
訴
が
判
決
で
終
了
し
た
場
合
だ
け
で

な
く
和
解
で
終
了
し
た
場
合
に
お
い
て
も
適
用
が
あ
る
こ
と
、
手
続
の
濫
用
に
あ
た
る
こ
と
の
立
証
責
任
は
そ
れ
を
主
張
す
る
当
事
者
の
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側
に
あ
る
こ
と
、
前
訴
と
後
訴
で
当
事
者
が
異
な
る
場
合
で
も
両
者
の
間
に
実
質
的
な
同
一
性
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
適
用
が
あ
る
こ

と
等
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
23
（　ibid. at 3（.

（
2（
（　ibid. at （9.

（
2（
（　ibid. at （9.

（
26
（　

本
件
請
求
に
つ
い
て
は
、
①Johnson

がGW

事
務
所
をJohnson

個
人
の
代
理
人
と
し
て
い
た
か
ど
う
か
、
②GW

事
務
所
に

お
い
てW

W
H

社
の
み
な
ら
ずJohnson

個
人
に
つ
い
て
も
損
失
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
を
予
見
し
て
い
た
か
ど
う
か
、
③Johnson

個

人
に
生
じ
た
損
失
の
う
ち
賠
償
を
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
範
囲
お
よ
び
そ
の
額
等
が
争
点
に
な
る
と
す
る
。ibid. at 60.

（
27
（　ibid. at 60. 

そ
の
他
、Bingham

裁
判
官
の
意
見
と
同
様
に
、H

enderson

ル
ー
ル
は
前
訴
が
和
解
で
終
了
し
た
場
合
に
お
い
て

も
適
用
が
あ
る
こ
と
、
手
続
の
濫
用
に
あ
た
る
こ
と
の
立
証
責
任
は
そ
れ
を
主
張
す
る
当
事
者
の
側
に
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、M

illett

裁
判
官
の
意
見
に
よ
れ
ば
、
前
訴
と
後
訴
で
当
事
者
が
異
な
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
原
告
が
異
な
る
場
合
と
被
告
が
異

な
る
場
合
と
で
区
別
し
、
被
告
が
異
な
る
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
被
告
に
と
っ
て
二
重
の
負
担
は
な
い
と
し
て
同
ル
ー
ル
は
適
用
さ
れ
な

い
と
す
る
一
方
、
原
告
が
異
な
る
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
後
訴
原
告
が
前
訴
原
告
の
承
継
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
当
該
承
継
人
に
適
用

さ
れ
る
余
地
が
あ
る
と
す
る
。

（
28
（　

事
案
の
概
要
に
つ
い
て
、
拙
稿
・
前
掲
注（
（
（一
六
四
頁
以
下
参
照
。

（
29
（　(（8（3) 3 H

are （00, at （（（.

（
30
（　See G

reenhalgh v M
allard [（9（7] 2 A

ll ER 2（（, 2（7, CA
.

（
3（
（　Y

at T
ung Investm

ent Co Ltd v D
ao H

eng Bank Ltd [（97（] A
C （8（, PC.

（
32
（　

事
案
の
概
要
に
つ
い
て
、
拙
稿
・
前
掲
注（
（
（一
六
七
頁
以
下
参
照
。

（
33
（　H

andley, infra note （2, at p. （00.

（
3（
（　

イ
ギ
リ
スW

arw
ick

大
学
教
授
。
専
攻
は
信
託
法
を
中
心
と
す
る
財
産
法
で
あ
る
が
、H

enderson

ル
ー
ル
に
も
造
詣
が
深
い
。

（
3（
（　Gary W

att, ʻT
he D

anger and D
eceit of the Rule in H

enderson v. H
enderson: A

 new
 approach to successive 

civil actions arising from
 the sam

e factual m
atterʼ (2000) （9 CJQ

 2873（（.
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（
36
（　ibid. at p. 308.

（
37
（　

こ
こ
で
は
具
体
例
と
し
て
、N

orth W
est W

ater v Binnie &
 Partners [（990] 3 A

ll ER （（7

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
同
事
案

は
、
水
道
当
局
が
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
破
裂
事
故
に
よ
っ
て
被
っ
た
財
産
的
損
害
に
つ
い
て
、
技
術
者
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
求
め
た
事
案

で
あ
る
。
本
件
に
先
立
っ
て
は
、
当
該
事
故
に
よ
っ
て
死
傷
し
た
被
害
者
・
遺
族
か
ら
、
技
術
者
と
水
道
当
局
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
求

め
る
訴
え
が
提
起
さ
れ
て
い
た
が
、
筆
者
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
被
害
者
・
遺
族
に
よ
る
訴
訟
に
お
い
て
水
道
当
局
が
技
術
者
に
対
し

て
同
時
に
損
害
賠
償
を
求
め
る
こ
と
は
社
会
的
礼
儀
に
反
す
る
で
あ
ろ
う
と
指
摘
す
る
。ibid. at p. 308, footnote 22.

（
38
（　ibid. at p. 307.

（
39
（　

そ
の
よ
う
な
例
と
し
て
、
原
告
が
前
訴
に
お
い
て
後
訴
請
求
は
な
い
旨
を
表
明
し
、
そ
れ
を
受
け
て
被
告
が
譲
歩
な
い
し
和
解
を

行
っ
た
場
合
を
挙
げ
る
。ibid. at p. 3（（.

（
（0
（　ibid. at p. 3（2. 
な
お
、A

ndrew
s, supra note 9, at para. （0.（8 

は
、
同
基
準
の
持
つ
あ
い
ま
い
さ
がH

enderson

ル
ー
ル
の

拡
張
的
な
適
用
に
繫
が
る
可
能
性
を
指
摘
す
る
。

（
（（
（　

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
アN

ew
 South W

ales

州
の
元
最
高
法
院
裁
判
官
。res judicata

に
関
す
る
権
威
的
書
籍
と
し
て
知
ら
れ
る
、

Spencer Bow
er, T

urner and H
andley, T

he D
octrine of R

es Judicata (3rd ed. （996), Spencer Bow
er and H

andley, 
R

es Judicata (（th ed. 2009) 

の
著
者
。

（
（2
（　K

. R. H
andley, ʻA

 Closer Look at H
enderson v. H

endersonʼ (2002) （（8 LQ
R 397, at p. 397.

（
（3
（　ibid. at p. 397.

（
（（
（　ibid. at p. （03.

（
（（
（　ibid. at p. （0（.

（
（6
（　ibid. at p. （0（.

（
（7
（　

ア
メ
リ
カ
のres judicata

に
つ
い
て
は
、Robert C. Cased &

 K
evin M

. Clerm
ont, R

es Judicata: A
 H

andbook on Its 
T

heory, D
octrine, and Practice (200（) 

に
詳
し
い
。
そ
の
他
、
ア
メ
リ
カ
民
事
訴
訟
に
関
す
る
近
年
の
概
説
書
と
し
て
、Flem

ing 
Jam

es, Jr., Geoffrey C. H
azard, Jr. &

 John Leubsdorf, Civil Procedure (（th ed. 200（), Jack H
. Friedenthal, M

ary K
ay 

K
ane &

 A
rthur R. M

iller, Civil Procedure (（th ed. 200（), K
evin M

. Clerm
ont, Principles of Civil Procedure (3rd ed. 
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20（2) 

な
ど
。
わ
が
国
で
は
、
先
駆
的
な
業
績
と
し
て
、
谷
口
安
平
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
和
解
判
決
（Consent Judgm

ent

（
の
効

力
」
論
叢
六
七
巻
五
号
（
一
九
六
〇
年
（
二
四
頁
以
下
、
吉
村
徳
重
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
既
判
力
拡
張
の
一
側
面
」
法
政
二
九
巻
一
～

三
号
（
一
九
六
三
年
（
六
三
頁
以
下
、
同
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
既
判
力
の
客
観
的
範
囲
」
法
政
三
二
巻
二
～
六
号
（
一
九
六
六
年
（
七

一
一
頁
以
下
、
同
「
判
決
理
由
中
の
判
断
の
拘
束
力
―
―
コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ペ
ル
の
視
点
か
ら
」
法
政
三
三
巻
三
～
六
号
（
一
九

六
七
年
（
四
四
九
頁
以
下
、
同
「
判
決
効
の
主
観
的
拡
張
と
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
―
―
ア
メ
リ
カ
法
の
視
点
か
ら
（
一
（（
二
（」
法
政
四

四
巻
一
号
（
一
九
七
七
年
（
一
頁
以
下
、
二
号
（
一
九
七
七
年
（
一
八
二
頁
以
下
（
以
上
、
吉
村
徳
重
『
比
較
民
事
手
続
法
』（
信
山

社
・
二
〇
一
一
年
（
所
収
（、
平
良
「
英
米
法
の
歴
史
に
お
け
る
既
判
力
と
判
決
に
よ
る
禁
反
言
」
法
研
三
八
巻
二
号
（
一
九
六
五
年
（

一
頁
以
下
、
同
「
判
決
に
よ
る
『
附
随
的
禁
反
言
』
の
理
論
」
法
研
三
九
巻
三
号
（
一
九
六
六
年
（
一
頁
以
下
、
霜
島
甲
一
「
既
判
力
の

相
対
性
に
つ
い
て
―
―
合
衆
国
に
お
け
る
ベ
ル
ン
ハ
ル
ト
・
ド
ク
ト
リ
ン
の
展
開
」
判
タ
三
〇
七
号
（
一
九
七
四
年
（
三
一
頁
以
下
な
ど
。

近
年
の
判
決
効
理
論
の
展
開
を
紹
介
す
る
も
の
と
し
て
、
小
林
秀
之
「
判
決
効
の
拡
張
化
現
象
と
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
」
同
『
新
版
・
ア

メ
リ
カ
民
事
訴
訟
法
』（
弘
文
堂
・
一
九
九
六
年
（
二
四
四
頁
以
下
、
ロ
バ
ー
ト
・
Ｇ
・
ボ
ー
ン
（
三
木
浩
一
訳
（「
ア
メ
リ
カ
民
事
訴
訟

法
に
お
け
る
遮
断
効
―
―
政
策
的
な
圧
力
の
下
で
の
法
的
な
原
理
」
大
村
雅
彦
＝
三
木
浩
一
編
『
ア
メ
リ
カ
民
事
訴
訟
法
の
理
論
』（
商

事
法
務
・
二
〇
〇
六
年
（
一
七
五
頁
以
下
な
ど
参
照
。

（
（8
（　Restatem

ent (Second) of Judgm
ents (（982). 

小
林
・
前
掲
注（
（7
（二
八
九
頁
以
下
に
抄
訳
が
あ
る
。

（
（9
（　See id. 

§ 2（ (（).

（
（0
（　See id. 

§ 2（ (2).

（
（（
（　

分
割
訴
訟
の
禁
止
原
則
に
関
す
る
判
例
お
よ
び
学
説
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
小
松
良
正
「
ア
メ
リ
カ
の
民
事
訴
訟
に
お
け
る
一
部
請

求
を
め
ぐ
る
判
例
の
展
開
―
―
近
時
の
判
例
を
中
心
と
し
て
―
―
」
早
法
七
二
巻
四
号
（
一
九
九
七
年
（
一
一
九
頁
以
下
に
詳
し
い
。

（
（2
（　See Restatem

ent (Second) of Judgm
ents 

§ 27 cm
t. c (（982).

（
（3
（　

請
求
排
除
効
の
例
外
に
つ
い
て
、
拙
稿
・
前
掲
注（
6
（九
三
頁
以
下
参
照
。
ま
た
、
争
点
排
除
効
の
例
外
に
つ
い
て
、
同
一
〇
二
頁

以
下
参
照
。

（
（（
（　See Restatem

ent (Second) of Judgm
ents 

§ 20 (（) (（982).

（
（（
（　See id. 

§ 20 (2). 

前
者
の
例
と
し
て
は
、
期
限
の
未
到
来
を
理
由
と
す
る
敗
訴
判
決
が
、
後
者
の
例
と
し
て
は
、
停
止
条
件
の
未
成
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就
を
理
由
と
す
る
敗
訴
判
決
や
、
双
務
契
約
に
お
け
る
原
告
の
債
務
未
履
行
（
同
時
履
行
の
抗
弁
（
を
理
由
と
す
る
敗
訴
判
決
が
挙
げ
ら

れ
る
。

（
（6
（　See id. 

§ 26 (（) (a)(e).
（
（7
（　See id. 

§ 26 (（) (f).
（
（8
（　See id. 

§ 28 (（)(（).

（
（9
（　See id. 

§ 28 (（).

（
60
（　See id. 
§ 28 cm

t. j.

（
6（
（　

既
判
力
が
作
用
す
る
場
面
と
し
て
は
、
①
前
訴
と
後
訴
で
訴
訟
物
が
同
一
の
場
合
（
訴
訟
物
同
一
（、
②
前
訴
の
訴
訟
物
が
後
訴
の

訴
訟
物
の
前
提
問
題
と
な
っ
て
い
る
場
合
（
先
決
関
係
（、
③
前
訴
の
訴
訟
物
と
後
訴
の
訴
訟
物
と
が
両
立
し
え
な
い
関
係
に
あ
る
場
合

（
矛
盾
関
係
（
の
三
つ
に
整
理
さ
れ
る
。

（
62
（　

例
え
ば
、
鈴
木
正
裕
＝
青
山
善
充
編
『
注
釈
民
事
訴
訟
法
⑷
』（
有
斐
閣
・
一
九
九
七
年
（
三
一
〇
頁
〔
高
橋
宏
志
〕、
兼
子
一
原
著

『
条
解
民
事
訴
訟
法
〔
第
二
版
〕』（
弘
文
堂
・
二
〇
一
一
年
（
五
一
四
頁
〔
竹
下
守
夫
〕、
新
堂
幸
司
『
新
民
事
訴
訟
法
〔
第
五
版
〕』（
弘

文
堂
・
二
〇
一
一
年
（
六
八
五
頁
、
伊
藤
眞
『
民
事
訴
訟
法
〔
第
四
版
〕』（
有
斐
閣
・
二
〇
一
一
年
（
五
〇
七
頁
、
松
本
博
之
＝
上
野
𣳾

男
『
民
事
訴
訟
法
〔
第
七
版
〕』（
弘
文
堂
・
二
〇
一
二
年
（
六
三
五
頁
、
高
橋
宏
志
『
重
点
講
義
民
事
訴
訟
法

（上）
〔
第
二
版
〕』（
有
斐

閣
・
二
〇
一
一
年
（
七
一
八
頁
な
ど
参
照
。

（
63
（　

な
お
、
本
案
判
決
の
既
判
力
が
訴
訟
物
レ
ベ
ル
で
生
じ
る
の
に
対
し
て
、
訴
訟
判
決
の
既
判
力
は
個
々
の
訴
訟
要
件
レ
ベ
ル
で
生
じ

る
点
で
、
両
者
は
性
質
を
異
に
す
る
面
が
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
で
も
、
却
下
判
決
の
拘
束
力
に
つ
い
て
は
、
裁
判
権
の
判
断
権
限

（jurisdiction to determ
ine jurisdiction

（
の
問
題
と
し
て
、
請
求
排
除
効
や
争
点
排
除
効
の
問
題
と
は
区
別
し
て
論
じ
ら
れ
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。See Cased &

 Clerm
ont, supra note （7, at p. 26（.

（
6（
（　

訴
訟
物
理
論
の
議
論
状
況
に
つ
き
、
新
堂
幸
司
＝
福
永
有
利
編
『
注
釈
民
事
訴
訟
法
⑸
』（
有
斐
閣
・
一
九
九
八
年
（
九
一
頁
以
下

〔
新
堂
幸
司
〕、
兼
子
原
著
・
前
掲
注（
62
（七
四
三
頁
以
下
〔
竹
下
〕、
新
堂
・
前
掲
注（
62
（三
一
一
頁
以
下
、
伊
藤
・
前
掲
注（
62
（一
九

八
頁
以
下
、
松
本
＝
上
野
・
前
掲
注（
62
（一
八
〇
頁
以
下
、
高
橋
・
前
掲
注（
62
（二
五
頁
以
下
な
ど
参
照
。

（
6（
（　

最
判
昭
和
三
五
・
四
・
一
二
民
集
一
四
巻
五
号
八
二
五
頁
、
最
判
昭
和
三
六
・
三
・
二
四
民
集
一
五
巻
三
号
五
四
二
頁
、
最
判
昭
和
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三
六
・
四
・
二
五
民
集
一
五
巻
四
号
八
九
一
頁
、
最
判
昭
和
五
三
・
六
・
二
三
判
時
八
九
七
号
五
九
頁
な
ど
参
照
。

（
66
（　

リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ケ
ー
ス
と
し
て
、
最
判
昭
和
五
一
・
九
・
三
〇
民
集
三
〇
巻
八
号
七
九
九
頁
。
ま
た
、
最
判
昭
和
五
二
・
三
・
二

四
金
判
五
四
八
号
三
九
頁
、
最
判
昭
和
五
九
・
一
・
一
九
判
時
一
一
〇
五
号
四
八
頁
、
最
判
平
成
一
〇
・
六
・
一
二
民
集
五
二
巻
四
号
一

一
四
七
頁
な
ど
参
照
。

（
67
（　

理
由
中
の
判
断
の
拘
束
力
を
め
ぐ
る
議
論
状
況
に
つ
き
、
鈴
木
＝
青
山
編
・
前
掲
注（
62
（三
三
八
頁
以
下
〔
高
橋
〕、
兼
子
原
著
・

前
掲
注（
62
（五
三
四
頁
以
下
〔
竹
下
〕、
伊
藤
・
前
掲
注（
62
（五
二
一
頁
以
下
、
松
本
＝
上
野
・
前
掲
注（
62
（五
八
八
頁
以
下
、
高
橋
・

前
掲
注（
62
（六
三
三
頁
以
下
、
原
強
「
判
決
理
由
中
の
判
断
の
拘
束
力
」
伊
藤
眞
＝
山
本
和
彦
編
『
民
事
訴
訟
法
の
争
点
』（
有
斐
閣
・

二
〇
〇
九
年
（
二
二
〇
頁
以
下
な
ど
参
照
。

（
68
（　

新
堂
幸
司
「
既
判
力
と
訴
訟
物
」
法
協
八
〇
巻
三
号
（
一
九
六
三
年
（
一
頁
以
下
（
同
『
訴
訟
物
と
争
点
効

（上）
』（
有
斐
閣
・
一
九

八
八
年
（
所
収
（、
新
堂
・
前
掲
注（
62
（七
〇
九
頁
以
下
参
照
。

（
69
（　

新
堂
・
前
掲
注（
62
（七
一
七
頁
以
下
参
照
。

（
70
（　

新
堂
・
前
掲
注（
62
（七
一
五
頁
以
下
参
照
。

（
7（
（　

竹
下
守
夫
「
判
決
理
由
中
の
判
断
と
信
義
則
」
山
木
戸
克
己
教
授
還
暦
記
念
『
実
体
法
と
手
続
法
の
交
錯

（下）
』（
有
斐
閣
・
一
九
七

八
年
（
七
二
頁
以
下
、
兼
子
原
著
・
前
掲
注（
62
（五
三
八
頁
以
下
〔
竹
下
〕
参
照
。
ま
た
、
伊
藤
・
前
掲
注（
62
（五
二
四
頁
以
下
参
照
。

（
72
（　

訴
訟
上
の
信
義
則
の
発
現
形
態
は
、
大
別
し
て
、
①
訴
訟
上
の
権
能
の
濫
用
の
禁
止
、
②
訴
訟
上
の
禁
反
言
（
矛
盾
挙
動
禁
止
の
原

則
（、
③
訴
訟
上
の
権
能
の
失
効
（
権
利
失
効
の
法
理
（、
④
訴
訟
状
態
の
不
当
形
成
の
排
除
に
整
理
さ
れ
る
。
新
堂
幸
司
＝
小
島
武
司
編

『
注
釈
民
事
訴
訟
法
⑴
』（
有
斐
閣
・
一
九
九
一
年
（
四
七
頁
以
下
〔
谷
口
安
平
〕、
兼
子
原
著
・
前
掲
注（
62
（三
〇
頁
以
下
〔
新
堂
幸
司
＝

高
橋
宏
志
＝
高
田
裕
成
〕、
栂
善
夫
「
民
事
訴
訟
に
お
け
る
信
義
誠
実
の
原
則
」
伊
藤
眞
＝
山
本
和
彦
編
『
民
事
訴
訟
法
の
争
点
』（
有
斐

閣
・
二
〇
〇
九
年
（
一
六
頁
以
下
な
ど
参
照
。

（
73
（　

兼
子
原
著
・
前
掲
注（
62
（五
三
九
頁
以
下
〔
竹
下
〕
参
照
。

（
7（
（　

争
点
排
除
効
と
い
う
概
念
は
、
伝
統
的
に
「
ダ
イ
レ
ク
ト
・
エ
ス
ト
ッ
ペ
ル
（direct estoppel

（」
お
よ
び
「
コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ

ス
ト
ッ
ペ
ル
（collateral estoppel

（」
と
し
て
知
ら
れ
る
二
つ
の
法
理
を
包
摂
す
る
概
念
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
拙

稿
・
前
掲
注（
6
（九
八
頁
参
照
。
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（
7（
（　

新
堂
教
授
に
よ
れ
ば
、
争
点
効
理
論
は
、
英
米
法
の
コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ペ
ル
の
法
理
と
兼
子
一
博
士
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た

参
加
的
効
力
の
相
手
方
当
事
者
へ
の
拡
張
理
論
に
示
唆
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
新
堂
・
前
掲
注（
62
（七
〇
九
頁
参
照
。

（
76
（　

竹
下
・
前
掲
注（
7（
（七
五
頁
参
照
。

（
77
（　

原
強
「
判
例
に
お
け
る
信
義
則
に
よ
る
判
決
効
の
拡
張
化
現
象
（
二
・
完
（」
札
院
八
巻
一
号
（
一
九
九
一
年
（
三
九
頁
は
、
最
高

裁
お
よ
び
下
級
審
が
信
義
則
適
用
に
際
し
て
掲
げ
る
考
慮
要
素
を
、
①
前
訴
と
後
訴
の
請
求
ま
た
は
主
張
の
実
質
的
同
一
性
、
②
前
訴
に

お
け
る
請
求
ま
た
は
主
張
の
提
出
期
待
可
能
性
、
③
紛
争
解
決
に
つ
い
て
の
相
手
方
の
信
頼
、
④
前
訴
に
お
け
る
審
理
の
程
度
、
⑤
請
求

ま
た
は
主
張
の
遮
断
を
正
当
化
す
る
そ
の
他
の
事
情
等
に
整
理
す
る
。

（
78
（　

東
京
地
判
昭
和
六
三
・
一
二
・
二
〇
判
時
一
三
二
四
号
七
五
頁
、
東
京
地
判
平
成
二
・
四
・
一
六
判
時
一
三
六
八
号
七
四
頁
、
仙
台

地
判
平
成
二
・
七
・
二
七
判
時
一
三
七
三
号
一
〇
一
頁
な
ど
。

（
79
（　

最
判
昭
和
五
一
・
九
・
三
〇
民
集
三
〇
巻
八
号
七
九
九
頁
、
最
判
昭
和
五
二
・
三
・
二
四
金
判
五
四
八
号
三
九
頁
、
最
判
平
成 

一
〇
・
六
・
一
二
民
集
五
二
巻
四
号
一
一
四
七
頁
な
ど
。
そ
の
他
、
東
京
地
判
平
成
一
二
・
一
二
・
二
二
金
判
一
一
一
七
号
五
五
頁
、
東

京
地
判
平
成
一
七
・
三
・
一
〇
判
タ
一
二
二
八
号
二
八
〇
頁
、
東
京
地
判
平
成
一
七
・
一
一
・
一
判
時
一
九
二
一
号
一
二
六
頁
な
ど
参
照
。

（
80
（　

最
判
昭
和
四
四
・
六
・
二
四
判
時
五
六
九
号
四
八
頁
、
最
判
昭
和
四
八
・
一
〇
・
四
判
時
七
二
四
号
三
三
頁
、
最
判
昭
和
五
六
・

七
・
三
判
時
一
〇
一
四
号
六
九
頁
参
照
。

（
8（
（　

最
判
昭
和
五
一
・
九
・
三
〇
民
集
三
〇
巻
八
号
七
九
九
頁
、
最
判
昭
和
五
二
・
三
・
二
四
金
判
五
四
八
号
三
九
頁
、
最
判
昭
和
五

九
・
一
・
一
九
判
時
一
一
〇
五
号
四
八
頁
な
ど
参
照
。

（
82
（　

例
え
ば
、
伊
藤
眞
ほ
か
『
民
事
訴
訟
法
の
論
争
』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
七
年
（
七
二
頁
〔
加
藤
新
太
郎
発
言
〕
で
は
、
信
義
則
に
基

づ
く
後
訴
遮
断
の
法
理
に
対
す
る
学
説
の
役
割
と
し
て
、
中
間
命
題
の
定
立
の
必
要
性
を
指
摘
す
る
。
ま
た
、
同
一
〇
四
頁
〔
山
本
和
彦

発
言
〕
参
照
。

（
83
（　

兼
子
原
著
・
前
掲
注（
62
（五
三
四
頁
〔
竹
下
〕
参
照
。

（
8（
（　

な
お
、
伝
統
的
な
理
解
に
よ
っ
て
も
、
前
訴
と
後
訴
で
訴
訟
物
が
同
一
の
場
合
（
訴
訟
物
同
一
（
の
ほ
か
、
前
訴
の
訴
訟
物
が
後
訴

の
訴
訟
物
の
前
提
問
題
に
な
っ
て
い
る
場
合
（
先
決
関
係
（
や
、
前
訴
の
訴
訟
物
と
後
訴
の
訴
訟
物
が
両
立
し
え
な
い
関
係
に
あ
る
場
合

（
矛
盾
関
係
（
に
も
既
判
力
が
及
ぶ
と
さ
れ
て
お
り
、「
訴
訟
物
＝
既
判
力
の
客
観
的
範
囲
」
と
い
う
図
式
は
、
あ
く
ま
で
原
則
論
を
示
し
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た
も
の
で
あ
る
。

（
8（
（　

例
え
ば
、
山
本
克
己
「
訴
訟
物
論
争
」
伊
藤
眞
＝
山
本
和
彦
編
『
民
事
訴
訟
法
の
争
点
』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
九
年
（
一
〇
八
頁
は
、

「
我
が
国
の
訴
訟
物
論
争
は
基
本
的
に
は
判
決
効
、
と
り
わ
け
既
判
力
の
客
観
的
範
囲
を
め
ぐ
る
論
争
で
あ
っ
た
」
と
評
す
る
。

（
86
（　

坂
原
正
夫
「
既
判
力
の
客
観
的
範
囲
」
伊
藤
眞
＝
山
本
和
彦
編
『
民
事
訴
訟
法
の
争
点
』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
九
年
（
二
一
七
頁
以

下
参
照
。

（
87
（　

新
堂
幸
司
「
既
判
力
と
訴
訟
物
」
法
協
八
〇
巻
三
号
（
一
九
六
三
年
（
一
頁
以
下
（
同
『
訴
訟
物
と
争
点
効

（上）
』（
有
斐
閣
・
一
九

八
八
年
（
所
収
（、
新
堂
・
前
掲
注（
62
（七
〇
九
頁
以
下
参
照
。

（
88
（　

竹
下
守
夫
「
判
決
理
由
中
の
判
断
と
信
義
則
」
山
木
戸
克
己
教
授
還
暦
記
念
『
実
体
法
と
手
続
法
の
交
錯

（下）
』（
有
斐
閣
・
一
九
七

八
年
（
七
二
頁
以
下
、
兼
子
原
著
・
前
掲
注（
62
（五
三
八
頁
以
下
〔
竹
下
〕。
ま
た
、
伊
藤
・
前
掲
注（
62
（五
二
四
頁
以
下
参
照
。

（
89
（　

理
由
中
の
判
断
に
も
既
判
力
の
拡
張
を
認
め
る
見
解
と
し
て
、
上
村
明
広
「
判
決
効
の
拡
張
を
め
ぐ
る
利
益
考
量
」
法
教
〔
第
二

期
〕
七
号
（
一
九
七
五
年
（
六
七
頁
以
下
参
照
。

（
90
（　

中
野
貞
一
郎
「
訴
訟
物
概
念
の
統
一
性
と
相
対
性
」
同
『
民
事
訴
訟
法
の
論
点
Ⅰ
』（
判
例
タ
イ
ム
ズ
社
・
一
九
九
四
年
（
四
七
頁

参
照
。

（
9（
（　

新
堂
・
前
掲
注（
62
（七
二
九
頁
、
高
橋
・
前
掲
注（
62
（六
〇
〇
頁
な
ど
参
照
。

（
92
（　

そ
の
他
、
い
わ
ゆ
る
「
手
続
保
障
の
第
三
の
波
」
の
論
者
に
よ
れ
ば
、
既
判
力
の
客
観
的
範
囲
は
訴
訟
物
で
は
な
く
、
手
続
過
程
に

お
け
る
当
事
者
の
行
動
に
よ
っ
て
決
ま
る
と
さ
れ
る
。
井
上
正
三
「
既
判
力
の
客
観
的
限
界
―
―
提
出
責
任
効
論
の
背
景
と
課
題
―
―
」

新
堂
幸
司
ほ
か
編
『
講
座
民
事
訴
訟
⑹
』（
弘
文
堂
・
一
九
八
四
年
（
三
一
七
頁
以
下
、
井
上
治
典
「
手
続
保
障
の
第
三
の
波
」
新
堂
幸

司
編
『
特
別
講
義
民
事
訴
訟
法
』（
有
斐
閣
・
一
九
八
八
年
（
七
六
頁
以
下
。
ま
た
、
水
谷
暢
「
後
訴
に
お
け
る
審
理
拒
否
―
―
近
時
の

最
判
の
論
理
―
―
」
民
訴
二
六
号
（
一
九
八
〇
年
（
五
九
頁
以
下
参
照
。

（
93
（　

訴
訟
物
概
念
の
機
能
に
つ
き
、
伊
藤
眞
「
訴
訟
物
概
念
の
役
割
」
井
上
治
典
ほ
か
『
こ
れ
か
ら
の
民
事
訴
訟
法
』（
日
本
評
論
社
・

一
九
八
四
年
（
六
五
頁
、
三
木
浩
一
「
訴
訟
物
概
念
の
機
能
」
青
山
善
充
＝
伊
藤
眞
編
『
民
事
訴
訟
法
の
争
点
〔
第
三
版
〕』（
有
斐
閣
・

一
九
九
八
年
（
一
三
四
頁
、
出
口
雅
久
「
訴
訟
物
概
念
の
機
能
」
伊
藤
眞
＝
山
本
和
彦
編
『
民
事
訴
訟
法
の
争
点
』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇

九
年
（
一
一
二
頁
な
ど
参
照
。
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（
9（
（　

い
わ
ゆ
る
「
訴
訟
物
概
念
の
統
一
性
ド
グ
マ
」
の
崩
壊
で
あ
る
。
中
野
・
前
掲
注（
90
（四
四
頁
参
照
。

（
9（
（　

三
木
・
前
掲
注（
93
（一
三
五
頁
は
、
訴
訟
物
概
念
の
機
能
は
「
指
示
概
念
」
の
そ
れ
に
ほ
ぼ
尽
き
る
こ
と
に
な
る
と
し
た
う
え
で
、

こ
う
し
た
「
指
示
概
念
」
へ
の
一
元
化
は
、
訴
訟
物
概
念
の
本
来
の
姿
へ
の
回
帰
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。

（
96
（　

山
本
・
前
掲
注（
8（
（一
一
一
頁
は
、
訴
訟
物
論
争
が
後
退
し
た
背
景
と
し
て
、
民
事
訴
訟
法
学
の
学
問
分
野
と
し
て
の
独
自
性
が
確

立
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

（
97
（　

松
本
＝
上
野
・
前
掲
注（
62
（一
八
〇
頁
参
照
。

（
98
（　

山
本
和
彦
『
民
事
訴
訟
法
の
基
本
問
題
』（
判
例
タ
イ
ム
ズ
社
・
二
〇
〇
二
年
（
八
五
頁
以
下
参
照
。

（
99
（　

兼
子
原
著
・
前
掲
注（
62
（五
六
一
頁
〔
竹
下
〕、
菊
井
維
大
＝
村
松
俊
夫
原
著
『
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
民
事
訴
訟
法
Ⅱ
〔
第
二
版
〕』

（
日
本
評
論
社
・
二
〇
〇
六
年
（
四
七
六
頁
、
伊
藤
・
前
掲
注（
62
（五
二
六
頁
な
ど
参
照
。
ま
た
、
一
部
請
求
論
に
関
連
し
て
、
中
野
・

前
掲
注（
3
（一
二
四
頁
、
三
木
浩
一
「
一
部
請
求
論
に
つ
い
て
―
―
手
続
運
営
論
の
視
点
か
ら
―
―
」
民
訴
四
七
号
（
二
〇
〇
一
年
（
五

一
頁
参
照
。

（
（00
（　

松
本
博
之
『
既
判
力
理
論
の
再
検
討
』（
信
山
社
・
二
〇
〇
六
年
（
七
頁
以
下
参
照
。

（
（0（
（　

例
え
ば
、
井
上
治
典
「
判
批
」
リ
マ
ー
ク
ス
一
九
号
（
一
九
九
九
年
（
一
二
六
頁
は
、「
場
合
分
け
を
し
た
り
、
要
件
化
す
れ
ば
、

本
来
の
う
ま
み
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
の
が
信
義
則
で
あ
り
、
二
刀
流
で
は
な
く
、
既
判
力
と
い
う
一
刀
流
で
、
遮
断
の
本
質
に

迫
る
理
論
を
考
究
し
つ
づ
け
る
の
が
、
姿
勢
と
し
て
正
道
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
指
摘
す
る
。

（
（02
（　

三
木
・
前
掲
注（
3
（一
九
九
頁
は
、
信
義
則
を
解
釈
論
に
用
い
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
る
批
判
に
対
し
て
、「
可
能
な
範
囲
で
一
定
の

要
件
化
を
行
い
つ
つ
同
時
に
柔
軟
か
つ
き
め
細
か
い
調
整
を
行
う
こ
と
を
目
指
す
と
い
う
二
兎
を
追
う
と
こ
ろ
に
、
信
義
則
を
含
む
抽
象

的
規
範
の
存
在
意
義
が
あ
る
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
述
べ
る
。

（
（03
（　

新
堂
・
前
掲
注（
62
（七
一
七
頁
以
下
参
照
。

（
（0（
（　

兼
子
原
著
・
前
掲
注（
62
（五
三
九
頁
以
下
〔
竹
下
〕
参
照
。

（
（0（
（　

例
え
ば
、
山
本
和
彦
「
法
律
問
題
指
摘
義
務
違
反
に
よ
る
既
判
力
の
縮
小
―
―
最
判
平
成
九
年
三
月
一
四
日
（
判
タ
九
三
七
号
一
〇

四
頁
（
を
手
掛
か
り
と
し
て
―
―
」
判
タ
九
六
八
号
（
一
九
九
八
年
（
八
八
頁
は
、
争
点
効
に
よ
る
遮
断
と
い
わ
ゆ
る
「
五
一
型
遮
断

効
」
と
の
相
違
に
つ
い
て
、「
前
訴
で
の
争
点
提
出
の
有
無
と
い
う
点
で
は
決
定
的
な
相
違
が
あ
り
、
当
然
そ
の
要
件
が
異
な
っ
て
く
る
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と
見
ら
れ
る
」
と
の
見
方
を
示
さ
れ
る
。
な
お
、
同
八
九
頁
注（
30
（参
照
。

（
（06
（　

新
堂
・
前
掲
注（
62
（七
二
五
頁
以
下
参
照
。

（
（07
（　

新
堂
・
前
掲
注（
62
（七
二
六
頁
は
、
信
義
則
に
基
づ
く
後
訴
遮
断
に
関
し
て
、「
こ
の
よ
う
な
遮
断
効
が
肯
定
さ
れ
る
と
な
る
と
、

訴
訟
上
の
請
求
と
い
う
観
念
に
よ
る
既
判
力
の
客
観
的
範
囲
と
矛
盾
し
な
い
か
、
さ
ら
に
は
、
争
点
効
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
立
つ
の

か
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
す
る
。

（
（08
（　

新
堂
・
前
掲
注（
62
（七
二
六
頁
以
下
参
照
。
す
な
わ
ち
、「
正
当
な
決
着
期
待
争
点
」
を
訴
訟
物
レ
ベ
ル
に
置
く
こ
と
が
で
き
る
場

合
が
既
判
力
の
問
題
で
あ
り
、
主
要
な
争
点
レ
ベ
ル
に
置
く
こ
と
が
で
き
る
場
合
が
争
点
効
の
問
題
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
五
一
型
遮
断

効
」
に
つ
い
て
は
、「
主
要
な
争
点
と
決
着
期
待
争
点
と
が
極
限
近
く
ま
で
乖
離
し
た
事
例
」
と
位
置
づ
け
た
う
え
で
、「
こ
れ
を
争
点
効

と
既
判
力
と
の
連
続
線
の
他
方
の
極
限
に
位
置
づ
け
て
お
く
の
が
、
判
決
の
遮
断
効
を
統
一
的
に
理
解
し
そ
の
理
論
を
い
っ
そ
う
深
め
る

こ
と
に
役
立
つ
」
と
さ
れ
る
。

（
（09
（　

山
本
・
前
掲
注（
（0（
（八
八
頁
以
下
参
照
。

（
（（0
（　

山
本
・
前
掲
注（
（0（
（八
九
頁
も
、「
五
一
型
遮
断
効
」
の
要
件
の
一
つ
で
あ
る
提
出
の
容
易
性
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
の
法
的
知
識
、

事
実
の
認
識
の
程
度
、
証
拠
提
出
の
容
易
性
、
訴
訟
係
属
の
長
短
な
ど
様
々
な
事
情
に
照
ら
し
た
ケ
ー
ス
・
バ
イ
・
ケ
ー
ス
の
判
断
に
な

ら
ざ
る
を
え
な
い
旨
を
指
摘
さ
れ
る
。

（
（（（
（　

鈴
木
＝
青
山
編
・
前
掲
注（
62
（三
〇
三
頁
〔
高
橋
〕、
兼
子
原
著
・
前
掲
注（
62
（五
四
八
頁
〔
竹
下
〕、
菊
井
＝
村
松
原
著
・
前
掲
注

（
99
（四
四
八
頁
、
新
堂
・
前
掲
注（
62
（七
〇
八
頁
、
伊
藤
・
前
掲
注（
62
（五
〇
五
頁
、
高
橋
・
前
掲
注（
62
（五
八
六
頁
な
ど
参
照
。

（
（（2
（　

三
ケ
月
章
『
民
事
訴
訟
法
』（
有
斐
閣
・
一
九
五
九
年
（
三
〇
〇
頁
、
松
本
＝
上
野
・
前
掲
注（
62
（五
八
二
頁
参
照
。
ま
た
、
高
見

進
「
一
部
の
債
権
に
よ
る
相
殺
の
抗
弁
と
判
決
の
効
力
」
青
山
善
充
先
生
古
稀
祝
賀
『
民
事
手
続
法
学
の
新
た
な
地
平
』（
有
斐
閣
・
二

〇
〇
九
年
（
二
三
二
頁
も
、
同
一
債
権
に
基
づ
く
給
付
訴
訟
の
場
合
に
訴
え
却
下
説
を
採
用
す
る
。

（
（（3
（See Restatem

ent (Second) of Judgm
ents 

§ （7 (（), (2) (（982). 

（
（（（
（　

例
え
ば
、
兼
子
一
『
新
修
民
事
訴
訟
法
体
系
〔
増
訂
版
〕』（
酒
井
書
店
・
一
九
六
五
年
（
三
四
七
頁
、
兼
子
原
著
・
前
掲
注（
62
（五

四
七
頁
〔
竹
下
〕、
菊
井
＝
村
松
原
著
・
前
掲
注（
99
（四
四
八
頁
な
ど
。

（
（（（
（　

前
掲
注（
（3
（参
照
。
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（
（（6
（　

石
川
明
＝
高
橋
宏
志
編
『
注
釈
民
事
訴
訟
法
⑼
』（
有
斐
閣
・
一
九
九
六
年
（
四
八
頁
〔
上
村
明
広
〕、
兼
子
原
著
・
前
掲
注（
62
（一

七
三
一
頁
〔
松
浦
馨
〕
な
ど
参
照
。

（
（（7
（　

な
お
、
信
義
則
に
よ
る
拘
束
力
説
は
、
争
点
効
理
論
に
信
義
則
の
観
点
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
も
の
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
信

義
則
に
よ
る
拘
束
力
説
は
当
事
者
が
自
白
し
た
事
実
に
つ
い
て
も
拘
束
力
を
認
め
る
場
合
が
あ
る
点
で
争
点
効
理
論
と
差
異
を
生
じ
る
が
、

弁
論
主
義
の
下
、
争
点
形
成
に
関
す
る
当
事
者
の
自
由
を
担
保
す
る
た
め
に
は
、
当
事
者
が
積
極
的
に
争
点
と
し
な
か
っ
た
事
実
に
つ
い

て
は
拘
束
力
の
発
生
を
否
定
す
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
（（8
（　

最
判
昭
和
四
四
・
六
・
二
四
判
時
五
六
九
号
四
八
頁
を
モ
デ
ル
と
し
た
ケ
ー
ス
。

（
（（9
（　

最
判
昭
和
五
九
・
一
・
一
九
判
時
一
一
〇
五
号
四
八
頁
を
モ
デ
ル
と
し
た
ケ
ー
ス
。

（
（20
（　

近
年
の
議
論
状
況
に
つ
い
て
、
坂
原
正
夫
「
既
判
力
の
客
観
的
範
囲
」
伊
藤
眞
＝
山
本
和
彦
編
『
民
事
訴
訟
法
の
争
点
』（
有
斐

閣
・
二
〇
〇
九
年
（
二
一
六
頁
以
下
、
鈴
木
＝
青
山
編
・
前
掲
注（
62
（三
三
八
頁
以
下
〔
高
橋
〕、
兼
子
原
著
・
前
掲
注（
62
（五
三
六
頁

以
下
〔
竹
下
〕、
菊
井
＝
村
松
原
著
・
前
掲
注（
99
（四
七
二
頁
以
下
な
ど
。
ま
た
、
富
樫
貞
夫
「
民
事
訴
訟
に
お
け
る
『
む
し
返
し
』
禁

止
の
効
力
」
熊
本
大
学
法
学
会
編
『
法
学
と
政
治
学
の
諸
相
』（
成
文
堂
・
一
九
九
〇
年
（
二
七
三
頁
以
下
参
照
。

（
（2（
（　

上
村
・
前
掲
注（
89
（六
七
頁
以
下
参
照
。

（
（22
（　

小
山
昇
「
い
わ
ゆ
る
争
点
効
に
つ
い
て
―
―
争
点
効
理
論
の
深
化
へ
の
ひ
と
つ
の
刺
戟
と
し
て
―
―
」
ジ
ュ
リ
五
〇
四
号
（
一
九
七

二
年
（
八
二
頁
（
同
『
小
山
昇
著
作
集
⑵
』（
信
山
社
・
一
九
九
〇
年
（
所
収
（、
中
野
貞
一
郎
「
い
わ
ゆ
る
争
点
効
を
認
め
る
こ
と
の
可

否
」
法
教
〔
第
二
期
〕
四
号
（
一
九
七
四
年
（
六
四
頁
参
照
。

（
（23
（　

松
本
・
前
掲
注（
（00
（五
頁
以
下
、
松
本
＝
上
野
・
前
掲
注（
62
（六
〇
二
頁
以
下
参
照
。

（
（2（
（　

最
判
昭
和
四
四
・
六
・
二
四
判
時
五
六
九
号
四
八
頁
、
最
判
昭
和
四
八
・
一
〇
・
四
判
時
七
二
四
号
三
三
頁
、
最
判
昭
和
五
六
・

七
・
三
判
時
一
〇
一
四
号
六
九
頁
参
照
。

（
（2（
（　

最
判
昭
和
五
一
・
九
・
三
〇
民
集
三
〇
巻
八
号
七
九
九
頁
、
最
判
昭
和
五
二
・
三
・
二
四
金
判
五
四
八
号
三
九
頁
、
最
判
昭
和
五

九
・
一
・
一
九
判
時
一
一
〇
五
号
四
八
頁
な
ど
参
照
。

（
（26
（　

評
釈
・
解
説
と
し
て
、
住
吉
博
「
判
批
」
判
タ
二
四
二
号
（
一
九
七
〇
年
（
八
八
頁
、
小
山
昇
「
判
批
」『
続
民
訴
百
選
』（
有
斐

閣
・
一
九
七
二
年
（
一
九
二
頁
、
青
山
善
充
「
判
批
」『
民
訴
百
選
〔
第
二
版
〕』（
有
斐
閣
・
一
九
八
二
年
（
二
四
〇
頁
、
富
樫
貞
夫
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「
判
批
」『
民
訴
百
選
Ⅱ
〔
新
法
対
応
補
正
版
〕』（
有
斐
閣
・
一
九
九
八
年
（
三
二
六
頁
、
宇
野
聡
「
判
批
」『
民
訴
百
選
〔
第
三
版
〕』

（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
三
年
（
一
八
八
頁
、
松
本
博
之
「
判
批
」『
民
訴
百
選
〔
第
四
版
〕』（
有
斐
閣
・
二
〇
一
〇
年
（
一
八
〇
頁
な
ど
。
ま

た
、
新
堂
幸
司
「
争
点
効
を
否
定
し
た
最
高
裁
判
決
の
残
し
た
も
の
」
中
田
淳
一
先
生
還
暦
記
念
『
民
事
訴
訟
の
理
論

（下）
』（
有
斐
閣
・

一
九
七
〇
年
（
六
九
頁
（
同
『
訴
訟
物
と
争
点
効

（上）
』（
有
斐
閣
・
一
九
八
八
年
（
所
収
（。

（
（27
（　

新
堂
・
前
掲
注（
（26
（八
四
頁
は
、「
本
件
は
、
最
高
裁
が
争
点
効
理
論
を
実
務
に
お
い
て
認
知
す
る
の
に
、
も
っ
と
も
適
当
な
ケ
ー

ス
で
あ
っ
た
」
と
評
す
る
。
な
お
、
信
義
則
に
よ
る
拘
束
力
説
の
立
場
か
ら
は
、
本
件
の
よ
う
に
二
つ
の
訴
訟
が
同
時
並
行
的
に
係
属
し
、

た
ま
た
ま
一
方
の
判
決
が
先
行
し
て
確
定
し
た
と
い
う
事
情
の
下
で
は
、
係
争
中
の
争
点
に
つ
い
て
最
終
的
決
着
に
至
っ
た
と
の
合
理
的

期
待
は
成
立
し
え
な
い
と
し
て
、
理
由
中
の
拘
束
力
が
否
定
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
兼
子
原
著
『
条
解
民
事
訴
訟
法
』（
弘
文
堂
・
一
九

八
六
年
（
六
二
七
頁
〔
竹
下
守
夫
〕、
伊
藤
・
前
掲
注（
62
（五
二
五
頁
参
照
。

（
（28
（　

新
堂
・
前
掲
注（
62
（七
二
四
頁
参
照
。

（
（29
（　

近
年
の
議
論
状
況
に
つ
い
て
、
中
野
・
前
掲
注（
3
（一
〇
七
頁
以
下
、
納
谷
廣
美
「
一
部
請
求
と
残
部
請
求
」
青
山
善
充
＝
伊
藤
眞

編
『
民
事
訴
訟
法
の
争
点
〔
第
三
版
〕』（
有
斐
閣
・
一
九
九
八
年
（
一
四
四
頁
以
下
、
畑
瑞
穂
「
一
部
請
求
と
残
部
請
求
」
伊
藤
眞
＝
山

本
和
彦
編
『
民
事
訴
訟
法
の
争
点
』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
九
年
（
一
二
〇
頁
以
下
、
高
橋
・
前
掲
注（
62
（九
六
頁
以
下
な
ど
参
照
。

（
（30
（　

最
判
昭
和
三
二
・
六
・
七
民
集
一
一
巻
六
号
九
四
八
頁
、
最
判
昭
和
三
七
・
八
・
一
〇
民
集
一
六
巻
八
号
一
七
二
〇
頁
参
照
。

（
（3（
（　

最
判
平
成
一
〇
・
六
・
一
二
民
集
五
二
巻
四
号
一
一
四
七
頁
参
照
。

（
（32
（　

最
判
昭
和
三
七
・
八
・
一
〇
民
集
一
六
巻
八
号
一
七
二
〇
頁
、
最
判
昭
和
四
二
・
七
・
一
八
民
集
二
一
巻
六
号
一
五
五
九
頁
、
最
判

平
成
一
〇
・
六
・
一
二
民
集
五
二
巻
四
号
一
一
四
七
頁
、
最
判
平
成
一
〇
・
六
・
三
〇
民
集
五
二
巻
四
号
一
二
二
五
頁
な
ど
参
照
。

（
（33
（　

井
上
治
典
「
確
定
判
決
後
の
残
部
請
求
―
―
一
部
請
求
論
の
素
描
―
―
」
三
ケ
月
章
＝
青
山
善
充
編
『
民
事
訴
訟
法
の
争
点
〔
初

版
〕』（
有
斐
閣
・
一
九
七
九
年
（
一
八
一
頁
、
高
橋
・
前
掲
注（
62
（一
一
一
頁
参
照
。

（
（3（
（　

中
野
貞
一
郎
「
一
部
請
求
論
に
つ
い
て
」
染
野
義
信
博
士
古
稀
記
念
『
民
事
訴
訟
法
の
現
代
的
構
築
』（
勁
草
書
房
・
一
九
八
九
年
（

六
二
頁
以
下
（
同
『
民
事
手
続
の
現
在
問
題
』（
判
例
タ
イ
ム
ズ
社
・
一
九
八
九
年
（
所
収
（、
三
木
・
前
掲
注（
99
（五
一
頁
以
下
参
照
。

（
（3（
（　

三
木
・
前
掲
注（
3
（一
九
九
頁
は
、
明
示
の
有
無
の
問
題
を
訴
訟
物
特
定
要
素
で
は
な
く
、
信
義
則
要
素
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ

る
と
す
る
。
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（
（36
（　

三
木
・
前
掲
注（
3
（二
〇
三
頁
以
下
参
照
。

（
（37
（　

費
目
限
定
型
の
一
部
請
求
訴
訟
と
は
、
不
法
行
為
を
原
因
と
す
る
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
の
よ
う
に
、
一
個
の
債
権
が
複
数
の
費
目
の

集
合
体
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
特
定
の
費
目
を
除
外
し
て
提
起
す
る
一
部
請
求
訴
訟
を
い
う
。
一
部
請
求
訴
訟
に
お
け
る
事
案
類
型
に

つ
い
て
、
三
木
・
前
掲
注（
99
（三
四
頁
以
下
参
照
。

（
（38
（　

学
説
上
は
既
判
力
の
時
的
限
界
の
問
題
と
し
て
論
じ
る
も
の
も
少
な
く
な
い
が
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
は
将
来
に

お
い
て
具
体
化
す
る
損
害
も
含
め
て
全
損
害
が
不
法
行
為
時
に
発
生
す
る
と
の
判
例
・
通
説
の
理
解
を
前
提
と
す
る
限
り
は
、
判
決
確
定

後
に
後
遺
症
が
拡
大
し
た
と
し
て
も
基
準
時
後
の
新
た
な
法
律
関
係
の
変
動
は
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
ず
、
後
遺
症
の
拡
大
を
も
っ
て
基

準
時
後
の
新
事
由
と
見
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
を
基
準
時
後
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
と
き
に
は
、
後
遺
症
の
拡
大
が
基
準

時
の
前
後
い
ず
れ
か
で
あ
る
か
で
結
論
が
正
反
対
に
な
り
う
る
が
、
後
遺
症
の
拡
大
は
時
間
的
に
幅
の
あ
る
事
象
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
拡

大
時
点
を
基
準
時
の
前
後
い
ず
れ
か
に
確
定
す
る
こ
と
に
は
馴
染
ま
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
、
一
部
請
求
論
の
問
題
と
し
て
位

置
づ
け
た
う
え
で
、
信
義
則
に
基
づ
く
柔
軟
か
つ
弾
力
的
な
判
断
枠
組
み
に
委
ね
る
こ
と
が
、
事
案
の
適
切
な
処
理
に
資
す
る
と
考
え
ら

れ
よ
う
。

（
（39
（　

三
木
・
前
掲
注（
3
（二
〇
六
頁
は
、「
一
部
明
示
責
任
の
履
行
の
程
度
や
態
様
は
、
一
部
請
求
類
型
の
種
類
、
一
部
請
求
と
残
部
請

求
の
関
係
、
一
部
請
求
の
客
観
的
な
背
景
、
被
告
の
認
識
の
内
容
と
程
度
な
ど
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
く
る
が
、
一
部
明
示
責
任
の
根
拠
が

信
義
則
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
。

（
（（0
（　

兼
子
・
前
掲
注（
（（（
（三
四
〇
頁
、
三
ケ
月
・
前
掲
注（
（（2
（三
〇
頁
、
菊
井
維
大=

村
松
俊
夫
『
全
訂
民
事
訴
訟
法
Ⅰ
〔
補
訂
版
〕』

（
日
本
評
論
社
・
一
九
九
三
年
（
一
二
九
二
頁
な
ど
参
照
。

（
（（（
（　

学
説
の
状
況
に
つ
き
、
坂
原
・
前
掲
注（
（20
（二
一
九
頁
、
鈴
木
＝
青
山
編
・
前
掲
注（
62
（三
一
六
頁
以
下
〔
高
橋
〕、
菊
井=

村
松

原
著
・
前
掲
注（
99
（四
六
四
頁
、
高
橋
・
前
掲
注（
62
（七
二
五
頁
以
下
な
ど
参
照
。

（
（（2
（　

兼
子
原
著
・
前
掲
注（
62
（五
二
四
頁
〔
竹
下
〕
参
照
。

（
（（3
（　

山
本
和
彦
『
民
事
訴
訟
審
理
構
造
論
』（
信
山
社
・
一
九
九
五
年
（
三
二
五
頁
、
同
・
前
掲
注（
（0（
（八
四
頁
参
照
。

（
（（（
（　

新
堂
・
前
掲
注（
62
（六
九
一
頁
、
上
田
徹
一
郎
『
民
事
訴
訟
法
〔
第
七
版
〕』（
法
学
書
院
・
二
〇
一
一
年
（
四
八
九
頁
、
河
野
正
憲

『
民
事
訴
訟
法
』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
九
年
（
五
八
三
頁
な
ど
参
照
。
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（
（（（
（　

他
方
、
既
判
力
の
縮
小
に
慎
重
な
立
場
と
し
て
、
鈴
木
正
裕
「
既
判
力
の
遮
断
効
（
失
権
効
（
に
つ
い
て
」
判
タ
六
七
四
号
（
一
九

八
八
年
（
四
頁
、
中
野
貞
一
郎
「
既
判
力
の
標
準
時
」
同
『
民
事
訴
訟
法
の
論
点
Ⅰ
』（
判
例
タ
イ
ム
ズ
社
・
一
九
九
四
年
（
二
四
八
頁

参
照
。

（
（（6
（　

評
釈
・
解
説
と
し
て
、
上
田
徹
一
郎
「
判
批
」
民
商
一
一
七
巻
六
号
（
一
九
九
八
年
（
九
九
頁
、
池
田
辰
夫
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
臨
増

一
一
三
五
号
（
一
九
九
八
年
（
一
二
三
頁
、
後
藤
勇
「
判
批
」
判
タ
臨
増
九
七
八
号
（
一
九
九
八
年
（
一
七
八
頁
、
高
見
進
「
判
批
」
リ

マ
ー
ク
ス
一
六
号
（
一
九
九
八
年
（
一
三
五
頁
、
坂
原
正
夫
「
判
批
」
法
研
七
一
巻
一
二
号
（
一
九
九
八
年
（
一
四
四
頁
な
ど
。
ま
た
、

本
判
決
を
取
り
上
げ
た
論
稿
と
し
て
、
山
本
・
前
掲
注（
（0（
（七
八
頁
、
新
堂
幸
司
「
既
判
力
と
訴
訟
物
再
論
」
原
井
龍
一
郎
先
生
古
稀
祝

賀
『
改
革
期
の
民
事
手
続
法
』（
法
律
文
化
社
・
二
〇
〇
〇
年
（
二
四
七
頁
（
同
『
権
利
実
行
法
の
基
礎
』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
一
年
（
所

収
（、
高
橋
・
前
掲
注（
62
（七
二
一
頁
以
下
な
ど
。

（
（（7
（　

原
々
審
は
、
前
訴
の
所
有
権
移
転
登
記
請
求
と
後
訴
の
遺
産
共
有
持
分
権
に
基
づ
く
所
有
権
一
部
移
転
登
記
請
求
は
「
そ
の
質
を
異

に
す
る
」
と
し
て
既
判
力
と
の
抵
触
を
認
め
な
か
っ
た
が
、
原
審
は
、「
Ｘ１
は
、
本
件
各
土
地
に
つ
き
、
そ
の
所
有
権
取
得
の
原
因
の
如

何
を
問
わ
ず
、
ま
た
、
所
有
権
の
全
部
か
そ
の
一
部
か
を
問
わ
ず
、
前
訴
の
口
頭
弁
論
終
結
前
に
生
じ
た
事
由
に
よ
る
所
有
権
を
主
張
す

る
こ
と
は
前
訴
の
判
決
の
既
判
力
に
抵
触
し
て
許
さ
れ
な
い
」
と
し
て
、
原
々
判
決
を
取
り
消
し
、
Ｘ１
の
所
有
権
一
部
移
転
登
記
請
求
を

棄
却
し
た
。

（
（（8
（　

最
判
平
成
九
・
三
・
一
四
判
時
一
六
〇
〇
号
八
九
頁
の
福
田
博
裁
判
官
反
対
意
見
参
照
。

（
（（9
（　

な
お
、
反
対
意
見
の
見
解
に
対
し
て
は
、「
民
事
訴
訟
制
度
の
根
幹
に
か
か
わ
る
既
判
力
の
本
質
と
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、

到
底
容
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
の
根
岸
重
治
裁
判
官
の
補
足
意
見
が
付
さ
れ
て
い
る
。

（
（（0
（　

鈴
木
・
前
掲
注（
（（（
（一
一
頁
は
、
個
別
事
情
を
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
る
裁
判
所
の
負
担
過
重
の
お
そ
れ
を
指
摘
す
る
。

（
（（（
（　

新
堂
・
前
掲
注（
62
（六
八
三
頁
、
兼
子
原
著
・
前
掲
注（
62
（五
一
三
頁
〔
竹
下
〕、
菊
井
＝
村
松
原
著
・
前
掲
注（
99
（四
四
五
頁
、

伊
藤
・
前
掲
注（
62
（五
〇
二
頁
、
高
橋
・
前
掲
注（
62
（五
八
二
頁
な
ど
参
照
。

（
（（2
（　

中
野
・
前
掲
注（
（（（
（二
四
九
頁
も
、「
既
判
力
の
根
拠
を
手
続
保
障
に
求
め
る
に
し
て
も
、
そ
の
こ
と
か
ら
直
ち
に
、
前
訴
で
の
主

張
の
期
待
可
能
性
の
欠
如
に
遮
断
効
の
例
外
を
認
め
よ
う
と
す
る
の
は
、
短
絡
の
そ
し
り
を
免
れ
な
い
」
と
指
摘
し
、
既
判
力
の
縮
小
理

論
以
外
の
解
釈
手
法
に
よ
っ
て
救
済
を
図
る
可
能
性
を
示
唆
さ
れ
る
。
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（
（（3
（　

坂
原
・
前
掲
注（
（20
（二
一
八
頁
は
、
既
判
力
の
範
囲
に
関
し
て
手
続
過
程
を
重
視
す
る
見
解
に
つ
い
て
、
そ
の
実
用
性
に
疑
問
を
示

し
な
が
ら
も
、「
当
面
は
裁
判
の
運
用
指
針
と
し
て
、
判
決
効
発
生
前
の
審
理
に
お
い
て
生
か
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
。
ま

た
、
松
本
＝
上
野
・
前
掲
注（
62
（五
八
〇
頁
も
、
期
待
可
能
性
に
よ
る
調
整
に
否
定
的
な
見
解
を
示
す
一
方
で
、
前
訴
に
お
け
る
審
理
の

充
実
の
必
要
性
を
説
く
。

（
（（（
（　

新
堂
・
前
掲
注（
62
（六
九
七
頁
、
藤
田
耕
三
＝
小
川
英
明
編
『
不
動
産
訴
訟
の
実
務
〔
七
訂
版
〕』（
新
日
本
法
規
出
版
・
二
〇
一
〇

年
（
四
〇
七
頁
な
ど
参
照
。

（
（（（
（　

原
判
決
に
つ
い
て
、
徳
田
和
幸
「
判
批
」
判
評
四
二
〇
号
（
一
九
九
四
年
（
二
〇
四
頁
は
、「
通
常
の
所
有
権
の
主
張
と
相
続
に
よ

る
共
有
持
分
権
の
主
張
と
が
ま
っ
た
く
同
一
の
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
な
お
検
討
の
余
地
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
」
と
指
摘
す
る
。

（
（（6
（　

上
田
・
前
掲
注（
（（6
（一
〇
八
頁
は
、「
本
件
の
よ
う
な
相
続
人
間
の
単
独
所
有
権
確
認
請
求
の
申
立
事
項
は
通
常
は
遺
産
の
一
部
認

容
判
決
は
求
め
な
い
趣
旨
と
解
す
べ
き
」
で
あ
る
と
す
る
。
一
個
の
訴
訟
物
の
観
念
的
な
一
部
の
み
を
審
判
対
象
に
据
え
る
こ
と
を
許
容

す
る
と
い
う
点
で
は
、
本
稿
の
立
場
と
共
通
す
る
。

（
（（7
（　

最
判
昭
和
四
二
・
三
・
二
三
集
民
八
六
巻
六
六
九
頁
参
照
。

（
（（8
（　

高
見
・
前
掲
注（
（（6
（一
三
八
頁
は
、
前
訴
裁
判
所
が
共
有
持
分
権
の
主
張
に
関
し
て
釈
明
権
を
行
使
し
な
か
っ
た
こ
と
は
、「
裁
判

所
も
含
め
、
前
訴
関
係
者
の
間
で
、
前
訴
判
決
の
既
判
力
が
Ｘ
の
共
有
持
分
権
の
主
張
を
排
斥
す
る
も
の
と
考
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を

示
し
て
い
よ
う
」
と
分
析
す
る
。

（
（（9
（　

そ
の
結
果
、
Ｘ１
が
後
訴
に
お
い
て
相
続
に
よ
る
共
有
持
分
の
取
得
を
主
張
す
る
こ
と
は
前
訴
判
決
の
既
判
力
に
よ
っ
て
遮
断
さ
れ
ず
、

本
件
訴
訟
後
の
遺
産
分
割
手
続
に
お
い
て
も
Ｘ１
は
本
件
係
争
地
に
つ
い
て
自
己
の
共
有
持
分
権
を
前
提
と
し
て
手
続
を
進
め
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
（60
（　

最
判
昭
和
三
七
・
五
・
二
四
民
集
一
六
巻
五
号
一
一
五
七
頁
。

（
（6（
（　

山
本
・
前
掲
注（
（0（
（八
七
頁
は
、
当
事
者
の
合
意
に
よ
る
既
判
力
の
拡
大
お
よ
び
縮
小
に
関
す
る
文
脈
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
訴

訟
制
度
の
他
の
利
用
者
や
訴
訟
制
度
の
設
営
費
用
を
負
担
し
て
い
る
納
税
者
と
い
っ
た
第
三
者
の
利
益
に
鑑
み
、
既
判
力
の
拡
大
場
面
と

縮
小
場
面
と
を
分
け
て
考
え
る
必
要
性
を
示
唆
さ
れ
る
。


