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説

（
１
）

当
事
者
権
に
つ
い
て
は
、
山
木
戸
克
己
博
士
の
論
文
に
よ
る
提
唱
以
来
、
わ
が
国
の
民
事
訴
訟
法
の
基
礎
概
念
と
し
て
着
実
に
定
着

し
、
今
日
に
お
い
て
こ
れ
を
認
め
る
の
が
通
説
的
見
解
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
当
事
者
権
を
め
ぐ
る
研
究
の
深
化
も
図
ら
れ
て

一
り
ご

き
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
事
者
権
は
、
一
一
（
１
）
に
お
い
て
詳
論
す
る
よ
う
に
、
体
系
書
等
に
お
い
て
当
事
者
（
論
）
に
お
い

て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
が
今
日
一
般
的
で
あ
る
も
の
の
、
当
事
者
論
に
お
け
る
解
釈
論
上
の
意
義
は
必
ず
し
も
明
確
で
な
く
理
念
上
の

意
義
の
域
を
出
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
他
方
で
、
二
（
２
）
に
お
い
て
詳
論
す
る
よ
う
に
、
近
時
筆
者
も
含
め
て
当
事
者
権
の

当
事
者
概
念
と
の
直
接
的
な
結
び
つ
き
を
図
る
形
で
当
事
者
権
を
生
か
そ
う
と
す
る
学
説
の
動
向
も
有
力
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

そ
う
し
た
な
か
で
、
本
稿
は
、
当
事
者
論
に
お
け
る
当
事
者
権
に
関
す
る
学
説
の
到
達
点
を
踏
ま
え
た
そ
の
問
題
の
所
在
を
明
ら
か

－
３
．
｜

に
し
た
う
え
で
、
特
に
「
当
事
者
各
論
」
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
当
那
者
椛
に
つ
い
て
考
察
し
、
当
事
者
論
に
お
け
る
当
事
者
権
の
新

た
な
展
開
可
能
性
に
関
す
る
雑
駁
な
試
論
（
私
見
の
方
向
性
）
と
そ
の
た
め
の
理
論
枠
組
み
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
４
）

本
稿
の
筆
者
の
近
年
の
研
究
と
の
関
わ
り
な
い
し
そ
の
な
か
で
の
位
悩
づ
け
に
つ
い
て
こ
こ
で
簡
潔
に
述
べ
る
と
、
従
来
の
当
事
者

概
念
を
中
心
と
し
た
当
事
者
論
の
研
究
か
ら
そ
れ
を
踏
ま
え
つ
つ
も
判
事
者
椛
を
中
心
と
し
た
当
邪
者
論
の
研
究
へ
の
新
た
な
股
開
を

め
ざ
す
も
の
で
あ
り
、
当
事
者
論
に
お
け
る
当
事
者
権
に
関
す
る
通
説
的
見
解
で
は
当
恥
者
椛
は
「
当
珊
者
各
論
」
と
の
有
機
的
連
関

を
図
れ
な
い
と
い
う
問
題
意
識
に
立
っ
て
、
「
当
事
者
各
論
」
と
の
有
機
的
連
関
に
お
け
る
「
当
事
者
総
論
」
の
構
築
と
い
う
筆
者
が

｛
５
－

旧
稿
で
明
ら
か
に
し
た
基
本
構
想
を
当
事
者
権
に
つ
い
て
旧
稿
よ
り
具
体
的
に
論
じ
る
な
か
で
当
事
者
論
の
研
究
の
深
化
に
寄
与
し
た

は
じ
め
に
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そ
こ
で
、
本
稿
に
お
け
る
問
題
意
識
と
し
て
、
第
一
に
、
「
当
事
者
各
論
」
と
の
有
機
的
連
関
に
お
け
る
「
当
事
者
総
論
」
の
櫛
築
、

第
二
に
、
当
事
者
権
の
当
事
者
概
念
と
の
緊
密
な
関
連
づ
け
に
よ
る
解
釈
論
的
道
具
概
念
化
と
当
事
者
権
の
及
ぶ
主
体
的
範
囲
の
明
確

化
、
第
三
に
、
当
事
者
論
に
お
け
る
当
事
者
権
の
新
た
な
展
開
可
能
性
の
た
め
の
「
行
為
規
範
と
評
価
規
範
の
原
則
的
一
致
と
例
外
的

（
６
）

飛
離
」
の
理
論
枠
組
み
の
有
用
性
、
の
一
二
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
本
稿
に
お
け
る
考
察
の
対
象
に
つ
い
て
、
民
事
訴
訟
・
人
事
訴
訟
の
判
決
手
続
に
限
定
し
、
家
事
審
判
手
続
を
含
む
非

（
７
）

訟
手
続
は
考
察
の
対
象
か
ら
除
く
と
と
も
に
、
主
に
当
事
者
論
に
お
け
る
当
事
者
権
に
限
定
す
る
。
本
稿
に
お
い
て
当
事
者
論
に
お
け

る
当
事
者
権
に
研
究
対
象
を
限
定
す
る
の
は
、
当
事
者
権
の
意
義
・
役
割
を
当
事
者
論
に
と
ど
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
趣
旨
で
は
全

く
な
く
、
当
事
者
権
は
従
来
か
ら
体
系
書
等
に
お
い
て
当
事
者
論
に
位
置
づ
け
ら
れ
な
が
ら
も
当
事
者
論
に
お
け
る
当
事
者
権
の
本
格

的
研
究
が
皆
無
で
あ
る
点
に
鑑
み
、
当
事
者
権
を
当
事
者
論
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
論
じ
る
こ
と
に
よ
り
当
事
者
論
の
深
化
な
い
し

「
当
事
者
総
論
」
の
構
築
に
寄
与
し
た
い
か
ら
で
あ
る
。

最
後
に
、
本
稿
に
お
け
る
考
察
の
順
序
に
つ
い
て
述
べ
る
と
、
ま
ず
当
事
者
椎
の
意
義
な
い
し
位
置
づ
け
を
め
ぐ
る
わ
が
国
の
学
説

史
的
展
開
、
お
よ
び
当
事
者
権
と
当
事
者
概
念
の
結
び
つ
き
に
関
す
る
学
説
の
動
向
を
跡
付
け
る
こ
と
に
よ
り
当
事
者
論
に
お
け
る
当

事
者
権
の
問
題
の
所
在
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
「
当
事
者
各
論
」
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
当
事
者
権
の
意
義
な
い
し
役
割

に
つ
い
て
、
第
一
に
当
事
者
確
定
・
既
判
力
の
主
観
的
範
囲
論
と
の
関
わ
り
、
第
二
に
当
事
者
適
格
・
多
数
当
事
者
訴
訟
論
と
の
関
わ

り
の
二
つ
の
面
に
大
き
く
分
け
て
従
来
の
学
説
に
論
及
の
う
え
雑
駁
な
試
論
を
明
ら
か
に
す
る
。
以
上
を
踏
ま
え
て
、
当
事
者
論
に
お

い
て
当
事
者
権
を
解
釈
論
的
道
具
概
念
と
し
て
生
か
す
形
で
の
新
た
な
展
開
可
能
性
と
そ
の
た
め
の
理
論
枠
組
み
を
明
ら
か
に
し
た
い

と
考
え
る
。

い
と
考
え
て
い
る
。
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説

（
Ａ
）
「
訴
訟
と
非
訟
の
手
続
構
造
の
差
異
」
に
着
目
し
た
当
事
者
権
の
成
立

〔
ｇ
）

わ
が
国
に
お
け
る
当
事
者
権
の
成
立
は
一
九
六
一
年
の
「
山
木
戸
・
当
事
者
桁
」
に
始
ま
る
。
「
山
木
戸
・
当
事
者
権
」
は
、
当
事

者
権
を
当
事
者
が
訴
訟
の
主
体
た
る
地
位
に
お
い
て
そ
の
手
続
上
認
め
ら
れ
る
諸
権
利
と
定
義
づ
け
、
当
事
者
権
を
当
事
者
の
訴
訟
主

体
性
と
連
動
す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
た
点
が
特
に
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
、
「
山
木
戸
・
当
事
者
椎
」
に
い
う
「
当
事
者
権
」
は
、

〈
叩
一

ド
イ
ツ
法
上
の
「
群
間
謂
求
権
」
の
概
念
や
「
裁
判
を
受
け
る
権
利
に
韮
づ
く
窓
法
的
保
障
」
と
亜
な
り
へ
凹
う
面
が
あ
り
、
近
年
に
お

け
る
非
訟
事
件
手
続
法
お
よ
び
家
事
審
判
法
の
改
正
の
動
き
の
な
か
で
も
今
日
的
な
意
義
を
失
う
こ
と
な
く
発
展
継
承
さ
れ
て
い
る
点

（
Ⅱ
｝

で
も
大
変
注
目
に
値
す
る
。
も
っ
と
も
、
「
山
木
戸
・
当
事
者
権
」
の
主
な
狙
い
は
、
訴
訟
と
非
訟
の
手
続
櫛
造
の
差
異
に
着
目
し
つ

つ
訴
訟
に
比
べ
手
続
主
体
と
し
て
の
地
位
の
保
障
が
十
分
で
な
い
非
訟
（
手
続
）
に
お
け
る
当
事
者
権
の
検
討
に
よ
る
訴
訟
事
件
の
非

訟
化
の
拡
張
に
対
す
る
蕃
鐘
に
あ
り
、
民
事
訴
訟
の
当
事
者
論
に
お
け
る
当
事
者
権
の
解
釈
論
的
意
義
づ
け
を
め
ざ
す
本
稿
の
問
題
意

（
Ｈ
）

以
上
の
よ
う
に
、
本
稿
は
、
「
当
事
者
論
に
お
け
る
当
事
者
権
の
研
究
」
と
い
う
全
体
の
研
究
課
題
の
な
か
で
ト
ー
タ
ル
な
問
題
の

所
在
と
雑
駁
な
試
論
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
本
稿
全
体
が
「
序
説
」
の
役
割
を
担
う
。
本
稿
の
題
目
を
「
当
事
者
論

に
お
け
る
当
事
者
権
の
研
究
序
説
」
と
す
る
所
以
で
あ
る
。

二
当
事
者
論
に
お
け
る
当
事
者
権
に
関
す
る
学
説
の
到
達
点
と
問
題
の
所
在

（
１
）
当
事
者
権
の
意
義
な
い
し
位
置
づ
け
に
関
す
る
学
説
史
的
展
開
と
問
題
の
所
在
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識
と
直
接
的
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
い
。
な
お
、
「
山
木
戸
・
当
事
者
権
」
と
基
本
的
に
同
じ
意
義
・
位
置
づ
け
で
書
か
れ
た
体
系
書

（
吃
）

と
し
て
、
上
田
徹
一
郎
教
授
の
体
系
書
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
当
事
者
権
は
「
当
事
者
」
と
は
切
り
離
し
て
「
第
一
編
民
事
紛
争
と
民

事
訴
訟
」
「
第
二
章
訴
訟
と
非
訟
」
「
Ⅱ
訴
訟
手
続
と
非
訟
手
続
」
の
「
①
当
事
者
権
の
保
障
」
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
Ｂ
）
当
事
者
論
の
一
部
た
る
位
置
づ
け
お
よ
び
既
判
力
の
正
当
化
根
拠
と
し
て
の
当
事
者
権
の
展
開

（
卿
一

次
に
、
一
九
七
四
年
の
「
新
堂
・
民
訴
法
」
に
よ
り
当
事
者
権
は
「
当
事
者
（
論
）
」
の
（
総
論
的
）
一
部
と
い
う
体
系
的
位
置
づ
け

お
よ
び
既
判
力
と
の
有
機
的
連
関
に
基
づ
く
既
判
力
根
拠
論
と
し
て
の
内
容
的
位
置
づ
け
の
二
面
性
を
有
す
る
も
の
と
し
て
当
事
者
論

に
お
け
る
当
事
者
権
が
意
義
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
当
事
者
権
は
新
た
な
段
階
に
入
っ
た
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

一
方
に
お
け
る
「
当
事
者
（
論
）
」
の
（
総
論
的
）
一
部
と
い
う
当
事
者
権
の
体
系
的
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
前
述
し
た

「
新
堂
・
民
訴
法
」
で
は
「
第
二
章
当
事
者
」
の
「
第
一
節
当
事
者
の
概
念
お
よ
び
確
定
」
の
「
１
当
馴
者
の
概
念
」
に
お
い

（
肌
）

て
当
事
者
権
は
当
事
者
概
念
や
一
一
当
事
者
対
立
原
則
と
密
接
不
可
分
な
関
係
を
有
す
る
も
の
と
し
て
記
述
さ
れ
、
続
い
て
、
一
九
七
六

一
帳
｝

年
の
中
野
貞
一
郎
ほ
か
編
「
民
事
訴
訟
法
識
義
」
（
福
永
有
利
）
で
は
、
「
第
三
章
訴
訟
当
事
者
」
の
「
Ｉ
総
説
」
の
「
２
１
３
１

２
当
事
者
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
の
な
か
で
、
①
ど
の
よ
う
な
当
事
者
概
念
を
と
る
か
と
一
応
切
り
離
さ
れ
て
、
②
当
事
者
に
い
か
な

る
地
位
を
認
め
る
か
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
、
二
当
事
者
対
立
の
原
則
と
と
も
に
述
べ
る
。
そ
れ
以
降
、
当
事
者
権
は
民
事
訴
訟
法
の

体
系
に
お
い
て
当
事
者
概
念
や
二
当
事
者
対
立
原
則
と
密
接
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
「
当
邪
者
（
論
こ
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に

（
脇
）

な
り
、
こ
れ
が
通
説
的
な
位
置
づ
け
と
な
る
。

他
方
で
、
既
判
力
根
拠
論
と
し
て
の
内
容
的
位
置
づ
け
に
お
い
て
、
既
判
力
（
の
相
対
性
原
則
）
を
正
当
化
す
る
根
拠
と
し
て
手
続

（
”
）

保
障
な
い
し
当
事
者
権
な
る
概
念
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
伝
統
的
な
既
判
力
の
本
質
（
根
拠
）
論
に
お
け
る
法
的

安
定
説
（
制
度
的
拘
束
力
説
）
か
ら
脱
却
し
、
根
拠
論
に
つ
い
て
二
元
説
の
立
場
か
ら
既
判
力
の
正
当
化
根
拠
と
し
て
の
当
事
者
の
手
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説
続
保
障
な
い
し
当
事
者
権
が
当
事
者
の
訴
訟
主
体
性
に
基
づ
く
手
続
保
障
と
い
う
意
義
を
有
す
る
も
の
と
し
て
重
要
視
さ
れ
る
よ
う
に

こ
の
よ
う
に
新
堂
説
を
は
じ
め
と
す
る
こ
の
立
場
は
、
当
事
者
権
の
当
事
者
論
に
お
け
る
体
系
的
位
置
づ
け
と
既
判
力
の
正
当
化
根

拠
と
し
て
の
二
面
性
に
お
い
て
今
日
に
お
い
て
も
通
説
的
地
位
を
占
め
て
お
り
、
私
見
も
基
本
的
に
こ
の
立
場
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え

る
。
と
は
い
え
、
当
邪
者
権
と
手
続
保
障
の
関
係
に
つ
い
て
手
続
保
障
の
中
味
と
関
係
し
て
な
お
あ
い
ま
い
な
面
が
あ
る
う
え
、
判
決

効
論
と
当
事
者
権
の
有
機
的
な
連
関
は
主
と
し
て
理
念
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
て
、
解
釈
論
上
の
意
義
は
か
な
り
希
薄
で
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
も
、
新
堂
説
に
お
け
る
当
事
者
権
の
唯
一
の
解
釈
論
的
意
義
と
も
い
う
べ
き
当
事
者
権
が
全
く
保
障
さ
れ
な
い

確
定
判
決
の
蛎
取
の
場
合
の
効
果
と
し
て
判
決
の
無
効
を
再
審
と
併
用
し
て
認
め
る
見
解
で
は
、
判
決
の
無
効
が
そ
の
概
念
規
定
上
既

判
力
な
ど
判
決
効
の
否
定
を
意
味
す
る
の
で
、
却
っ
て
理
論
的
に
判
決
効
（
特
に
既
判
力
）
論
と
当
事
者
権
と
の
有
機
的
連
関
を
失
わ

〈
鵬
）

せ
る
結
果
に
な
る
点
で
疑
問
が
残
る
と
い
え
よ
う
。

（
Ｃ
）
（
Ｂ
）
の
修
正
・
独
自
の
展
開
と
し
て
の
上
田
徹
一
郎
説

一
九
八
八
年
に
初
版
が
公
刊
さ
れ
た
「
上
田
・
民
訴
法
」
は
「
新
堂
・
民
訴
法
」
よ
り
や
や
時
期
的
に
遅
れ
て
登
場
し
、
既
判
力
根

（
脚
）

拠
論
の
一
一
元
説
な
ど
そ
の
多
大
な
影
響
を
受
け
つ
つ
独
自
の
見
解
を
提
唱
し
た
。

一
方
で
当
事
者
権
の
体
系
的
位
侭
づ
け
に
関
し
て
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
「
当
堺
者
」
と
は
切
り
離
し
、
「
第
一
編
民
事
紛
争
と

民
事
訴
訟
」
「
第
二
章
訴
訟
と
非
訟
」
「
Ⅱ
訴
訟
手
続
と
非
訟
手
続
」
の
「
①
当
事
者
権
の
保
障
」
で
論
じ
ら
れ
て
い
て
「
山
木

戸
・
当
事
者
権
」
と
基
本
的
に
同
じ
位
置
づ
け
で
あ
る
。

他
方
で
上
田
説
に
よ
れ
ば
、
当
事
者
権
は
当
事
者
の
訴
訟
上
の
主
体
的
地
位
を
保
障
す
る
た
め
の
法
的
保
障
で
あ
り
、
適
正
・
公
平

の
実
現
を
目
的
と
す
る
手
続
保
障
要
求
の
、
攻
撃
防
御
を
め
ぐ
る
当
事
者
の
訴
訟
追
行
上
の
地
位
に
つ
い
て
の
発
現
形
式
が
当
事
者
権

な
っ
て
い
っ
た
。
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（
鋤
）
（
鋤
）

で
あ
ぃ
ソ
、
当
事
者
権
保
障
は
当
事
者
の
、
攻
撃
防
御
を
め
ぐ
る
訴
訟
追
行
上
の
主
体
的
地
位
の
保
障
要
求
で
あ
る
と
し
て
、
当
事
者
権

保
障
Ⅱ
抽
象
的
手
続
保
障
と
い
う
通
説
的
な
理
解
に
立
つ
。
そ
し
て
、
自
己
責
任
の
直
接
の
前
提
に
な
る
手
続
保
障
の
理
解
の
多
様
性

に
つ
い
て
言
及
さ
れ
、
弁
論
権
を
は
じ
め
と
す
る
当
事
者
権
の
保
障
、
即
ち
、
訴
訟
追
行
上
の
主
体
的
地
位
の
一
般
的
保
障
た
る
抽
象

的
手
続
保
障
が
必
要
で
あ
る
点
は
争
い
が
な
い
が
、
具
体
的
手
続
保
障
や
実
体
関
係
的
手
続
保
障
が
必
要
か
に
つ
き
争
い
が
あ
る
と
す

る
。
そ
の
う
え
で
、
具
体
的
手
続
保
障
の
実
現
は
、
前
訴
手
続
経
過
の
評
価
を
含
め
て
信
義
則
を
適
用
し
て
す
る
個
別
例
外
的
救
済
措

置
と
し
て
位
置
づ
け
る
べ
き
で
あ
る
と
し
、
あ
る
事
項
の
後
訴
で
の
主
張
が
既
判
力
に
よ
り
遮
断
さ
れ
る
か
、
は
①
平
等
な
当
事
者
権

保
障
（
抽
象
的
手
続
保
障
）
の
充
足
す
る
法
的
安
定
要
求
と
、
②
右
の
よ
う
に
実
体
法
と
の
関
係
で
客
観
的
に
決
定
さ
れ
る
実
体
関
係

的
手
続
保
障
要
求
と
の
緊
張
関
係
の
中
で
、
そ
の
調
和
点
を
求
め
る
形
で
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
上
田

説
は
、
既
判
力
の
主
観
的
範
囲
拡
張
に
よ
る
紛
争
解
決
の
一
回
性
（
法
的
安
定
性
）
の
要
請
と
既
判
力
の
拡
張
さ
れ
る
第
三
者
の
当
事

者
権
保
障
（
手
続
保
障
）
の
要
請
が
緊
張
関
係
に
立
つ
な
か
で
、
当
事
者
・
第
三
者
に
対
す
る
手
続
保
障
の
要
求
と
、
既
判
力
の
制
度

的
効
力
と
を
調
和
さ
せ
る
た
め
に
、
当
事
者
等
の
実
体
法
上
の
地
位
を
考
慮
し
た
、
実
体
関
係
的
手
続
保
障
と
い
う
概
念
を
提
示
す
る
。

結
局
、
上
田
説
に
お
い
て
は
、
実
体
関
係
的
手
続
保
障
と
い
う
概
念
に
基
づ
く
実
体
関
係
的
手
続
保
障
要
求
を
判
決
効
の
範
囲
決
定

に
お
け
る
評
価
基
準
と
し
て
判
決
効
論
と
の
解
釈
論
的
連
関
が
図
ら
れ
る
う
え
、
具
体
的
手
続
保
障
の
実
現
は
、
前
訴
手
続
経
過
の
評

（
函
一
）

価
を
含
め
て
信
義
則
を
適
用
し
て
す
る
個
別
例
外
的
救
済
措
置
と
し
て
位
置
づ
け
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
こ
と
か
ら
、
抽
象
的
手
続
保

（
迦
｝

陣
た
る
当
馴
者
権
の
解
釈
論
上
の
意
義
は
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
え
よ
う
。

（
Ｄ
）
「
手
続
保
障
の
第
三
の
波
」
と
当
事
者
権
論

こ
の
見
解
は
、
当
事
者
に
対
等
な
対
論
を
保
障
す
る
こ
と
自
体
に
訴
訟
制
度
の
目
的
が
あ
る
と
み
る
立
場
で
、
当
事
者
間
の
対
論
の

充
実
を
「
手
続
保
障
」
と
表
現
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
見
解
に
立
つ
井
上
治
典
説
と
佐
上
説
と
で
は
当
事
者
権
に
対
す
る
評
価
に
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説

つ
い
て
実
質
的
に
は
と
も
か
く
も
表
面
的
に
は
相
当
の
違
い
が
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

（
湖
）

井
上
治
典
説
は
、
「
山
木
戸
・
当
事
者
権
」
に
つ
き
「
当
事
者
・
関
係
人
の
側
か
ら
手
続
の
あ
り
方
を
見
て
い
く
と
い
う
姿
勢
の
礎

石
を
築
き
、
当
事
者
の
手
続
に
お
け
る
主
体
的
地
位
の
確
立
の
た
め
の
第
一
歩
を
固
め
た
と
い
う
意
味
で
、
そ
の
意
義
は
少
な
か
ら
ざ

る
も
の
が
あ
っ
た
」
と
学
説
史
的
に
は
評
価
す
る
が
、
当
事
者
権
の
特
徴
と
し
て
裁
判
所
に
対
す
る
当
事
者
の
権
利
が
中
心
に
置
か
れ

て
い
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
も
明
ら
か
な
通
り
、
井
上
説
で
は
手
続
過
程
に
お
け
る
当
事
者
間
の
相
互
作
用
と
い
う
横

（
水
平
）
の
関
係
に
力
点
を
置
か
れ
る
点
で
「
山
木
戸
・
当
事
者
権
」
と
異
質
の
立
場
で
あ
り
、
井
上
説
に
と
っ
て
当
事
者
権
は
「
第
一

の
波
」
と
い
う
過
渡
的
な
学
説
史
的
意
義
を
有
す
る
に
と
ど
ま
る
と
い
う
消
極
的
な
評
価
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ち
な
み
に
、
井
上
治
典

｛
鱒
）

編
の
教
科
書
に
も
、
準
当
事
者
な
る
概
念
は
登
場
し
て
も
当
事
者
権
と
い
う
用
語
は
登
場
し
な
い
。

（
師
）

こ
れ
に
対
し
て
、
佐
上
説
は
当
事
者
椎
の
概
念
の
効
用
を
稲
極
的
に
捉
え
る
。
も
っ
と
も
、
「
わ
が
国
の
当
事
者
権
と
い
う
考
え
方

お
よ
び
そ
れ
を
展
開
さ
せ
た
手
続
保
障
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
当
事
者
間
の
対
論
を
中
心
と
し
た
裁
判
観
か
ら
、
手
続
の
再
櫛
成
を

図
っ
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
、
裁
判
に
お
け
る
対
論
を
徹
底
さ
せ
る
た
め
、
訴
訟
枠
組
み
や
理
論
の
修
正
を
論
理
内
在
的
に
追
求
し
よ

う
と
す
る
」
と
か
、
「
当
事
者
が
手
続
主
体
と
し
て
手
続
の
各
段
階
に
お
い
て
い
か
な
る
地
位
と
権
限
を
有
し
、
現
実
に
ど
こ
ま
で
行

使
し
え
た
か
と
い
う
要
素
を
、
手
続
の
結
果
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
を
、
当
事
者
権
の
中
心
と
し
て
再
構
成
し
て
い
く
」
と
述
べ
ら
れ
て

お
り
、
当
事
者
権
概
念
の
当
事
者
間
の
対
論
と
い
う
水
平
関
係
へ
の
変
容
を
前
提
と
し
た
う
え
で
そ
の
効
用
を
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に

（
”
）

思
わ
れ
る
。

（
Ｅ
）
当
事
者
論
に
お
け
る
当
事
者
権
を
め
ぐ
る
近
時
の
新
た
な
展
開

（
ａ
）
当
事
者
権
の
及
ぶ
主
体
的
範
囲
の
課
題
へ
の
言
及

｛
郷
〉

ま
ず
、
小
島
武
司
説
に
よ
れ
ば
、
「
当
事
者
権
の
核
心
を
な
す
要
素
は
、
裁
判
を
受
け
る
権
利
（
憲
一
一
一
一
一
条
）
の
保
障
に
取
り
込
ま
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（
ｂ
）
当
事
者
権
概
念
の
消
極
説
の
登
場

（
犯
）

梅
本
吉
彦
説
は
、
当
事
者
権
に
つ
い
て
、
あ
ま
り
実
益
の
あ
る
概
念
の
設
定
で
は
な
い
と
す
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
「
当
事
者
権

の
内
容
は
、
当
事
者
が
審
判
の
対
象
を
定
め
る
と
と
も
に
、
訴
訟
の
開
始
及
び
判
決
に
よ
ら
ず
に
訴
訟
を
終
了
さ
せ
る
権
能
と
訴
訟
手

続
上
平
等
に
攻
撃
防
御
を
主
張
す
る
権
能
を
認
め
る
こ
と
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
が
、
前
者
は
、
処
分
権
主
義
に
よ
り
、
後
者
は
双
方

審
尋
主
義
な
い
し
当
事
者
対
等
の
原
則
に
よ
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
包
括
す
る
概
念
と
し
て
当
事
者
権
と
い
う
概
念
を
設
定
す
る
こ

と
は
こ
と
さ
ら
有
益
と
は
い
え
な
い
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
当
事
者
の
手
続
保
障
が
高
め
ら
れ
る
決
め
手
と
な
る
と
も
考
え
ら
れ
な
い
」

と
す
る
。
確
か
に
、
梅
本
説
の
指
摘
の
よ
う
に
当
事
者
権
な
る
概
念
が
従
来
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
用
い
方
で
は
あ
ま
り
実
益
の
概

念
と
は
い
え
な
い
面
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
そ
の
限
り
で
傾
聴
に
値
す
る
。
た
だ
、
そ
れ
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
当
事
者
権
な
る
概
念

を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
実
益
の
あ
る
概
念
を
め
ざ
し
て
そ
れ
を
生
か
す
方
途
を
探
る
こ
と
こ
そ
が
よ
り
妥
当
で
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
、
本
稿
は
当
事
者
論
に
お
い
て
そ
れ
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
る
。

（
ｃ
）
当
事
者
権
と
当
事
者
概
念
の
積
極
的
な
結
び
つ
き
を
図
る
見
解
の
有
力
説
化
こ
の
点
に
つ
い
て
は
（
２
）
に
お
い
て
項
を

れ
て
お
り
、
こ
の
点
に
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
に
当
事
者
に
既
判
力
等
の
判
決
を
及
ぼ
す
と
、
違
憲
の
問
題
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ

る
。
な
お
、
当
事
者
権
の
一
部
を
惣
法
上
の
手
続
保
障
の
要
請
に
つ
な
が
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
と
き
、
形
式
的
当
事
者
概
念
の
も

と
で
の
当
事
者
を
越
え
て
一
定
の
第
三
者
に
こ
れ
を
保
障
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
今
後
の
検
討
が
ま
た
れ

る
」
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
当
事
者
権
を
形
式
的
当
事
者
概
念
に
い
う
当
事
者
（
以
下
、
形
式
的
当
事
者
と
略
す
る
）
を
超
え
て
ど
の
範

〈
麺
）

囲
ま
で
及
ぼ
す
べ
き
か
と
い
う
当
事
者
権
の
及
ぶ
主
体
的
範
囲
を
今
後
の
課
題
と
す
る
点
が
本
稿
の
問
題
意
義
と
も
関
連
し
注
目
さ
れ

る
。
本
稲
の
三
（
２
）
お
よ
び
四
に
お
け
る
考
察
は
、
雑
駁
な
が
ら
本
稿
の
解
釈
論
的
主
張
の
一
つ
の
柱
と
し
て
か
か
る
課
題
に
応
え

る
。
本
稲
の
三
（
２
）
お
よ
び
四
Ｆ

よ
う
も
の
で
も
あ
る
と
い
え
よ
う
。

（
ｂ
）
当
事
者
権
概
念
の
消
極
謡
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説
改
め
て
詳
論
す
る
こ
と
に
す
る
。

（
Ｆ
）
小
括
と
問
題
の
所
在

当
事
者
権
に
つ
い
て
、
「
山
木
戸
・
当
事
者
権
」
に
お
け
る
当
事
者
権
の
提
唱
以
降
、
多
く
の
学
説
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
、
今
日
で

は
当
事
者
権
の
意
義
・
効
用
に
つ
い
て
消
極
説
（
梅
本
説
）
が
あ
る
も
の
の
積
極
説
が
通
説
的
見
解
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
も
っ
と
も
、

当
事
者
論
に
お
け
る
当
事
者
権
の
記
述
は
体
系
課
・
注
釈
醤
に
お
い
て
「
当
事
者
」
の
岐
初
の
方
で
の
簡
単
な
記
述
や
そ
れ
と
関
連
し

て
既
判
力
の
根
拠
論
に
お
け
る
既
判
力
の
正
当
化
根
拠
に
関
連
し
た
若
干
の
記
述
が
あ
る
程
度
で
、
当
事
者
各
論
と
の
有
機
的
連
関
の

全
体
像
は
必
ず
し
も
十
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
の
み
な
ら
ず
、
当
事
者
権
が
解
釈
論
的
道
具
概
念
と
し
て
ほ
と
ん
ど
機
能
し
て

お
ら
ず
、
そ
の
意
味
で
当
堺
者
論
に
お
い
て
「
床
の
間
の
飾
り
」
と
も
い
う
べ
き
理
念
上
の
意
義
し
か
有
し
て
い
な
い
と
い
え
よ
う
。

通
説
が
当
事
者
椛
に
つ
い
て
「
床
の
間
の
飾
り
」
以
上
の
意
義
を
持
ち
得
な
い
の
は
、
当
事
者
椛
の
及
ぶ
主
体
的
範
囲
に
つ
い
て
形

式
的
当
事
者
を
所
与
の
前
提
と
し
た
う
え
で
当
事
者
権
を
全
面
的
に
抽
象
的
手
続
保
障
の
レ
ベ
ル
で
捉
え
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
。
上
田
徹
一
郎
説
は
、
通
説
を
前
提
に
当
馴
者
椎
Ⅱ
抽
象
的
手
続
保
障
と
位
悩
づ
け
、
具
体
的
手
続
保
障
の
実
現
は
、
前
訴

手
続
経
過
の
評
価
を
含
め
て
信
義
則
を
適
用
し
て
す
る
個
別
例
外
的
救
済
措
置
と
し
て
位
置
づ
け
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
が
、
例
外
に

せ
よ
で
き
る
だ
け
一
般
条
項
た
る
信
義
則
適
用
に
頼
ら
ず
解
釈
論
上
の
課
題
と
し
て
正
面
か
ら
取
り
上
げ
理
論
化
を
図
る
の
が
学
者
の

（
抑
一

責
務
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
の
際
に
は
当
瑚
者
権
の
マ
ジ
ッ
ク
ワ
ー
ド
化
を
避
け
る
た
め
に
解
釈
論
的
道
具
概
念
と
し
て
そ
の
範
囲
を

明
確
に
し
た
う
え
で
具
体
的
手
続
保
障
の
レ
ベ
ル
で
機
能
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
と
も
に
、
す
ぐ
後
に
述
べ
る
当
事
者
権
の
当
事
者
概

（
型
）

念
と
の
結
び
つ
き
を
考
慮
し
つ
つ
当
事
者
権
の
及
ぶ
主
体
的
範
囲
の
問
題
と
し
て
形
式
的
当
事
者
を
超
え
て
当
事
者
権
保
障
の
必
要
性

に
お
い
て
形
式
的
当
事
者
と
同
視
で
き
る
重
大
な
利
害
関
係
人
に
当
事
者
権
を
保
障
す
る
形
で
当
事
者
権
の
意
義
・
効
用
を
生
か
す
余

地
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
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当
事
者
論
に
お
け
る
当
事
者
権
の
問
題
の
所
在
を
さ
ら
に
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
当
事
者
権
の
当
事
者
概
念
と
の
結
び
つ
き
に
関

す
る
学
説
の
動
向
を
跡
付
け
る
こ
と
に
す
る
。

（
Ａ
）
通
説
的
見
解
伝
統
的
通
説
は
、
当
事
者
に
関
す
る
諸
概
念
の
関
わ
り
を
含
む
当
事
者
論
の
体
系
な
い
し
理
論
枠
組
み
に
つ

い
て
ド
イ
ツ
法
の
通
説
か
ら
圧
倒
的
な
影
響
を
受
け
る
な
か
で
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
成
立
し
通
説
化
し
た
形
式
的
当
事
者
概
念
と
（
１
）

に
お
い
て
詳
論
し
た
よ
う
に
わ
が
国
に
お
い
て
独
自
の
学
説
史
的
展
開
を
遂
げ
た
当
事
者
権
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
正
面
か
ら
意
識
さ

れ
る
こ
と
も
な
く
ま
し
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
は
、
当
事
者
概
念
と
当
事
者
権
は
別
個
独

立
の
概
念
と
し
て
当
事
者
概
念
の
な
か
に
当
事
者
権
が
反
映
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
な
か
で
、
当
事
者
権
が
及
ぶ
主
体
的
範
囲
に
つ
い
て

（
卿
）

も
形
式
的
当
事
者
を
所
与
の
前
提
と
し
て
お
り
、
そ
れ
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
「
上
田
・
民
訴
法
」
は
、
前

述
し
た
よ
う
に
当
事
者
権
は
当
事
者
概
念
と
は
切
り
離
さ
れ
て
全
く
別
の
箇
所
（
訴
訟
と
非
訟
の
箇
所
）
で
説
明
し
て
お
り
、
当
事
者

概
念
の
所
で
は
当
事
者
権
に
全
く
言
及
す
る
こ
と
な
く
形
式
的
当
邪
者
概
念
に
従
い
説
明
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
松
本
Ⅱ
上
野
・
民

（
洲
）

訴
法
」
も
、
当
事
者
権
に
つ
き
「
第
一
編
民
事
訴
訟
、
訴
訟
の
諸
原
則
、
お
よ
び
訴
訟
主
体
」
の
「
第
二
章
民
事
訴
訟
の
諸
原
則
」

の
「
第
七
節
当
事
者
権
の
保
障
と
訴
訟
に
お
け
る
信
義
則
」
に
位
置
づ
け
る
一
方
で
、
当
事
者
概
念
に
つ
い
て
は
当
事
者
権
に
全
く

言
及
す
る
こ
と
な
く
形
式
的
当
事
者
概
念
に
従
い
説
明
さ
れ
て
の
み
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
当
事
者
権
を
当
事
者
概
念
と
同
様
に
当
事
者

論
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
多
く
の
諸
学
説
に
お
い
て
も
、
概
し
て
両
者
は
別
個
独
立
の
概
念
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
記
述
さ
れ
て
お
り
、
両

者
を
裕
接
に
関
連
づ
け
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
個
別
領
域
に
お
い
て
当
事
者
概
念
と
当
事
者
権
の
結

（
渦
）

び
つ
き
を
意
識
的
に
切
断
す
る
有
力
な
見
解
も
登
場
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
山
本
克
己
教
授
は
、
法
人
内
部

（
２
）
当
事
者
権
の
当
事
者
概
念
と
の
結
び
つ
き
に
関
す
る
学
説
の
動
向
と
問
題
の
所
在
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紛
争
に
お
け
る
被
告
適
格
に
つ
い
て
共
同
被
告
説
に
立
ち
つ
つ
法
人
に
つ
い
て
「
当
事
者
と
し
て
の
訴
訟
活
動
を
し
な
い
（
し
て
は
い

け
な
い
こ
と
し
、
法
人
内
部
紛
争
の
被
告
適
格
と
い
う
ご
く
限
ら
れ
た
局
面
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
「
当
事
者
権
な
き
当
事
者
」
を

認
め
て
当
事
者
権
と
当
事
者
概
念
の
意
識
的
な
切
断
を
図
っ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

（
Ｂ
）
当
事
者
概
念
と
当
事
者
権
の
積
極
的
な
結
び
つ
き
を
図
る
学
説
の
動
向

（
ａ
）
「
新
堂
・
民
訴
法
」
（
初
版
一
九
七
四
年
）
の
な
か
に
当
事
者
概
念
と
当
事
者
権
の
積
極
的
な
結
び
つ
き
を
図
る
見
解
の
端
緒

を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
、
当
事
者
の
概
念
に
つ
い
て
、
訴
え
ま
た
は
訴
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
判
決
の
名
宛
人
と

な
る
者
を
い
う
と
し
て
形
式
的
当
事
者
概
念
と
い
う
用
語
を
用
い
る
こ
と
な
く
こ
れ
を
採
用
し
つ
つ
、
他
方
で
、
手
続
に
関
与
し
て
利

益
主
張
を
す
る
地
位
と
機
会
を
与
え
ら
れ
、
判
決
の
名
宛
人
と
な
る
者
が
当
事
者
で
あ
る
と
し
た
う
え
で
、
注
の
な
か
で
当
事
者
権
お

よ
び
審
問
請
求
権
に
つ
い
て
述
べ
て
お
り
、
ま
た
、
手
続
上
こ
の
よ
う
な
地
位
（
自
ら
の
利
益
主
張
を
尽
く
し
合
う
こ
と
の
で
き
る
地

位
）
を
与
え
る
主
体
を
指
示
す
る
観
念
と
し
て
「
当
事
者
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
も
述
べ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
伝
統
的
な
形
式
的

当
事
者
概
念
を
前
提
と
し
つ
つ
も
そ
れ
一
色
に
染
ま
る
こ
と
な
く
当
事
者
概
念
の
捉
え
方
の
中
で
当
事
者
権
と
の
結
び
つ
き
が
図
ら
れ

（
ｂ
）
続
い
て
、
「
佐
上
・
民
訴
法
」
（
初
版
一
九
九
四
年
）
も
、
形
式
的
当
事
者
概
念
に
よ
り
つ
つ
も
、
当
事
者
は
、
手
続
に
関
与

し
て
、
そ
の
名
に
お
い
て
申
立
て
を
は
じ
め
と
す
る
利
益
主
張
を
す
る
地
位
と
機
会
を
与
え
ら
れ
、
判
決
の
名
宛
人
と
な
る
と
し
、
そ

の
地
位
に
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
手
続
上
認
め
ら
れ
る
権
利
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
を
総
称
し
て
当
事
者
椎
と
い
う
と
さ

れ
、
こ
こ
で
も
当
事
者
概
念
の
定
義
の
な
か
に
当
事
者
権
と
の
結
び
つ
き
が
積
極
的
に
捉
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
「
民
事
訴
訟
に
お
い
て

は
、
…
手
続
上
で
一
定
の
権
能
・
地
位
を
負
う
主
体
と
し
て
限
定
的
に
当
事
者
と
い
う
概
念
が
用
い
ら
れ
：
。
、
わ
が
国
の
当
事
者
権
と

い
う
考
え
方
お
よ
び
そ
れ
を
展
開
さ
せ
た
手
続
保
障
論
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
当
事
者
間
の
対
論
を
中
心
と
し
た
裁
判
観
か
ら
、

て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
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手
続
の
再
構
成
を
図
っ
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
、
裁
判
に
お
け
る
対
論
を
徹
底
さ
せ
る
た
め
、
訴
訟
枠
組
み
や
理
論
の
修
正
を
論
理
内

在
的
に
追
求
し
よ
う
と
す
る
も
の
」
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
当
事
者
概
念
と
当
事
者
権
の
関
わ
り
を
「
手
続
保
障
の
第
三
の
波
」
の
立

場
に
シ
フ
ト
さ
せ
る
形
で
説
明
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

（
亜
）

（
Ｃ
）
新
堂
幸
司
「
訴
訟
承
継
論
よ
、
さ
よ
う
な
ら
」
（
一
一
○
○
六
年
）
は
、
民
訴
法
一
一
五
条
一
項
に
関
し
て
「
一
号
の
当
事
者

は
形
式
的
当
事
者
、
二
号
以
下
は
形
式
的
当
事
者
以
外
の
第
三
者
」
と
捉
え
る
通
説
的
理
解
と
は
異
な
り
、
「
二
五
条
一
項
を
全
体

と
し
て
み
る
と
、
三
五
条
一
項
二
号
、
同
三
号
お
よ
び
同
四
号
に
該
当
す
る
以
外
の
者
は
、
原
則
に
か
え
っ
て
、
同
条
一
項
一
号
に

い
う
「
当
事
者
」
に
な
る
こ
と
ｌ
つ
ま
り
、
自
ら
の
縦
利
義
務
に
つ
い
て
当
事
者
と
し
て
訴
え
を
提
起
し
ま
た
は
提
起
さ
れ
、
そ
の

訴
訟
手
続
に
当
事
者
と
し
て
関
与
す
る
こ
と
が
保
障
き
れ
、
そ
の
よ
う
癒
手
続
保
障
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
ｌ
に
よ
っ
て
初
め
て
、

既
判
力
を
受
け
る
こ
と
が
正
当
化
さ
れ
る
と
解
釈
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
」
と
す
る
。
こ
こ
で
、
形
式
的
当
事
者
を
超
え
た
当
事
者
と
し

て
の
手
続
保
障
の
付
与
に
よ
る
一
一
五
条
一
項
一
号
に
い
う
「
当
事
者
」
概
念
の
定
立
、
お
よ
び
か
か
る
二
五
条
一
項
一
号
に
い
う

形
式
的
当
事
者
を
超
え
た
当
事
者
概
念
と
当
事
者
権
（
当
事
者
と
し
て
の
手
続
保
障
）
に
よ
る
既
判
力
正
当
化
を
結
び
つ
け
る
見
解
を

表
明
し
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

｛
”
）

（
ｄ
）
拙
稿
「
当
事
者
論
に
お
け
る
当
事
者
概
念
」
（
一
一
○
○
七
年
）
は
、
当
事
者
概
念
と
当
事
者
権
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
す
る

な
か
で
、
一
方
で
、
当
事
者
権
は
主
に
行
為
規
範
の
観
点
か
ら
原
則
と
し
て
形
式
的
当
事
者
概
念
に
い
う
当
事
者
（
形
式
的
当
事
者
）

に
保
障
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
概
念
規
定
上
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
（
ａ
）
で
述
べ
た
新
堂
説
を
手
が
か
り
と
し
て
形
式

的
当
事
者
概
念
の
再
構
築
を
図
る
こ
と
に
よ
り
形
式
的
当
事
者
概
念
と
当
事
者
権
の
結
び
つ
き
を
明
ら
か
に
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
た
。

他
方
で
、
形
式
的
当
事
者
以
外
の
第
三
者
の
う
ち
行
為
規
範
の
観
点
か
ら
み
て
形
式
的
当
事
者
と
同
視
で
き
る
一
定
の
利
害
関
係
を
有

す
る
第
三
者
を
実
質
的
当
事
者
概
念
に
い
う
実
質
的
当
事
者
と
し
て
当
事
者
権
の
保
障
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
と
と
も
に
、
評
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価
規
範
の
観
点
か
ら
訴
訟
手
続
を
振
り
返
っ
て
訴
訟
主
体
に
ふ
さ
わ
し
い
当
事
者
権
を
保
障
さ
れ
た
利
害
関
係
人
も
実
質
的
当
事
者
概

念
に
い
う
実
質
的
当
事
者
と
し
て
概
念
規
定
化
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
提
唱
し
た
。

《
犯
）

（
ｅ
）
拙
稿
「
既
判
力
の
相
対
性
原
則
に
お
け
る
「
当
事
者
』
概
念
の
再
構
成
」
［
一
一
○
○
八
年
］
で
は
、
前
稿
（
ｂ
）
を
踏
ま
え

て
、
既
判
力
（
の
相
対
性
原
則
）
の
正
当
化
根
拠
を
当
事
者
椎
に
求
め
る
以
上
、
民
訴
法
一
一
五
条
一
項
一
号
の
「
当
事
者
」
概
念
と

当
事
者
権
は
密
接
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
と
い
う
基
本
的
立
場
か
ら
同
条
項
に
い
う
「
当
事
者
」
概
念
を
再
榊
成
し
た
。
す
な
わ
ち
、

形
式
的
当
事
者
に
は
行
為
規
範
の
観
点
か
ら
当
事
者
権
が
保
障
さ
れ
る
と
と
も
に
、
「
行
為
規
範
Ⅱ
評
価
規
範
の
原
則
的
一
致
」
に
基

づ
き
現
に
保
障
さ
れ
た
当
事
者
椎
ゆ
え
に
既
判
力
が
原
則
と
し
て
形
式
的
当
事
者
に
及
ぶ
こ
と
が
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
か
ら
形
式
的
当

事
者
概
念
が
原
則
と
し
て
妥
当
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
例
外
的
に
形
式
的
当
事
者
に
訴
訟
主
体
に
ふ
さ
わ
し
い
当
事
者
権
の
保
障
が

な
い
場
合
に
は
、
「
行
為
規
範
と
評
価
規
範
の
例
外
的
花
離
」
に
基
づ
く
評
価
規
範
の
観
点
か
ら
実
質
的
当
事
者
概
念
に
よ
る
修
正
を

受
け
、
従
前
の
訴
訟
手
続
を
振
り
返
っ
て
現
に
訴
訟
主
体
と
し
て
手
段
に
関
与
し
て
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
利
益
主
張
の
地
位
と
機
会

（
当
事
者
権
）
が
与
え
ら
れ
た
実
質
的
当
事
者
が
当
事
者
で
あ
る
と
す
る
。
要
す
る
に
、
一
一
五
条
一
項
一
号
に
い
う
当
事
者
は
、
原

則
と
し
て
当
事
者
権
が
保
障
さ
れ
る
形
式
的
当
事
者
及
び
例
外
と
し
て
当
事
者
権
が
現
に
保
障
さ
れ
た
利
害
関
係
あ
る
非
形
式
的
当
事

者
た
る
実
質
的
当
事
者
で
あ
る
と
再
櫛
成
す
る
見
解
を
提
唱
し
た
。

「
伽
・
・

（
ｆ
）
「
河
野
・
民
訴
法
」
（
一
一
○
○
九
年
）
は
、
「
３
形
式
的
当
事
者
概
念
と
当
事
者
の
手
続
上
の
地
位
」
に
お
い
て
「
〈
当
事

者
〉
の
概
念
自
体
は
形
式
的
に
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
て
定
め
ら
れ
た
く
当
事
者
〉
に
は
当
然
に
、
手
続
内
で
当
事
者
と
し
て

の
訴
訟
上
の
地
位
と
権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
そ
れ
が
実
際
に
保
障
さ
れ
た
者
こ
そ
が
く
当
事
者
〉
と
し
て

手
続
上
の
権
限
を
持
ち
黄
任
を
負
担
し
う
る
と
い
え
る
。
そ
こ
で
、
た
と
え
形
式
的
概
念
的
に
は
当
事
者
に
該
当
し
て
も
実
質
的
に
当

事
者
と
し
て
の
保
障
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
者
は
自
分
が
手
続
上
当
事
者
と
し
て
扱
わ
れ
な
か
っ
た
旨
を
主
張
し
不
利
益
を
回
避
し
う
る
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（
側
）

ま
た
、
「
Ⅱ
当
事
者
の
訴
訟
上
の
地
位
と
権
限
１
１
１
当
事
者
権
２
〈
当
事
者
権
の
基
礎
と
広
が
り
〉
」
に
お
い
て
、
「
訴
訟
手
続

で
は
、
特
に
訴
訟
当
事
者
に
は
口
頭
弁
論
の
機
会
（
民
訴
八
七
条
）
を
は
じ
め
、
一
連
の
強
い
手
続
上
の
権
限
が
保
障
さ
れ
て
い
る
が
、

反
面
で
名
目
上
当
事
者
と
さ
れ
な
が
ら
、
実
際
に
は
こ
れ
ら
の
当
事
者
権
、
特
に
弁
論
権
が
与
え
ら
れ
ず
あ
る
い
は
侵
害
さ
れ
、
手
続

関
与
の
機
会
が
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
者
に
は
当
事
者
が
負
う
べ
き
様
々
な
負
担
や
不
利
益
を
拒
絶
す
る
権
能
を
認
め
、
そ
の
主
張
を
手

続
内
で
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
も
論
理
必
然
性
と
し
て
承
認
で
き
る
」
と
す
る
。
さ
ら
に
、
当
事
者
確
定

論
に
お
い
て
「
判
決
確
定
後
の
当
事
者
の
確
定
と
修
正
」
と
い
う
見
出
し
の
も
と
に
「
『
判
決
効
の
及
ぶ
当
事
者
」
を
確
定
す
る
た
め

に
は
判
決
文
の
当
事
者
の
記
載
の
み
な
ら
ず
当
事
者
の
実
質
的
地
位
が
実
際
に
与
え
ら
れ
て
い
た
か
否
か
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

（
例
）

な
い
」
と
い
う
。
こ
の
一
文
は
、
当
事
者
の
実
質
的
地
位
が
実
際
に
与
え
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
判
決
確
定
後
の
当
事
者
の
確
定
の

修
正
を
も
た
ら
す
よ
う
に
読
み
取
れ
、
先
の
「
形
式
的
当
事
者
概
念
は
当
事
者
論
の
出
発
点
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
手
続
内
で
当
事

者
に
は
実
質
的
要
素
が
付
加
さ
れ
る
と
い
う
動
態
的
理
解
が
必
要
で
あ
る
」
と
い
う
一
文
に
対
応
し
、
そ
の
具
体
的
現
れ
で
あ
る
よ
う

地
位
を
持
つ
場
合
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
従
来
の
形
式
的
当
事
者
概
念
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
当
事
者
も
、
実
は
、
手
続
内
で
実
質
的
な

手
続
法
上
の
価
値
に
裏
打
ち
さ
れ
た
く
当
事
者
権
〉
の
観
念
が
付
加
さ
れ
、
ま
た
、
そ
れ
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
形
式
的
当

事
者
概
念
は
当
事
者
論
の
出
発
点
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
手
続
内
で
当
事
者
に
は
実
質
的
要
素
が
付
加
さ
れ
る
と
い
う
動
態
的
理
解

が
必
要
で
あ
る
（
こ
こ
で
「
形
式
的
」
の
意
義
は
当
事
者
概
念
の
形
成
に
際
し
て
実
体
権
か
ら
の
遮
断
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
）
」

と
す
る
。
と
り
わ
け
上
記
引
用
の
最
後
の
一
文
は
そ
の
抽
象
性
の
ゆ
え
に
「
実
質
的
要
素
が
付
加
さ
れ
る
と
い
う
動
態
的
理
解
」
の
内

容
が
い
ま
一
つ
不
明
な
が
ら
、
当
事
者
概
念
と
当
事
者
権
の
緊
密
な
結
び
つ
き
を
志
向
す
る
点
で
筆
者
の
問
題
意
識
と
近
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

（
他
）

に
思
わ
れ
、
注
目
に
値
す
る
。
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説
（
Ｃ
）
小
括
と
問
題
の
所
在

以
上
に
述
べ
た
よ
う
に
、
当
事
者
権
の
当
事
者
概
念
と
積
極
的
な
結
び
つ
き
を
図
る
見
解
は
「
新
堂
・
民
訴
法
」
に
そ
の
端
緒
を
認

め
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
後
、
「
佐
上
・
民
訴
法
」
、
さ
ら
に
は
、
「
河
野
・
民
訴
法
」
お
よ
び
拙
稿
に
お
い
て
主
張
さ
れ
て
お
り
、
有

力
な
流
れ
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
こ
れ
ら
の
見
解
は
、
既
判
力
の
正
当
化
根
拠
を
当
事
者
の
訴
訟
主
体
に
ふ
さ
わ
し
い
手
続
保
障
上
の
権

利
た
る
当
耶
者
権
に
求
め
る
今
日
の
通
説
的
な
既
判
力
根
拠
論
に
鑑
み
て
も
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
。
ま
た
、
こ
の
見
解
は
、
当
事
者

概
念
と
の
祇
極
的
な
結
び
つ
き
を
図
る
こ
と
に
お
い
て
当
事
者
椛
の
実
哲
的
愈
義
な
い
し
効
用
を
追
求
し
よ
う
と
す
る
見
解
で
も
あ
る

と
評
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
と
り
わ
け
「
河
野
・
民
訴
法
」
は
、
体
系
諜
の
な
か
で
両
者
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
鮫
も
踏
み
込
ん
だ

も
の
と
し
て
評
価
で
き
る
。
だ
が
問
題
は
、
当
事
者
権
と
当
事
者
概
念
の
積
極
的
な
結
び
つ
き
を
認
め
る
こ
と
が
い
か
な
る
解
釈
論
上

の
意
義
な
い
し
成
果
を
も
た
ら
し
う
る
か
で
あ
り
、
同
時
に
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
論
上
の
意
義
な
い
し
成
果
は
い
か
な
る
場
合
に
ど
の

よ
う
な
形
で
当
事
者
概
念
と
当
事
者
権
を
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
り
具
体
的
に
実
現
で
き
る
か
で
あ
り
、
そ
の
点
に
つ
い
て
の
ト
ー
タ

ル
な
見
解
の
提
示
が
今
日
的
課
題
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
本
稿
は
、
雑
駁
な
が
ら
か
か
る
課
題
に
つ
い
て
そ
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
す

る
べ
く
取
り
組
む
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
以
下
で
は
、
以
上
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
問
題
の
所
在
を
踏
ま
え
て
そ
う
し

た
点
に
力
点
を
置
い
て
考
察
し
た
い
と
考
え
る
。
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通
説
に
よ
れ
ば
、
民
訴
法
一
一
五
条
一
項
一
号
に
い
う
当
事
者
と
は
形
式
的
当
事
者
概
念
に
い
う
当
事
者
で
あ
る
と
と
も
に
当
事
者

確
定
基
準
た
る
実
質
的
表
示
説
に
よ
り
確
定
さ
れ
た
訴
訟
提
起
段
階
で
の
当
事
者
で
あ
り
、
両
者
の
間
に
飢
酪
を
認
め
な
い
。
確
か
に
、

通
常
の
場
合
は
そ
れ
で
特
に
問
題
に
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
形
式
的
当
事
者
か
つ
具
体
的
な
訴
訟
に
お
い
て
表
示
説
に
よ
り
確
定
さ

れ
た
当
事
者
に
当
事
者
権
が
保
障
さ
れ
、
そ
の
者
に
既
判
力
が
及
び
、
保
障
さ
れ
た
当
事
者
権
の
ゆ
え
に
既
判
力
が
及
ぶ
こ
と
が
正
当

化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
が
既
判
力
の
根
拠
論
と
し
て
の
当
事
者
権
の
意
義
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

問
題
は
一
一
五
条
一
項
に
い
う
当
事
者
と
形
式
的
当
事
者
お
よ
び
実
質
的
表
示
説
に
よ
り
訴
訟
開
始
段
階
で
確
定
さ
れ
た
当
事
者
と

の
間
に
例
外
的
に
せ
よ
剛
酪
が
生
じ
う
る
こ
と
を
認
め
て
そ
れ
を
解
釈
論
と
し
て
正
面
か
ら
理
論
化
す
べ
き
ど
う
か
で
あ
る
。
そ
の
よ

（
い
）

う
な
例
外
的
な
醐
酷
は
信
義
則
に
よ
り
処
理
す
べ
き
で
あ
る
と
の
見
解
も
あ
り
え
よ
う
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
例
外
と
は
い
え
類
型
的

に
一
般
化
し
う
る
以
上
、
一
般
条
項
た
る
信
義
則
に
よ
る
べ
き
で
な
く
正
面
か
ら
理
論
化
を
め
ざ
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
点

に
関
し
て
、
「
河
野
・
民
訴
法
」
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
当
事
者
確
定
論
に
お
け
る
「
判
決
確
定
後
の
当
事
者
の
確
定
と
修
正
」
と
い

う
見
出
し
の
も
と
に
弓
判
決
効
の
及
ぶ
当
事
者
」
を
確
定
す
る
た
め
に
は
判
決
文
の
当
事
者
の
記
戦
の
み
な
ら
ず
当
事
者
の
実
質
的

｛
棚
）

地
位
が
実
際
に
与
え
ら
れ
て
い
た
か
否
か
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
お
り
注
目
さ
れ
る
が
、
他
方
で
既
判
力
の
主
観

３
「
当
事
者
各
論
」
と
の
関
わ
り
に
お
け
る
当
事
者
権

（
１
）
当
事
者
確
定
・
既
判
力
の
主
観
的
範
囲
論
と
の
関
わ
り
に
お
け
る
当
事
者
権

4７（熊本法学122号’11）
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説

（
Ａ
）
形
式
的
当
事
者
か
つ
確
定
さ
れ
た
当
事
者
に
当
事
者
権
が
実
際
上
全
く
保
障
さ
れ
な
い
ま
ま
判
決
が
確
定
し
た
場
合
、
換
言

す
れ
ば
、
当
事
者
権
を
保
障
さ
れ
る
べ
き
形
式
的
当
小
者
に
訴
訟
の
主
体
た
る
地
位
と
し
て
の
当
耶
者
権
が
実
際
に
保
障
さ
れ
る
こ
と

な
く
そ
の
者
に
不
利
な
判
決
が
確
定
し
た
場
合
で
、
そ
の
具
体
例
と
し
て
氏
名
冒
用
訴
訟
に
お
け
る
被
冒
用
者
に
代
表
さ
れ
る
確
定
判

決
の
鯛
取
（
不
正
取
得
）
に
お
け
る
被
駆
取
者
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
Ｂ
）
形
式
的
当
事
者
で
は
な
い
重
大
な
利
害
関
係
人
た
る
非
当
事
者
に
実
際
上
当
事
者
権
が
保
障
さ
れ
た
も
の
の
そ
の
者
に
不
利

な
判
決
が
言
い
渡
さ
れ
そ
の
判
決
が
確
定
し
た
場
合
で
、
そ
の
具
体
例
と
し
て
、
訴
訟
係
属
前
に
死
亡
し
た
者
を
被
告
と
し
て
訴
状
に

表
示
す
る
死
者
名
義
訴
訟
に
お
い
て
、
そ
の
こ
と
が
訴
訟
係
属
中
に
判
明
し
な
い
ま
ま
自
ら
又
は
訴
訟
代
理
人
を
選
任
し
て
応
訴
し
訴

訟
追
行
し
た
死
者
の
相
続
人
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
Ｃ
）
形
式
的
当
事
者
に
当
事
者
権
が
保
障
さ
れ
、
そ
の
背
後
に
い
る
実
質
的
な
同
一
性
を
有
す
る
者
に
対
し
て
形
式
的
に
は
当
事

者
権
が
保
障
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
そ
の
者
と
形
式
的
当
事
者
と
間
の
実
質
的
何
一
性
（
一
体
性
）
の
ゆ
え
に
前
者
に
も
当
事
者
権

が
実
質
上
保
障
さ
れ
た
と
評
価
し
う
る
場
合
で
、
そ
の
具
体
例
と
し
て
法
人
格
否
認
の
法
理
の
手
続
法
上
の
適
用
を
前
提
と
し
て
形
式

（
冊
〉

的
当
事
者
で
は
な
い
背
後
者
（
法
人
）
に
対
す
る
既
判
力
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

思
う
に
、
民
訴
法
二
五
条
一
項
に
い
う
当
事
者
と
形
式
的
当
事
者
お
よ
び
実
質
的
表
示
説
に
よ
り
訴
訟
開
始
段
階
で
確
定
さ
れ
た

当
事
者
と
の
間
に
例
外
的
に
せ
よ
削
離
が
生
じ
当
事
者
椎
の
観
点
か
ら
問
題
に
し
う
る
場
合
と
し
て
下
記
の
三
つ
の
類
型
が
あ
る
よ
う

的
限
界
に
お
け
る
「
当
事
者
」
に
つ
い
て
は
、
形
式
的
当
事
者
概
念
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
当
事
者
を
い
う
と
し
て
通
説
的
理
解
に
と
ど

（
脇
）

ま
っ
て
お
り
、
整
合
性
に
疑
問
を
感
じ
る
う
え
、
体
系
書
の
制
約
も
あ
り
、
前
述
し
た
注
目
す
べ
き
記
述
も
抽
象
的
な
指
摘
の
域
を
出

に
思
わ
れ
る
。
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氏
名
冒
用
訴
訟
に
代
表
さ
れ
る
確
定
判
決
の
蛎
取
に
お
い
て
被
願
取
者
に
当
事
者
権
が
全
く
保
障
さ
れ
る
こ
と
な
く
そ
の
者
を
被
告

と
表
示
す
る
敗
訴
判
決
が
言
い
渡
さ
れ
判
決
が
確
定
し
た
場
合
、
被
願
取
者
の
救
済
手
段
と
関
連
し
て
被
鯛
取
者
が
民
訴
法
一
一
五
条

（
Ｗ
）

一
項
一
号
に
い
う
当
事
者
と
い
い
う
る
か
が
問
題
に
な
る
と
と
も
に
、
関
連
し
て
駆
取
者
の
訴
訟
上
の
地
位
も
問
題
と
な
る
。

被
願
取
者
は
訴
訟
主
体
に
ふ
さ
わ
し
い
当
事
者
権
を
全
く
保
障
さ
れ
て
お
ら
ず
、
不
利
な
既
判
力
を
そ
の
者
に
及
ぼ
す
正
当
化
根
拠

を
欠
い
て
い
る
と
い
い
う
る
。
し
た
が
っ
て
、
被
願
取
者
の
救
済
手
段
と
し
て
、
①
民
訴
法
二
五
条
一
項
一
号
に
い
う
「
当
事
者
」

と
は
い
え
ず
被
願
取
者
に
は
既
判
力
は
及
ば
な
い
と
い
う
見
解
が
近
時
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、
被
願
取
者
の
救

済
手
段
と
し
て
、
②
被
願
取
者
を
当
瑚
者
と
し
た
う
え
で
民
訴
法
三
一
一
一
八
条
一
項
三
号
に
基
づ
く
再
審
の
訴
え
を
認
め
る
こ
と
が
考
え

（
網
）

ら
れ
、
専
ら
こ
れ
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
か
っ
て
相
当
有
力
で
あ
り
、
最
近
の
補
充
送
達
の
効
力
に
関
わ
る
判
例
等
に
お

け
る
民
訴
法
三
三
八
条
一
項
三
号
の
緩
や
か
な
解
釈
動
向
の
な
か
で
こ
の
説
が
再
び
盛
り
返
す
可
能
性
も
あ
り
え
よ
う
。
し
か
し
、
当

事
者
権
を
完
全
に
奪
わ
れ
た
者
に
専
ら
再
審
の
訴
え
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
の
は
被
願
取
者
が
被
告
で
あ
る
通
常
の
訴
え

の
場
合
、
再
審
の
訴
え
に
専
ら
よ
ら
し
め
る
こ
と
に
よ
り
実
質
的
に
起
訴
責
任
の
転
換
を
も
た
ら
す
た
め
妥
当
で
な
い
。
そ
こ
で
、
上

記
①
②
を
と
も
に
認
め
る
併
用
説
が
有
力
で
あ
る
。
こ
の
併
用
説
に
よ
れ
ば
、
一
方
で
被
霜
取
者
を
民
訴
法
一
一
五
条
一
項
一
号
に
い

う
当
事
者
で
は
な
い
と
し
つ
つ
、
他
方
で
被
聴
取
者
を
同
条
項
に
い
う
当
事
者
で
あ
る
こ
と
を
前
提
の
う
え
民
訴
法
三
三
八
条
一
項
三

号
に
基
づ
く
再
審
の
訴
え
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
両
見
解
を
矛
盾
な
く
整
合
的
に
説
明
す
る
た
め
の
格
別
の
理
論
枠
組
み
が
必

以
下
で
は
、
本
稿
の
目
的
か
ら
も
紙
数
・
時
間
・
能
力
の
制
約
か
ら
も
、
各
項
目
の
詳
細
な
判
例
・
学
説
の
検
討
は
今
後
の
課
題
と

せ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
典
型
例
を
念
頭
に
お
い
て
具
体
的
な
問
題
の
所
在
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
雑
駁
な
試
論
（
私
見
の
方
向
性
）

と
今
後
の
課
題
に
言
及
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

（
Ａ
）
確
定
判
決
の
蛎
取
の
場
合

4９（熊本法学122号’11）
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要
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
前
者
は
行
為
規
範
の
観
点
か
ら
例
外
的
に
花
離
し
た
評
価
規
範
の
観
点
に
基
づ
く
当
事
者
で
あ
り
、
後
者
は

行
為
規
範
の
観
点
に
基
づ
く
当
事
者
と
解
す
る
「
行
為
規
範
と
評
価
規
範
の
原
則
的
一
致
と
例
外
的
花
離
」
の
理
論
枠
組
み
に
よ
ら
ざ

る
を
え
ず
、
こ
の
立
場
が
妥
当
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

さ
ら
に
、
被
願
取
者
の
救
済
手
段
と
し
て
、
③
手
続
保
障
の
欠
鉄
が
判
決
の
無
効
に
該
当
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
新
訴
（
請
求
異

議
の
訴
え
や
損
害
賠
償
請
求
の
訴
え
）
の
提
起
を
認
め
る
見
解
も
有
力
に
主
張
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
、
①
②
に
加
え
て
③
の
併
用
を

（
柏
）

認
め
る
見
解
も
有
力
で
あ
る
。
他
方
で
、
手
続
保
障
の
欠
鉄
は
無
効
と
ま
で
い
う
の
は
言
い
過
ぎ
で
、
手
続
保
障
の
欠
訣
を
理
由
と
す

る
判
決
無
効
論
は
成
立
し
が
た
い
と
し
、
（
原
判
決
内
容
）
再
群
判
を
可
能
と
す
る
再
群
判
小
曲
と
解
し
た
う
え
で
再
審
の
訴
え
に
よ

－
．
抑
一

ら
な
く
て
も
再
審
判
事
由
を
主
張
す
れ
ば
足
り
る
と
す
る
加
波
説
も
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
。
再
群
の
訴
え
に
よ
ら
な
く
て
も
新
訴

提
起
を
認
め
る
点
で
は
上
記
併
用
説
と
加
波
説
は
共
通
す
る
が
、
判
決
の
無
効
と
し
て
取
り
扱
う
説
に
対
し
て
は
、
法
的
安
定
性
の
観

点
か
ら
は
明
文
（
上
の
要
件
）
を
欠
く
判
決
の
無
効
の
概
念
拡
張
に
は
慎
砿
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
し
、
既
判
力
等
の
否
定
を
も
た
ら
す

判
決
の
無
効
を
認
め
る
と
識
が
当
事
者
で
あ
る
（
あ
っ
た
）
か
を
問
題
に
す
る
必
要
が
な
く
な
り
理
論
的
に
当
事
者
確
定
と
既
判
力
の

主
観
的
範
囲
の
有
機
的
連
関
を
失
わ
せ
て
当
馴
者
論
か
ら
の
放
逐
を
意
味
し
か
ね
な
い
こ
と
も
あ
り
、
理
論
的
に
加
波
説
に
魅
力
を
感

じ
る
。
も
っ
と
も
、
①
に
よ
り
新
訴
の
提
起
を
認
め
る
以
上
、
③
に
よ
る
新
訴
提
起
ま
で
認
め
る
必
要
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
理
論

的
に
問
題
と
な
り
う
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
、
今
後
の
課
題
と
い
え
よ
う
。

行
為
規
範
の
観
点
か
ら
は
当
事
者
で
な
い
願
取
者
を
実
際
上
の
当
事
者
権
の
保
障
の
ゆ
え
に
評
価
規
範
の
観
点
か
ら
例
外
的
に
民
訴

法
二
五
条
一
項
一
号
に
い
う
「
当
事
者
」
に
該
当
す
る
と
し
て
既
判
力
を
及
ぼ
す
こ
と
を
認
め
る
べ
き
か
に
つ
い
て
も
問
題
と
な
り

え
よ
う
。
願
取
者
を
当
事
者
と
す
る
こ
と
の
実
際
上
の
意
味
は
あ
ま
り
問
題
と
な
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
訴
訟
の
開
始
か
ら
終
了
ま

で
訴
訟
主
体
と
し
て
の
当
事
者
権
が
実
際
上
付
与
さ
れ
て
い
た
鰯
取
者
に
不
利
な
既
判
力
が
生
じ
た
か
ら
と
い
っ
て
自
分
は
当
事
者
で

(熊本法学122号’11）５０

麓



（
Ｂ
）
死
者
名
義
訴
訟
の
場
合

い
わ
ゆ
る
死
者
名
義
訴
訟
に
お
い
て
、
訴
訟
開
始
時
点
で
は
、
通
説
た
る
（
実
質
的
）
表
示
説
に
よ
れ
ば
死
者
が
当
事
者
で
あ
り
、

死
者
の
相
続
人
は
当
事
者
で
は
な
い
が
、
実
際
上
の
応
訴
な
い
し
訴
訟
追
行
に
基
づ
く
当
事
者
権
の
保
障
の
ゆ
え
に
行
為
規
範
と
花
離

し
た
評
価
規
範
の
観
点
か
ら
例
外
的
に
民
訴
法
一
一
五
条
一
項
一
号
に
い
う
「
当
事
者
」
に
該
当
す
る
と
し
て
既
判
力
を
及
ぼ
す
こ
と

（
印
）

が
で
き
る
か
が
こ
こ
で
問
題
と
な
り
う
る
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
信
義
則
に
よ
る
既
判
力
の
拡
張
や
黙
示
の
受
継
に
よ
る
当
耶
者
の
当
然
承
継
の
類
推
と
い
っ
た
理
論
柵
成
も

あ
る
が
、
訴
訟
開
始
段
階
に
お
け
る
当
事
者
と
判
決
確
定
段
階
に
お
け
る
当
耶
者
の
当
事
者
権
の
欠
如
に
基
づ
く
例
外
的
な
棚
鰯
を
理

論
的
に
明
確
に
説
明
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
点
を
適
切
か
つ
説
得
的
に
説
明
す
る
た
め
に
、
こ
こ
で
も
「
行
為

規
範
と
評
価
規
範
の
原
則
的
一
致
と
例
外
的
花
離
」
の
理
論
枠
組
み
に
基
づ
き
、
行
為
規
範
の
観
点
か
ら
は
当
事
者
で
な
い
死
者
の
相

続
人
を
実
際
上
の
当
事
者
権
の
保
障
の
ゆ
え
に
例
外
的
に
（
行
為
規
範
と
に
派
離
し
た
）
評
価
規
範
の
観
点
か
ら
民
訴
法
二
五
条
一

は
な
か
つ
た
と
い
う
主
張
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
の
で
、
理
論
的
に
は
こ
れ
を
認
め
る
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

最
後
に
、
行
為
規
範
の
観
点
か
ら
は
非
当
事
者
で
あ
る
願
取
者
を
当
事
者
権
の
保
障
の
ゆ
え
に
例
外
的
に
行
為
規
範
と
介
離
し
た
評

価
規
範
の
観
点
か
ら
民
訴
法
一
一
五
条
一
項
一
号
に
い
う
「
当
事
者
」
に
該
当
す
る
と
し
て
既
判
力
を
及
ぼ
す
と
と
も
に
、
行
為
規
範

の
観
点
か
ら
当
事
者
で
あ
る
被
顔
取
者
を
当
事
者
権
の
保
障
を
欠
く
が
ゆ
え
に
同
条
項
に
い
う
「
当
事
者
」
に
該
当
し
な
い
と
し
て
既

判
力
を
及
ぼ
さ
な
い
こ
と
を
正
当
化
す
る
た
め
の
当
事
者
権
の
保
障
の
中
身
が
問
題
と
な
り
、
過
去
の
裁
判
例
を
も
と
に
具
体
化
す
る

こ
と
が
今
後
の
課
題
と
な
ろ
う
が
、
現
時
点
で
の
見
通
し
を
述
べ
る
と
、
評
価
規
範
の
観
点
か
ら
前
訴
の
訴
訟
手
続
を
振
り
返
っ
て
実

際
に
「
当
事
者
に
訴
訟
主
体
と
し
て
保
障
さ
れ
る
べ
き
手
続
関
与
の
機
会
が
与
え
ら
れ
て
い
た
か
ど
う
か
」
が
基
準
と
な
り
う
る
の
で

際
に
「
当
事
者
に
訴
訟

は
な
い
か
と
考
え
る
。
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な
お
、
判
決
確
定
後
の
取
扱
い
の
問
題
で
は
な
い
が
ゆ
え
に
民
訴
法
二
五
条
の
問
題
で
は
な
い
が
、
死
者
名
義
訴
訟
で
あ
る
こ
と

が
訴
訟
係
属
中
に
判
明
し
た
場
合
に
相
続
人
を
例
外
的
に
実
質
的
当
事
者
と
し
て
表
示
の
訂
正
を
認
め
る
た
め
の
当
事
者
権
の
観
点
か

ら
の
要
件
化
も
問
題
と
な
り
う
る
。
こ
こ
で
は
表
示
の
訂
正
と
任
意
的
当
事
者
変
更
の
区
別
の
要
件
と
し
て
の
当
事
者
の
同
一
性
が
問

題
と
な
る
が
、
こ
こ
で
も
、
（
行
為
規
範
の
観
点
と
例
外
的
に
飛
離
し
た
）
評
価
規
範
の
観
点
か
ら
そ
れ
ま
で
の
手
続
を
振
り
返
っ
て

自
ら
ま
た
は
訴
訟
代
理
人
を
通
し
て
応
訴
し
て
「
当
事
者
に
訴
訟
主
体
と
し
て
保
障
さ
れ
る
べ
き
手
続
関
与
の
機
会
が
与
え
ら
れ
て
い

た
か
」
を
基
準
と
し
て
、
形
式
的
に
は
別
人
格
で
あ
る
が
ゆ
え
に
当
事
者
の
同
一
性
を
欠
く
死
者
と
相
続
人
の
関
係
に
つ
い
て
上
記
基

準
を
満
た
し
た
場
合
に
は
両
者
の
実
質
的
同
一
性
を
当
事
者
権
の
観
点
か
ら
基
礎
づ
け
て
表
示
の
訂
正
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う

（
Ｃ
）
法
人
格
否
認
の
法
理
の
手
続
法
上
の
適
用
の
場
合

こ
の
問
題
は
、
①
訴
訟
法
律
関
係
へ
の
法
人
格
否
認
の
法
理
の
適
用
を
肯
定
す
る
べ
き
か
、
仮
に
肯
定
す
る
と
し
て
、
②
適
用
の
効

果
を
既
判
力
拡
張
の
み
に
限
る
か
、
そ
れ
と
も
執
行
力
拡
張
を
認
め
る
の
か
、
③
要
件
に
つ
い
て
判
決
効
拡
張
を
法
人
格
の
形
骸
化
事

か
。 項

一
号
に
い
う
当
事
者
に
該
当
す
る
と
し
て
既
判
力
を
及
ぼ
す
理
論
構
成
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
。

そ
の
場
合
に
、
死
者
名
義
訴
訟
に
お
い
て
行
為
規
範
の
観
点
か
ら
は
当
事
者
で
な
い
死
者
の
相
続
人
を
例
外
的
に
そ
れ
と
花
離
し
た

評
価
規
範
の
観
点
か
ら
民
訴
法
二
五
条
一
項
一
号
に
い
う
「
当
事
者
」
に
該
当
す
る
と
し
て
既
判
力
を
及
ぼ
す
こ
と
を
正
当
化
す
る

た
め
の
当
事
者
権
の
保
障
の
中
身
に
つ
い
て
過
去
の
裁
判
例
を
検
討
の
う
え
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
今
後
の
課
題
と
な
ろ
う
。
現
時
点

で
の
見
通
し
を
述
べ
れ
ば
、
評
価
規
範
の
観
点
か
ら
前
訴
の
訴
訟
手
続
を
振
り
返
っ
て
自
ら
ま
た
は
訴
訟
代
理
人
を
通
し
て
応
訴
し
実

際
に
「
当
事
者
に
訴
訟
主
体
と
し
て
保
障
さ
れ
る
べ
き
手
続
関
与
の
機
会
が
与
え
ら
れ
て
い
た
か
」
を
基
準
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る

で
あ
ろ
う
。

(熊本法学】22号’１１）５２
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こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
法
人
格
否
認
の
法
理
の
手
続
法
上
の
適
用
を
肯
定
し
て
背
後
者
に
対
し
て
既
判
力
を
及
ぼ
す
た
め
の
理
論
構

成
と
し
て
、
単
一
体
説
、
所
持
人
説
、
依
存
関
係
説
、
実
質
的
当
事
者
説
、
多
元
説
な
ど
が
あ
る
。
そ
う
し
た
な
か
、
従
来
背
後
者
た

る
第
三
者
に
対
す
る
明
文
な
き
既
判
力
拡
張
の
可
否
の
問
題
と
い
う
位
置
づ
け
が
一
般
的
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
背
後
者
を
前
訴
判
決
確
定
後
の
後
訴
で
民
訴
法
一
一
五
条
一
項
一
号
に
い
う
当
事
者
な
い
し
そ
れ
に
準
じ
る
者
と
し
て
既
判
力
を

及
ぼ
す
方
向
で
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
点
に
つ
い
て
、
「
河
野
・
民
訴
法
」
が
、
当
事
者
概
念
の
形
式
性
の
悪
用

｛
麺
）

の
事
例
と
位
置
付
け
、
既
判
力
の
第
三
者
へ
の
拡
張
の
前
（
当
事
者
の
後
）
に
記
載
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
上
記
の
諸
見
解
の

な
か
で
一
一
五
条
一
項
一
号
に
よ
る
処
理
を
図
る
見
解
と
し
て
、
単
一
体
説
、
実
質
的
当
事
者
説
が
あ
る
。
単
一
体
説
は
会
社
と
そ
の

背
後
者
を
訴
訟
過
程
で
融
合
し
た
単
一
体
と
し
て
の
評
価
を
受
け
て
当
事
者
と
し
、
否
認
会
社
に
対
す
る
判
決
は
背
後
者
に
対
す
る
も

（
“
）

の
で
も
あ
る
と
解
す
る
説
で
あ
る
。
実
質
的
当
事
者
説
は
、
形
骸
事
例
に
つ
き
形
式
的
当
事
者
と
手
続
上
の
地
位
に
お
い
て
同
視
で
き

（
弱
）

る
実
質
的
当
事
者
と
し
、
一
一
五
条
一
項
一
号
に
い
う
当
事
者
に
準
じ
る
者
と
解
す
る
Ｑ
伊
藤
説
も
ま
た
、
形
骸
化
の
事
例
で
は
形
式

的
に
別
人
格
と
さ
れ
る
第
三
者
を
当
事
者
と
同
様
に
扱
っ
て
（
実
質
的
当
事
者
と
し
て
）
既
判
力
を
拡
張
す
べ
き
で
あ
る
と
し
、
濫
用

（
錨
）

事
例
で
は
信
義
則
を
根
拠
に
濫
用
法
人
格
者
に
よ
る
個
別
的
主
張
を
排
斥
す
べ
き
方
向
で
の
処
理
が
妥
当
で
あ
る
と
す
る
。
な
お
、
高

橋
宏
志
教
授
に
よ
り
こ
の
問
題
と
関
連
し
て
今
後
の
課
題
と
し
て
提
唱
さ
れ
た
「
当
事
者
と
表
示
さ
れ
て
い
な
く
と
も
手
続
過
程
を
実

例
に
限
定
す
る
か
、
濫
用
事
例
に
も
認
め
る
か
、
④
肯
定
す
る
た
め
の
理
論
柵
成
と
し
て
、
い
か
な
る
理
論
構
成
に
よ
る
べ
き
か
な
ど

（
雌
）

が
あ
る
。
本
稿
で
の
問
題
関
心
は
④
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
法
人
格
否
認
の
法
理
の
手
続
法
上
の
適
用
を
肯
定
し
て
背
後
者
（
背
後
法

人
を
含
む
）
に
対
し
て
既
判
力
を
及
ぼ
す
た
め
の
理
論
構
成
を
氏
名
冒
用
訴
訟
や
死
者
名
義
訴
訟
と
同
様
に
民
訴
法
二
五
条
一
項
一

号
の
適
用
な
い
し
準
用
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
と
い
う
観
点
か
ら
そ
れ
を
導
く
た
め
の
理
論
構
成
が
本
稿
で
の
問

題
関
心
で
あ
る
。
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｛
”
一

質
的
に
支
配
し
て
い
た
者
に
は
判
決
効
が
及
ぶ
と
い
う
理
論
」
も
注
Ｈ
口
に
値
す
る
。

思
う
に
、
否
認
法
人
と
背
後
者
は
行
為
規
範
の
観
点
か
ら
は
別
人
格
で
も
、
行
為
規
範
と
例
外
的
に
派
離
し
た
評
価
規
範
の
観
点
か

ら
は
否
認
法
人
と
背
後
者
の
実
質
的
同
一
性
の
ゆ
え
に
当
該
事
案
に
限
り
前
訴
に
お
い
て
形
式
的
当
事
者
た
る
否
認
法
人
の
み
な
ら
ず

実
質
的
当
事
者
た
る
背
後
者
に
も
当
事
者
権
が
実
際
上
保
障
さ
れ
た
と
評
価
で
き
る
場
合
に
は
、
形
骸
事
例
か
濫
用
事
例
か
を
問
わ
ず

一
一
五
条
一
項
一
号
に
い
う
当
事
者
ま
た
は
当
事
者
に
準
じ
る
者
で
あ
る
と
し
て
後
訴
に
お
い
て
背
後
者
に
も
既
判
力
を
及
ぶ
と
解
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
高
橋
説
の
い
う
「
手
続
過
程
の
実
質
的
支
配
」
よ
り
も
「
当
事
者
の
実
質
的
同
一
性
に
雌
づ
く
（
手

統
過
程
を
振
り
返
っ
て
の
）
当
事
者
権
の
実
質
的
保
障
」
と
い
う
形
で
の
新
た
な
実
質
的
当
事
者
説
の
理
論
構
成
の
方
が
よ
り
明
確
で

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
法
人
格
否
認
の
法
理
の
適
用
が
判
決
確
定
後
に
判
明
し
た
場
合
の
既
判
力
に
つ
い
て
上
記
の
よ
う
に
解
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
す
る
と
、
訴
訟
係
属
中
に
同
法
理
の
適
川
が
判
明
し
た
場
合
の
処
理
と
し
て
の
表
示
上
の
否
認
法
人
か
ら
背
後
者
へ

の
表
示
の
訂
正
も
パ
ラ
レ
ル
に
解
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
し
、
ま
た
、
背
後
者
に
対
し
て
承
継
執
行
文
の
付
与
に
基
づ
く
強
制
執
行

｛
謝
一

の
申
立
て
に
対
す
る
背
後
者
（
法
人
）
の
第
一
二
者
異
議
の
訴
え
に
お
け
る
法
人
格
否
認
の
抗
弁
の
問
題
に
つ
い
て
背
後
者
は
否
認
法
人

と
の
実
質
的
同
一
性
に
基
づ
く
実
質
的
当
事
者
で
あ
る
が
ゆ
え
に
第
三
者
異
議
の
訴
え
に
お
け
る
「
第
三
者
」
に
は
該
当
し
な
い
と
し

て
棄
却
す
る
こ
と
が
理
論
的
に
可
能
と
な
る
点
で
も
メ
リ
ッ
ト
を
有
す
る
と
い
え
よ
う
。

今
後
の
課
題
と
し
て
、
法
人
格
否
認
の
法
理
の
手
統
法
上
の
適
川
の
当
否
と
関
連
し
て
前
訴
の
「
背
後
者
」
に
対
し
て
民
訴
法
二

五
条
一
項
一
吟
に
韮
づ
き
後
訴
に
お
い
て
既
判
力
を
及
ぼ
す
こ
と
を
正
当
化
す
る
た
め
の
形
式
的
当
邪
者
と
背
後
者
と
の
実
賀
的
同
一

性
お
よ
び
そ
れ
ゆ
え
に
評
価
規
範
の
観
点
か
ら
手
続
過
程
に
お
い
て
当
事
者
権
の
保
障
が
あ
っ
た
と
す
る
た
め
の
要
件
に
つ
い
て
過
去

の
裁
判
例
を
検
討
し
て
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
ま
た
、
民
事
執
行
法
上
の
問
題
で
あ
る
が
、
同
じ
く
執
行
力
拡
張
の
問
題
お

よ
び
第
三
者
異
議
の
訴
え
に
お
け
る
法
人
格
否
認
の
抗
弁
の
当
否
と
関
連
し
て
第
三
者
異
議
の
訴
え
に
い
う
「
第
三
者
」
概
念
に
つ
い
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従
来
当
事
者
権
は
主
に
既
判
力
論
を
中
心
と
し
た
判
決
効
論
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
既
判
力
（
判
決
効
）
の
相
対
性
の
原
則
を
中
心

と
し
た
根
拠
論
に
お
い
て
問
題
に
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
点
で
従
来
の
研
究
で
は
ほ
と
ん
ど
論
じ
て
こ
ら
れ
な
か
っ
た
当
事
者
適
格
・
多

数
当
事
者
訴
訟
論
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
当
事
者
権
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

確
か
に
、
当
事
者
適
格
論
も
多
数
当
事
者
訴
訟
論
も
、
一
般
的
に
は
管
理
処
分
権
な
ど
の
実
体
法
的
基
礎
の
う
え
に
理
論
化
さ
れ
て

お
り
、
ま
た
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
民
事
訴
訟
法
に
お
い
て
要
件
・
効
果
が
詳
細
に
規
律
さ
れ
て
お
り
、
純
訴
訟
法
上
の
概
念
た
る
当

事
者
権
を
問
題
に
す
る
余
地
は
少
な
く
、
あ
っ
て
も
例
外
に
と
ど
ま
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
当
事
者
権
は
主
と
し
て
当
事
者
適
格
と

関
わ
る
正
当
な
当
事
者
レ
ベ
ル
で
機
能
す
る
も
の
で
は
な
く
、
誰
が
当
事
者
で
あ
る
と
い
う
当
事
者
レ
ベ
ル
で
機
能
す
る
と
一
応
い
う

こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
前
提
の
う
え
で
、
判
例
・
学
説
上
当
事
者
適
格
が
な
い
補
助
参
加
人
ま
た
は
当
事
者
適
格
の
有
無
に

つ
き
争
い
が
あ
る
実
質
的
紛
争
主
体
な
い
し
重
大
な
利
害
関
係
人
に
つ
い
て
訴
訟
主
体
た
る
当
事
者
と
同
視
す
べ
き
手
続
保
障
（
当
事

者
権
）
を
認
め
る
必
要
が
あ
る
場
合
が
あ
り
う
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
角
度
か
ら
例
外
に
せ
よ
問
題
に
す
る
余
地
は
あ
ろ
う
。
そ
の

際
、
（
１
）
の
当
事
者
確
定
・
既
判
力
の
主
観
的
範
囲
論
に
お
い
て
は
例
外
的
に
行
為
規
範
と
花
離
し
た
評
価
規
範
の
観
点
か
ら
問
題

に
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
に
対
し
て
、
こ
こ
で
は
主
と
し
て
行
為
規
範
の
観
点
か
ら
例
外
的
に
形
式
的
当
事
者
以
外
の
者
に
形
式
的
当

事
者
と
同
視
す
べ
き
当
事
者
椎
の
保
障
が
な
さ
れ
る
べ
き
場
合
が
あ
り
う
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
意
識
の
も
と
に
取
り
上
げ
る

て
表
示
上
の
法
人
と
背
後
者
と
の
実
質
的
同
一
性
に
基
づ
く
否
認
法
人
を
被
告
と
す
る
訴
訟
全
体
を
振
り
返
っ
て
の
実
質
的
な
当
事
者

権
の
保
障
と
い
う
観
点
か
ら
の
検
討
も
今
後
の
課
題
と
い
え
よ
う
。

こ
と
に
な
ろ
う
。

（
２
）
当
事
者
適
格
・
多
数
当
事
者
訴
訟
論
と
の
関
わ
り
に
お
け
る
当
事
者
権
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以
上
の
こ
と
を
別
の
角
度
か
ら
述
べ
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。
民
訴
法
の
法
文
上
独
立
当
事
者
参
加
や
共
同
訴
訟
参
加
の
当
事
者
参

加
と
補
助
参
加
は
明
確
に
区
別
さ
れ
、
判
決
効
が
拡
張
さ
れ
る
（
当
事
者
適
格
を
有
し
な
い
）
第
三
者
の
補
助
参
加
を
共
同
訴
訟
的
補

助
参
加
と
し
て
判
例
・
通
説
は
民
事
訴
訟
法
で
は
解
釈
上
（
も
っ
と
も
、
人
事
訴
訟
法
一
五
条
三
項
に
は
明
文
の
規
定
が
あ
る
）
認
め

る
が
、
当
事
者
参
加
と
共
同
訴
訟
的
補
助
参
加
の
違
い
た
る
当
事
者
適
格
を
有
す
る
当
事
者
に
認
め
ら
れ
る
当
事
者
権
と
し
て
の
手
続

保
障
と
判
決
効
を
受
け
る
（
共
同
訴
訟
的
）
補
助
参
加
人
の
手
続
保
障
と
で
常
に
違
い
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
解
す
る
の
が
判
例
・

通
説
の
考
え
方
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
に
異
を
唱
え
て
当
事
者
権
の
観
点
か
ら
両
者
の
手
続
保
障
に
つ
い
て
同
視
す
べ
き

場
合
が
あ
り
う
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
観
点
か
ら
当
事
者
権
と
の
関
係
を
問
題
に
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
、
共
同
訴
訟
的
補

助
参
加
で
な
い
通
常
の
補
助
参
加
の
な
か
に
も
例
外
的
に
被
参
加
人
へ
の
従
属
性
を
有
す
る
こ
と
な
く
当
事
者
と
同
視
で
き
る
当
事
者

権
を
保
障
す
べ
き
場
合
も
あ
り
え
よ
う
。

前
者
の
観
点
か
ら
の
具
体
的
な
問
題
と
し
て
、
（
Ａ
）
（
会
社
や
宗
教
団
体
な
ど
）
法
人
等
の
内
部
紛
争
に
お
け
る
被
告
適
格
に
関
す

る
実
質
的
紛
争
主
体
に
対
す
る
手
続
保
障
と
し
て
の
当
事
者
権
、
お
よ
び
（
Ｂ
）
検
察
官
を
被
告
と
す
る
人
事
訴
訟
に
お
け
る
重
大
な

利
害
関
係
人
に
対
す
る
手
続
保
障
と
し
て
の
当
事
者
権
の
問
題
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
後
者
の
問
題
と
し
て
、
（
Ｃ
）
所

在
不
明
の
夫
が
訴
え
ら
れ
た
進
行
中
の
金
銭
請
求
訴
訟
に
妻
が
夫
側
に
補
助
参
加
し
た
場
合
の
妻
の
手
続
保
障
と
し
て
の
当
事
者
権
の

問
題
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
こ
で
は
、
上
記
の
よ
う
な
例
外
的
に
補
助
参
加
人
で
あ
っ
て
も
当
事
者
権
の
観
点
か
ら
当
事
者
と
同
視
さ
れ
る
べ
き
グ
レ
ー
ゾ
ー

ン
的
な
事
例
を
取
り
上
げ
て
こ
れ
を
当
事
者
権
の
及
ぶ
主
体
的
範
囲
の
問
題
と
し
て
問
題
の
所
在
を
明
ら
か
に
す
る
。

（
Ａ
）
法
人
等
の
内
部
紛
争
に
お
け
る
被
告
適
格
に
関
す
る
実
質
的
紛
争
主
体
に
対
す
る
手
続
保
障

こ
の
代
表
例
と
し
て
、
取
締
役
選
任
決
議
に
関
す
る
株
主
総
会
決
議
取
消
訴
訟
に
お
け
る
被
選
任
取
締
役
に
対
す
る
手
続
保
障
と
し
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て
の
当
事
者
権
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
判
例
・
学
説
上
に
お
い
て
、
そ
し
て
、
現
在
に
お
い
て
も

会
社
法
八
三
四
条
の
規
律
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
民
事
訴
訟
法
上
、
法
人
被
告
説
（
判
例
・
通
説
）
と
共
同
被
告
説
（
有
力
説
）
の
対
立

（
”
）

が
あ
る
。
そ
し
て
、
判
例
・
通
説
で
あ
る
法
人
被
告
説
に
よ
れ
ば
、
実
質
的
紛
争
主
体
は
共
同
訴
訟
的
補
助
参
加
で
あ
り
、
共
同
被
生
口

説
に
よ
れ
ば
（
固
有
必
要
的
共
同
訴
訟
か
類
似
必
要
的
共
同
訴
訟
か
が
別
途
問
題
と
な
り
う
る
に
せ
よ
）
被
告
適
格
を
有
す
る
当
事
者

で
（
特
に
類
似
必
要
的
共
同
訴
訟
と
解
す
る
場
合
に
）
訴
訟
係
属
中
の
参
加
は
共
同
訴
訟
参
加
と
な
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。

本
稿
で
は
両
説
の
う
ち
い
ず
れ
が
妥
当
か
を
考
察
の
対
象
と
す
る
の
で
は
な
く
、
両
説
で
は
被
選
任
取
締
役
の
手
続
保
障
上
の
地
位

に
お
い
て
異
な
る
こ
と
が
前
提
視
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
妥
当
か
を
当
事
者
権
の
観
点
か
ら
考
察
の
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
た
い
。

詳
論
す
る
と
、
法
人
被
告
説
と
共
同
被
告
説
の
対
立
に
つ
い
て
、
実
質
的
紛
争
主
体
に
対
す
る
手
続
保
障
な
い
し
当
事
者
権
と
い
う
観

点
か
ら
み
る
と
、
共
同
被
告
説
に
よ
れ
ば
実
質
的
紛
争
主
体
に
つ
い
て
当
事
者
適
格
を
有
す
る
当
事
者
と
し
て
完
全
な
当
事
者
権
が
認

め
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
判
例
・
通
説
た
る
法
人
被
告
説
に
よ
れ
ば
実
質
的
紛
争
主
体
に
対
す
る
手
続
保
障
と
し
て
判
決
効
が
拡
張
さ

れ
る
が
ゆ
え
に
従
属
性
が
緩
和
さ
れ
る
と
は
い
え
当
事
者
適
格
を
欠
く
の
で
形
式
的
当
事
者
に
認
め
ら
れ
る
完
全
な
当
事
者
権
は
与
え

ら
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
前
提
と
し
て
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
う
え
で
、
上
記
例
に
お
け
る
被
選
任
取
締
役
の
よ
う
な
実
質

的
紛
争
主
体
に
共
同
訴
訟
的
補
助
参
加
人
と
し
て
の
手
続
保
障
で
十
分
か
、
そ
れ
と
も
、
共
同
被
告
適
格
者
と
し
て
訴
訟
主
体
に
ふ
さ

わ
し
い
手
続
保
障
（
当
事
者
権
）
が
保
障
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
点
を
も
考
慮
の
う
え
両
説
の
う
ち
い
ず
れ
が
妥
当
で
あ
る
か
が
論
じ

｛
㈹
）

ら
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
問
題
を
実
質
的
紛
争
主
体
に
対
す
る
当
事
者
権
の
観
点
か
ら
問
題
に
す
る
と

き
に
、
共
同
被
告
説
で
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
仮
に
法
人
被
告
説
に
立
っ
て
も
、
上
記
例
に
お
け
る
被
選
任
取
締
役
の
よ
う
な
実
質
的

（
剛
）

紛
争
主
体
に
対
し
て
（
共
同
被
告
説
と
同
じ
）
当
事
者
た
る
法
人
と
同
視
す
べ
き
当
事
者
権
が
保
障
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
「
法

人
被
告
説
の
実
質
的
な
共
同
被
告
説
化
」
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
既
に
、
共
同
訴
訟
的
補
助

5７（熊本法学122号'１１）
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（
Ｂ
）
検
察
官
を
被
告
と
す
る
人
事
訴
訟
に
お
け
る
重
大
な
利
害
関
係
人
に
対
す
る
手
続
保
障

そ
の
代
表
例
と
し
て
検
察
官
を
被
告
と
す
る
死
後
認
知
訴
訟
に
よ
り
相
続
権
を
侵
害
さ
れ
る
死
者
の
相
続
人
（
相
続
関
係
に
つ
い
て

利
害
関
係
を
通
す
る
第
三
者
）
に
対
す
る
手
続
保
障
と
し
て
の
当
事
者
権
に
つ
い
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
事
訴
訟
法
に
よ
れ
ば
、

検
察
官
が
自
己
の
名
に
お
い
て
訴
え
ら
れ
た
形
式
的
当
事
肴
と
し
て
被
告
適
格
を
有
す
る
一
方
で
、
重
大
な
利
害
関
係
人
た
る
死
者
の

参
加
の
効
果
論
と
し
て
、
判
決
効
拡
張
を
受
け
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
当
事
者
適
格
が
否
定
さ
れ
る
場
合
に
は
、
二
つ
の
場
合
が
あ
っ
て

区
別
す
べ
き
で
あ
り
、
「
そ
の
第
三
者
の
実
体
的
利
益
か
ら
す
れ
ば
当
事
者
適
格
を
付
与
す
る
に
も
値
す
る
が
、
そ
う
し
た
第
三
者
を

あ
ら
か
じ
め
網
羅
的
に
拾
い
出
す
こ
と
が
困
難
な
ど
の
理
由
で
（
そ
の
者
を
当
事
者
と
し
た
の
で
は
判
決
効
の
拡
張
が
認
め
ら
れ
な
い

と
い
う
政
策
的
理
由
も
あ
り
う
る
）
明
確
性
の
見
地
か
ら
法
律
上
な
い
し
判
例
上
適
格
が
否
定
さ
れ
て
い
る
場
合
」
に
は
「
極
力
当
事

（
礎
）

者
に
地
じ
た
扱
い
を
す
べ
き
」
と
す
る
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。

思
う
に
、
会
社
法
が
株
主
総
会
決
議
収
消
訴
訟
の
被
告
適
格
に
つ
い
て
法
人
被
告
説
に
立
っ
て
規
律
し
た
理
山
が
株
主
総
会
決
議
の

多
様
性
の
ゆ
え
に
株
主
総
会
決
議
取
消
訴
訟
に
つ
い
て
選
任
決
議
に
お
け
る
被
選
任
取
締
役
の
よ
う
な
実
質
的
紛
争
主
体
を
被
告
適
格

者
と
し
て
拾
い
出
し
て
規
律
す
る
こ
と
が
立
法
技
術
上
困
難
で
あ
る
こ
と
や
会
社
の
み
を
被
告
と
し
て
訴
え
れ
ば
足
り
る
と
い
う
原
告

の
便
宜
等
の
訴
訟
政
策
的
な
理
由
を
考
慮
し
て
会
社
の
み
に
被
告
適
格
が
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
か
か
る
立
法
を
根
拠
に

実
質
的
紛
争
主
体
の
手
続
保
障
に
つ
い
て
共
同
訴
訟
的
補
助
参
加
の
補
助
参
加
人
で
あ
り
（
被
告
適
格
を
有
す
る
）
当
事
者
で
は
な
い

が
ゆ
え
に
訴
訟
主
体
と
し
て
の
当
事
者
権
は
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
の
は
形
式
論
理
に
す
ぎ
ず
妥
当
で
は
な
か
ろ
う
。
む
し
ろ
、
上
記

例
に
お
け
る
被
選
任
取
締
役
の
よ
う
な
実
質
的
紛
争
主
体
は
、
当
事
者
権
の
主
体
的
範
囲
の
問
題
と
し
て
、
行
為
規
範
（
と
評
価
規
範

の
原
則
的
一
致
）
の
観
点
か
ら
形
式
的
当
事
者
と
同
等
の
当
事
者
権
を
保
障
す
べ
き
実
質
的
当
事
者
で
あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
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〈
“
）

相
続
人
に
つ
い
て
は
、
訴
訟
係
属
の
通
知
を
受
け
、
共
同
訴
訟
的
補
助
参
加
と
し
て
の
地
位
が
認
め
ら
れ
る
。
現
行
人
訴
法
一
五
条
は
、

高
田
裕
成
教
授
に
よ
れ
ば
、
前
記
代
表
例
を
念
頭
に
お
い
て
、
「
訴
え
提
起
の
段
階
で
の
原
告
の
負
担
、
被
告
を
捕
捉
す
る
負
担
を
緩

和
軽
減
す
る
た
め
に
、
さ
し
あ
た
り
検
察
官
を
被
告
と
し
て
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
を
許
し
、
そ
の
上
で
、
実
質
的
当
事
者
と
す
べ
き

者
が
あ
れ
ば
、
必
要
に
応
じ
て
訴
訟
参
加
制
度
に
よ
っ
て
捕
捉
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
適
正
な
審
理
、
充
実
し
た
審
理
を
可
能
に
す
る

〈
例
）

と
い
う
構
想
か
ら
こ
の
条
文
が
で
き
た
も
の
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
も
、
旧
法
下
に
お
い
て
、
共
同
訴
訟
的
補
助
参
加
の
効
果
論
と
し
て
、
取
締
役
選
任
の
株
主
総
会
決
議
取
消
訴
訟
の

被
選
任
取
締
役
と
同
様
に
「
そ
の
第
三
者
の
実
体
的
利
益
か
ら
す
れ
ば
当
事
者
適
格
を
付
与
す
る
に
も
値
す
る
が
、
そ
う
し
た
第
三
者

を
あ
ら
か
じ
め
網
羅
的
に
拾
い
出
す
こ
と
が
困
難
な
ど
の
理
由
で
…
明
確
性
の
見
地
か
ら
法
律
上
な
い
し
判
例
上
適
格
が
否
定
さ
れ
て

（
噸
）

い
る
場
△
口
」
に
該
当
す
る
と
し
て
「
極
力
当
事
者
に
準
じ
た
扱
い
を
認
め
る
べ
き
」
と
す
る
注
目
す
べ
き
見
解
が
あ
る
。
こ
こ
で
も
、

上
記
代
表
例
に
お
け
る
相
続
権
の
侵
害
を
主
張
す
る
死
者
の
相
続
人
に
つ
き
行
為
規
範
（
と
評
価
規
範
の
原
則
的
一
致
）
の
観
点
か
ら

当
事
者
権
保
障
に
つ
い
て
形
式
的
当
事
者
と
同
視
で
き
る
実
質
的
当
事
者
と
し
て
位
置
づ
け
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
検
察
官

に
被
告
適
格
を
認
め
共
同
訴
訟
的
補
助
参
加
と
し
て
の
地
位
を
人
訴
法
が
規
律
し
た
趣
旨
が
人
事
訴
訟
の
公
益
性
の
要
請
に
基
づ
く
も

の
で
あ
れ
ば
、
か
か
る
趣
旨
か
ら
な
お
参
加
人
た
る
相
続
人
の
従
属
性
を
認
め
る
余
地
が
あ
ろ
う
が
、
前
述
の
よ
う
に
原
告
の
負
担
軽

減
（
相
続
人
な
ど
実
質
的
利
害
関
係
人
を
全
部
見
つ
け
出
し
て
被
告
と
し
て
捕
捉
す
る
原
告
の
負
担
の
軽
減
）
の
要
請
に
基
づ
く
も
の

で
あ
れ
ば
、
検
察
官
は
実
質
的
紛
争
主
体
た
る
死
者
の
相
続
人
に
訴
訟
の
係
属
の
通
知
を
す
れ
ば
目
的
を
達
し
、
死
者
の
相
続
人
に
実

質
的
当
事
者
と
し
て
当
事
者
権
を
認
め
る
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
い
か
に
理
論
的
に
基
礎
づ
け
る
か
が
問

題
と
な
ろ
う
。

（
Ｃ
）
所
在
不
明
の
夫
が
訴
え
ら
れ
た
進
行
中
の
金
銭
請
求
訴
訟
に
妻
が
夫
側
に
補
助
参
加
し
た
補
助
参
加
の
場
合
の
妻
の
手
続
保
障

5９（熊本法学122号’1１
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こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
妻
に
補
助
参
加
人
と
し
て
い
か
な
る
手
続
保
障
が
あ
る
か
を
論
じ
る
前
に
、
そ
も
そ
も
妻
に
補
助
参
加
人

（
卿
｝

の
地
位
が
認
め
ら
れ
る
か
自
体
が
補
助
参
加
の
利
益
と
の
関
係
で
前
提
問
題
と
な
り
う
る
。
と
い
う
の
も
、
伝
統
的
通
説
に
よ
れ
ば
、

単
な
る
経
済
的
利
益
に
す
ぎ
ず
法
律
上
の
利
害
関
係
を
有
し
な
い
の
で
補
助
参
加
の
利
益
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

一
師
）

し
か
し
な
が
ら
、
下
級
群
裁
判
例
（
名
古
屋
高
決
昭
和
四
一
一
一
・
九
・
一
二
○
）
は
、
夫
婦
協
力
義
務
に
基
づ
き
法
律
上
の
利
害
関
係
を
有

（
棚
）

す
る
と
解
し
て
お
り
、
有
力
説
も
新
た
な
類
型
（
転
用
型
）
と
し
て
補
助
参
加
の
利
益
を
認
め
て
い
る
。

次
に
、
補
助
参
加
の
利
益
が
あ
る
と
し
て
補
助
参
加
を
認
め
た
場
合
に
、
通
常
の
補
助
参
加
人
で
あ
る
（
判
決
効
が
拡
張
さ
れ
な
い

の
で
共
同
訴
訟
的
補
助
参
加
の
補
助
参
加
人
で
は
な
い
）
に
も
か
か
わ
ら
ず
訴
訟
担
当
機
能
を
有
す
る
と
し
て
行
為
規
範
の
観
点
か
ら

当
事
者
と
実
質
的
に
同
視
し
う
る
当
事
者
権
を
保
障
し
て
も
よ
い
か
が
問
題
と
な
ろ
う
。
有
力
説
に
よ
れ
ば
、
（
転
用
型
の
事
例
と
し

（
的
）

て
）
例
外
的
に
補
助
参
加
の
利
益
を
肯
定
さ
れ
る
と
と
も
に
、
一
種
の
訴
訟
担
当
的
機
能
が
認
め
ら
れ
る
と
解
さ
れ
る
。
私
見
も
、
通

常
の
補
助
参
加
人
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
行
為
規
範
（
と
評
価
規
範
の
原
則
的
一
致
）
の
観
点
か
ら
、
被
参
加
人
が
行
方
不
明
で
あ

る
以
上
、
被
参
加
人
に
対
す
る
参
加
人
の
従
属
性
は
事
実
上
考
え
ら
れ
ず
、
実
衝
的
当
事
者
と
し
て
主
体
的
地
位
つ
ま
り
当
事
者
椎
を

保
障
し
て
も
よ
い
事
例
で
あ
る
と
解
す
る
。
と
同
時
に
、
妻
に
か
か
る
地
位
・
権
能
を
認
め
な
が
ら
そ
の
訴
訟
（
前
訴
）
で
敗
訴
し
確

定
し
た
場
合
に
、
前
訴
で
自
分
（
妻
）
は
当
事
者
で
は
な
か
っ
た
と
主
張
し
て
前
訴
確
定
判
決
と
抵
触
す
る
後
訴
を
提
起
す
る
こ
と
は

民
訴
法
二
五
条
一
項
一
号
の
趣
旨
に
照
ら
し
も
は
や
許
さ
れ
な
い
と
い
う
形
で
紛
争
の
一
回
的
・
実
効
的
解
決
を
図
る
こ
と
は
で
き

る
し
、
そ
の
よ
う
に
解
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
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当
事
者
権
に
つ
い
て
は
当
事
者
論
の
基
礎
的
概
念
の
一
つ
と
し
て
そ
の
意
義
を
認
め
る
の
が
通
説
的
見
解
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
が

当
事
者
論
に
お
い
て
意
義
を
持
つ
の
は
せ
い
ぜ
い
既
判
力
の
根
拠
論
に
お
い
て
既
判
力
の
（
相
対
性
原
則
の
）
正
当
化
根
拠
と
し
て
手

続
保
障
論
の
一
環
と
し
て
用
い
ら
れ
る
理
念
上
な
意
義
に
す
ぎ
ず
、
解
釈
論
上
有
用
な
道
具
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
ず
、
い
わ
ば
床
の

間
の
飾
り
の
意
義
し
か
持
ち
え
な
か
っ
た
。
思
う
に
、
そ
の
岐
大
の
理
由
は
、
当
耶
者
権
の
主
体
的
範
囲
を
形
式
的
当
事
者
に
事
実
上

限
定
し
、
当
事
者
権
の
中
身
に
つ
い
て
抽
象
的
手
続
保
障
の
レ
ベ
ル
で
捉
え
て
い
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

（
、
）

す
な
わ
ち
、
既
判
力
の
相
対
性
原
則
の
根
拠
を
弁
論
主
義
や
処
分
権
主
義
に
求
め
る
見
解
が
支
配
的
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
形

式
的
当
事
者
概
念
に
い
う
当
事
者
に
制
度
的
（
抽
象
的
）
手
続
保
障
と
し
て
の
当
事
者
権
を
付
与
す
る
場
合
に
妥
当
す
る
も
の
で
あ
る

と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
は
、
例
外
を
設
け
る
こ
と
な
く
原
則
を
貫
徹
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
、
理
論

的
完
結
性
に
優
れ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
が
、
そ
の
反
面
、
当
事
者
権
は
当
事
者
論
の
基
礎
概
念
と
し
て
の
抽
象
的
な
理
念
上
の
意
義

を
認
め
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
少
な
く
と
も
当
事
者
論
に
お
い
て
そ
れ
以
上
の
意
義
、
す
な
わ
ち
解
釈
論
上
の
意
義
を
持
ち
え
な
く
な

る
。
ま
た
、
三
で
検
討
し
た
場
合
に
お
い
て
具
体
的
妥
当
性
を
有
す
る
結
論
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
し
、
そ
れ
を
得
る
た
め
に

は
信
義
則
と
い
う
一
般
条
項
を
持
ち
出
し
て
解
決
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
当
事
者
権
を
当
事
者
論
に
お
け
る
体
系
的
意
義
の
み
な
ら
ず
解
釈
論
上
の
有
用
な
道
具
概
念
と
し
て
生
か
す
た

め
に
い
か
な
る
理
論
枠
組
み
が
有
用
で
あ
る
か
が
こ
こ
で
の
課
題
と
な
る
。

４
当
事
者
論
に
お
け
る
当
事
者
権
の
新
た
な
展
開
可
能
性
と
理
論
枠
組
み

ｌ
結
び
に
代
え
て
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も
っ
と
も
、
当
事
者
権
を
形
式
的
当
事
者
に
限
定
す
る
こ
と
な
く
全
面
的
に
具
体
的
手
続
保
障
レ
ベ
ル
で
捉
え
る
見
解
に
立
て
ば
、

当
事
者
権
は
解
釈
論
的
道
具
概
念
と
し
て
大
い
に
活
性
化
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、
そ
れ
も
民
事
訴
訟
法
理
論
特
に
当
事
者
論
を

必
要
以
上
に
流
動
化
・
動
態
化
さ
せ
法
的
安
定
性
を
害
す
る
懸
念
も
あ
り
、
ま
た
当
事
者
に
予
測
可
能
性
を
失
わ
せ
、
当
事
者
権
や
手

続
保
障
の
マ
ジ
ッ
ク
ワ
ー
ド
化
に
も
つ
な
が
り
か
ね
な
い
点
で
、
妥
当
で
は
な
い
と
考
え
る
。

そ
こ
で
、
私
見
は
、
「
当
事
者
論
に
お
け
る
当
事
者
権
」
の
新
た
な
展
開
可
能
性
に
向
け
て
、
「
行
為
規
範
と
評
価
規
範
の
原
則
的
一

致
と
例
外
的
花
離
」
の
理
論
枠
組
を
用
い
、
当
事
者
権
を
原
則
と
し
て
形
式
的
当
事
者
に
対
す
る
抽
象
的
手
続
保
障
の
レ
ベ
ル
で
捉
え

つ
つ
も
、
三
に
お
け
る
考
察
を
踏
ま
え
て
二
つ
の
面
か
ら
例
外
を
設
け
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
第
一
に
、
当
事
者
確
定
・
既

判
力
の
主
観
的
範
囲
論
に
お
い
て
行
為
規
範
と
例
外
的
に
飛
離
す
る
評
価
規
範
の
観
点
か
ら
従
前
の
訴
訟
手
続
を
振
り
返
っ
て
訴
訟
の

主
体
に
ふ
さ
わ
し
い
手
続
保
障
が
あ
っ
た
と
評
価
で
き
る
か
と
い
う
形
で
当
事
者
権
を
具
体
的
手
続
保
障
の
レ
ベ
ル
で
捉
え
、
そ
の
よ

う
な
形
で
当
事
者
権
を
有
す
る
者
を
実
質
的
当
事
者
概
念
に
い
う
当
事
者
（
実
質
的
当
事
者
）
と
し
て
当
事
者
概
念
の
再
構
築
を
図
る

べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
形
式
的
当
事
者
概
念
と
結
び
つ
い
て
当
事
者
確
定
基
準
に
よ
り
確
定
さ
れ
た
当
事

巻
が
判
決
の
名
宛
人
に
な
り
、
判
決
碓
定
後
既
判
力
の
及
ぶ
主
体
と
し
て
の
ご
五
条
一
項
一
号
に
お
け
る
「
当
邪
者
」
に
な
る
以
上
、

当
事
者
確
定
論
を
も
視
野
に
入
れ
て
、
前
訴
の
手
続
過
程
を
振
り
返
っ
て
働
く
評
価
規
範
の
観
点
か
ら
例
外
的
に
せ
よ
当
事
者
権
を
具

体
的
手
続
保
障
の
レ
ベ
ル
で
捉
え
、
か
つ
既
判
力
の
相
対
性
原
則
に
お
け
る
「
当
事
者
」
概
念
の
規
律
と
結
び
つ
け
る
べ
き
だ
か
ら
で

あ
る
。
そ
の
際
当
事
者
権
の
上
記
二
面
性
を
基
礎
づ
け
る
理
論
枠
組
み
と
し
て
、
「
行
為
規
範
と
評
価
規
範
の
原
則
的
一
致
と
例
外
的

飛
離
」
の
理
論
枠
組
み
は
有
用
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
行
為
規
範
と
評
価
規
範
の
例
外
的
飛
離
の
観

点
か
ら
具
体
的
手
続
保
障
と
し
て
の
当
事
者
権
が
問
題
と
な
る
の
は
、
二
五
条
一
項
一
号
の
問
題
に
か
か
わ
る
、
①
確
定
判
決
の
鰯

取
の
勘
合
、
②
死
者
名
義
訴
訟
の
場
合
、
③
法
人
格
否
認
の
法
理
の
手
続
法
上
の
適
川
に
難
づ
く
背
後
者
に
対
す
る
既
判
力
な
ど
で
あ
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第
二
に
、
当
事
者
権
の
当
事
者
概
念
と
の
積
極
的
な
結
び
つ
き
を
図
る
見
解
が
一
つ
の
有
力
な
流
れ
に
な
る
な
か
で
、
行
為
規
範
の

観
点
か
ら
の
当
事
者
権
の
主
体
的
範
囲
の
問
題
と
し
て
形
式
的
当
事
者
を
超
え
て
形
式
的
当
事
者
と
同
視
す
べ
き
当
事
者
権
を
保
障
す

べ
き
者
を
実
質
的
当
事
者
と
し
て
当
事
者
権
を
保
障
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
よ
う
な
者
に
も
及
ぶ
当
事
者
権
の
主
体
的
範
囲
を
視
野
に

入
れ
て
当
事
者
概
念
を
再
構
成
す
べ
き
で
あ
る
べ
き
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
な
形
で
問
題
と
な
る
場
合
と
し
て
、
①
法
人
等
の
内
部
紛

争
に
お
い
て
被
告
と
し
て
訴
え
ら
れ
た
法
人
に
訴
訟
参
加
し
た
実
質
的
紛
争
主
体
、
②
検
察
官
を
被
告
と
す
る
訴
訟
（
死
後
認
知
訴
訟
）

に
訴
訟
参
加
し
た
利
害
関
係
人
（
死
者
の
相
続
人
）
、
③
所
在
不
明
の
夫
が
訴
え
ら
れ
た
進
行
中
の
金
銭
請
求
訴
訟
に
お
い
て
夫
側
に

補
助
参
加
し
た
妻
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
当
事
者
論
に
お
け
る
当
事
者
権
の
新
た
な
展
開
可
能
性
に
向
け
て
の
理
論
枠
組
み
と
し
て
、
第
一
に
、

行
為
規
範
と
評
価
規
範
の
原
則
的
一
致
と
例
外
的
花
離
、
第
二
に
、
当
事
者
概
念
に
お
け
る
当
事
者
権
の
観
点
か
ら
の
形
式
的
当
事
者

概
念
の
修
正
と
実
質
的
当
事
者
概
念
の
定
立
、
第
三
に
、
当
事
者
権
の
主
体
的
範
囲
に
お
け
る
形
式
的
当
事
者
を
超
え
た
実
質
的
当
事

者
へ
の
範
囲
拡
大
に
よ
る
当
事
者
概
念
と
の
緊
密
な
関
連
づ
け
が
あ
り
、
こ
う
し
た
理
論
枠
組
み
に
よ
り
当
事
者
権
を
解
釈
論
的
道
具

概
念
と
し
て
生
か
す
途
が
は
っ
き
り
と
目
に
見
え
る
形
で
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
本
稿
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な

問
題
提
起
が
当
事
者
論
の
研
究
の
進
化
な
ら
び
に
当
事
者
総
論
の
櫛
築
に
向
け
て
の
議
論
の
呼
び
水
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

ろ
う
と
考
え
る
。

（
１
）
山
木
戸
克
己
「
訴
訟
に
お
け
る
当
事
者
権
１
１
訴
訟
と
非
訟
の
手
続
柵
造
の
差
異
に
関
す
る
一
考
察
１
１
」
「
民
瓢
訴
訟
理
諭
の
基
礎
的
研
究
」

（
有
斐
閣
・
一
九
六
一
年
）
五
九
頁
以
下
（
初
出
恥
民
商
法
雑
誌
三
九
巻
四
Ⅱ
五
Ⅱ
六
号
〔
一
九
五
九
年
〕
）
（
以
下
、
本
文
で
は
「
山
木
戸
・
当

耶
者
権
」
と
略
し
て
引
用
す
る
）
。
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（
４
）
拙
稿
・
前
掲
（
注
３
）
一
頁
以
下
、
拙
稿
「
既
判
力
の
相
対
性
原
則
に
お
け
る
「
当
事
者
」
概
念
の
再
構
成
」
熊
本
ロ
ー
ジ
ャ
ー
ナ
ル
第
二

号
〔
二
○
○
八
年
〕
二
五
頁
以
下
、
拙
稿
「
死
者
名
義
訴
訟
お
よ
び
氏
名
目
用
訴
訟
の
判
決
確
定
後
の
取
扱
い
と
そ
の
理
論
的
基
礎
」
青
山
善

充
先
生
古
稀
祝
賀
記
念
論
文
集
「
民
琳
手
統
法
学
の
新
た
な
地
平
」
（
有
斐
側
・
一
一
○
○
九
年
）
四
三
七
頁
以
下
。

（
５
）
拙
稿
・
前
掲
（
注
３
）
一
頁
以
下
。

（
６
）
行
為
規
範
と
評
価
規
範
の
区
別
に
つ
き
、
新
徽
華
側
「
訴
訟
当
躯
柵
の
確
遮
雑
準
の
郷
柵
成
ｌ
行
為
規
範
と
評
価
規
範
の
区
別
を
手
が
か

り
と
し
て
ｌ
」
同
『
民
事
訴
訟
法
学
の
基
礎
」
〔
有
斐
悶
・
一
九
九
八
年
〕
一
六
三
頁
以
下
（
初
出
右
井
照
久
先
生
過
備
記
念
論
文
架
『
商

事
法
の
諸
問
題
」
〔
有
斐
閣
・
一
九
七
四
年
〕
〕
）
、
同
「
新
民
事
訴
訟
法
〔
第
四
版
〕
」
（
弘
文
堂
・
二
○
○
八
年
、
初
版
「
民
事
訴
訟
法
」
〔
筑
摩

書
房
・
一
九
八
八
年
〕
）
（
以
下
、
本
文
で
は
「
新
堂
・
民
訴
法
」
と
略
す
る
）
。
筆
者
は
、
上
記
新
堂
説
に
つ
い
て
上
田
武
志
「
手
続
規
範
の
動

態
性
に
関
す
る
一
試
論
（
１
）
」
久
留
米
法
学
五
四
号
〔
二
○
○
六
年
〕
五
三
頁
以
下
の
批
判
を
考
察
の
う
え
拙
稿
・
前
掲
（
注
４
）
四
三
頁
以

下
に
お
い
て
「
行
為
規
範
と
評
価
規
範
の
原
則
的
一
致
・
例
外
的
花
離
」
と
捉
え
直
し
た
。
な
お
、
上
田
説
に
つ
き
前
掲
論
文
の
ほ
か
上
田
武

志
「
民
蛎
訴
訟
法
に
お
け
る
「
行
為
規
範
と
評
価
規
範
の
意
義
」
」
民
事
研
修
六
一
三
一
一
号
（
二
○
一
○
年
）
一
一
頁
以
下
。

（
２
）
た
と
え
ば
山
本
克
己
「
当
聯
者
権
ｌ
弁
議
権
を
中
心
に
ｌ
」
鈴
木
正
補
先
生
古
稀
祝
賀
記
念
論
文
集
「
民
耶
訴
訟
法
の
史
的
展
淵
」

（
有
斐
閣
・
二
○
○
三
年
）
六
一
頁
以
下
。

（
３
－
柵
構
「
当
聯
詩
絵
に
お
け
る
当
那
者
概
念
ｌ
「
当
邪
滑
総
満
」
徽
築
へ
の
一
考
簾
１
１
」
民
馴
訴
繊
維
総
瀧
三
号
〔
二
○
○
七
年
〕
・
閲

以
下
、
特
に
一
一
四
頁
。
「
当
事
者
総
論
」
「
当
邪
考
各
論
」
は
華
者
の
造
語
で
あ
り
、
こ
こ
で
「
当
邪
肴
各
論
」
と
は
当
事
者
確
定
論
、
当
事
肴

能
力
論
、
訴
訟
能
力
論
、
訴
訟
代
理
論
、
当
事
者
適
格
讃
、
既
判
力
の
主
観
的
範
囲
論
、
多
数
当
事
者
訴
訟
論
等
を
総
称
し
、
そ
れ
に
対
し
て
、

「
当
事
者
総
論
」
と
は
、
当
事
者
概
念
、
当
事
者
権
、
二
当
事
者
対
立
構
造
、
当
事
者
機
能
、
当
事
者
論
上
の
諸
概
念
の
相
互
関
係
を
含
む
当
事

能
力
論
、
訴
訟
能
力
論
、
》

「
当
事
者
総
論
」
と
は
、
当

者
論
の
体
系
を
総
称
す
る
。

(熊本法学122号’１１）６４

論



（
田
）
新
堂
・
前
掲
緋
（
注
６
）
一
二
三
頁
以
下
。

（
皿
）
新
堂
・
前
掲
書
（
注
６
）
一
二
三
頁
以
下
。

（
旧
）
中
野
貞
一
郎
ほ
か
編
「
民
事
訴
訟
法
講
義
』
（
有
斐
閣
・
初
版
一
九
七
六
年
）
九
二
頁
（
福
永
有
利
）
。
も
っ
と
も
、
当
事
者
権
の
よ
り
詳
し

い
説
明
は
、
「
第
三
編
訴
訟
の
群
理
」
の
「
第
一
章
審
理
に
お
け
る
裁
判
所
と
当
事
者
の
役
割
」
の
「
Ｉ
訴
訟
に
お
け
る
当
事
者
主
義
と

（
７
）
こ
の
分
野
で
は
、
最
近
に
お
い
て
非
訟
事
件
手
続
法
・
家
事
審
判
法
の
改
正
の
動
向
や
婚
姻
費
用
の
分
担
に
関
す
る
注
目
す
べ
き
家
事
審
判

事
件
の
判
例
（
簸
決
平
成
二
○
・
五
・
八
判
時
二
○
一
一
号
一
一
六
頁
）
の
影
響
も
あ
り
、
家
半
群
判
手
続
に
お
け
る
手
続
保
障
を
め
ぐ
る
注

目
す
べ
き
論
稿
（
高
田
裕
成
「
家
事
審
判
手
続
に
お
け
る
手
続
保
障
の
輪
郭
」
判
タ
一
二
三
七
号
〔
二
○
○
七
年
〕
三
三
頁
以
下
、
佐
上
善
和

「
家
事
審
判
手
続
に
お
け
る
手
続
保
障
」
法
時
八
一
巻
三
号
〔
二
○
○
九
年
〕
三
四
頁
な
ど
）
が
み
ら
れ
る
。

（
８
）
本
稿
は
、
二
○
一
○
年
か
ら
三
年
間
に
わ
た
る
も
の
と
し
て
取
得
し
た
科
学
研
究
費
（
基
盤
研
究
Ｃ
）
の
研
究
課
題
「
当
事
者
論
に
お
け
る

当
事
者
権
の
研
究
」
の
一
翼
を
担
う
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

（
９
）
山
木
戸
・
前
掲
（
注
１
）
六
一
頁
以
下
。

（
皿
）
小
島
武
司
「
民
邪
訴
訟
の
思
想
・
椛
成
原
理
と
し
て
の
当
堺
者
権
（
上
）
（
下
）
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
二
八
○
号
六
四
頁
以
下
、
二
八
一
号
七
六

頁
以
下
で
は
「
ミ
ニ
マ
ム
〔
職
法
上
〕
の
当
恥
者
臓
」
と
い
う
用
諦
を
用
い
る
．
そ
の
他
典
蝉
司
「
当
聯
者
権
ｌ
雌
躯
訴
訟
法
は
懲
法
の

応
用
で
あ
る
」
法
学
教
篭
一
六
八
号
（
一
九
九
四
年
）
一
四
頁
な
ど
。

（
Ⅲ
）
こ
の
点
に
関
し
て
本
稲
注
（
７
）
参
照
。
非
訟
耶
件
手
続
法
お
よ
び
家
事
審
判
法
の
改
正
に
つ
い
て
、
「
特
集
・
非
訟
馴
件
手
続
法
・
家
事
群

判
法
の
改
正
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
ー
川
○
七
号
（
二
○
一
○
年
）
八
頁
以
下
。

（
皿
）
上
田
徹
一
郎
『
民
事
訴
訟
法
（
第
六
版
）
」
（
法
学
書
院
・
二
○
○
九
年
、
初
版
一
九
八
八
年
）
一
九
頁
（
以
下
、
本
文
で
は
「
上
田
・
民
訴

法
」
と
略
し
て
引
用
す
る
）
。
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職
権
主
義
」
の
「
３
，
１
，
３
訴
訟
に
お
け
る
当
事
者
権
（
審
尋
論
求
権
匡
（
鈴
木
正
裕
）
に
お
い
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。

（
脆
）
伊
藤
興
「
民
事
訴
訟
法
〔
第
三
版
四
訂
版
〕
」
（
有
斐
閣
・
二
○
一
○
年
）
八
四
頁
（
初
出
「
民
事
訴
訟
法
Ｉ
」
一
九
九
五
年
）
（
以
下
、
「
伊

藤
・
民
訴
法
」
と
略
す
る
）
、
河
野
正
憲
「
民
事
訴
訟
法
」
（
有
斐
閣
・
二
○
○
九
年
）
八
四
頁
〔
以
下
、
「
河
野
・
民
訴
法
」
と
略
す
る
〕
、
佐

上
善
和
「
民
事
訴
訟
法
〔
第
二
版
〕
」
（
法
律
文
化
社
・
一
九
九
七
年
）
〔
初
出
“
一
九
九
四
年
〕
二
四
四
頁
〔
以
下
、
「
佐
上
・
民
訴
法
」
と
略

す
る
〕
、
吉
村
徳
亜
ほ
か
編
「
講
義
民
事
訴
訟
法
」
（
背
林
書
院
・
二
○
○
一
年
）
二
五
頁
な
ど
。

（
Ⅳ
）
新
堂
・
前
掲
書
（
注
６
）
六
四
三
頁
以
下
。
こ
こ
で
は
手
続
保
障
と
い
う
用
語
の
み
用
い
ら
れ
当
事
者
権
と
い
う
用
語
は
用
い
ら
れ
て
い
な

い
も
の
の
、
当
馴
背
た
る
地
位
に
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
手
続
上
認
め
ら
れ
る
諸
権
利
た
る
当
事
者
楠
を
念
頭
に
お
い
た
紀
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
肥
）
拙
稿
・
前
掲
（
注
４
）
四
派
一
頁
。

（
旧
）
上
田
・
前
掲
響
（
注
旭
）
四
七
○
’
四
七
一
頁
。

（
犯
）
上
田
・
前
掲
将
（
注
胆
）
二
○
頁
。

（
幻
）
上
田
・
前
掲
譜
（
注
岨
）
四
二
頁
。

（
犯
）
上
田
・
前
掲
書
（
注
哩
）
四
七
一
頁
。

（
羽
）
そ
の
こ
と
が
冒
頭
に
述
べ
た
上
田
説
に
お
け
る
当
事
者
様
の
体
系
的
位
置
づ
け
と
も
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

（
別
）
井
上
治
典
「
手
続
保
陳
の
第
一
・
め
波
」
新
堂
幸
司
細
「
特
別
識
義
民
事
訴
訟
法
」
〔
有
斐
閣
・
一
九
八
八
年
〕
五
一
頁
（
初
出
函
法
教
二
八
号
、

二
九
号
〔
一
九
八
三
年
〕
、
同
「
民
事
手
続
論
」
〔
有
斐
閣
・
一
九
九
三
年
〕
所
収
）
。

弱
）
井
上
治
典
綿
・
安
西
明
子
ほ
か
著
「
ブ
リ
ッ
ジ
ブ
ッ
ク
民
事
訴
訟
法
」
（
信
山
社
．
二
○
○
六
年
）
四
四
頁
。

（
聾
佐
上
善
和
「
当
耶
者
権
の
概
念
の
効
用
」
法
学
教
室
〔
第
二
期
〕
五
号
〔
一
九
七
四
年
〕
一
四
八
頁
、
同
「
当
事
者
権
の
概
念
の
効
用
」
「
民

事
訴
訟
法
の
争
点
」
〔
一
九
七
九
年
〕
六
六
頁
。
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（
翌
佐
上
・
前
掲
書
（
注
略
）
二
四
四
頁
に
お
い
て
も
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
当
事
者
権
は
重
要
な
意
味
を
も
つ
概
念
と
し
て
「
当
事
者
」
の
最

初
の
方
で
当
事
者
概
念
と
結
び
つ
け
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

兎
）
新
堂
幸
司
Ⅱ
小
島
武
司
編
「
注
釈
民
事
訴
訟
法
（
１
）
」
（
有
斐
閣
・
一
九
九
一
年
）
一
八
七
頁
以
下
〔
小
島
武
司
〕
。

（
羽
）
新
堂
Ⅱ
小
島
編
・
前
掲
智
（
注
塑
（
小
鳥
）
は
、
か
か
る
課
題
に
つ
い
て
論
及
し
た
も
の
と
し
て
紺
谷
浩
司
「
ド
イ
ツ
民
聯
訴
訟
法
に
お
け

る
第
三
者
の
訴
訟
関
与
」
政
経
論
叢
二
四
巻
四
Ⅱ
五
号
〔
一
九
七
四
年
〕
三
七
頁
以
下
を
挙
げ
る
。

（
鋤
）
梅
本
吉
彦
「
民
事
訴
訟
法
〔
第
四
版
〕
」
（
信
山
社
．
二
○
○
九
年
）
〔
初
版
二
○
○
二
年
〕
九
五
頁
。

罰
）
手
続
保
障
の
マ
ジ
ッ
ク
ワ
ー
ド
化
に
つ
い
て
、
伊
藤
興
・
加
膜
新
太
郎
・
山
本
和
彦
「
民
瓢
訴
訟
法
の
論
争
』
（
右
斐
閣
・
二
○
○
七
年
）
一

七
一
頁
以
下
、
山
本
和
彦
「
民
馴
訴
訟
に
お
け
る
手
続
保
障
」
「
民
那
訴
訟
法
の
争
点
」
（
二
○
○
九
年
）
五
四
頁
。

（
犯
）
当
事
者
権
に
相
当
す
る
ド
イ
ツ
法
上
の
概
念
と
し
て
審
問
諭
求
権
が
あ
る
が
、
そ
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
審
問
諭
求
権
を
有
す
る
者
は
誰
か

と
い
う
主
体
的
範
囲
を
め
ぐ
っ
て
形
式
的
当
事
者
を
超
え
て
い
か
な
る
範
囲
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
の
議
論
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い

て
、
詞
○
ｍ
の
コ
ワ
の
『
ｍ
へ
の
、
ロ
君
国
ロ
へ
○
○
言
君
画
一
具
固
く
一
｝
己
『
Ｏ
雨
の
め
い
『
の
。
言
』
『
．
シ
自
室
．
．
の
．
今
四
つ
．

（
羽
）
拙
稿
・
前
掲
（
注
４
）

（
”
）
拙
稿
・
前
掲

詞
）
松
本
博
之
Ⅱ
上
野
泰
男
「
民
事
訴
訟
法
（
第
六
版
）
」
（
弘
文
堂
・
二
○
○
九
年
）
〔
初
版
一
九
九
八
年
〕
六
八
頁
以
下
。

（
妬
）
山
本
克
己
「
特
別
判
例
研
究
」
民
商
九
五
巻
六
号
〔
一
九
八
七
年
〕
九
二
四
頁
以
下
、
特
に
九
三
二
頁
以
下
。

（
猫
）
新
堂
幸
司
「
訴
訟
承
継
論
よ
、
さ
よ
う
な
ら
」
松
潔
還
暦
記
念
論
文
集
「
民
事
手
続
法
と
商
事
法
務
」
〔
商
馴
法
務
・
二
○
○
六
年
〕
三
五
五

当事者識における当事者権の研究序説

頁
以
下
。

上
田
・
前
掲
（
注
吃
）
一
九
頁
以
下
。

（
注
３
）

二
六
頁
以
下
。

二
五
頁
以
下
。
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（
羽
）
河
野
・
前
掲
（
注
四
八
七
頁
。

（
㈹
）
河
野
・
前
掲
（
注
陥
）
八
九
頁
。

（
棚
）
河
野
・
前
掲
（
注
陥
）
九
九
’
一
○
○
頁
。

（
枢
）
も
っ
と
も
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
河
野
・
前
掲
（
注
陥
）
五
九
五
頁
は
、
既
判
力
の
主
観
的
限
界
誌
に
お
い
て
、
二
五
条
一
項
一
号
に
い

う
当
事
者
は
「
形
式
的
当
事
者
概
念
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
当
事
者
を
い
う
。
こ
の
当
事
者
は
判
決
文
に
お
い
て
当
事
者
と
表
示
さ
れ
て
い
る
者

を
い
う
」
と
例
外
を
認
め
る
余
地
な
く
書
か
れ
て
お
り
、
上
記
本
文
と
の
整
合
性
を
問
題
に
す
る
余
地
は
あ
ろ
う
。

（
梱
）
上
Ⅲ
．
前
掲
排
（
注
哩
）
四
七
一
頁
に
よ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

（
棚
）
河
野
・
前
掲
抑
（
注
陥
）
九
九
’
一
○
○
頁
。

（
幅
）
河
野
・
前
掲
襟
（
注
陥
）
五
九
五
頁
。

（
相
）
本
稿
で
は
紙
数
の
制
約
等
の
理
由
で
取
り
上
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
最
判
昭
和
五
一
・
九
・
三
○
民
集
三
○
巻
八
号
七
九
九
頁
に
お
い

て
問
題
に
な
っ
た
傭
義
則
に
よ
り
前
訴
判
決
の
効
力
が
拡
張
さ
れ
て
後
訴
を
遮
断
さ
れ
た
前
訴
の
非
当
邪
者
も
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
一

般
的
理
解
に
よ
れ
ば
、
こ
の
問
題
は
、
信
義
則
に
よ
る
第
三
者
へ
の
判
決
効
拡
張
の
問
題
で
あ
る
が
、
信
義
則
適
用
が
過
渡
期
の
理
屈
で
あ
り
、

よ
り
明
確
な
解
釈
論
的
枠
組
み
の
設
定
に
向
か
う
べ
き
と
い
う
基
本
的
立
場
（
高
橋
宏
志
・
重
点
講
義
民
事
訴
訟
法
（
上
）
〔
有
斐
閣
・
二
○
○

五
年
〕
六
一
一
・
一
頁
）
に
立
っ
て
、
前
訴
を
振
り
返
っ
て
非
当
事
者
に
も
当
事
者
と
の
実
質
的
同
一
性
の
ゆ
え
に
当
事
者
保
障
が
あ
っ
た
と
評
価

で
き
る
か
と
い
う
排
価
規
範
の
観
点
か
ら
非
（
形
式
的
）
当
珊
粁
へ
の
民
訴
法
秀
派
条
一
項
一
砂
額
推
（
瀧
川
）
の
側
題
と
し
て
要
件
を
厳

格
に
解
し
た
う
え
で
珊
倫
化
す
る
余
地
は
な
い
か
今
後
の
課
題
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

（
柳
）
氏
名
冒
用
訴
訟
に
つ
き
詳
細
は
拙
稿
・
前
掲
（
注
４
）
〔
二
○
○
九
年
〕
四
川
○
頁
。

（
岨
）
鮫
（
三
小
）
決
平
成
一
九
年
三
月
二
○
日
民
集
六
一
巻
二
号
五
八
六
頁
。
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（
卵
）
こ
の
点
に
つ
い
て
、
加
波
興
一
「
再
審
事
由
と
再
審
期
間
」
「
民
事
訴
訟
法
の
争
点
」
（
二
○
○
九
年
）
二
六
六
頁
、
松
下
祐
記
「
確
定
判
決

の
無
効
と
騒
取
」
「
民
耶
訴
訟
法
の
争
点
」
（
二
○
○
九
年
）
二
六
八
頁
。

（
団
）
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
詳
細
は
拙
稿
・
前
掲
（
注
４
）
〔
二
○
○
九
年
〕
四
三
七
頁
。

（
鑓
）
法
人
格
否
認
の
法
理
に
つ
い
て
の
手
続
法
上
の
適
用
に
問
題
に
つ
い
て
、
福
永
有
利
「
法
人
格
否
認
の
法
理
に
関
す
る
訴
訟
法
上
の
諸
問
題
」

「
民
事
訴
訟
当
事
者
論
」
（
有
斐
閣
・
二
○
○
四
年
）
〔
初
出
“
関
大
法
学
論
集
二
五
巻
四
・
五
・
六
合
併
号
（
一
九
七
五
年
）
〕
四
四
六
頁
以
下
。

（
里
河
野
・
前
掲
（
注
旧
）
五
○
六
頁
。

（
別
）
新
堂
・
前
掲
書
、
谷
口
安
平
「
判
例
解
説
（
最
判
昭
和
四
八
・
一
○
・
二
六
）
」
民
事
訴
訟
法
判
例
百
選
（
第
二
版
）
四
二
頁
。

（
弱
）
上
田
徹
一
郎
「
既
判
力
の
主
観
的
範
囲
の
再
構
成
」
「
判
決
効
の
範
囲
」
（
有
斐
閣
・
一
九
八
五
年
）
一
二
六
頁
以
下
、
特
に
一
四
三
頁
以
下

（
初
出
”
民
訴
雑
誌
二
○
号
〔
一
九
七
四
年
〕
）
。

（
砧
）
伊
藤
・
前
掲
（
注
晦
）
五
三
五
頁
。

（
師
）
間
橋
・
前
掲
（
上
）
（
注
⑩
）
一
四
二
頁
、
一
四
三
頁
注
（
Ⅲ
）
、
特
に
六
二
七
頁
以
下
。
な
お
、
長
谷
部
由
紀
子
「
既
判
力
の
主
観
的
範
囲
」

法
教
二
六
二
号
〔
二
○
○
四
年
〕
一
九
頁
も
こ
の
見
解
の
今
後
の
発
展
の
可
能
性
へ
の
期
待
を
表
明
す
る
。

（
開
）
こ
れ
が
問
題
に
な
っ
た
注
目
す
べ
き
股
高
裁
判
例
と
し
て
岐
判
平
成
一
七
・
七
・
一
五
民
集
五
九
巻
六
号
一
七
四
二
頁
。

（
弱
）
当
事
者
椎
と
関
わ
る
当
耶
者
適
格
・
多
数
当
耶
背
訴
訟
の
問
題
と
し
て
、
本
文
で
述
べ
た
ほ
か
に
、
訴
え
の
主
観
的
追
加
分
併
合
の
可
否
、

お
よ
び
訴
訟
承
継
に
お
け
る
承
継
人
へ
の
訴
訟
状
態
の
受
継
義
務
の
可
否
の
問
題
が
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
問
題
は
本
稿
の
問
題
意
撤
た

る
当
事
者
権
の
及
ぶ
主
体
的
範
囲
と
直
接
関
わ
ら
な
い
の
で
、
本
稿
で
は
紙
面
の
都
合
も
あ
り
取
り
上
げ
な
い
。

（
相
）
中
山
幸
二
「
氏
名
日
用
韮

〔
一
九
九
四
年
］
二
八
五
頁
。

「
氏
名
日
用
訴
訟
の
判
決
の
効
力
に
つ
い
て
」
木
川
統
一
郎
先
生
古
稀
祝
賀
記
念
論
文
典
「
民
耶
裁
判
の
充
実
と
促
進
（
上
）
」
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（
“
）
林
田
学
「
共
同
訴
訟
的
補
助
参
加
」
「
民
事
訴
訟
法
の
争
点
〔
新
版
〕
」
一
四
五
頁
。
こ
の
見
解
を
解
釈
論
上
基
本
的
に
支
持
す
る
も
の
と
し

て
、
高
橋
宏
志
「
賦
点
識
義
民
事
訴
訟
法
下
補
訂
第
２
版
」
（
有
斐
閣
・
二
○
○
九
年
）
三
六
八
頁
以
下
。

（
例
）
人
邪
訴
訟
法
に
お
け
る
規
律
に
つ
い
て
、
間
橋
宏
志
・
岡
田
補
成
綿
「
新
し
い
人
邪
訴
訟
法
と
家
庭
裁
判
所
実
務
』
ジ
ュ
リ
ス
ト
胃
一
五
九

号
（
二
○
○
三
年
）
一
頁
以
下
、
特
に
三
一
頁
以
下
。
人
事
訴
訟
に
お
け
る
利
害
関
係
人
の
手
続
保
障
を
め
ぐ
る
旧
法
下
の
議
論
と
人
訴
法
の

規
律
の
落
差
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
と
し
て
、
高
橋
宏
志
「
人
事
訴
訟
に
お
け
る
手
続
保
障
」
伊
藤
員
・
徳
田
和
幸
編
「
講
座
新
民
事
訴
訟
法

Ⅲ
」
（
弘
文
堂
・
一
九
九
八
年
）
三
四
七
頁
以
下
。

（
ｇ
こ
の
点
は
、
第
七
八
回
民
事
訴
訟
法
学
会
大
会
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
山
本
弘
（
司
会
）
「
会
社
法
の
制
定
と
民
事
手
続
法
上
の
問
題
点
」
民
訴

雑
雌
五
五
号
〔
二
○
○
九
年
〕
に
掲
赦
）
に
お
け
る
中
烏
弘
雅
教
授
の
報
告
（
「
い
わ
ゆ
る
「
組
織
法
」
上
の
訴
え
の
当
事
者
適
格
、
訴
訟
法
上

の
会
社
代
表
者
を
め
ぐ
る
問
題
」
民
訴
雑
誌
五
五
号
一
六
七
頁
以
下
に
掲
叔
）
に
対
す
る
質
疑
応
符
（
加
波
填
一
・
松
本
博
之
両
教
授
と
の
質

疑
応
答
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
た
諸
点
で
も
あ
る
。

（
腿
）
法
人
内
部
紛
争
に
お
け
る
被
告
適
格
を
論
じ
る
に
当
た
っ
て
、
実
質
的
紛
争
主
体
に
つ
い
て
当
事
者
に
ふ
さ
わ
し
い
手
続
保
障
を
要
す
る
か

ど
う
か
と
い
っ
た
訴
訟
法
的
観
点
も
無
視
し
え
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
拙
稿
「
判
例
解
説
（
股
判
平
成
一
○
・
三
・
二
七
こ
法
教
二
一
七
号

師
）
法
人
内
部
紛
争
に
お
け
る
被
告
適
格
に
関
す
る
法
人
被
告
説
と
共
同
被
告
説
の
対
立
に
つ
い
て
、
福
永
有
利
「
法
人
の
内
部
紛
争
の
当
事
者

適
格
」
「
民
事
訴
訟
当
聯
者
論
」
（
有
斐
閣
・
二
○
○
四
年
）
三
八
四
頁
（
初
出
》
鈴
木
忠
一
・
三
ヶ
月
章
監
修
・
新
実
務
民
事
訴
訟
法
講
座
第

一
巻
〔
日
本
評
議
社
一
九
八
一
年
〕
一
・
中
烏
弘
雅
「
法
人
内
離
紛
稲
に
お
け
る
被
告
適
怖
騨
麓
Ｉ
会
社
法
上
の
確
認
訴
祇
・
形
成
訴
訟

を
素
材
と
し
て
ｌ
」
新
堂
幸
司
先
生
古
稀
祝
賀
記
念
論
文
集
『
民
事
訴
訟
法
理
蓋
の
新
た
な
櫛
築
上
巻
」
（
有
斐
悶
二
○
○
一
貫
）
七
三
一

頁
以
下
。

〔
一
九
九
八
年
〕
二
九
頁
。
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感
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

本
稿
は
、
科
学
研
究
費
（
基
盤
研
究
Ｃ
）
の
研
究
課
題
「
当
事
者
論
に
お
け
る
当
事
者
権
の
研
究
」
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
ま
た
、

本
稿
に
際
し
て
民
事
手
続
研
究
会
〔
九
州
〕
に
お
い
て
報
告
の
機
会
を
与
え
ら
れ
有
益
な
示
唆
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を
記
し
、

（
髄
）
高
橋
・
高
田
編
・
前
掲
（
注
“
）
五
二
頁
（
高
田
裕
成
発
言
）
。

（
“
）
林
田
・
前
掲
（
注
田
）
一
四
五
頁
。
高
橋
・
前
掲
排
（
注
“
）
三
六
八
頁
以
下
。

（
師
）
樫
田
勝
義
「
判
例
解
説
（
名
古
屋
商
決
昭
和
四
三
・
九
・
三
○
）
」
続
民
卒
訴
訟
法
判
例
百
選
〔
一
九
七
二
年
〕
五
四
’
五
五
頁
。

（
開
）
高
裁
民
集
二
一
巻
四
号
四
六
○
頁
。

（
的
）
井
上
治
典
「
第
三
者
の
訴
訟
関
与
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
五
○
○
号
（
一
九
七
二
年
）
三
三
三
頁
、
高
橋
・
前
掲
（
注
侭
）
三
四
二
頁
以
下
は
、
補

助
参
加
の
利
益
の
第
三
の
類
型
の
転
用
型
と
し
て
位
慨
づ
け
る
。

（
犯
）
こ
の
点
を
明
確
に
説
く
も
の
と
し
て
、
井
上
・
前
掲
（
注
的
）
三
三
三
頁
。
な
お
、
高
橋
・
前
掲
（
注
“
）
は
、
こ
の
場
合
、
補
助
参
加
人

の
地
位
は
訴
訟
担
当
者
な
い
し
代
理
人
に
近
づ
く
と
す
る
。

（
、
）
こ
の
点
に
つ
い
て
、
拙
稿
・
前
掲
（
注
４
）
〔
二
○
○
八
年
〕
三
二
頁
以
下
。
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