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民
訴
法
七
一
条
に
よ
り
許
さ
れ
る
独
立
当
事
者
参
加
訴
訟
に
お
い
て
は
、
判
決
に
対
し
一
人
が
上
訴
し
た
場
合
に
、

そ
の
相
手
方
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説

と
さ
れ
な
か
っ
た
他
の
者
は
、

上
訴
審
と
の
関
係
に
お
い
て
い
か
な
る
地
位
に
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。

三三E‘
口晴

一
人
の
上
訴
に
よ
り
、
全
員
の
請
求
に
つ
き
判
決
の
確
定
が
遮
断
さ
れ
、

全
員
の
請
求
事
件
が
上
訴
審
に
係
属
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
争
い
が
な
い
で
あ
ろ

L
4
こ
れ
を
前
提
と
し
て
さ
ら
に
問
題
が
あ
る
。
第
一

」
の
問
題
は
、

い
ろ
い
ろ
の
問
題
を
含
ん
で
い
る
。

ま
ず

北法26(1・2)2

の
問
題
は
こ
う
で
あ
る
。
上
訴
し
た
者
が
上
訴
人
で
、
こ
れ
に
よ
り
上
訴
の
相
手
方
と
さ
れ
た
者
が
被
上
訴
人
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
が
、
そ
の
他
の
請
求
の
当
事
者
の
聞
で
は
、
上
訴
人
ま
た
は
被
上
訴
人
の
地
位
に
、
何
者
が
就
く
の
か
。
第
二
の
問
題
は
こ
う
で
あ

る
。
上
訴
を
提
起
し
た
者
お
よ
び
こ
の
者
に
よ
り
相
手
方
と
さ
れ
た
者
が
、
上
訴
審
に
お
い
て
攻
撃
防
禦
を
な
す
べ
き
こ
と
は
と
う
ぜ
ん

そ
の
請
求
事
件
が
他
の
者
の
上
訴
に
よ
り
上
訴
審
に
係
属
し
た
た
め
に
上
訴
審
の
当
事
者
と
な
っ
た
者
は
、
み
。
す
か
ら
上
訴

で
あ
る
が
、

す
る
こ
と
な
く
、
ま
た
は
上
訴
の
相
手
方
と
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
上
訴
審
で
攻
撃
防
禦
を
す
る
こ
と
は
、
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
、

必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
第
三
の
問
題
は
こ
う
で
あ
る
。

そ
の

一
人
の
み
が
一
人
の
み
に
対
し
て
上
訴
を
提
起
し
た
場
合
に
、
上
訴
人
の
当

該
不
服
の
み
が
審
判
の
対
象
で
あ
り
、
こ
れ
を
こ
え
て
、
他
の
者
の
ま
た
は
他
の
者
に
対
す
る
請
求
に
つ
い
て
の
判
決
内
容
に
変
更
を
加

え
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
べ
き
か
。

〈

1
)

こ
れ
を
明
言
し
て
い
る
の
は
、
た
と
え
ば
、
兼
子
一
・
民
事
訴
訟
法
講
義
案
ハ
一
九
三
五
年
三
四
一
一
良
〉
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
根
拠
に
つ
い

て
詳
し
く
述
べ
て
い
る
も
の
は
ま
だ
見
当
ら
な
い
。

X
の
Y
に
対
す
る
訴
訟
に
Z
が
当
事
者
と
し
て
参
加
し
た
場
合
に
は
、

X
の
Y
に
対
す
る
請
求
、

Z
の
X
に
対
す
る
請
求
お
よ
び
Z
の
Y
に
対
す
る
請
求
に
つ
い
て
、
弁
論
の
分
離
が
許
さ
れ
な
い
し
、
い
わ
ゆ
る
合
一
確
定
の
必
要
が
あ
る
の
で
、
三

つ
の
請
求
に
つ
い
て
の
矛
盾
の
な
い
判
断
を
含
ん
だ
全
部
判
決
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
全
部
判
決
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
一
個
で
あ
る
と

い
う
考
え
方
(
た
と
え
ば
兼
子
・
前
錨
〉
と
数
値
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
(
た
と
え
ば
、
細
野
長
良
・
民
事
訴
訟
法
要
義
、
第
二
巻
、
一
九
三
三
年
、

三
八
三
頁
〉
と
が
あ
る
が
、
今
日
で
は
前
者
が
通
説
で
あ
る
。
一
個
か
数
個
か
の
問
題
に
は
、
本
稿
で
は
、
深
入
り
し
な
い
。

さ
て
、
こ
の
一
個
の
全
部
判
決
た
と
え
ば
、

X
の
対
Y
請
求
認
容
・

Z
の
対
X
対
Y
請
求
棄
却
の
判
決
に
対
し
て
、
た
と
え
ば
、

Z
が
X
の
み
を
相

手
方
と
し
て
控
訴
を
提
起
し
た
場
合
に
、
こ
の
控
訴
に
よ
り
、

X
の
対
Y
議
求
お
よ
び
Z
の
対
Y
請
求
に
対
す
る
判
決
に
つ
い
て
も
確
定
が
遮
断
さ
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説

れ
、
こ
れ
ら
の
請
求
に
つ
い
て
の
訴
訟
が
移
審
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
い
か
な
る
根
拠
を
有
す
る
の
で
あ
る
か
。
こ
の
判
決
は
、
一
個
の
請
求
に

つ
い
て
の
判
決
で
あ
る
と
構
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、

Z
の
対
X
請
求
と
対
Y
請
求
と
の
二
つ
だ
け
を
と
ら
え
る
な
ら
ば
、
通
常
の
共
同
訴

訟
関
係
が
成
立
す
べ
き
関
係
に
あ
る
。

X
の
対
Y
請
求
と
Z
の
対
Y
請
求
と
の
二
つ
だ
け
を
と
ら
え
た
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
か
く
て
、
右
の
場
合
に

つ
い
て
は
、
そ
の
根
拠
を
、
と
く
べ
つ
に
、
探
究
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
結
論
は
後
述
す
る
。
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論

2

第
二
、
第
三
の
問
題
は
従
来
と
く
に
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
第
一
の
問
題
に
つ
い
て
は
見
解
の
一
致
が
見
ら
れ
て
い
な
い
。
あ
る

説
に
よ
れ
ば
、
民
訴
法
六
二
条
一
項
の
準
用
(
七
一
条
)
に
よ
り
、

一
人
の
敗
訴
者
の
上
訴
は
他
の
敗
訴
者
の
上
訴
の
効
力
を
有
す
る
こ

と
を
根
拠
と
し
て
、
他
の
者
が
上
訴
審
の
当
事
者
と
な
り
、
上
訴
人
の
地
位
を
取
得
す
る
。
こ
れ
を
か
り
に
一
項
説
と
よ
ぼ
う
o

他
の
誠

に
よ
れ
ば
、
民
訴
法
六
二
条
二
項
の
準
用
に
よ
り
、
一
人
の
一
人
に
対
す
る
上
訴
は
他
の
者
に
対
す
る
上
訴
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
を
根

拠
と
し
て
、
他
の
者
、
が
上
訴
審
の
当
事
者
と
な
り
、
他
の
者
は
被
上
訴
人
と
し
て
控
訴
審
の
当
事
者
と
な
る
。
こ
れ
を
か
り
に
二
項
説
と

よ
ぼ
う
。
と
こ
ろ
が
、
別
表
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
一
項
説
で
も
二
項
説
で
も
、
根
拠
づ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
況
が
上
訴
人
お
よ
び

そ
の
相
手
方
を
除
く
第
三
の
当
事
者
に
存
す
る
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
る
。

(
1
〉
大
判
昭
一
五
・
一
一
了
二
四
(
民
集
一
九
巻
二
回
号
二
四

O
二
頁
)
は
、
簡
単
化
す
れ
ば
原
告
X
の
対
Y
請
求
棄
却
、
参
加
入
Z
の
対
X
お
よ
び
対

Y
請
求
認
容
と
な
る
第
一
審
判
決
に
対
し
Y
の
み
が
Z
に
対
し
控
訴
し
、

X
は
控
訴
を
し
な
か
っ
た
場
合
に
つ
き
、
「
第
一
審
ニ
於
テ
敗
訴
シ
タ
ル
当
事

者
ノ
中
何

ν
カ
一
方
カ
控
訴
シ
申
立
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
、
同
シ
ク
敗
訴
シ
タ
ル
他
ノ
一
方
ノ
為
ニ
モ
其
ノ
効
力
ヲ
生
シ
、
三
個
ノ
当
事
者
間
-
}
存
ス

ル
争
ハ
控
訴
審
-
一
移
審
セ
ラ
レ
、
控
訴
裁
判
所
ノ
審
理
ノ
対
照
ト
ナ
ル
モ
ノ
ト
ス
」
と
し
て
、

X
は
「
控
訴
人
タ
ル
ノ
地
位
ヲ
取
得
シ
タ
ル
モ
ノ
ト

ス
」
と
し
た
。

(
2
)
兼
子
前
掲
講
義
に
お
い
て
、
一
人
の
上
訴
に
よ
り
他
の
二
人
を
被
上
訴
人
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
説
か
れ
(
三
四
一
頁
〉
、
兼
子
一
・
民
事
訴
訟
法

概
論
(
一
九
三
八
年
〉
で
は
、
そ
の
根
拠
を
六
二
条
二
項
の
準
用
に
求
め
(
四
五
五
頁
〉
、
か
か
る
準
用
の
根
拠
を
、
前
潟
大
判
昭
一
五
・
一
一
了
二
四

の
批
評
(
判
例
民
事
法
昭
和
一
五
年
度
一
一
一
一
一
一
事
件
)
に
お
い
て
、
三
頭
訴
訟
に
お
い
て
は
、
「
元
来
敗
訴
の
一
人
は
他
の
敗
訴
者
の
自
己
に
対
す
る
敗

訴
に
不
服
が
あ
る
訳
で
は
な
く
、
相
手
方
に
対
し
自
己
と
同
一
の
理
由
で
敗
訴
し
て
共
の
盛
返
下
つ
て
は
困
る
と
し
て
、
自
己
の
主
張
通
り
の
判
決
が



他
の
敗
訴
者
と
相
手
方
と
の
聞
に
も
為
さ
る
べ
き
旨
を
主
張
し
て
、
之
を
製
肘
せ
ん
と
す
る
の
に
あ
る
か
ら
、
」
と
し
て
い
る
(
五
三
七
頁
)
。
さ
ら
に
、

一
項
説
の
欠
点
を
も
指
摘
し
て
い
る
(
同
上
京
〉
。

大
阪
高
判
昭
三
六
・
二
・
二
八
(
高
裁
民
集
一
四
巻
一
号
七

O
頁
)
は
、
原
告
X
の
対
被
告
Y
請
求
棄
却
参
加
人
Z
の
対
X
対
Y
請
求
と
も
に
棄
却

の
第
一
審
判
決
に
対
し
、

X
の
み
が
控
訴
し
た
場
合
に
つ
い
て
、
兼
子
説
に
従
ぃ
、

Z
を
も
被
控
訴
人
と
し
て
そ
の
訴
訟
行
為
を
許
し
た
。

最
判
(
一
小
)
昭
三
六
・
三
・
一
六
(
民
集
一
五
巻
三
号
五
二
四
頁
〉
は
、
原
告
と
原
告
か
ら
土
地
を
譲
り
受
け
た
と
主
張
し
て
参
加
し
た
Z
と
の

問
に
譲
渡
に
つ
き
争
い
が
な
か
っ
た
事
案
に
つ
き
、

X
の
対
Y
被
告
請
求
棄
却
Z
の
対
Y
請
求
認
容
の
控
訴
審
判
決
に
対
し
Y
の
み
が
上
告
を
し
た
場

合
に
、

X
も
被
上
告
人
た
る
地
位
を
取
得
し
た
と
判
示
し
た
。
兼
子
説
に
拠
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

3 

本
稿
は
、
右
に
あ
げ
た
三
つ
の
問
題
の
解
答
を
発
見
す
る
こ
と
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
六
二
条
の
準
用
の
内
容
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

以
下
に
お
い
て
は
、
筆
者
の
考
え
方
を
展
開
す
る
。
諸
学
説
・
諸
判
例
に
つ
い
て
は
、
筆
者
の
考
え
方
の
展
開
過
程
に
お
い
て
、
必
要

が
生
、
ず
る
つ
ど
、
そ
の
紹
介
と
批
判
を
す
る
こ
と
に
す
る
。

独立当事者参加訴訟の控訴審の構造

独
立
参
加
訴
訟
の
構
造

独
立
参
加
訴
訟
に
つ
い
て
は
、
そ
の
構
造
を
ど
う
と
ら
え
る
か
に
つ
き
今
日
い
ま
だ
に
見
解
の
一
致
を
見
て
い
な
い
。
筆
者
は
、

本
節
に
お
い
て
、
二
当
事
者
訴
訟
か
三
当
事
者
訴
訟
か
と
い
う
よ
う
な
形
で
の
構
造
論
を
展
開
す
る
も
の
で
は
な
い
。
本
節
に
お
い
て

は
、
ニ
当
事
者
訴
訟
構
造
で
あ
れ
三
当
事
者
訴
訟
構
造
で
あ
れ
、
す
く
な
く
と
も
、
こ
れ
だ
け
は
、
基
本
と
し
て
、
定
礎
し
て
お
か
な
け

1 
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

北法26(1・5)5

独
立
参
加
は
、
原
告
対
被
告
の
訴
訟
係
属
中
に
参
加
人
が
当
事
者
と
し
て
参
加
す
る
も
の
で
あ
る
。
当
事
者
と
し
て
参
加
す
る
の

で
あ
る
か
ら
、
相
手
方
に
対
し
て
一
定
の
請
求
を
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
相
手
方
は
本
訴
の
原
告
お
よ
び
被
告
の
双
方
で

2 



説

あ
る
べ
き
で
あ
る
o

し
た
が
っ
て
、
参
加
人
は
、
原
告
に
対
し
一
定
の
請
求
を
、

か
つ
被
告
に
対
し
一
定
の
請
求
を
す
べ
き
も
の
で
あ

北法26(1・6)6

5命

る
。
か
く
し
て
、
独
立
参
加
訴
訟
が
成
立
し
た
と
き
は
、
そ
こ
に
は
、
原
告
の
被
告
に
対
す
る
請
求
、
参
加
人
の
原
告
に
対
す
る
請
求
、

参
加
人
の
被
告
に
対
す
る
請
求
の
三
つ
の
請
求
が
存
す
る
。
本
案
判
決
は
こ
の
三
つ
の
請
求
の
す
べ
て
に
つ
い
て
一
個
の
判
決
で
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
一
部
判
決
は
許
さ
れ
な
い
(
最
判
〈
二
小
)
昭
四
三
・
四
・
一
二
民
集
二
二
巻
四
号
八
七
七
頁
〉
。
そ
し
て
、
そ
の
内
容

は
合
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
三
つ
の
請
求
に
つ
い
て
の
判
断
が
互
に
矛
盾
し
て
は
な
ら
な
い
(
必
要
的
共
同
訴
訟
に
お

け
る
「
合
一
」
と
は
異
な
る
)
。
以
上
の
こ
と
は
、
争
い
の
な
い
も
の
と
し
て
、
確
認
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

参
加
人
の
原
告
に
対
す
る
請
求
に
つ
き
、
参
加
入
を
参
加
原
告
と
名
付
け
、
原
告
を
参
加
入
と
の
関
係
で
被
告
と
名
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
名
称

は
と
も
か
く
、
重
要
な
こ
と
は
、
あ
る
請
求
に
つ
き
、
訴
え
を
起
こ
し
た
者
が
参
加
人
で
、
相
手
方
と
さ
れ
た
も
の
が
本
訴
の
原
告
で
あ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
裁
判
は
請
求
に
つ
き
な
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
参
加
人
の
被
告
に
対
す
る
請
求
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

(
1
)

同
旨
の
最
判
(
大
)
昭
四
二
・
九
・
二
七
(
民
集
一
二
巻
七
号
一
九
二
五
頁
)
は
正
当
で
あ
る
o
X
原
告
の
Y
被
告
に
対
す
る
訴
訟
係
属
中
に
、
た

と
え
ば
、

Z
が
Y
の
み
を
相
手
方
と
し
て
訴
え
を
提
起
し
、

X
の
対
Y
請
求
と
Z
の
対
Y
請
求
と
に
つ
き
、
一
個
の
判
決
に
よ
り
裁
判
さ
れ
る
こ
と
を

欲
す
る
と
き
は
、
こ
の
希
望
を
叶
え
る
方
法
は
、
弁
論
の
併
合
で
あ
り
、
か
っ
、
こ
れ
の
み
で
足
り
る
。
そ
の
結
果
、

Y
が
惹
起
し
た
交
通
事
故
に
よ

り
X
と
Z
と
が
同
時
に
蒙
っ
た
損
害
の
賠
償
を
求
め
る
と
い
う
よ
う
な
場
合
に
は
、
通
常
共
同
訴
訟
と
な
り
〈
五
九
条
〉
、

X
の
Y
に
対
す
る
債
権
を
Z

が
譲
り
受
け
た
と
Z
が
主
張
し
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
も
共
同
訴
訟
と
な
る
が
、
こ
の
場
合
に
は
、

X
の
請
求
と
Z
の
請
求
と
は
阿
立
せ
ず
択
一
関
係

に
あ
る
。

原
告
側
に
お
け
る
詩
求
の
択
一
関
係
の
実
際
の
例
と
し
て
は
、
名
古
屋
地
判
昭
三
七
・
九
・
一
(
下
民
集
一
一
一
一
巻
九
号
一
七
七
七
頁
)
の
ケ
ー
ス
が

挙
げ
ら
れ
る
。
学
校
法
人
X
が、

Z
(
学
校
法
人
の
理
事
で
あ
る
が
〉
か
ら
土
地
の
所
有
権
の
譲
渡
を
受
け
た
こ
と
を
根
拠
に
し
て
不
法
に
登
記
名
義

を
有
す
る
Y
に
対
し
抹
消
笠
記
手
続
を
求
め
、

Z
が、

X
へ
の
土
地
譲
渡
の
無
効
を
根
拠
と
し
て
Y
に
対
し
抹
消
登
記
手
続
を
求
め
た
ケ

l

ス
で
あ

る
。
こ
の
ケ
1
ス
で
は
、

Z
の
請
求
に
つ
い
て
は
予
備
的
に
訴
え
が
起
こ
さ
れ
て
い
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
当
初
か
ら
共
同
し
て
訴
え
を
提
起
し
て
も
、
後
に
弁
論
の
併
合
に
よ
っ
て
共
同
審
判
の
対
象
と
な
っ
て
も
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
の
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は
、
通
常
の
共
同
訴
訟
で
あ
っ
て
、
必
要
的
共
同
訴
訟
で
も
な
け
れ
ば
、
当
事
者
参
加
訴
訟
で
も
な
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
に
は
、
六
二
条
適
用
の
必

要
性
は
存
し
な
い
。
た
だ
し
、
主
観
的
に
予
備
的
な
関
係
が
存
す
る
と
き
は
、
併
合
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
矛
盾
す
る
判
決
は
で
き
な
い
。

Z
が
X
の
み
を
相
手
方
と
し
て
訴
え
を
提
起
す
る
場
合
に
は
、

X
に
対
す
る
関
係
で
は
、

Y
の
防
禦
方
法
を
Z
が
訴
訟
物
と
し
て
主
張
す
る
こ
と
に

な
る
場
合
で
も
ハ
た
と
え
ば
、

X
の
Y
に
対
す
る
所
有
権
に
も
と
づ
く
物
の
返
還
請
求
に
対
し
、

Y
が
Z
の
所
有
権
を
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ニ

れ
を
争
う
場
合
〉
、

Z
の
訴
え
は
、

X
の
Y
に
対
す
る
訴
え
に
対
し
、
反
訴
と
な
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
、

X
の
対
Y
訴
訟
と
Z
の
対
X
訴
訟
は
、
共

同
訴
訟
に
な
り
え
な
い
。
抽
出
方
に
お
い
て
、

Y
に
対
す
る
関
係
で
は
、

X
の
権
利
を
一
合
定
し
て
Z
に
権
利
が
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
か
ら
こ
そ
X
を
相

手
方
と
す
る
と
い
う
場
合
に
は
、
必
然
的
に
、

X
の
Y
に
対
す
る
請
求
を
否
定
し
て
、

Z
こ
そ
Y
に
対
し
て
X
、
が
主
張
し
た
ご
と
き
請
求
を
な
し
う
べ

き
も
の
と
主
張
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
そ
う
し
て
は
じ
め
て
、
矛
盾
な
き
確
定
の
必
要
が
生
ず
る
。
す
な
わ
ち
、

Z
が
X
の
み
を
椙
手
方
と
す
る

か
ぎ
り
、
単
独
の
訴
え
に
と
ど
ま
り
、

X
対
Y
の
訴
訟
と
の
併
合
審
理
を
欲
す
る
な
ら
ば
、

X
お
よ
び
Y
の
双
方
を
相
手
方
と
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、

そ
の
利
益
が
な
い
。

(
2
〉
参
加
人
Z
の
原
告
X
に
対
す
る
請
求
と
Z
の
被
告
Y
に
対
す
る
請
求
と
は
、
二
個
の
別
々
の
請
求
で
あ
っ
て
、
一
個
の
請
求
で
は
な
い
。
築
著
は
、

固
有
必
要
的
共
同
訴
訟
の
場
合
に
お
い
て
は
、
訴
訟
共
同
の
必
要
性
が
、
数
人
が
単
独
で
は
権
利
な
い
し
は
義
務
の
帰
属
者
で
な
い
こ
と
に
も
と
づ
く

こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
者
は
単
独
で
は
訴
訟
上
の
請
求
を
な
し
え
な
い
と
考
え
、
よ
っ
て
全
員
が
一
個
の
請
求
を
な
し
う
る
と
考
え
る
こ
と
〈
兼
子
一

・
民
事
訴
訟
法
体
系
、
三
八
四
頁
)
に
賛
成
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

X
と
Y
と
は
、

Z
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
、
右
の
よ
う
な
意
味
の
訴
訟
共
同
の

必
要
性
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

独
立
参
加
訴
訟
の
判
決

独
立
参
加
訴
訟
に
、
単
純
な
も
の
と
複
雑
な
も
の
と
が
あ
る
。
基
本
的
な
こ
と
、
原
型
的
な
こ
と
を
追
求
す
る
に
は
、
で
き
る
限

り
、
単
純
な
も
の
を
素
材
と
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
例
を
想
定
す
る

o
X
原
告
対

Y
被
告
の
所
有
権
確
認
請
求
訴
訟
の
係
属
中
に
、

Z
が、

X
お
よ
び

Y
の
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
、
所
有
権
確
認
を
求
め
て
当
事
者
と
し
て
参

1 
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加
し
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と
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る
。
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右
の
よ
う
な
独
立
参
加
訴
訟
に
お
け
る
請
求
の
当
否
に
つ
い
て
の
合
一
的
な
判
断
は
、
④
X
の
請
求
認
容
Z
の
両
請
求
棄
却
、
⑮

Z
の
両
請
求
認
容
X
の
請
求
棄
却
、
。
X
の
請
求
棄
却
Z
の
両
請
求
棄
却
の
三
つ
の
い
ず
れ
か
で
あ
り
そ
の
余
の
い
ず
れ
で
も
な
い
。
そ

2 

北法26(1・8)8

論

こ
で
、
上
訴
に
つ
い
て
は
、
右
の
三
つ
の
場
合
を
区
別
し
て
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。
判
決
事
件
の
上
訴
に

は
控
訴
と
上
告
と
が
あ
る
が
、
控
訴
に
つ
い
て
検
討
す
れ
ば
足
り
る
で
あ
ろ
う
。

四

控
訴
審
の
当
事
者
に
つ
き
控
訴
人
か
被
控
訴
人
か
を
定
め
る
基
準

第
一
審
訴
-
訟
に
お
い
て
は
、
訴
え
を
提
起
し
た
者
が
原
告
で
あ
り
、
原
告
に
よ
っ
て
相
手
方
と
さ
れ
た
者
が
被
告
で
あ
る
。
原
告

の
訴
え
が
訴
訟
要
件
を
欠
い
て
不
適
法
で
あ
る
か
否
か
を
問
わ
な
い
。
控
訴
審
訴
訟
に
お
い
て
も
、
控
訴
を
提
起
し
た
者
が
控
訴
人
で
、

控
訴
人
に
よ
っ
て
相
手
方
と
さ
れ
た
者
が
被
控
訴
人
で
あ
る
。
控
訴
が
控
訴
の
訴
訟
要
件
を
欠
い
て
不
適
法
で
あ
る
か
否
か
を
問
わ
な

1 
し、。

2 

必
要
的
共
同
訴
訟
に
お
い
て
は
、
本
案
に
つ
い
て
は
、

一
個
の
全
部
判
決
が
な
さ
れ
、
各
請
求
に
つ
い
て
の
、
判
断
内
容
は
合
一

で
あ
る
o

判
決
は
合
一
の
ま
ま
確
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、

た
と
え
ば
共
同
訴
訟
人
A
B
C
に
対
す
る
第
一
審
判
決
は
、

A
B
C
全
員
に
つ
き
、
そ
の
ま
ま
確
定
す
る
に
せ
よ
、
控
訴
審
で
取
消
変
更
を
受
け
る
に
せ
よ
、
合
一
に
揃
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以

下
に
お
い
て
、
甲
原
告
対
被
告
A
B
C
の
訴
訟
を
念
頭
に
お
い
て
考
察
を
進
め
る
。

A
の
み
が
控
訴
期
間
内
に
控
訴
を
提
起
し
た
と
し
よ
う
。

A
の
控
訴
の
利
益
は

A
の
意
思
に
反
し
て
無
に
さ
れ
る
こ
と
が

た
と
え
ば
、

あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
ま
ず
、

A
に
対
す
る
関
係
で
第
一
審
判
決
は

A
の
控
訴
期
聞
が
満
了
し
て
も
確
定
し
な
い
と
解
釈
し
な

(
2
v
 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ぎ
に
、
こ
の
結
果
は

B
ま
た
は

C
の
態
度
の
い
か
ん
に
か
か
わ
る
こ
と
な
く
確
保
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第

一
審
判
決
の
確
定
が

A
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
遮
断
さ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
に
は
、
こ
の
こ
と
と
両
立
し
な
い
法
律
効
果
を
否
定
し



た
と
え
ば
、

B
C
が
と
も
に
そ
れ
ぞ
れ
の
控
訴
期
聞
を
徒
過
し
た
と
き
に
、

B
C
に
対
す
る
関
係
で
判
決
が
確
定

(
3
M
 

す
る
と
い
う
効
果
を
否
定
す
る
解
釈
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、

A
と
の
関
係
で
判
決
の
確
定
が
遮
断
さ
れ
て
い
る
か
、
ぎ

り、

B
C
と
の
関
係
で
も
判
決
は
ま
だ
確
定
し
な
い
と
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

B
C
が
と
も
に
控
訴
期
聞
を
徒
過
し
て
も
な
お

B
C
に
つ
き
判
決
が
確
定
し
な
い
の
は
な
ぜ
か
。
判
決
は
、

A
B
C
の
全
員
に
つ
き
そ
の
内
容
が
単
一
で
あ
る
べ
き
が
ゆ
え
に
同
一
で
あ

る
と
こ
ろ
、
判
、
決
の
確
定
に
よ
り
効
力
を
生
ず
る
の
は
そ
の
内
容
に
つ
い
て
で
あ
り
、
単
一
の
内
容
に
つ
き
す
で
に
判
決
の
確
定
が
一
人

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
の
関
係
で
遮
断
さ
る
べ
き
が
ゆ
え
に
遮
断
さ
れ
る
と
き
は
、
他
の
者
に
つ
き
対
人
的
に
相
対
的
に
確
定
す
る
こ
と
は
背
理
で
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
根
拠
は
、
一
人
の
行
為
ま
た
は
一
人
に
対
す
る
行
為
の
効
力
の
拡
張
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
六
二
条
一
項
及
び
二

項
は
、
審
級
を
開
始
さ
せ
る
行
為
を
規
制
す
る
規
定
で
は
な
い
と
考
え
る
。

独立当事者参加訴訟の控訴審の構造

A
B
C
-
二
人
全
員
に
訴
訟
共
同
の
必
要
性
が
存
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、

A
の
み
の
略
詠
の
提
起
は
、

A
の
み
の
訴
え
の
提
起
と
異
な
り
、

3
2
7ア

a
E
E弘
芯
ロ
の
意
味
の
)
適
格
を
欠
く
者
の
提
起
と
は
解
せ
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
裁
判
所
に
訴
え
る
か
否
か
の
問
題
は

A
B
C
の
内
部
に
お
い
て

全
員
一
致
に
よ
り
処
理
す
べ
き
私
的
の
事
項
で
あ
る
が
、
い
っ
た
ん
訴
訟
が
全
員
に
つ
き
係
属
し
て
、
相
手
方
お
よ
び
裁
判
所
と
の
問
に
、
訴
訟
法
律

関
係
が
生
じ
て
い
る
と
き
に
は
、

A
が
上
級
」
審
に
お
い
て
審
判
を
受
け
る
訴
訟
上
の
利
益
を
失
わ
せ
る
こ
と
は
B
に
も
C
に
も
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
は

な
し
。

(

2

)

控
訴
期
間
が
徒
過
さ
れ
る
と
判
決
は
確
定
す
る
(
四
九
八
条
一
項
)
。
搾
訴
期
間
内
に
控
訴
が
提
起
さ
れ
た
と
き
一
審
判
決
の
確
定
が
遮
断
さ
れ
る

(
四
九
八
条
二
項
)
。
縫
定
の
遮
断
は
期
間
遵
守
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
効
果
で
あ
る
。

A
が
控
訴
期
間
内
に
控
訴
を
提
起
し
た
こ
と
は
A
が
控
訴
期
間
を

遵
守
し
た
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
渡
訴
期
間
が
満
了
し
て
も
(
四
九
八
条
一
項
参
照
)
満
了
に
よ
っ
て
は
判
決
は
確
定
し
な
い
と
い
う

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

A
が
必
要
的
共
同
訴
訟
人
で
あ
る
か
否
か
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
べ
き
事
柄
で
は
な
く
、
基
本
の
原
別
で
あ

る。
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1
)

(
3
)
 
類
似
必
要
的
共
同
訴
訟
の
場
合
に
お
い
て
は
、
甲
の

B
C
に
対
す
る
勝
訴
判
決
が
確
定
す
る
と
き
は
、
そ
の
効
力
が
A
に
も
及
ぶ
か
ら
、
A
も
当
事

者
で
あ
る
と
き
は
、

A
の
控
訴
期
間
遵
守
の
効
果
は
確
保
さ
る
べ
き
で
あ
る
つ
固
有
必
要
的
共
同
訴
訟
の
場
合
に
お
い
て

B
C
が
と
も
に
そ
れ
ぞ
れ
の
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控
訴
期
間
を
徒
過
し
た
と
き
は
、
甲
の

B
C
に
対
す
る
勝
訴
判
決
が
確
定
す
る
と
仮
定
す
る
と
き
は
、
控
訴
審
判
決
が
A
に
対
す
る
関
係
で
甲
の
請
求

を
棄
却
す
る
こ
と
は
、
〈
口
一
路
定
に
反
す
る
。
以
上
の
結
果
を
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
詳
細
は
、
次
注

(
4
)
を
み
よ
。

(
4
)
判
決
の
舷
定
が
、

A
に
つ
い
て
遮
断
さ
れ
れ
ば
、

B
C
に
つ
い
て
も
確
定
し
な
い
こ
と
の
理
論
上
実
定
法
上
の
根
拠
を
ど
こ
に
求
め
る
か
に
つ
い

て
、
筆
者
は
、
本
文
の
よ
う
に
結
論
す
る
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
六
二
条
に
根
拠
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
六
一
条
は
、
そ
の
文
一
言
上
、
あ
き
ら
か
に
、
共
同
訴
訟
の
成
立
を
前
提
と
し
、
成
立
し
た
共

同
訴
訟
に
お
け
る
一
人
の
訴
訟
行
為
に
つ
い
て
規
定
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
共
同
訴
訟
を
成
立
さ
せ
る
べ
き
訴
提
起
行
為
に
つ
い
て
ま
で
規
定
す
る
も

の
で
は
な
い
。
六
二
条
は
、
六
一
条
の
原
則
(
た
だ
し
、
こ
れ
は
、
全
部
判
決
に
対
す
る
規
制
か
ら
み
れ
ば
例
外
)
を
前
提
と
し
て
そ
の
特
別
を
定
め

た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
同
様
に
、
成
立
し
た
必
要
的
共
同
訴
訟
を
前
提
と
す
る
規
定
で
あ
る
。

六
二
条
も
ま
た
、
訴
提
起
と
い
う
訴
訟
行
為
に
つ
い
て
の
規
定
で
な
い
こ
と
は
、
必
要
的
共
同
訴
訟
人
た
る
べ
き
者
ま
た
は
必
要
的
共
同
訴
訟
人
た

り
う
る
者
の
う
ち
一
人
が
訴
え
を
提
起
し
た
場
合
に
、
他
の
者
の
利
設
に
お
い
て
そ
の
効
力
が
生
ず
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
一
例
を
あ
げ
る
だ
け
で
す

で
に
明
ら
か
で
あ
る
。

も
と
も
と
、
訴
え
を
提
起
す
る
か
否
か
、
何
者
を
相
手
方
と
し
て
訴
え
を
提
起
す
る
か
は
、
個
人
の
意
思
の
み
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で

あ
る
。
国
有
必
要
的
共
同
訴
訟
た
る
べ
き
場
合
(
訴
訟
共
同
の
必
要
性
が
存
す
る
場
合
)
に
お
い
て
も
、
こ
の
理
は
変
ら
な
い
。
一
人
が
訴
え
を
提
起

す
る
意
思
が
な
い
と
き
に
は
、
他
の
者
に
訴
え
を
提
起
す
る
意
思
が
あ
っ
て
も
、
訴
え
が
実
り
な
き
も
の
に
終
る
の
は
、
ま
さ
に
、
実
体
法
上
の
関
係

の
必
然
の
反
映
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

六
一
条
も
六
二
条
も
、
総
則
的
規
定
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
審
級
の
手
続
に
お
い
て
適
用
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
六
一

条
も
六
二
条
も
訴
え
の
提
起
に
つ
い
て
の
規
定
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ら
が
控
訴
の
提
起
、
上
告
の
提
起
に
つ
い
て
の
規
定
で
も
な
い
こ
と

を
意
味
す
る
。

つ
ぎ
に
、
六
二
条
の
規
定
を
上
訴
行
為
に
類
推
し
て
適
用
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
第
一
に
、
六
二
条
一
項
を
類
推
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
c

六
二
条
一
項
に
い
わ
ゆ
る
「
訴
訟
行
為
」
は
、
そ
の
内
容
に
そ
の
効
果
が
直
結
し
て
お
り
、
か
っ
、
そ
の
効
果
が
訴
訟
上
の
利
益
、
不
利
益
の
、
内
容

を
な
す
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
否
認
、
自
白
、
認
諾
の
よ
う
に
。
と
こ
ろ
が
、
判
決
の
内
容
は
当
事
者
に
と
っ
て
利
益
か
不
利
益
か
で
あ

る
が
、
判
決
は
訴
え
ま
た
は
上
訴
と
い
う
行
為
を
要
件
と
し
て
こ
れ
に
直
結
す
る
効
果
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
六
二
条
二
項
を
類
推
適
用
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
第
二
項
は
、
第
一
項
が
付
し
た
「
利
益
ニ
於
テ
ノ
ミ
」
と
い
う
制
限
を
解
除
し
た
規

=":1.込
d問
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定
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
第
二
項
に
い
う
「
訴
訟
行
為
」
は
、
第
一
一
唄
に
い
う
「
訴
訟
行
為
」
と
同
じ
で
あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
第
一
項
の
規
定
が

上
訴
行
為
に
類
推
で
き
な
い
以
上
、
第
二
項
の
規
定
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
第
六
一
一
条
の
規
定
の
根
拠
と
な
る
べ
き
理
論
は
、
代
理
ま
た
は
代
理
の
擬
制
で
は
な
い
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。
も
し
、
一
人
の
訴
訟

行
為
の
効
力
が
全
員
に
つ
き
生
ず
る
根
拠
が
、
一
人
が
他
の
全
員
を
代
理
す
る
(
ま
た
は
代
理
す
る
と
擬
制
す
る
)
こ
と
に
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
代

理
の
性
質
上
、
命
令
員
の
不
利
益
に
お
い
て
も
効
力
を
生
ず
べ
き
で
あ
る
が
、
六
二
条
一
項
は
「
利
益
ニ
於
テ
/
ミ
」
と
い
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま

た
後
に
も
述
べ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
一
人
の
行
為
に
よ
り
他
の
者
に
伴
怠
の
効
果
が
生
じ
な
い
こ
と
と
、
一
人
の
行
為
の
効
力
が
他
の
者
に
も
生
ず
る

こ
と
と
は
別
の
こ
と
で
あ
る
(
後
者
に
重
き
を
お
く
解
釈
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
菊
井
維
大
「
民
事
訴
訟
法
」
下
昭
和
一
二
一
一
一
年
二
五
一
一
貝
を
み
よ
〉
。

し
か
し
な
が
ら
、
必
要
的
共
同
訴
訟
人
の
上
訴
の
提
起
に
つ
い
て
の
法
規
が
全
く
欠
け
て
い
る
と
は
解
さ
れ
な
い
。
上
訴
権
が
各
人
に
帰
属
し
、
そ

の
追
行
が
保
証
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
実
定
法
規
の
定
め
る
原
則
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
他
方
に
お
い
て
、
一
定
の
場
合
に
、
(
訴
訟
の
目
的
が
共
同
訴

訟
人
の
全
員
に
実
体
法
上
合
一
に
の
み
確
定
す
べ
き
が
ゆ
え
に
〉
判
決
が
共
同
訴
訟
人
の
全
員
に
人
口
一
に
確
定
す
べ
き
こ
と
も
実
定
法
規
が
要
請
す
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
右
の
原
則
を
維
持
し
て
、
右
の
要
請
に
応
え
る
最
少
限
度
の
規
制
は
実
定
法
規
の
定
め
る
必
然
の
規
制
で
あ
る
。
確
定
遮
断
の
一
律

の
効
果
は
、

Z
E
Z
5
5聞
の
用
語
を
借
り
れ
ば

2
h一品
E
C
2
2
E
m命
名
E
E
=聞
で
あ
る
。

以
上
の
解
釈
は
、
六
二
条
の
立
法
の
沿
革
に
照
ら
し
て
も
相
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
に
詳
述
し
よ
う

0

1

民
事
訴
訟
法
の
沿
革

明
治
政
府
は
、
ド
イ
ツ
の
一
八
七
七
年
民
事
訴
訟
法
に
倣
っ
て
、
日
本
民
事
訴
訟
法
を
立
案
し
よ
う
と
決
し
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
県
参
事
官
で
あ
っ
た

テ
ツ
ヒ
ョ
!
(
吋
2
7
2ふ
を
招
い
て
内
閣
御
一
雇
顧
問
と
し
、
こ
れ
に
立
案
を
命
じ
た
。

テ
ッ
ヒ
ョ
l
は
、
明
治
一
七
年
五
月
よ
り
原
案
の
作
成
に
着
手
し
、
翌
一
八
年
二
月
に
至
っ
て
ひ
と
ま
ず
草
案
を
脱
稿
し
た
。
そ
の
後
、
同
年
七
月

に
テ
ッ
ヒ
ョ

1
訴
訟
規
則
修
正
原
按
が
で
き
た
。
こ
れ
は
邦
訳
さ
れ
①
「
訴
訟
規
則
」
と
よ
ば
れ
た
。
こ
れ
が
、
同
年
九
月
、
民
事
訴
訟
法
取
調
委
員

会
に
付
議
さ
れ
た
。
同
委
員
会
は
、
翌
一
九
年
六
月
頃
ま
で
会
議
を
章
一
ね
、
①
「
委
員
修
正
民
事
訴
訟
規
則
」
を
作
っ
た
。
こ
れ
に
も
と
づ
き
何
年
テ

ッ
ヒ
ョ

l
は
ド
イ
ツ
文
草
案
を
司
法
大
臣
に
呈
出
し
て
任
務
を
終
え
た
。
こ
れ
が
、
い
わ
ゆ
る
テ
ッ
ヒ
ョ
!
の
③
「
訴
訟
法
草
案
」
で
あ
り
、
邦
訳
が

あ
る
。
(
以
上
、
兼
子
一
「
民
事
訴
訟
法
の
制
定
」
|
|
テ
ツ
ヒ
ョ
l
輩
出
来
を
中
心
と
し
て

i
l
(昭
和
一
七
年
)
に
よ
る
〉
。

テ
ッ
ヒ
ョ
l
草
案
は
、
法
典
調
査
会
の
一
部
門
と
し
て
の
法
律
取
調
委
員
会
に
お
い
て
審
議
し
な
お
す
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
頃
、
憲
法
制
定
の
顧

問
と
し
て
来
日
中
の
モ
ッ
セ

(gamq)
が
テ
ツ
ヒ
ョ
i
に
代
っ
て
参
画
し
て
い
る
。
モ
ツ
セ
は
④
「
訴
訟
法
草
案
」
(
ド
イ
ツ
女
)
を
草
し
て
い
る
。
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説
~A 
日間

委
員
会
に
お
い
て
は
、
ま
ず
報
告
委
員
が
修
正
し
て
こ
れ
を
原
案
(
⑤
「
民
事
訴
訟
法
議
案
」
)
と
し
て
会
議
に
付
し
た
。
会
議
は
明
治
二

O
年
一
二
月

一
六
日
か
ら
翌
一
一
一
年
一

O
月
一
一
日
の
聞
に
五
三
回
も
た
れ
た
。
こ
の
会
議
の
成
果
と
し
て
、
⑥
「
修
正
民
事
訴
訟
法
草
案
」
が
で
き
、
こ
れ
を
も

と
に
し
て
⑦
「
民
事
訴
訟
法
再
調
査
案
」
が
で
き
た
。
こ
れ
が
「
民
事
訴
訟
法
案
」
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
③
明
治
一
一
一
一
一
年
法
律
二
九
号

と
な
っ
た
。

明
治
二
三
年
法
律
は
、
制
定
後
ま
も
な
く
改
正
の
議
が
起
こ
り
、
明
治
二
八
年
中
に
司
法
省
に
民
事
訴
訟
法
調
査
委
員
会
が
設
置
さ
れ
て
改
正
に
着

手
し
、
明
治
三
二
年
に
法
典
調
査
会
が
こ
の
事
業
を
引
継
ぎ
、
同
会
は
明
治
三
六
年
に
⑨
改
正
案
を
公
表
し
た
が
(
明
治
三
六
年
第
一
九
議
会
解
散
の

た
め
提
出
さ
れ
る
に
至
ら
ず
〉
法
律
と
な
る
に
至
ら
ず
同
会
は
廃
止
と
な
り
、
明
治
四

O
年
に
法
律
取
調
委
員
会
が
設
置
さ
れ
、
明
治
四
四
年
五
月
問

委
員
会
は
改
正
に
着
手
し
た
が
、
大
正
八
年
七
月
に
、
同
委
員
会
を
廃
止
し
て
司
法
省
に
民
事
訴
訟
法
改
正
調
査
委
員
会
を
設
け
て
改
正
案
を
起
草
す

る
こ
と
と
な
り
、
同
委
員
会
は
、
内
部
に
起
草
委
負
会
を
設
け
た
。
起
草
委
員
会
は
、
⑮
起
草
委
員
会
案
を
作
成
し
、
こ
れ
を
総
会
で
審
議
し
、
そ
こ

で
出
た
意
見
を
斜
酌
し
て
、
起
草
委
員
会
が
⑪
修
正
案
を
作
成
し
た
。
総
会
は
、
修
正
案
を
審
議
し
、
起
草
委
員
会
が
条
文
を
整
理
し
、
大
正
一
四
年

一
月
一
五
日
の
総
会
の
決
議
を
経
て
、
民
事
訴
訟
法
案
が
確
定
し
、
こ
れ
が
大
正
一
五
年
法
律
六
一
号
と
な
っ
た
(
司
法
省
編
纂
「
民
事
訴
訟
法
中
改

正
法
律
案
理
由
香
」
(
大
正
一
五
年
)
、
旧
法
典
調
査
会
案
(
明
治
コ
一
十
六
年
)
「
民
事
訴
訟
法
改
正
案
」
(
明
治
四
十
周
年
五
月
印
刷
〉
(
発
行
者
発
行

所
等
不
詳
〉
、
法
曹
人
公
「
民
事
訴
訟
法
改
正
調
査
委
員
会
速
記
録
」
(
昭
和
四
年
〉
参
照
)
。

2

草
案
条
文
の
対
照

警
者
が
手
許
で
見
る
こ
と
が
で
き
た
草
案
お
よ
び
法
律
は
、
右
に
あ
げ
た
①
か
ら
⑪
ま
で
で
あ
る
。
①
@
④
@
ω
@
は
、
日
本
学
術
振
興
会
印
刷
の

複
写
版
に
依
っ
た
。
@
は
、
複
写
版
が
出
て
い
る
(
こ
れ
も
日
本
学
術
振
興
会
印
刷
の
も
の
の
複
写
と
想
像
さ
れ
る
〉
。
③
は
、
明
治
二
三
年
四
月
二
一

日
付
官
報
号
外
に
出
て
い
る
。
⑨
は
前
掲
旧
法
典
調
査
会
案
「
民
事
訴
訟
法
改
正
案
」
で
あ
る
。
⑩
骨
は
前
掲
速
記
録
の
付
録
と
し
て
印
刷
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
草
案
の
な
か
で
、
合
一
確
定
の
必
要
が
存
す
る
場
合
に
、
共
同
訴
訟
人
の
一
人
が
期
間
を
権
怠
し
た
ま
た
は
悌
怠
し
な
か
っ
た
こ
と
の

効
果
に
閲
す
る
法
規
制
の
規
範
命
題
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
を
対
照
し
て
み
よ
う
。

テ
ッ
ヒ
ョ

l
は
、
「
訴
訟
法
草
案
」
を
「
奉
呈
」
す
る
文
に
お
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

八
抑
本
草
案
ハ
可
成
欧
州
新
制
訴
訟
法
中
ノ
抜
群
ナ
ル
者
即
チ
千
八
百
七
十
七
年
一
月
三
十
日
ノ
独
逸
訴
訟
法
-
一
基
ク
コ
ト
ヲ
務
メ
其
各
部
ニ
一
申
す

テ
ハ
字
国
ノ
実
路
条
例
及
ヒ
法
律
又
ハ
千
八
百
六
十
七
年
/
襖
国
訴
訟
法
草
案
及
ヒ
其
他
ノ
法
律
又
ハ
千
八
百
六
十
八
年
瓦
敦
壁
訴
訟
法
等
ヲ
以

ウ
井
ル
テ
ム
ベ
ル
タ

テ
模
範
卜
為
セ
リ
又
訟
朗
西
、
英
士
口
利
、
亜
米
利
竪
ノ
法
理
原
則
一
一
シ
テ
従
来
日
本
ノ
実
際
ニ
応
用
シ
タ
ル
者
一
一
付
テ
モ
亦
至
当
ノ
採
択
ヲ
為
セ
リ

V

し
た
が
っ
て
、
ま
ず
、
一
八
七
七
年
ド
イ
ツ
法
律
の
該
当
条
文
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

北法26(1・12)12



独立当事者参加訴訟の控訴審の構造

一
八
七
七
年
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法

期
印
由

:
:
:
:
J
5
4〈2
L
o
p
君
。
乙
口
宮
口
、
『
2
2
5
0
L
2
2ロ
o
m，
D
協
同
ロ
ロ
門
〈
Dロ
巳
ロ
月
一
口
。
ロ

ω昨日戸仲間
2
2目
白
〈
2
5
E己

=-EW
任
命

ω郡
三
己
m
s

ω守
色
仲
間
2
2出。ロ

ω一
切
仏
己
主
回
全
ぬ

D
Z
E
ω
匹

E
H
M
F
m
2
5号
。
件
。
口
百
四
2
。
7
2・
(
一
人
の
訴
訟
行
為
ま
た
は
一
人
に
対
す
る
訴
訟
行
為
に
つ
い
て
の
規

定
は
存
し
な
い

l
l筆
者
補
註
)
。

①
(
前
掲
①
「
訴
訟
規
則
」
を
さ
す
。
以
下
同
様
)
八
期
日
叉
ハ
期
限
ニ
一
一
ア
共
同
訴
訟
人
絞
席
シ
タ
ル
時
ハ
其
猷
席
セ
+
ル
共
同
訴
訟
人
ヲ

以
テ
献
席
者
ノ
代
人
ト
看
倣
ス
可
シ

V
〈
献
席
者
ハ
其
後
訴
訟
係
属
中
ハ
何
時
モ
出
廷
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

V
八
共
同
訴
訟
人
中
ノ
一
人
-
一
テ
上
訴
シ
タ
ル

時
ト
雄
モ
共
同
訴
訟
人
-
一
利
益
ア
ル
上
級
ノ
裁
判
所
ノ
裁
判
ハ
其
全
般
ノ
共
同
訴
訟
人
ニ
於
テ
同
一
ノ
利
益
ヲ
受
ク
可
キ
モ
ノ
ト
ス

V

②
八
共
同
訴
訟
人
中
期
日
若
ク
ハ
期
限
ニ
閥
席
シ
タ
ル
者
ア
ル
時
ハ
其
出
席
ア
ル
マ
テ
他
ノ
閥
席
セ
サ
ル
者
ヲ
以
テ
代
人
ト
看
倣
ス
可
シ

V
〈
共

同
訴
訟
人
中
上
訴
ス
ル
者
ア
ル
時
其
利
益
ハ
他
ノ
上
訴
セ
サ
ル
者
一
一
及
ブ
モ
ノ
ト
ス

V

③
②
と
同
文
。
た
だ
し
、
八
出
席
ア
ル
マ
テ

V
が
八
出
姪
ス
ル
マ
テ

V
と
な
っ
て
い
る
。

④

KFH同・印
O

〉『
ω・
品
巧
2
=
丘町戸、
H，q
Eロ
D
L
R
2
5
H
J
Z
E
Z
〈C
ロ

5
M
N
O
E
g
包
括
戸
時
間
2
0
E
g
〈
q
z
o
E百
円
三
手

8
3
E
g
E。

E
2
2
m
g
将
司
巳
仲
間
2
2
Zロ
包
ω
ι
5
n
r
ι
呂
巳
牛
込

E
2
5
m
g
g吋

片
岡

2
2
d
s
m
g
o
y
s
-
(第
二
項
に
、
証
明
を
含
め
て
一
人
の
攻
撃
ま
た
は
防

禦
方
法
が
他
の
者
の
利
益
に

(
N
z
o
c
g
gロ
〉
作
用
す
る
(
君
主
内
め
る
と
規
定
し
、
第
三
項
に
、
一
人
が
争
い
ま
た
は
認
諾
し
な
い
こ
と
は
争
い
ま
た

は
認
諾
し
な
い
と
い
う
こ
と
と
し
て
通
用
す
る
定
己
窓
口
)
と
規
定
し
て
い
る
。
上
訴
云
々
の
規
定
は
存
し
な
い
。
)

⑤
八
若
シ
共
同
争
訟
人
中
/
或
ル
者
ノ
ミ
カ
期
日
叉
ハ
期
間
ヲ
同
時
怠
シ
タ
ル
時
ハ
其
悌
怠
シ
タ
ル
者
ハ
惚
怠
セ
十
ル
者
-
一
因
テ
代
理
セ
ラ
レ
タ
リ

ト
看
倣
ス

V
(
こ
の
文
を
含
む
条
文
は
第
五

O
条
で
あ
る
が
、
そ
の
全
体
の
内
容
が
モ
ツ
セ
の
第
五

O
条
の
翻
訳
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
〉
。

⑥
⑤
の
八
因
テ

V
を
八
依
テ

V
に
し
た
ほ
か
は
⑤
と
同
文
。

⑦
八
共
同
訴
訟
人
中
ノ
或
ル
人
ノ
ミ
カ
期
日
又
ハ
期
間
ヲ
惚
怠
シ
タ
ル
時
ハ
其
権
怠
シ
タ
ル
者
ハ
悌
怠
セ
サ
ル
者
-
一
代
理
ヲ
任
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
看

倣
ス

V
③
⑦
と
同
文
。
た
だ
し
、
八
時

V
が
八
ト
キ

V
に
さ
れ
た
。

⑨
八
一
共
同
訴
訟
人
ノ
一
人
カ
為
シ
タ
ル
訴
訟
行
為
及
ヒ
相
手
方
カ
共
同
訴
訟
人
ノ
一
人
-
一
対
シ
テ
為
シ
タ
ル
訴
訟
行
為
ハ
共
同
訴
訟
人
/
全

員
カ
之
ヲ
為
シ
叉
ハ
相
手
方
カ
其
全
員
ニ
対
シ
テ
之
ヲ
為
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
看
倣
ス

V
八
二
共
同
訴
訟
人
ノ
一
人
カ
為
シ
タ
ル
抽
菜
、
認
諾
、
自
由
、

和
解
、
訴
/
取
下
其
他
共
同
訴
訟
人
-
一
不
利
益
ナ
ル
行
為
ハ
其
全
員
二
付
キ
其
効
ナ
シ

V

⑮
八
・
・
:
合
一
ニ
ノ
ミ
確
定
ス
ヘ
キ
場
合
ニ
於
テ
ハ
其
一
人
ノ
行
為
ハ
全
員
ノ
利
蕊
-
一
於
テ
ノ
ミ
其
効
力
ヲ
生
ス

V
八
期
日
及
ヒ
期
間
ヲ
慨
怠
セ

北法26(1・13)13



説論

サ
ル
共
同
訴
訟
人
ノ
行
為
ハ
他
ノ
共
同
訴
訟
人
ノ
為
メ
ニ
モ
其
効
力
ヲ
生
ス

V
八
第
四
十
六
条
ノ
規
定
ハ
:
:
・
共
同
訴
訟
人
ノ
一
人
カ
提
起
シ
タ
ル
上

訴
ニ
付
キ
他
ノ
共
同
訴
訟
人
/
為
ス
~
キ
訴
訟
行
為
ニ
之
ヲ
準
用
ス

V
(第
四
十
六
条
の
規
定
は
現
行
法
の
五

O
条
一
項
に
対
応
す
る
〉
。

⑪
右
⑬
の
第
二
番
目
の
規
定
の
か
わ
り
に
〈
共
同
訴
訟
人
ノ
一
人
ニ
対
ス
ル
相
手
方
ノ
行
為
ハ
全
員
ユ
対
シ
テ
其
効
力
ヲ
生
ス

V
と
規
定
さ
れ
、

他
は
同
文
で
あ
る
。

3

文
言
の
変
化
と
規
範
的
意
味

右
の
対
照
に
よ
り
、
草
案
の
文
言
が
変
化
し
て
き
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
こ
の
文
言
の
変
化
は
、
規
制
の
原
理
の
変
化
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
か
、

そ
れ
と
も
、
規
範
的
意
味
の
射
程
の
変
化
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
、
た
ん
に
、
規
制
対
象
の
分
類
・
統
合
の
方
法
の
上
で
の
変
化
に
と

ど
ま
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
疑
問
を
解
明
す
る
必
要
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ド
イ
ツ
で
は
、
期
日
お
よ
び
期
間
の
伴
怠
に
関
し
て
明
文
の
規
定
を

置
き
一
人
の
ま
た
は
一
人
に
対
す
る
訴
訟
行
為
に
関
し
て
は
明
文
の
規
定
を
置
か
ず
に
今
日
に
至
っ
て
お
る
の
に
、
ド
イ
ツ
法
を
範
と
し
た
わ
が
国
で

は
、
訴
訟
行
為
に
閲
す
る
規
定
の
み
と
な
っ
て
榔
怠
に
関
す
る
規
定
が
明
文
上
は
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

期
間
の
伴
怠
を
問
題
に
す
る
と
き
は
、
行
為
期
間
の
み
な
ら
ず
中
間
期
間

(
N
5
2
Zミ
2
gコ
)
も
問
題
の
対
象
に
含
ま
れ
る
。
訴
訟
行
為
の
効
果

を
問
題
に
す
る
と
き
は
、
行
為
期
間
が
付
せ
ら
れ
た
訴
訟
行
為
の
み
な
ら
ず
、
攻
撃
防
禦
方
法
の
提
出
、
自
白
、
認
諾
、
放
棄
、
和
解
、
取
下
も
含
ま

れ
る
。
逆
に
、
期
間
の
傑
怠
を
問
題
に
す
る
と
き
は
、
攻
撃
防
禦
方
法
の
提
出
等
は
問
題
対
象
に
は
含
ま
れ
ず
、
こ
れ
ら
は
、
期
日
の
悌
怠
を
問
題
に

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
対
象
と
さ
れ
る
(
取
下
は
別
と
し
て
〉
。
ま
た
、
訴
訟
行
為
の
効
果
を
問
題
に
す
る
と
き
は
、
中
間
期
間
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
行

為
・
挙
世
田
は
問
題
対
象
に
含
ま
れ
な
い
。
か
く
て
、
期
間
の
際
怠
を
問
題
に
し
て
も
、
訴
訟
行
為
の
効
果
を
問
題
に
し
て
も
、
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
の

で
き
る
も
の
は
、
た
と
え
ば
、
控
訴
期
間
が
付
せ
ら
れ
た
控
訴
の
提
起
の
よ
う
な
、
一
小
変
期
間
あ
る
月
2
Z
ω
Z
F
]
F
た
る
訴
訟
行
為
で
あ
る
。

行
為
期
間
の
存
在
理
由
は
、
期
間
を
徒
過
す
れ
ば
当
該
行
為
を
な
し
え
な
く
な
る
こ
と
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
行
為
と
期
間
の
関
係
に
お
い
て
重

要
な
こ
と
は
、
期
間
が
遵
守
さ
れ
て
は
じ
め
て
、
行
為
に
つ
い
て
効
果
を
論
ず
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
(
ち
な
み
に
、
中
間
期
間
に

つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
呼
出
期
間
の
違
反
が
あ
る
と
き
は
、
当
事
者
が
期
日
に
不
出
頭
で
も
欠
席
判
決
を
す
る
こ
と
が
で
き
な

い)。右
に
述
べ
た
行
為
期
間
徒
過
の
効
果
は
、
通
常
共
同
訴
訟
の
場
合
に
お
い
て
は
、
各
共
同
訴
訟
人
に
つ
い
て
各
別
に
生
ず
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い

る
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
日
本
に
お
い
て
も
、
こ
の
点
に
つ
い
て
争
い
は
存
し
な
い
(
数
人
に
か
か
る
請
求
の
一
個
の
訴
訟
へ
の
結
合
が
一
人
対
一
人

の
問
の
数
個
の
請
求
の
一
個
の
訴
訟
へ
の
結
合
よ
り
も
緩
い
こ
と
が
一
示
し
て
い
る
)
。
必
要
的
共
同
訴
訟
に
お
い
て
は
ど
う
か
。
以
下
に
お
い
て
、
ド
イ

北法26(1・14)14



独立当事者参加訴訟の控訴審の構造

ツ
に
お
け
る
解
釈
論
の
歴
史
を
批
判
的
に
要
説
す
る
。
つ
い
で
、
日
本
法
の
立
案
の
変
遷
の
解
釈
論
を
試
み
る
。

引
控
訴
期
間
は
一
審
判
決
の
送
達
と
と
も
に
始
ま
る

(
N
句
。
訓

2
3。
判
、
決
の
送
達
は
当
事
者
送
達
で
あ
る
(
訓

2
3
0
共
同
訴
訟
人
に
対
す
る

送
達
は
め
い
め
い
に
つ
き
独
立
に
な
さ
れ
る
。
よ
っ
て
、
控
訴
期
間
は
め
い
め
い
に
つ
い
て
走
る
。
よ
っ
て
控
訴
期
間
の
徒
過
も
め
い
め
い
に
つ
い
て

起
こ
る
。
以
上
の
点
に
つ
き
旧
法
時
よ
り
争
い
は
な
い
(
列
。
〈
Nω
怠
・
全
吋
参
照
)
。
一
般
に
、
控
訴
期
間
が
徒
過
さ
れ
る
と
一
審
判
決
に
つ
き
河
内
口
l

z
m
r
s
p
が
発
生
す
る
(
期
吋
O

印
参
照
)
。
す
な
わ
ち
、
期
間
悌
怠
の
効
果
は
河
Z
Z
ω
r
E
P
の
発
生
で
あ
る
。
控
訴
期
間
経
過
前
に
控
訴
の
提
起
が
あ

る
と
、
阿
川
2
5
ω
r
E
P
の
発
生
が
遮
断
さ
れ
る
(
問
。
7
2
U百
件
当

E
L
m
吋
口
印
)
。
す
な
わ
ち
、
控
訴
の
提
起
の
効
果
(
の
ひ
と
つ
〉
は
確
定
遮
断
で
あ
る
o

p
n
Z
ω
r
g
R
の
発
生
障
害
で
あ
る
。
期
間
の
憐
怠
か
ら
い
え
ば
、
そ
れ
は
、
期
間
惚
怠
の
効
果
の
障
害
で
あ
る
。
旧
五
九
条
現
六
二
条
が
上
訴
期
間
の

搾
怠
の
場
合
に
適
用
が
あ
る
こ
と
は
当
初
か
ら
争
い
が
な
い
(
刷
J
E
r
-
-
0
5
c
i
S
3
N
2
3三
E
口
四
冨
「

L
B
O
E
r円
Z
H
N巳円
F

↓∞ヰ
-
F
E

--ω
・

2
T
m
o
s
r口
二
∞

8
・
河
内
百
w

〈

お
ω
¥
∞品〉。

必
要
的
共
同
訴
訟
人
中
一
人
が
控
訴
期
間
を
遵
守
し
、
一
人
が
控
訴
期
間
を
徒
過
し
た
場
合
に
、
一
審
判
決
の
河
内
円
互
協
B
P
は
発
生
す
る
か
。
一

人
の
期
間
徒
過
後
に
他
の
者
の
期
間
遵
守
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
期
間
徒
過
者
に
つ
い
て
列
2
E
m
r
z
p
が
発
生
す
る
と
い
う
解
釈
が
あ
っ
た
(
た
と

え
ば
、
同
州
の
お
守
口
一
一
回
ω一
・
]
宅
一
回
ω
7
ω
忠
一
〉
。
し
か
し
、
そ
う
す
る
と
、
期
間
遵
守
者
の
控
訴
に
つ
い
て
は
、

ω
R
r
r同↑
tEmHFCZ
を
欠
く
か
ら

と
い
う
か

(HNP
』
宅
一

U
2
4
ω
E
M
)
、
期
間
徒
過
者
に
つ
き

m
2
Z
m
r
E
P
が
生
じ
た
判
決
と
内
容
上
の
調
和
を
計
る
必
要
か
ら
こ
れ
と
抵
触
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
と
い
う
か
(
何
・

ω口
E
B
E
P
U
E
〈
ヨ
ω
E
2
3
〈

Cロ
河
内
円
王
国
z
r巾
}
『
臼
『
司
王

g
E
R
7
2
コ
N乙
口
。
ロ
G同君。ロ《比四め

ω
t
z仲
間

2
?

目
S
U
N
N
H
Y
3
・

8
一
W
E
B
-
公
表
当
時
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
助
手
。
今
日
な
お
、
岡
山
2
2宮崎間
l
一ω
n
r
g
t
や

吋

Z
E
E
H
句
三
NG
な
ど
に
引
用
支
持

さ
れ
て
い
る
)
は
別
と
し
て
、
と
に
か
く
期
間
遵
守
者
は
敗
訴
の
運
命
に
置
か
れ
よ
う
〈
ω
n
E
E
Eロ
は
し
か
し
そ
の
よ
う
な
結
果
に
反
対
な
の
で
あ

る)。こ
れ
で
は
、
勤
勉
な
控
訴
人
が
そ
う
で
な
い
彼
の
共
同
訴
一
訟
人
に
よ
り
控
訴
権
の
追
行
を
阻
害
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
正
義
に
反
し
よ
う
。

か
く
し
て
、
右
解
釈
は
消
滅
し
、
判
例
・
通
説
と
も
、
必
要
的
共
同
訴
訟
人
の
一
人
の
適
時
の
控
訴
に
よ
っ
て
原
判
決
が
取
消
変
更
さ
れ
る
こ
と
が
あ

り
う
る
状
態
に
あ
る
か
、
ぎ
り
に
お
い
て
、
原
判
決
の

H
N
Z
Z尖
3
3
は
宙
に
浮
い
て
い
る

(
E
L
q
ω
n
r言内
r
o
z
z
z
=
同
の
ど

γ
E
R
一回
ω∞
-HNC

一可・

ωω
〉
、
と
解
す
る
に
至
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
際
怠
の
効
果

H
H
N
R
E
m
r
E
P
の
発
生
は
一
律
に
障
害
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
勤
勉
な
共

同
訴
訟
人
は
原
判
決
の
取
消
変
更
を
獲
ち
得
る
可
能
性
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

勤
勉
な
者
の
勤
勉
な
活
動
が
阻
害
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
勤
勉
で
な
い
者
を
勤
勉
な
者
と
同
じ
く
扱
う
こ
と
を
当
然
に
は
含
ま
な
い
。
控
訴
を
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適
時
に
提
起
し
た
共
嗣
訴
訟
人
の
控
訴
の
た
め
の
活
動
が
阻
害
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
悌
怠
し
た
共
同
訴
訟
人
を
も
控
訴
を
み
ず
か
ら
適
時
に
提

起
し
た
者
と
し
て
扱
う
と
い
う
こ
と
を
当
然
に
は
含
む
も
の
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
で
こ
の
後
者
の
扱
い
を
立
法
者
は
認
め
た
の
か
。
こ
の
間
題
に
光
を

あ
て
る
に
は
、

A
B
二
人
の
必
要
的
共
同
訴
訟
に
お
い
て
、

B
の
控
訴
期
間
進
行
中
に
A
が
適
時
の
控
訴
の
提
起
を
し
、

B
は
け
っ
き
ょ
く
控
訴
を
提

起
し
な
か
っ
た
場
合
を
例
に
と
り
、
こ
れ
に
お
い
て
問
題
を
考
え
る
の
が
適
当
で
あ
る
。

ま
ず
、

B
の
控
訴
期
間
が
B
の
控
訴
な
し
に
経
過
し
て
も
、

B
に
つ
き
原
判
決
の
河
内
円
Z
ω
r
s
p
は、

A
の
適
時
の
控
訴
が
あ
る
か
ぎ
り
、
発
生
し

な
い
と
い
う
結
論
の
根
拠
を
ど
う
理
解
す
べ
き
か
。
実
定
法
の
規
定
上
の
手
掛
り
と
し
て
は
、

B
は
A
に
よ
り
代
理
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
と
い
う
明

文
の
規
定
が
あ
る
。
こ
の
規
定
が
上
訴
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
ベ
問
題
な
し
と
は
し
な
い
は
ず
で
あ
る
が
〉
争
い
が
な
い
。
し
か
し
、
そ
の

法
的
性
質
に
つ
い
て
は
、
見
解
が
分
れ
た
。
法
定
代
理
説
(
た
と
え
ば
、
〈
-
〉
ヨ
乙

E
H
m
p
u
-
2
0
m
g
gロ件。ロ
c
z
g
L
F同
0
2
5仲
間

2
0的措
a
n
E
F

-
∞
∞
一
)
、
反
射
効
説
(
た
と
え
ば
、
宮

-
E
R
7
0ロ
rz円m
L
)
5
r
2
8
L
0
2
2
3円
四

c
g目。ロ
R
E
P・
5
2
h
刃・

ω
ゆえ向。円
F
M凶
B
E
E
S
F
羽

田

M
-

∞

P
E
-
-
u
c
N
)、
代
理
擬
制
説
な
ど
に
分
れ
た
。
今
日
で
は
、
代
理
擬
制
説
が
通
説
・
判
例
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、

A
の
控
訴
に
よ
り
、

A
は
自
己
の
控
訴
期
間
を
遵
守
し
た
の
で
あ
る
が
、
期
間
を
遵
守
し
た
と
い
う
効
果
、
が
B
の
た
め
に
も
生
ず
る
の

で
あ
る
。
期
間
遵
守
の
効
果
に
お
い
て
代
理
が
擬
制
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
判
例
も
刷
旨
で
あ
る
〈

m
o
-
o
P
E
a
g
-

列。
5
・
NUN〉。

B

の
た
め
に
も
遵
守
し
た
と
い
う
の
は
、

B
の
控
訴
期
聞
を
遵
守
す
る
行
為
を
B
を
代
理
し
て
A
が
し
た
と
い
う
趣
旨
で
は
な
い

(
B
の
控
訴
期
聞
は
進

行
中
な
の
で
あ
る
か
ら
、

B
自
身
が
控
訴
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
よ
っ
て
代
理
の
必
要
が
な
い
は
ず
で
あ
る
)
。
A
の
控
訴
提
起
行
為
が
あ
わ
せ
て
B
の

控
訴
提
起
行
為
と
み
な
さ
れ
る
趣
旨
で
も
な
い
。

A
が
A
の
控
訴
期
聞
を
遵
守
し
た
こ
と
が
、

B
の
た
め
に
も
期
間
遵
守
に
な
る
た
め
の
条
件
は
、

A

の
控
訴
提
起
の
時
点
に
お
い
て
B
の
控
訴
期
間
が
未
経
過
で
あ
る
こ
と
に
と
ど
ま
り
、

B
の
控
訴
提
起
行
為
を
擬
制
す
る
こ
と
は
要
し
な
い
は
ず
で
あ

る。
A
の
適
時
の
控
訴
の
提
起
に
よ
り
原
判
決
の

HN2}wgrEP
が
B
に
つ
い
て
も
発
生
し
な
い
こ
と
の
根
拠
を
、
代
理
の
擬
制
に
よ
り
B
の
た
め
に
も

期
間
が
遵
守
さ
れ
た
こ
と
に
求
め
る
と
き
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
A
の
適
時
の
控
訴
の
時
点
に
お
い
て
B
が
す
で
に
控
訴
期
間
を
徒
過
し
て
し
ま
っ
て
い

た
と
い
う
前
掲
の
場
合
に
河
2
Z
m
r
s
p
が
確
定
的
に
は
発
生
し
な
い
と
い
う
状
態
を
根
拠
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

果
せ
る
か
な
、
右
の
よ
う
な
場
合
に
も
、

B
に
つ
い
て
も
悌
怠
の
効
果
は
生
じ
な
い
と
い
う
説
(
た
と
え
ば
、
前
掲
冨

E
R
Z
5
5
m・
ω・
2
止
し

は
、
有
力
に
な
り
え
ず
、
通
説
は
、
当
初
か
ら
、
右
の
よ
う
な
場
合
の
B
に
は
五
九
条
一
項
(
現
六
二
条
一
項
〉
の
適
用
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、

B
が
徒
過
し
た
控
訴
期
聞
は
、

B
自
身
こ
れ
を
旧
に
復
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
よ
っ
て
、
代
理
に
よ
っ
て
控
訴
期
聞
を
遵
守
す
る
余
地
が

北法26(1・16)16



独立当事者参加訴訟の控訴審の構造

な
い
と
い
う
の
で
あ
っ
た
(
た
と
え
ば
、
明
，
・
巧
2
7ゆ
え
ぬ
戸

0
5
5
Z
2
L
F四
σω

汁

E仲
間

2
2
5
p
z
g
p
ι
2
訓
印
由
。
・
同
M

・
o-
一∞
S
-
ω
・
玄
一
同
町
・

一0
・〈・
4
『ニヨ

ogr-lF2ア
。
〈
ニ
望
。
自
2
8丘
コ
ロ
口
問
・
吋
〉
己
『
ア
一
∞

8
・
割
印
由
〉
。

だ
が
、
共
同
訴
訟
人
の
一
人
A
が
控
訴
期
間
を
遵
守
し
た
と
き
に
は
他
の
一
人
B
は
自
分
の
控
訴
期
間
の
惚
怠
が
完
成
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う

場
合
に
代
理
の
擬
制
の
余
地
が
な
い
と
し
て
も
、

B
に
つ
き
原
判
決
の

H
N
2
E会
g
p
は
発
生
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
前
述
の
よ
う
に
必
要
で
あ
り
、

そ
の
よ
う
な
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
一
人
の
控
訴
期
間
遵
守
に
よ
っ
て
、
他
の
共
同
訴
訟
人
に
つ
い
て
も
期
間
遵
守
と
な
り
傑
怠
の

効
果

(
H
H
N
2
Z
ω
r
g
p
の
発
生
)
が
生
じ
な
い
と
い
う
根
拠
が
、

A
の
兇
訴
提
起
の
時
点
に
B
が
控
訴
期
聞
を
徒
過
し
て
い
た
場
合
と
B
の
控
訴
期
聞

が
進
行
中
で
あ
っ
た
場
合
と
で
異
な
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
代
理
の
擬
制
の
余
地
の
な
い
場
合
に
も
悌
怠
者
に
惚
怠
の
効
果
が
生
じ
な
い
の
は
、
必
要
的
共
同
訴
訟
に
お
い
て
、
勤
勉
な
共
同
訴
一
訟
人

の
控
訴
の
追
行
を
保
証
す
る
た
め
で
あ
る
か
ら
、
必
要
的
共
同
訴
訟
に
お
い
て
は
、
腕
附
怠
の
効
果
が
生
ず
る
に
は
全
員
の
悌
怠
を
必
要
と
す
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
わ
け
で
、
一
人
の
控
訴
期
間
の
遵
守
に
よ
っ
て
こ
の
条
件
が
欠
け
、
一
人
の
適
法
な
控
訴
の
効
力
が
続
い
て
い
る
か
ぎ
り
、
こ
の
条
件
を

欠
く
状
態
が
継
続
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

他
方
に
お
い
て
、
代
理
の
擬
制
は
、
そ
の
本
来
の
意
味
に
お
い
て
は
、
控
訴
期
間
の
遵
守
に
は
、
適
用
し
、
が
た
い
。
前
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
一
人

の
控
訴
期
聞
が
進
行
中
に
は
、
そ
の
者
が
控
訴
を
提
起
し
て
い
な
い
と
き
で
も
、
こ
れ
を
徒
過
し
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
代
理
の
擬
制
の
必
要
は
な

い
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
控
訴
期
聞
を
徒
過
し
て
い
な
い
も
の
を
期
聞
を
「
悌
怠
し
た
者
」
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
こ
の
者
に
つ
い
て
は
代

理
の
擬
制
の
要
件
に
欠
け
る
は
ず
で
あ
る
(
前
掲

ω
n
E
E
S
F
'
ω
・
8
S。
ま
た
、
一
人
の
控
訴
期
聞
が
ま
だ
進
行
を
は
じ
め
て
い
な
い
と
き
は
、
「
際

怠
」
が
あ
り
え
な
い
か
ら
、
代
理
の
擬
制
の
余
地
が
な
い
(
前
掲
伊
E
E
S
P
ω
・
ω∞
巴
。
そ
し
て
、
前
述
の
よ
う
に
、
一
人
の
控
訴
期
間
が
徒
過
さ

れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
き
は
、
ま
さ
に
そ
の
者
は
期
聞
を
「
悌
怠
し
た
者
」
で
あ
る
が
、
代
理
の
し
ょ
う
が
な
い
〈
本
人
が
な
し
う
る
以
上
の
こ
と
を

代
理
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
)
。

こ
う
し
て
、
代
理
の
擬
制
と
い
う
通
説
は
、
法
文
に
忠
実
で
は
あ
る
が
、
代
理
を
文
字
ど
お
り
通
常
の
意
義
に
解
す
る
か
、
ぎ
り
理
論
上
破
綻
す
る
の

で
、
法
文
に
根
拠
を
求
め
る
か
ぎ
り
、
法
文
の
「
代
理
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
」
の
文
言
の
意
味
を
、
期
問
機
怠
の
効
果
の
不
発
生
と
解
す
る
こ

と
に
な
る
(
前
掲

ω
n
E
E
E口
論
文
の
功
績
〉
。

同
通
常
共
同
訴
訟
に
つ
い
て
は
、
日
本
法
に
お
い
て
も
、
旧
法
以
来
、
今
日
ま
で
、
共
同
訴
訟
人
独
立
の
原
則
が
妥
当
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
必

要
的
共
同
訴
訟
に
つ
い
て
は
こ
れ
に
対
す
る
特
則
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
特
則
は
、
原
則
に
対
し
、
最
小
限
た
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
人
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の
共
同
訴
訟
人
の
控
訴
の
提
起
の
効
力
に
つ
い
て
の
特
則
も
最
小
限
の
例
外
に
と
ど
ま
る
べ
き
で
あ
る
。
控
訴
の
提
起
に
焦
点
を
絞
る
な
ら
ば
、
六
一

条
の
原
則
に
よ
れ
ば
、
他
の
共
同
訴
訟
人
が
控
訴
期
間
を
徒
過
す
れ
ば
、
そ
の
者
と
の
関
係
で
原
判
決
が
確
定
す
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
か
ら
、
勤
勉

な
共
同
訴
訟
人
を
保
護
す
る
の
が
特
則
の
目
的
で
あ
る
。
こ
の
目
的
が
実
現
さ
れ
る
最
小
限
の
特
例
は
、
一
人
で
も
期
間
を
悌
怠
し
な
い
者
が
あ
れ

ば
、
判
決
は
全
員
に
対
し
確
定
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
で
足
り
る
。

以
上
の
こ
と
は
、
一
人
の
控
訴
の
提
起
の
、
控
訴
期
間
の
遵
守
と
い
う
面
を
と
ら
え
て
も
、
控
訴
権
の
行
使
た
る
訴
訟
行
為
と
い
う
面
を
と
ら
え
て

も
、
変
り
が
な
い
は
ず
で
あ
り
、
ま
た
変
り
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

前
に
占
め
げ
た
①
か
ら
⑪
ま
で
の
、
立
案
の
経
過
を
、
文
言
の
変
遷
に
着
目
し
て
辿
る
と
き
、
「
代
理
」
の
擬
制
が
「
行
為
」
の
擬
制
(
:
:
:
為
シ
タ
ル

モ
ノ
ト
看
倣
ス
)
に
変
り
、
さ
ら
に
、
行
為
の
「
効
力
」
の
拡
張
に
至
っ
て
今
日
に
至
っ
た
こ
と
が
限
に
つ
く
。
こ
れ
は
、
実
定
法
の
定
め
る
効
果
の

理
論
的
根
拠
の
変
遷
と
日
比
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
代
理
」
の
擬
制
か
ら
行
為
の
「
効
力
」
の
拡
張
へ
の
変
遷
は
思
想
の
変
遷
で
あ
る
。
明
治
二
八
年
(
一
八
九
五
年
)
の
民
事
訴
訟
法
調
査
委
員
会

の
設
置
か
ら
明
治
三
六
年
法
典
調
査
会
案
〈
⑨
)
の
成
立
に
至
る
聞
に
、
「
代
理
」
の
思
想
が
、
明
文
上
は
、
消
え
た
。
こ
こ
で
、
ド
イ
ツ
法
と
は
別
の

歩
み
を
は
じ
め
た
。
「
代
理
」
の
思
想
が
消
え
た
の
は
、
「
代
理
」
に
よ
っ
た
の
で
は
、
同
時
怠
の
効
果
の
不
発
生
を
も
、
訴
訟
行
為
の
効
力
の
利
益
に
の
み

の
発
生
を
も
、
根
拠
づ
け
る
の
に
十
分
で
な
い
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
想
像
す
る
。
そ
れ
は
、
ト
イ
ツ
の
解
釈
論
の
歴
史
を
辿
れ
ば
、
誰
で

も
考
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
で
は
一
九
六
三
年
の

ω口
}
E
B
Eロ
の
一
前
掲
論
文
に
至
っ
て
漸
く
「
代
理
」
は
文
字
ど
お
り
の
「
代
理
」
で
は
な
く

際
怠
の
効
果
が
惚
怠
者
に
発
生
し
な
い
こ
と
と
解
す
る
こ
と
に
落
ち
着
い
た
の
に
比
べ
る
と
、
日
本
の
立
法
者
ら
の
ほ
う
が
、
先
を
見
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
か
。

「
代
理
」
の
思
想
に
よ
っ
た
の
で
は
、
な
か
ん
づ
く
、
控
訴
期
間
の
際
怠
の
場
合
の
、
際
怠
の
効
果
の
不
発
生
の
根
拠
づ
け
に
苦
し
む
、
と
い
う
こ

と
は
実
務
上
も
実
感
し
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
事
情
の
一
端
を
、
つ
ぎ
の
ケ
l
ス
が
示
す
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
大
判
明
三

0
・

九
・
一
一
一
一
〈
録
三
輯
八
巻
二
三
頁
)
の
ケ
l
ス
で
あ
る
。

上
告
理
由
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
論
旨
を
展
開
し
た
。

八
原
院
カ
民
事
訴
訟
法
第
五
十
条
第
四
項
ヲ
適
用
シ
タ
ル
ハ
失
当
ナ
リ
何
ト
ナ
レ
ハ
該
条
ハ
一
ノ
訴
訟
ニ
シ
テ
裁
判
所
へ
提
起
セ
ラ
レ
タ
ル
以
後
ノ

場
合
ヲ
想
像
シ
タ
ル
規
定
ニ
シ
テ
即
チ
共
同
訴
訟
人
タ
ル
資
格
ヲ
得
タ
ル
以
後
ニ
適
用
ス
ヘ
キ
法
条
ナ
リ
而
シ
テ
必
要
的
共
同
訴
訟
人
ト
雌
ト
モ
上
訴

ニ
関
シ
テ
ハ
相
互
ニ
代
理
権
ヲ
有
セ
サ
ル
コ
ト
訴
訟
ノ
法
理
ナ
レ
ハ
一
審
ノ
共
同
訴
訟
人
ト
難
ト
モ
上
訴
ヲ
提
起
シ
タ
ル
以
後
-
一
ア
ラ
サ
レ
ハ
仮
令
他
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ノ
共
同
訴
訟
人
ニ
於
テ
上
訴
ヲ
提
起
ス
ル
モ
直
チ
ニ
該
法
条
ノ
利
益
ヲ
受
ク
ヘ
キ
道
理
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
若
シ
原
院
ノ
如
ク
第
四
項
ヲ
シ
テ
上
訴
期
間
ノ

僻
怠
ハ
権
問
怠
セ
サ
ル
モ
ノ
ニ
代
理
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
看
倣
ス
ト
キ
ハ
論
理
上
上
訴
ニ
付
テ
代
理
権
ア
ル
結
果
-
一
一
帰
着
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
第
五
十
条
第
五
項

ニ
ヨ
リ
悌
怠
シ
タ
ル
他
ノ
一
審
ノ
共
同
訴
訟
人
-
一
対
シ
其
上
訴
ヲ
提
起
ス
ル
ヤ
否
ヤ
不
明
ナ
ル
-
一
拘
ハ
ラ
ス
控
訴
審
ハ
悌
怠
セ
サ
リ
シ
場
合
-
一
於
テ
為

ス
ヘ
キ
総
テ
ノ
送
達
及
ヒ
呼
出
ヲ
ナ
サ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ニ
至
ル
ヘ
シ
長
ニ
如
此
道
理
ア
ラ
ン
ヤ

V

こ
れ
に
対
し
、
大
審
院
は
、
「
代
理
」
の
語
を
使
用
す
る
こ
と
な
く
、
次
の
よ
う
に
答
え
た
。

人
権
利
関
係
/
合
一
ニ
ノ
ミ
確
定
ス
ヘ
キ
事
件
一
一
於
テ
共
同
訴
訟
人
中
ノ
一
人
カ
上
訴
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
他
ノ
共
同
訴
訟
人
ノ
為
メ
上
訴
期
間
徒
過
ノ

結
果
即
チ
判
決
ノ
確
定
ヲ
妨
ク
ル
ノ
効
力
ヲ
生
ス
放
ニ
他
ノ
共
同
訴
訟
人
ハ
形
式
上
自
身
ニ
テ
上
訴
ヲ
提
起
セ
サ
ル
ニ
拘
ハ
ラ
ス
其
訴
訟
ノ
結
局
ニ
至

ル
マ
テ
当
事
者
タ
ル
可
キ
モ
ノ
ト
ス
槌
テ
此
者
ニ
対
シ
総
テ
ノ
送
達
及
ヒ
呼
出
ヲ
為
ス
ハ
当
然
ニ
シ
テ
原
判
決
ハ
此
点
ニ
依
ル
モ
不
法
一
一
ア
ラ
ス

V

す
な
わ
ち
、
現
行
法
の
よ
う
な
行
為
の
「
効
力
」
の
拡
張
の
思
想
で
は
な
く
、
た
ん
て
き
に
、
確
定
遮
断
の
結
果
の
一
律
を
認
め
た
の
で
あ
る
。

こ
の
大
審
院
の
判
例
が
立
法
者
の
脳
裡
に
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
し
か
し
、
立
法
者
は
、
現
行
六
二
条
一
項
の
「
訴
訟
行
為
」
に
上
訴

を
含
め
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
。
第
五
一
回
帝
国
議
会
に
お
け
る
貴
族
院
の
委
員
会
に
お
い
て
池
田
寅
次
郎
政
府
委
員
は
、
八
一
人
の
為
し
た
行
為
は
全

員
に
対
し
て
も
其
効
力
が
有
る
と
云
ふ
こ
と
は
、
共
同
訴
訟
人
の
一
人
が
上
訴
を
致
し
ま
す
れ
ば
他
の
者
も
上
訴
を
し
た
と
同
じ
結
果
に
な
っ
て
、
上

訴
審
に
於
て
訴
訟
行
為
を
す
る
と
云
ふ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
主
す

V
と
説
明
し
て
い
る
(
法
曹
会
「
民
事
訴
訟
法
改
正
法
律
委
員
会
速
記
録
」
昭
和

四
年
二
二
五
一
員
)
。
六
二
条
二
項
に
に
つ
い
て
は
、
な
ん
の
説
明
も
し
て
い
な
い
。
そ
の
せ
い
か
、
一
人
の
上
訴
に
つ
い
て
は
六
二
条
一
項
に
よ
る
と
い

い
、
一
人
に
対
す
る
上
訴
に
つ
い
て
は
六
二
条
二
項
に
よ
る
と
い
わ
な
い
概
説
書
が
あ
る
(
た
と
え
ば
、
兼
子
一
「
民
事
訴
訟
法
体
系
」
昭
和
二
九
年

〔
一
二
八
〕
〔
四
三
八
〕
、
新
堂
幸
司
「
民
事
訴
訟
法
」
昭
和
四
九
年
一

O
二
頁
四
七
八
頁
)
。

こ
れ
は
、
共
同
訴
訟
人
の
一
人
の
み
に
対
し
て
控
訴
を
提
起
し
た
場
合
に
、
控
訴
期
間
の
遵
守
の
有
無
が
間
わ
れ
る
の
は
、
控
訴
人
で
あ
っ
て
共
同

訴
訟
人
で
は
な
い
か
ら
、
期
間
際
怠
の
効
果
の
不
発
生
の
た
め
に
は
、
控
訴
人
が
彼
の
期
聞
を
遵
守
し
た
こ
と
で
足
り
、
共
同
訴
訟
人
の
全
員
を
被
控

訴
人
と
し
て
控
訴
す
る
こ
と
ま
で
は
必
要
で
は
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
六
二
条
二
項
は
共
同
訴
訟
人
の
一
部
の
者
が
紙
席
し
た
よ
う
な
場
合

に
相
手
方
の
便
宜
を
図
る
趣
旨
の
規
定
と
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
(
た
と
え
ば
、
兼
子
一
「
民
事
訴
訟
法
体
系
」
一
九
六
四
年
〔
四
三
八
〕
参
照
〉
。

し
か
し
、
そ
れ
な
ら
ば
、
六
二
条
一
項
の
規
定
に
お
い
て
も
、
上
訴
行
為
を
含
ま
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
控
訴
期
間
の
遵
守
の
た
め
に
は
、

全
員
が
控
訴
の
提
起
を
す
る
必
要
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
六
二
条
一
項
の
「
訴
訟
行
為
」
に
は
、
同
条
二
項
の
「
訴
訟
行
為
」
と
呉
な
り
、
上
訴
行
為

が
含
ま
れ
る
こ
と
を
六
三
条
が
前
提
と
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
(
た
と
え
ば
、
兼
子
後
掲
「
概
論
」
四
三
七
頁
が
そ
の
よ
う
に
み
て
い
る
よ
う
に
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み
え
る
)
。
し
か
し
、
六
三
条
に
い
う
と
こ
ろ
の
八
前
条
第
一
項
ノ
場
合
ニ
於
テ

V
と
い
う
の
は
、
八
訴
訟
ノ
目
的
カ
:
:
:
確
定
ス
ヘ
キ
場
合
V
を
さ
す

の
で
あ
り
、
八
一
人
ノ
訴
訟
行
為
ハ
・
:
・
:
効
力
ヲ
生
ス

V
る
場
合
を
さ
す
の
で
は
な
く
、
他
方
、
六
三
条
の
規
制
を
す
る
の
に
、
共
同
訴
訟
人
の
一
人

が
提
起
し
た
上
訴
が
、
そ
の
効
力
を
他
の
共
同
訴
訟
人
に
拡
張
す
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
第
五
一
回
帝
国
議
会
に
お
け
る
委
員
会
に
お
い
て
、
六
三
条
に
つ
き
、
貴
族
院
の
委
員
会
で
は
政
府
委
員
(
池
田
寅
次
郎
〉
が
、
た
と

え
ば
、
八
準
禁
治
産
者
が
上
訴
を
し
た
い

V
と
き
に
授
権
を
い
ら
な
い
こ
と
に
し
た
と
説
明
し
、
衆
議
院
の
委
員
会
で
は
政
府
委
員
(
長
島
〉
が
、
六

三
条
に
よ
り
た
と
え
ば
、
準
禁
治
産
者
が
八
上
訴
が
出
来
る
の
で
あ
る

V
と
説
明
し
て
い
る
(
法
曹
会
「
民
事
訴
訟
法
改
正
法
律
委
員
会
速
-
記
録
」
昭

和
四
年
二
二
五
頁
七
五
四
頁
〉
。
す
な
わ
ち
、
他
の
共
同
訴
訟
人
が
そ
れ
ぞ
れ
上
訴
の
提
起
を
す
る
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
い
た
か
の
ご
と
く
で
あ
る
。

そ
れ
な
ら
ば
、
ま
す
ま
す
、
一
人
の
適
時
の
上
訴
の
他
の
共
同
訴
訟
人
へ
の
効
果
は
、
期
間
の
惚
怠
の
効
果
の
不
発
生
に
と
ど
ま
る
と
考
え
ら
れ
て
い

た
こ
と
に
な
ろ
う
。

他
方
に
お
い
て
、
上
訴
は
、
解
怠
を
と
ら
え
た
法
的
規
制
の
射
程
か
ら
は
ず
さ
れ
て
い
た
(
命
③
)
の
が
、
モ
ッ
セ
案
(
④
〉
の
影
響
を
受
け
て
右

の
射
程
内
に
吸
収
さ
れ
(
⑤
③
①
③
〉
、
訴
訟
行
為
の
効
力
を
と
ら
え
る
法
的
規
制
に
転
換
し
た
(
@
〉
後
に
も
、
な
お
、
期
間
の
悌
怠
を
と
ら
え
る
規

制
が
生
き
残
ろ
う
と
し
た
(
⑩
〉
が
、
結
局
訴
訟
行
為
の
効
力
を
と
ら
え
る
こ
と
に
統
一
さ
れ
た
(
⑬
〉
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。

な
ぜ
、
期
間
の
僻
怠
を
と
ら
え
る
法
規
制
技
術
が
生
き
残
ろ
う
と
し
た
の
か
。
判
決
の
確
定
遮
断
を
、
控
訴
行
為
の
効
力
と
と
ら
え
て
、
共
同
訴
訟

人
の
一
人
の
控
訴
の
行
為
の
効
力
が
他
の
共
同
訴
訟
人
に
も
生
ず
る
と
す
る
と
き
は
、
期
間
の
惚
怠
の
効
果
の
不
発
生
以
上
の
効
果
を
認
め
る
趣
旨
が

文
理
上
混
入
す
る
の
に
対
し
、
期
間
の
惚
怠
を
と
ら
え
て
法
規
制
を
す
る
と
き
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
つ
ぎ

に
紹
介
す
る
経
緯
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

旧
民
訴
五

O
条
四
項
を
前
掲
⑮
の
よ
う
に
変
え
る
こ
と
に
つ
き
、
民
事
訴
訟
法
改
正
調
査
委
員
会
に
お
い
て
、
起
草
委
員
の
一
人
た
る
松
岡
義
正
の

説
明
と
や
り
と
り
が
つ
ぎ
の
よ
う
に
行
な
わ
れ
た
。
〈

O
松
岡
義
正
君
之
は
現
行
法
の
五
十
条
の
四
項
に
当
る
所
で
あ
り
ま
し
て
、
詰
り
此
趣
旨
は

変
っ
て
居
な
い
の
で
あ
り
ま
す
る
が
、
結
局
菜
期
臼
及
び
期
間
を
際
怠
せ
ざ
る
共
同
訴
訟
人
が
行
為
を
し
た
、
期
日
に
裁
判
所
に
出
頭
し
て
行
為
を
し

た
、
或
は
期
日
を
際
怠
し
な
い
で
共
同
訴
訟
人
の
行
為
が
あ
っ
て
正
当
に
上
訴
な
ら
上
訴
を
提
出
し
た
、
さ
う
云
ふ
場
合
に
は
其
人
の
為
し
た
行
為
、

期
日
に
於
て
共
同
訴
訟
人
の
為
し
た
行
為
、
刑
期
間
を
惚
怠
せ
ず
し
て
為
し
た
行
為
、
そ
れ
な
ど
は
他
の
共
同
訴
訟
人
に
対
し
て
効
力
を
有
す
る
、
斯
う

云
ふ
趣
旨
で
あ
り
ま
す
、
詰
り
際
怠
者
と
し
て
取
扱
ふ
可
き
も
の
で
な
い
。

原
嘉
道
君
趣
旨
は
前
の
と
変
ら
な
い
で
す
か
、
行
為
と
云
ふ
こ
と
は
出
て
来
た
所
ま
で
見
る
と
云
ふ
や
う
に
見
え
る
が
、
前
の
は
出
て
来
な
く
て
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も
出
て
来
た
も
の
と
見
る
。

O
松
岡
義
正
君
そ
こ
は
条
文
の
書
方
と
し
て
疑
問
が
あ
る
所
で
す
、
本
案
で
は
期
間
の
惚
怠
者
と
し
て
取
扱
ふ
可
き
で
な
い
期
日
の
悌
怠
者
と
し

て
取
扱
ふ
可
き
で
な
い
と
あ
る
か
ら
効
力
は
同
じ
で
あ
る
が
、
事
実
上
出
て
来
な
い
も
の
を
出
て
来
た
も
の
と
同
じ
ゃ
う
に
取
扱
ふ
と
云
ふ
迄
に
は
見

て
居
な
い
、
効
力
は
同
じ
に
な
る
。

O
仁
井
田
益
太
郎
君
効
力
を
生
じ
て
弁
論
し
た
と
す
れ
ば
出
て
来
た
こ
と
に
な
る
、
期
日
を
僻
怠
せ
ざ
る
こ
と
に
な
る
、
共
人
が
弁
論
し
た
と
同

じ
こ
と
に
な
る
、
矢
張
り
出
て
来
た
こ
と
に
な
る
。

O
松
岡
，
義
正
君
原
さ
ん
の
御
尋
ね
は
出
て
来
た
行
為
ま
で
代
理
す
る
か
と
云
ふ
の
で
せ
う
、
我
々
の
考
で
は
出
て
来
た
行
為
迄
代
理
す
る
の
で
な

く
し
て
行
為
の
効
力
が
同
じ
に
な
る
か
ら
し
て
効
カ
の
方
か
ら
観
察
す
れ
ば
出
て
来
た
と
同
じ
に
な
る
。

O
仁
井
田
益
太
郎
君
出
て
米
て
其
人
が
訴
訟
行
為
を
し
た
こ
と
に
な
る
、
共
人
の
出
て
来
な
い
も
の
の
為
め
に
効
力
を
生
ず
る
か
ら
其
者
が
弁
論

し
た
こ
と
に
な
る
。

V

松
岡
義
正
が
狙
っ
た
の
は
際
怠
の
効
果
の
不
発
生
で
あ
っ
て
、
そ
し
て
、
そ
れ
に
と
ど
ま
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
を
、
行
為
の
効
力
と

し
て
規
定
し
た
の
で
、
仁
井
田
益
太
郎
〈
こ
れ
も
起
草
委
員
の
一
人
〉
の
よ
う
な
解
釈
の
余
地
が
生
じ
た
。
松
岡
の
狙
い
と
仁
井
聞
の
解
釈
の
問
の
ず

れ
は
、
出
頭
な
い
し
弁
論
の
効
果
ま
で
認
め
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。

⑮
か
ら
⑪
へ
の
変
化
は
共
同
訴
訟
人
の
一
人
に
対
す
る
行
為
に
つ
い
て
の
規
定
を
、
明
文
で
、
通
常
共
同
訴
訟
の
場
合
と
必
要
的
共
同
訴
訟
の
場
合

の
双
方
に
つ
い
て
、
置
い
た
こ
と
と
、
際
怠
に
関
す
る
規
定
を
削
除
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
民
事
訴
訟
法
改
正
調
夜
委
員
会
で
は
、
松

岡
義
正
が
、
欠
席
判
決
制
度
の
廃
止
に
照
応
す
る
と
い
う
理
由
を
あ
げ
、
期
間
に
つ
い
て
は
、
〈
共
同
訴
訟
人
の
一
人
が
為
し
た
こ
と
で
も
其
利
益
の

点
は
共
同
訴
訟
人
が
之
を
受
け
る
、
五
十
七
条
の
第
一
項
に
依
っ
て
之
は
明
か
で
あ
る
か
ら
結
局
之
は
必
要
は
な
い
、
斯
う
云
ふ
こ
と
に
考
へ
ま
し
た

か
ら
し
て
削
除
致
し
ま
し
た

V
と
説
明
し
て
い
る
。
か
く
て
、
弁
論
の
効
果
と
際
怠
の
効
果
の
不
発
生
と
が
、
行
為
中
心
の
規
制
の
た
め
に
、
混
合
さ

れ
た
の
で
あ
る
。

立
法
当
時
の
、
委
員
会
の
人
々
が
考
え
た
こ
と
が
、
法
規
の
意
味
内
容
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
以
上
の
経
緯
か
ら
、
六
二
条
一
項
に
い
わ
ゆ
る

「
訴
訟
行
為
」
の
中
に
上
訴
が
含
ま
れ
る
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
同
じ
く
、
以
上
の
経
緯
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
六
二
条
一
項
に
い

う
「
訴
訟
行
為
」
に
上
訴
を
含
ま
せ
た
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
民
訴
に
お
い
て
、
代
理
の
擬
制
の
中
に
控
訴
期
間
の
際
怠
の
場
合
を
含
ま
せ
た
こ
と
と
同
様

に
、
立
法
技
術
上
、
十
分
で
な
く
欠
陥
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
よ
り
す
ぐ
れ
た
立
法
者
な
ら
ば
、
六
二
条
一
項
を
期
聞
を
遵
守
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説論

す
る
訴
訟
行
為
に
準
用
す
る
回
目
の
規
定
を
別
に
設
け
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
よ
り
、
六
二
条
二
項
に
つ
い
て
は
期
聞
を
遵
守
す
る
訴
訟

行
為
に
準
用
す
る
必
要
が
な
い
こ
と
も
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
法
条
の
文
言
が
立
法
技
術
上
欠
陥
が
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
明
文
の
規
定
の
欠
紗
が
な
い
こ
と
を
前
提
と
す
る
法
実
証
主
義
的
解

釈
を
す
る
と
す
る
な
ら
ば
、
六
二
条
一
項
の
「
訴
訟
行
為
」
も
同
条
二
項
の
「
訴
訟
行
為
」
も
平
行
し
て
上
訴
行
為
を
含
む
と
解
す
べ
き
で
あ
る
こ
と

に
な
ろ
う
(
菊
井
維
大
「
民
事
訴
訟
法
」
下
二
五
二
頁
、
三
カ
月
章
「
民
事
訴
訟
法
」
昭
和
三
四
年
一
一
一
二
頁
)
。
筆
者
も
結
論
的
に
は
そ
う
解
し
て
い

た
(
小
山
弁
「
民
事
訴
訟
法
」
〔
五
一
七
〕
)
。
た
だ
し
、
上
訴
行
為
の
効
力
の
鉱
張
は
期
間
遵
守
の
効
果
の
対
人
的
拡
張
に
限
局
す
べ
き
で
あ
ろ
う
(
菊

井
維
大
前
掲
二
五
一
頁
参
照
)
。
し
か
し
、
い
ま
は
、
説
を
本
稿
の
結
論
の
よ
う
に
改
め
る
。

3 

共
同
訴
訟
人
の
一
人
の
ま
た
は
一
人
に
対
す
る
上
訴
の
提
起
に
よ
り
、
他
の
共
同
訴
訟
人
の
訴
訟
も
移
審
す
る
。
上
訴
審
に
お
い

上
訴
の
相
手
方
と
さ
れ
な
か
っ
た
者
も
当
事
者
の
地
位
に
つ
く
が
、
そ
れ
ら
の
者
は
上
訴
人
か
被

上
訴
人
か
。
ま
ず
、
必
要
的
共
同
訴
訟
に
お
い
て
、
共
同
訴
訟
人
の
一
人
が
上
訴
を
提
起
し
た
場
合
に
、
他
の
共
同
訴
訟
人
は
上
訴
審
に

お
い
て
上
訴
人
の
地
位
に
つ
く
。
こ
の
結
論
は
争
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
根
拠
を
ど
こ
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
人
は
、

法
規
上
の
根
拠
を
あ
る
い
は
六
二
条
一
項
に
求
め
る
ο

あ
る
い
は
六
三
条
に
求
め
る
。
し
か
し
、
上
訴
し
な
い
の
に
(
ま
た
上
訴
さ
れ
な

い
の
に
)
上
訴
審
に
お
い
て
当
事
者
の
地
位
に
着
く
こ
と
と
、
当
事
者
と
し
て
は
上
訴
人
で
あ
る
ま
た
は
被
上
訴
人
で
あ
る
こ
と
と
は
別

て
、
上
訴
を
提
起
し
な
か
っ
た
も
の
、

々
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
根
拠
も
区
別
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
上
訴
審
に
お
い
て
上
訴
人
の
地
位
に
つ
く
か
被
上
訴
人
の
地

位
に
つ
く
か
は
、
二
当
事
者
対
立
の
構
造
と
何
者
が
上
訴
を
提
起
し
た
か
に
よ
っ
て
定
ま
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
原
告
甲
対

被
告
A
B
C
の
必
要
的
共
同
訴
訟
に
お
い
て
、
原
告
の
請
求
全
部
認
容
の
一
審
判
決
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
い
え
ば
、

A
の
み
が
控
訴

す
る
と
き
は

A
が
控
訴
人
で
甲
が
被
控
訴
人
で
あ
る
こ
と
に
疑
は
な
い
が
、

B
C
と
も
に
控
訴
人
と
な
る
根
拠
は
、
原
審
に
お
い
て

A
と

共
同
訴
訟
人
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
当
事
者
対
立
構
造
が
続
審
の
控
訴
審
に
お
い
て
継
続
す
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
v

す
な
わ
ち
、

A
B
C
は
原
審
に
お
い
て
共
同
に
被
告
た
る
地
位
と
適
格
を
有
し
た
が
ゆ
え
に
、

A

右
の
例
に
そ
く
し
て
実
質
に
つ
い
て
い
う
な
ら
ば
、
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が
控
訴
人
た
る
と
き
は

B
C
も
共
同
に
控
訴
人
た
る
地
位
と
適
格
を
有
す
る
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
共
同
訴
訟
人
の
一
人
に
対
し
て
控
訴
が
提
起
さ
れ
た
場
合
に
は
、
他
の
共
同
訴
訟
人
も
被
控
訴
人
の
地
位
に
つ
く
。
こ
の
結

論
も
争
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
根
拠
を
ど
こ
に
求
め
る
か
。
こ
の
こ
と
に
は
っ
き
り
と
触
れ
た
文
献
を
ま
だ
見
つ
け
出
し
て
い

な
い
。
共
同
訴
訟
人
の
一
人
が
控
訴
を
提
起
し
た
場
合
と
同
様
に
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
共
同
訴
訟
人
の
一
審

当
事
者
の
地
位
と
適
格
の
共
同
が
控
訴
審
に
お
い
て
も
継
続
す
る
の
で
あ
る
。

必
要
的
共
同
訴
訟
に
お
い
て
は
、
控
訴
を
提
起
し
た
控
訴
人
と
控
訴
を
提
起
し
な
い
控
訴
人
が
存
す
る
、
あ
る
い
は
、
控
訴

の
相
手
方
と
さ
れ
た
被
控
訴
人
と
控
訴
人
か
ら
相
手
方
と
指
名
さ
れ
な
か
っ
た
被
控
訴
人
が
存
す
る
、
と
い
う
現
象
が
起
り
う
る
。
こ
れ

ら
の
後
者
の
控
訴
人
ま
た
は
被
控
訴
人
を
い
か
に
扱
う
べ
き
か
。
結
論
と
し
て
は
彼
等
に
弁
論
の
機
会
を
与
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
(
六
二

条
三
項
)
。

か
く
て
、

独立当事者参加訴訟の控訴審の構造

(
1
)

た
と
え
ば
、
兼
子
一
「
民
事
訴
訟
法
概
論
」
昭
和
一
一
一
年
一

O
八
頁
。
一
人
の
上
訴
に
よ
り
、
他
の
共
同
訴
訟
人
が
上
訴
人
と
な
る
の
は
、
上
訴
行

為
の
効
力
の
拡
張
を
代
理
の
効
力
に
似
せ
て
構
成
す
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
一
人
の
上
訴
に
よ
っ
て
は
他
の
者
の
悌
怠
の
効
果
が
発

生
し
な
い
に
と
ど
ま
る
と
解
す
る
と
き
は
、
他
の
者
が
被
上
訴
人
で
な
く
上
訴
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
別
の
根
拠
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
2
〉
た
と
え
ば
、
兼
子
前
注
四
三
七
真
。

(
3
)

原
告
甲
乙
丙
対
被
告
A
の
必
要
的
共
同
訴
訟
に
お
い
て
、
原
告
等
の
請
求
全
部
棄
却
の
一
審
判
決
が
あ
り
、
甲
の
み
が
控
訴
を
提
起
し
た
場
合
も
同

様
で
あ
る
。
一
部
認
容
一
部
棄
却
の
判
決
が
あ
り
、
共
同
訴
訟
人
の
側
か
ら
の
み
そ
の
一
人
の
み
が
控
訴
し
た
場
合
も
同
様
で
あ
る
。

(
4
〉
原
告
甲
乙
丙
対
被
告
A
の
必
要
的
共
同
訴
訟
に
お
い
て
、
原
告
の
請
求
全
部
棄
却
の
一
審
判
決
に
対
し
甲
の
み
が
控
訴
を
提
起
し
た
場
合
に
は
ハ
甲

の
単
独
控
訴
を
不
適
法
却
下
に
す
る
の
で
は
な
く
、
全
員
に
つ
き
原
判
決
の
確
定
が
遮
断
さ
れ
全
員
の
訴
訟
が
移
審
す
る
と
い
う
見
解
の
も
と
で
〉
、
被

控
訴
人
は
A
で
あ
る
こ
と
に
疑
は
な
い
が
、
乙
丙
は
、
原
審
で
甲
と
共
同
原
告
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
控
訴
審
に
お
い
て
は
、
甲
が
控
訴
人
で
あ

る
と
き
は
、
乙
丙
も
控
訴
人
で
あ
る
。

(
5
)

控
訴
を
提
起
し
な
か
っ
た
控
訴
人
に
つ
い
て
考
え
る
。
彼
は
、
自
己
の
控
訴
期
聞
を
徒
過
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
彼
は
み
ず
か
ら
適
法
に
控
訴
す
る
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説E命

こ
と
は
で
き
な
い
。
彼
が
控
訴
人
で
あ
る
の
は
も
っ
ぱ
ら
控
訴
し
た
控
訴
人
の
控
訴
の
効
力
に
依
存
す
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
効
力
が
存
続
す
る
か
ぎ

り
、
彼
も
控
訴
人
で
あ
る
が
、
こ
の
効
力
が
消
滅
す
れ
ば
(
控
訴
の
不
適
法
却
下
、
控
訴
の
取
下
な
ど
に
よ
り
。
控
訴
の
取
下
は
、
控
訴
し
た
者
を
除

く
共
同
訴
-
訟
人
の
全
員
が
控
訴
し
て
い
な
い
と
き
は
有
効
に
で
き
る
)
、
彼
も
控
訴
人
で
は
な
く
な
る
(
ち
な
み
に
、
他
に
適
時
に
控
訴
を
提
起
し
た
者

が
あ
る
と
き
は
、
期
間
遵
守
の
効
力
が
競
合
し
、
一
が
消
滅
し
て
も
他
は
残
存
し
、
後
の
期
間
遵
守
の
効
力
は
先
の
期
間
遵
守
の
効
力
、
が
存
続
す
る
聞

は
こ
れ
が
現
実
化
す
る
余
地
が
な
い
、
と
い
う
関
係
に
あ
る
)
。

し
か
し
、
彼
は
、
控
訴
人
で
あ
る
か
ぎ
り
で
は

λ
控
訴
を
し
た
控
訴
人
の
不
服
の
範
囲
内
で
で
は
あ
れ
〉
弁
論
の
機
会
を
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

彼
が
控
訴
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
も
控
訴
人
で
あ
る
の
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
控
訴
し
た
共
同
訴
訟
人
の
控
訴
権
を
保
護
す
る
た
め
で
あ
る
。

け
っ
し
て
、
彼
は
控
訴
し
た
者
に
よ
っ
て
代
理
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
他
方
、
彼
は
、
控
訴
人
で
あ
る
か
ぎ
り
、
た
と
え
前
述
の
よ
う
に
、
そ
の
地
位

が
従
属
的
で
あ
っ
て
も
、
控
訴
の
利
益
を
有
し
、
控
訴
し
な
い
の
と
、
控
訴
し
て
控
訴
棄
却
に
な
る
の
と
は
同
じ
で
は
な
く
、
控
訴
人
と
し
て
の
一
切

の
訴
訟
追
行
行
為
を
な
し
う
べ
き
で
あ
る
。
も
し
、
彼
に
弁
論
の
機
会
を
与
え
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
た
と
え
ば
、
控
訴
し
た
控
訴
人
が
期
臼
に
お
い
て

自
白
を
し
た
場
合
に
つ
い
て
、
そ
の
効
力
、
が
定
ま
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
効
力
は
、
彼
の
、
弁
論
の
機
会
を
与
え
ら
れ
た
う
え
で
の
、
挙
動
に
依
存

す
る
か
ら
で
あ
る
。
以
上
の
考
え
方
は
、
控
訴
人
か
ら
相
手
方
と
指
名
さ
れ
な
か
っ
た
被
控
訴
人
に
つ
い
て
も
、
妥
当
す
る
と
考
え
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
弁
論
の
機
会
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
弁
論
し
な
く
て
も
出
頭
者
と
同
じ
弁
論
を
し
た
と
擬
制
す
る
こ
と
で
は
な
い
。

4 

独
立
参
加
訴
訟
に
お
い
て
は
、

必
要
的
共
同
訴
訟
に
お
け
る
と
同
じ
く
、
原
告
の
訴
訟
と
参
加
人
の
〈
原
告
被
告
に
対
す
る
)
訴

訟
の
全
部
に
つ
き
一
個
の
判
決
が
な
さ
れ
る
。
こ
の
一
個
の
(
本
案
の
)
全
部
判
決
に
対
し
、
三
者
の
う
ち
の
一
人
の
み
に
よ
り
ま
た
は

一
人
の
み
に
対
し
て
上
訴
が
提
起
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
よ
う
な
上
訴
に
よ
り
、
残
余
の
者
に
つ
い
て
も
、
原
判
決
の
確
定
は
遮
断
さ

れ
、
全
部
の
訴
訟
が
移
審
す
る
。
そ
の
根
拠
は
、
必
要
的
共
同
訴
訟
に
つ
い
て
述
べ
た
と
こ
ろ
と
同
じ
原
理
に
あ
る
。

つ
ぎ
に
、

上
訴
し
な
か
っ
た
者
ま
た
は
上
訴
人
に
よ
り
相
手
方
と
さ
れ
な
か
っ
た
者
は
|
|
上
訴
審
に
お
い
て
当
事
者
の
地
位
に
着
く

の
で
あ
る
が

l
l上
訴
人
で
あ
る
の
か
被
上
訴
人
で
あ
る
の
か
。
こ
の
間
題
に
対
し
て
も
、

必
要
的
共
同
訴
訟
の
場
合
と
同
じ
く
、
二
当

事
者
対
立
の
構
造
を
基
礎
と
し
、
そ
の
構
造
に
お
け
る
当
事
者
適
格
の
共
通
の
有
無
に
よ
っ
て
答
え
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
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だ
し
、

必
要
的
共
同
訴
訟
に
お
い
て
は
、
原
告
対
被
告
の
構
造
が
一
組
し
か
存
し
な
い
の
で
あ
る
が
、
独
立
参
加
訴
訟
に
お
い
て
は
、
原

告
対
被
告
の
構
造
が
、
本
訴
の
原
告
の
そ
れ
と
、
参
加
入
の
そ
れ
と
が
複
合
し
て
お
り
、

か
っ
、
参
加
人
の
相
手
方
た
る
本
訴
の
原
告
お

よ
び
被
告
は
、
参
加
人
に
対
す
る
関
係
で
は
、
共
同
被
告
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
、
複
雑
な
構
造
を
な
し
て
い
る
の
で
、
当
事
者
適
格
の

判
断
基
準
も
複
合
し
、
当
事
者
適
格
を
共
通
に
す
る
か
否
か
は
、
三
者
の
う
ち
何
者
が
上
訴
す
る
か
に
左
右
さ
れ
る
と
い
う
特
殊
性
を
路

酌
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
当
事
者
適
格
を
共
通
に
す
る
が
ゆ
え
に
、
上
訴
人
ま
た
は
被
上
訴
人
の
地
位
に
着
く
と
し
て
も
、

弁
論
の
機
会
を
与
え
る
か
否
か
は
、
そ
の
者
が
ま
た
は
そ
の
者
に
対
し
上
訴
の
利
益
が
あ
る
か
な
い
か
に
依
存
し
、
こ
の
こ
と
が
、
必
要

か
な
ら
ず
し
も
一
律
で
は
な
い
こ
と
も
掛
酌
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
、
独
立
参
加
訴
訟
の

的
共
同
訴
訟
の
場
合
と
異
な
り
、

場
合
に
は
、
場
合
を
区
別
し
て
、
個
別
的
に
法
的
規
制
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

独立当事者参加訴訟の控訴審の構造

(
1
〉
一
個
の
判
決
の
内
容
が
、
数
人
と
の
関
係
で
矛
盾
な
く
定
め
ら
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
そ
の
取
消
も
数
人
と
の
関
係
で
一
様
に
な
さ
れ
、
変
更
も
矛
盾
な

く
な
さ
れ
る
べ
主
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
を
可
能
な
ら
し
め
る
た
め
に
、
一
人
の
取
消
変
更
の
!
|
否
定
で
き
な
い
1

1
求
め
が
あ
る
と
き
は
、
他

の
者
に
つ
い
て
も
判
決
の
舷
定
が
遮
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
原
理
で
あ
る
。
こ
の
原
理
は
、
独
立
参
加
訴
訟
に
も
事
柄
の
性
質
に
由
来
す

る
必
然
と
し
て
通
用
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

必
要
的
共
同
訴
訟
の
場
合
と
異
な
る
の
は
、
必
要
的
共
同
訴
訟
に
お
い
て
は
、
本
案
判
決
の
内
容
は
各
共
同
訴
訟
人
に
つ
き
同
一
で
あ
る
(
い
わ
ば

主
文
の
文
言
が
内
容
に
お
い
て
同
じ
〕
の
に
対
し
、
独
立
参
加
訴
訟
に
お
い
て
は
、
本
案
判
決
の
内
容
は
、
原
告
に
対
す
る
そ
れ
と
参
加
入
に
対
す
る

そ
れ
と
で
は
異
な
る
点
で
あ
る
。
前
者
に
お
い
て
は
、
「
合
こ
と
は
判
決
内
容
の
「
同
一
」
を
意
味
し
、
後
者
に
お
い
て
は
、
「
合
一
」
と
は
、
判
決
内

容
が
、
原
告
の
請
求
と
参
加
入
の
請
求
と
が
不
両
立
で
あ
る
状
態
に
見
介
う
範
囲
内
に
お
さ
ま
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
形
式
的
に
は
、
一
偲
の
全
部
判
決
が
あ
る
と
さ
は
、
そ
の
一
部
に
つ
き
上
訴
が
あ
る
と
き
は
、
上
訴
の
不
可
分
に
よ
り
、
他
の

部
分
も
移
審
し
、
共
同
訴
訟
に
も
独
立
参
加
訴
訟
に
も
こ
れ
が
妥
当
す
る
が
、
通
常
共
同
訴
訟
に
対
す
る
判
決
に
つ
い
て
は
、
六
一
条
の
明
文
に
よ
り

例
外
を
な
す
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

(
2
〉
た
と
え
ば
、
参
加
入
が
上
訴
し
た
場
合
に
は
、
本
訴
の
原
告
と
被
告
と
が
、
原
審
に
お
け
る
参
加
人
に
対
す
る
(
被
告
た
る
〉
地
位
と
適
格
の
継
続

北法26(1・25)25



説

と
し
て
被
控
訴
人
た
る
地
位
と
適
格
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
。

(
3
)

た
と
え
ば
、
前
注
の
例
に
お
い
て
、
原
審
に
お
い
て
、
参
加
入
の
原
告
に
対
す
る
請
求
(
た
と
え
ば
建
物
所
有
権
確
認
)
認
容
、
原
告
の
被
告
に
対

す
る
請
求
(
た
と
え
ば
建
物
明
渡
請
求
)
棄
却
、
参
加
人
の
被
告
に
対
す
る
請
求
(
建
物
明
渡
請
求
〉
棄
却
と
い
う
判
決
が
あ
り
、
参
加
人
の
み
が
控

訴
を
し
た
場
合
に
は
、
原
告
も
被
告
も
、
被
控
訴
人
と
い
う
地
位
に
つ
く
可
能
性
は
あ
る
が
、
そ
の
地
位
に
つ
く
こ
と
に
つ
き
利
益
が
認
め
ら
れ
る
の

は
、
本
訴
の
被
告
の
み
で
あ
る
。
そ
し
て
、
本
訴
の
星
口
は
、
む
し
ろ
、
参
加
入
に
対
し
て
は
控
訴
人
の
地
位
に
つ
く
利
益
が
あ
る
の
で
あ
る
。

さ'i'>.
H岡

五

X
の
請
求
認
容

Z
の
両
請
求
棄
却
の
判
決
③
に
対
す
る
控
訴
の
場
合

控
訴
の
利
益
を
有
す
る
も
の
は

Y
と

Z
で
あ
る
。

有
し
な
い
。
控
訴
は
、
請
求
に
つ
い
て
の
判
決
に
対
し
、
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

的
に
、
検
討
す
る
こ
と
が
、
適
当
で
あ
り
、

1 

Y
は
X
に
対
し
て
の
み
控
訴
の
利
益
を
有
し
、

Z
に
対
し
て
は
控
訴
の
利
益
を

よ
っ
て
、
控
訴
に
つ
い
て
も
、
請
求
ご
と
に
、
分
析

か
っ
、
確
実
性
を
帯
び
た
結
論
に
至
る
方
法
で
あ
ろ
う
。

Y
お
よ
び

Z
が
控
訴
し
た
場
合
に
は
、

Y
X
間
で
は

Y
が
控
訴
人
で

X
が
被
控
訴
人
、

Z
X
間
お
よ
び

Z
Y
聞
で
は

Z
が
控
訴
人
で

X

お
よ
び

Y
が
被
控
訴
人
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

Y
は
控
訴
人
で
も
あ
り
被
控
訴
人
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
関
係
が
、

一
人
の
み
の
控

訴
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
顕
在
化
す
る
で
あ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
、
①
Y
の
み
が

X
を
相
手
方
と
し
て
控
訴
し
た
場
合
、
②
Z
の
み
が

X
の
み
を
相
手
方
と
し
て
控
訴
し
た
場
合
、
③
Z
の
み
が

Y
の
み
を
相
手
方
と
し
て
控
訴
し
た
場
合
を
区
別
し
て
検
討
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。
以
下
前
掲
三
の
⑮
@
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
も
こ
れ

に
準
ず
る
。

、J

こ
の
よ
う
に
、
控
訴
の
利
益
が
相
対
的
で
あ
る
こ
と
が
、
必
要
的
共
同
訴
訟
の
場
合
と
異
な
る
の
で
あ
る
。

2 

Y
の
み
が

X
を
相
手
方
と
し
て
控
訴
し
た
場
合

北法26(1・26)26



Z
の
対
X
請
求
お
よ
び

Z
の
対
Y
請
求
も
移
審
す
る
。
控
訴
の
利
益
の
観
点
か
ら
は
、

Z
X
聞
で
は

Z
が
控
訴
人
、

X
が
被
控
訴
人
の

地
位
に
つ
き
、

Z
Y
聞
で
も
同
様
で
あ
る
。
た
だ
し
、

Z
は
控
訴
を
提
起
し
て
い
な
い
o

Y
は、

X
に
対
し
て
は
控
訴
人
、

Z
に
対
し
て

は
被
控
訴
人
の
地
位
に
あ
る
。

X
の
請
求
を
認
容
す
べ
き
と
き
は
、
@
の
判
決
を
す
べ
き
場
合
で
あ
る
か
ら
、

Y
の
控
訴
は
棄
却
さ
れ
れ
ば
足
り
る
。

独立当事者参加訴訟の控訴審の構造

Z
の
所
有
権
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
潔
白
で
あ
る
場
合
も
あ
り
、

Y
の
所
有
権
が
認
め
ら

れ
る
等
の
理
由
で

Z
の
所
有
権
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
も
あ
る
。
後
者
の
場
合
に
は
、
原
判
決
一
部
取
消

X
の
請
求
棄
却
の
判
決
を
す
れ

ば
足
り
る
(
差
戻
し
を
別
と
す
れ
ば
)
。
前
者
の
場
合
は
ど
う
か
。
⑮
の
判
決
を
す
べ
き
か
。
否
で
あ
る
。

Z
が
全
く
控
訴
し
て
い
な
い
と

き
に
、

Z
に
利
益
に

Y
に
不
利
益
に
一
審
判
決
を
変
更
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
矛
盾
な
き
確
定
の
必
要
か
ら
こ
の
こ
と
が
唯
一
の
方
法

と
し
て
要
請
さ
れ
る
も
の
で
も
な
い
。

Y
の
不
服
の
範
囲
内
で
の
み
判
決
す
れ
ば
足
り
る
G
Z
は
、
控
訴
を
し
な
い
か
ぎ
り
、
控
訴
人
と

し
て
攻
撃
防
禦
を
す
る
こ
と
を
許
す
必
要
は
認
め
ら
れ
ず
、
被
控
訴
人
で
は
あ
り
え
な
い
か
ら
、
被
控
訴
人
と
し
て
攻
撃
防
禦
を
す
る
余

地
が
な
い
。

X
の
請
求
を
楽
却
す
べ
き
と
き
は
ど
う
か
。

(
1
)

こ
の
点
に
お
い
て
も
、
必
要
的
共
同
訴
訟
と
同
じ
で
は
な
い
。
必
要
的
共
同
訴
訟
に
お
い
て
は
、
共
同
訴
訟
人
の
一
人
の
控
訴
に
よ
り
控
訴
期
間
を

際
怠
し
た
共
同
訴
訟
人
も
控
訴
人
の
地
位
に
着
き
、
控
訴
人
と
し
て
弁
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
弁
論
の
前
に
ま
ず
彼
自
身
の
不
服
由
・
立
を
陳
述
す
る

に
は
及
ば
な
い
。
そ
れ
は
、
控
訴
し
た
共
同
訴
訟
人
の
不
服
申
立
が
伴
怠
共
同
訴
訟
人
の
そ
れ
を
代
理
し
た
と
み
な
さ
れ
る
か
ら
と
い
う
の
で
は
な

い
。
控
訴
共
同
訴
訟
人
の
不
服
申
立
が
他
の
共
同
訴
訟
人
に
共
通
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
問
題
の
ケ
l
ス
に
お
い
て
は
、

Y
の
不
服
申
立
と
Z
の
不
服
申
立
と
は
共
通
で
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
Z
の
訴
訟
は
、
控
訴
審
に
移
審

す
る
の
で
は
あ
る
が
、
不
服
の
申
立
が
な
い
の
で
、
審
判
の
対
象
に
は
な
ら
ず
、
た
ん
に
そ
の
確
定
が
延
期
さ
れ
て
い
る
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
。
ま

た、

Z
は
、
自
ら
は
控
訴
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
原
告
的
地
位
に
あ
っ
た
者
と
し
て
の
不
服
申
立
を
許
す
必
要
は
存
し
な
い
。

北法26(1'27)27

3 

Z
の
み
が

X
の
み
を
相
手
方
と
し
て
控
訴
し
た
場
合



説

訴
の
利
益
の
観
点
か
ら
は
、

こ
の
よ
う
な
控
訴
も
不
適
法
と
は
い
え
な
い
(
以
下
同
織
の
場
合
に
同
様
〉
o
X
の
対
Y
請
求
お
よ
び
Z
の
対
Y
請
求
も
移
審
す
る
。
控

Z
Y
聞
で
は

Z
が
控
訴
人
で

Y
は
被
控
訴
人
の
地
位
に
つ

X
Y
間
で
は

Y
は
控
訴
人
で

X
は
被
控
訴
人
、

Z
の
請
求
を
来
却
す
べ
き
と
き
は
、

X
の
所
有
権
も
認
め
ら
れ
な
い
と
き
で
も
、
原
判
決
@
を
維
持
し
て

Z
の
控
訴
を
棄
却
す
れ
ば
足

北法26(1・28)28

ヨb.
員肝司

く。

Y
は
X
に
対
し
て
は
控
訴
人
、

Z
に
対
し
て
は
被
控
訴
人
の
地
位
に
あ
る
ο

由
は
な
い
。

Y
に
有
利
で

X
に
不
利
に
第
一
審
判
決
を
変
更
す
べ
き
理

い
わ
ゆ
る
矛
盾
な
き
確
定
の
必
要
上
他
に
方
法
が
な
い
と
い
う
場
合
に
も
当
ら
な
い
。

Y
は
控
訴
人
の
地
位
に
あ
る
が
、
控

Y
の
控
訴
が
全
く
存
し
な
い
と
き
に
、

り
、
@
の
判
決
を
す
る
必
要
は
な
い
。

訴
を
み
ず
か
ら
提
起
し
た
者
で
は
な
い
。

よ
っ
て
控
訴
人
の
資
格
で

Y
の
防
禦
の
た
め
に
弁
論
を
許
す
必
要
は
認
め
ら
れ
な
い
。

Y
は
Z

に
よ
り
相
手
方
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。
よ
っ
て
被
控
訴
人
適
格
は
あ
り
な
が
ら
、
被
控
訴
人
と
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、

Z
の
対
X
請

求
が
認
容
さ
れ
る
と
、
矛
盾
な
き
確
定
の
必
要
上

Z
の
対
Y
請
求
も
認
容
さ
れ
、
第
一
審
判
決
中

Z
の
対
Y
請
求
棄
却
の
部
分
が

Y
に
不

利
益
に
変
更
さ
れ
る
。

Y
に
防
御
掃
の
機
会
を
与
え
る
こ
と
な
く

Y
に
不
利
益
に
原
判
決
を
変
更
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
か
く

し
て
、

Y
は
Z
に
対
す
る
闘
係
に
お
い
て
被
控
訴
人
的
資
格
に
お
い
て
弁
論
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

さ
て
、

Z
に
所
有
権
が
存
し
な
い
こ
と
を
判
断
さ
せ
る

Y
の
証
拠
か
ら
、

X
に
も
所
有
権
が
存
し
な
い
と
い
う
心
証
が
得
ら
れ
る
こ
と

と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、

Y
が
あ
え
て

X
を
相
手
方
と
し
て
上
訴
を
し
な
い
と
き
は
、
。
の
判
決
を
あ
え
て
す
る
必
要
は
な
い

Z
の
不
服
申
立
の
範
囲
内
で
裁
判
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ぎ
り
は
そ
れ
で
足
り
る
。

Z
の
請
求
を
認
容
す
べ
き
と
き
は
、
原
判
決
④
を
取
り
消
し
て
⑮
の
判
決
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、

X
の
請
求
棄
却

が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
で
も
、

つ
ぎ
」
に
、

を
含
む
。
そ
こ
で
、

Y
の
対
X
控
訴
が
な
い
の
に

X
の
請
求
を
棄
却
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
と
い
う
問
題
が
生
ず
る
。

独
立
参
加
訴
訟
に
お
い
て
は
、

X
の
請
求
が
棄
却
さ
れ
る
理
由
と
し
て
、
二
つ
の
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

X
の
所
有
権
に

っ
き
心
証
が
得
ら
れ
な
い
場
合
お
よ
び
Z
が
所
有
権
者
で
あ
る
こ
と
に
つ
き
心
証
が
得
ら
れ
た
場
合
で
あ
る
。
後
者
の
場
合
に
は
、

Z 
の



請
求
が
認
容
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、

た
が
っ
て
、

X
の
請
求
は
棄
却
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
矛
盾
な
き
確
定
を
す
る
た
め
で
あ
る
。
し

Y
の
控
訴
の
有
無
に
か
か
わ
ら
な
い
。

Y
に
矛
盾
な
き
確
定
を
妨
げ
る
権
利
が
あ
る
の
で
は
な
い
。

こ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、

Y
の
控
訴
が
な
い
の
に
X
の
請
求
を
棄
却
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
問
題
は
、

Y
が
他
の
者
の
控
訴
に
よ
り
控
訴
審

に
お
い
て
搾
訴
人
の
地
位
に
つ
く
か
被
控
訴
人
の
地
位
に
つ
く
か
の
問
題
と
、
直
接
に
か
か
わ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
知
っ
た
。

(
1
〉
い
う
ま
で
も
な
く
、

Y
は
、
み
ず
か
ら
の
控
訴
期
間
を
徒
過
し
た
場
合
で
も
、
控
訴
審
に
お
い
て
当
事
者
の
地
位
に
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て、

Z
に
対
す
る
関
係
で
は
被
控
訴
人
適
格
を
有
す
る
。

X
に
対
す
る
関
係
で
は
、
控
訴
の
利
益
を
有
す
る
。
独
立
参
加
訴
訟
に
お
い
て
は
、
矛
盾
な

き
確
定
と
い
う
制
約
の
下
で
は
、
右
の
よ
う
な
場
合
に
、

Y
に
X
に
対
す
る
控
訴
を
Z
の
控
訴
に
附
帯
し
て
な
す
こ
と
を
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
(
三

七
二
条
の
準
用
)
。

4 

Z
の
み
が

Y
の
み
を
相
手
方
と
し
て
控
訴
し
た
場
合

独立当事者参加訴訟の控訴審の構造

X
の
請
求
も

Z
の
対
X
請
求
も
移
審
す
る
。
控
訴
の
利
益
の
観
点
か
ら
は
、

X
Y
聞
で
は

Y
が

X
に
対
し
控
訴
人
の
地
位
に
あ
り
、

Z

X
間
で
は

Z
も

X
に
対
し
控
訴
人
の
地
位
に
あ
る
。

Y
は
X
に
不
服
を
申
し
立
て
て
い
な
い
か
ら
、

Z
の
対
Y
請
求
を
棄
却
す
べ
き
と
き

は、

X
に
も
所
有
権
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
で
も
、
。
の
判
決
を
す
る
必
要
は
な
く
、

Z
の
不
服
の
範
囲
内
で
裁
判
し
、
控
訴
を
棄
却
し

て
@
の
判
決
が
維
持
さ
れ
れ
ば
足
り
る
。

Z
の
対
Y
請
求
を
認
容
す
べ
き
と
き
は
、
矛
盾
な
き
確
定
の
必
要
上
、

Z
の
対
X
請
求
も
認
容

よ
っ
て
、
原
判
決
を
取
り
消
し
て
⑮
の
判
決
を
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

す
べ
き
で
あ
り
、

ひ
い
て
、

X
の
請
求
を
棄
却
す
べ
き
で
あ
る
。

(
1
〉

X
は、

Z
か
ら
、
被
控
訴
人
と
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、

Z
の
対
X
請
求
棄
却
の
部
分
が
X
に
不
利
益
に
変
更
す
る
こ
と
が
矛
盾
な
き

確
定
の
必
要
上
避
け
ら
れ
な
い
と
き
は
、

X
に
防
御
需
の
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ム

ノ、

Z
の
両
請
求
認
容

X
の
請
求
棄
却
の
判
決
⑮
に
対
す
る
控
訴
の
場
合
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説

1 

控
訴
の
利
益
を
有
す
る
も
の
は
、

X
と

Y
の
み
で
あ
る
。

n
-

、、n-
J

、

千
J
J
J
1し

北法26(1・30)30

益
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、

Y
は

X
に
対
し
て
は
控
訴
の
利
益
を
有
し
な
い
。
控
訴
の
利

X
は

Y
お
よ
び

Z
に
対
し
て
控
訴
人
の
地
位
に
つ
く
こ
と
が
で
き
、

Y
は
Z
に
対
し
て
の
み
控
訴
人
の
地
位
に

つ
く
こ
と
が
で
き
る
。

X
は
被
控
訴
人
の
地
位
に
つ
く
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。

Y
は、

Z
に
対
し
て
は
控
訴
人
、

X
に
対
し
て
は
被
控
訴

論

人
た
り
う
る
の
で
あ
る
。

2 

X
の
み
が

Y
の
み
を
相
手
方
と
し
て
控
訴
し
た
場
合

Z
の
対

X
請
求
も

Z
の
対

Y
請
求
も
移
審
す
る
。
控
訴
の
利
益
の
観
点
か
ら
は
、

Z
X
聞
で
は

Z
が
被
控
訴
人
で

X
が
控
訴
人
、

Z 
Y 

聞
で
も

Z
が
被
控
訴
人
で

Y
が
控
訴
人
の
地
位
に
つ
く
。
た
だ
し
、

Y
は
み
ず
か
ら
控
訴
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。

X
の
請
求
が
棄
却
さ
る
べ
き
と
き
は
、

Z
の
所
有
権
も
認
め
ら
れ
な
い
と
き
で
も
、
@
の
判
決
を
す
る
必
要
は
な
く
、
⑧
の
判
決
を
維

X
の
控
訴
を
楽
却
す
れ
ば
足
り
る

o
Y
は
不
服
を
申
し
立
て
て
い
な
い
か
ら
、

Z
Y
聞
で
、

Y
に
有
利
に

Z
に
不
利
に
第
一

X
の
不
服
の
範
囲
内
で
判
断
し
て
も
矛
盾
な
き
確
定
の
要
請
に
反
し
な
い
と
き
は
そ
う
す
べ
き
で
あ

持
す
べ
く
、

る門審
o~ 判

決
を
変
更
す
る
必
要
は
な
く

X
の
請
求
が
認
容
さ
る
べ
き
と
き
は
、
矛
盾
な
き
確
定
の
必
要
上
、

Z
の
対

X
請
求
は
棄
却
す
べ
き
で
、

ひ
い
て
、

Z
の
対

Y
請
求
も

棄
却
す
べ
き
こ
と
と
な
り
、

X
の
対
Z
控
訴
お
よ
び

Y
の
対
Z
控
訴
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
原
判
決
を
取
り
消
し
④
の
判
決
を
す
る
こ

と
に
な
ろ
う
。

Z
に
被
控
訴
人
資
格
で
の
弁
論
の
機
会
を
保
障
す
べ
き
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、

Y
は
被
控
訴
人
と
し
て
攻
撃
防
禦
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
控
訴
人
と
し
て
は
攻
撃
防
御
討
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

(
1
)
Y
は
、
み
ず
か
ら
の
控
訴
期
間
を
徒
過
し
た
と
き
で
も
、
前
述
と
同
様
、
附
山
市
控
訴
を
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
。

(
2
)

最
判
(
二
小
〉
昭
四
八
・
七
・
二

O
民
集
二
七
巻
七
な
八
六
三
一
頁
が
、
こ
の
型
に
該
当
す
る
事
件
の
判
例
で
あ
っ
て
、

Z
の
対
Y
請
求
認
容
の
部
分

は、

X
の
対
Y
対
Z
位
訴
に
よ
っ
て
も
確
定
を
遮
断
さ
れ
、
か
っ
、
控
訴
審
で
は
、

Y
の
控
訴
ま
た
は
附
帯
控
訴
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
合
一
確
定



の
た
め
必
要
な
限
度
で
Z
に
不
利
に
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
判
例
を
評
釈
し
た
(
判
例
時
報
七
二
七
号
二
二
九
頁
)
こ

と
が
き
っ
か
け
と
な
り
、
本
稿
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
関
連
す
る
判
例
は
、
右
評
釈
に
お
い
て
検
討
し
た
の
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
紹
介
を
略
す

る。

(
3
)
附
帯
控
訴
を
し
た
場
合
は
こ
の
か
ぎ
り
で
な
い
。
た
だ
し
、

X
に
対
す
る
攻
撃
防
禦
が
Z
に
所
有
権
が
な
い
こ
と
を
判
断
さ
せ
る
の
に
役
立
つ
こ
と

は
あ
り
う
る
。

3 

X
の
み
が

Z
の
み
を
相
手
方
と
し
て
控
訴
し
た
場
合

X
の
請
求
も

Z
の
対
Y
請
求
も
移
審
す
る
。
控
訴
の
利
益
の
観
点
か
ら
は
、

X
Y
間
で
は
、

X
が
控
訴
人
、

Y
が
被
控
訴
人
の
地
位
に

Z
が
被
控
訴
人
の
地
位
に
つ
く
。
た
だ
し
、

ぃ。

Y
は
一
面
被
控
訴
人
、
他
国
控
訴
人
の
地
位
に
つ
く
の
で
あ
る
。

っき、

Y
が
控
訴
人
、

Y
は
み
ず
か
ら
控
訴
を
提
起
し
て
い
る
も
の
で
は
な

Z
Y
聞
で
は
、

Z
の
対
X
請
求
が
認
容
さ
る
べ
き
と
き
は
、
矛
盾
な
き
確
定
の
必
要
上
⑮
の
判
決
を
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
原
判
決
を
維
持
す
る
た
め

に、

X
の
控
訴
を
棄
却
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

独立当事者参加訴訟の控訴審の構造

Z
の
対
Y
請
求
も
、

Z
の
対
X
請
求
を
棄
却
す
べ
き
と
き
は
、
矛
盾
な
き
確
定
の
必
要
上
、

Y
の
対
Z
控
訴
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、

棄
却
す
べ
き
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

X
の
請
求
に
つ
い
て
は
、
棄
却
す
べ
き
場
合
と
認
容
す
べ
き
場
合
と
が
可
能
で
あ
り
、

い
、
ず
れ
も
矛

盾
な
き
確
定
の
要
請
と
衝
突
し
な
い
(
前
者
な
ら
ば
@
、
後
者
な
ら
ば
@
)
。

X
の
請
求
を
認
容
す
る
こ
と
が
矛
盾
な
き
確
定
の
必
要
を
満
た
す
唯
一
の
道
で
あ
る
の
で
は
な
く
、

し
か
し
、

X
が
Y
に
対
し
て
は
控

訴
し
て
心
な
い
場
合
に
、
な
お

X
の
請
求
を
認
容
し
、
③
の
判
決
を
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
見
解
の
分
れ
う
る
と
こ
ろ
で

あ
ろ
う
。
わ
た
く
し
は
、

い
ま
の
と
こ
ろ
、

X
の
請
求
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
原
判
決
を
取
り
消
し
て
④
の
判
決
を
す
る
こ
と
が
許

さ
れ
る
と
解
す
る
。
ま
た
そ
う
す
べ
き
で
あ
る
と
解
す
る
。
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ま
ず
、
独
立
参
加
訴
訟
に
お
け
る
請
求
の
当
否
の
判
決
は
、
矛
盾
な
き
内
容
の
判
決
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
対
す
る
控
訴
は
、
自
己
に

不
利
益
な
点
に
対
す
る
不
服
申
立
で
あ
っ
て
、

不
服
申
立
も
ま
た
そ
の
内
容
が
矛
盾
な
き
合
一
で
あ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

つ
ぎ
に
、

論

請
求
を
理
由
あ
ら
し
め
る
に
は
、

X
の
所
有
権
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

Z
の
請
求
を
理
由
あ
ら
し
め
な
い
た
め
に
は
、

の
所
有
権
が
認
め
ら
れ
な
い
と
き
で
も
、
な
お

Z
の
所
有
権
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
十
分
で
あ
る
。
し
か
し
、

X
が、

Z
の
所
有
権
が
認

め
ら
れ
な
け
れ
ば
足
り
、

X
の
所
有
権
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
は
必
妥
で
な
い
、
と
い
う
趣
旨
で
、
控
訴
す
る
こ
と
を
許
す
べ
き
で
あ
ろ
う

か
。
そ
の
よ
う
な
方
向
で
の
訴
訟
活
動
し
か
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
事
実
と
し
て
あ
り
う
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
控
訴
の
趣
旨
の
許

容
性
と
は
別
で
あ
る
。
不
服
の
範
聞
を
こ
の
よ
う
に
限
定
す
る
こ
と
は
リ
寸
前
さ
る
べ
き
で
な
く
、
限
定
し
て
も
そ
れ
は
裁
判
所
を
拘
束
す
ベ

き
も
の
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
控
訴
の
提
起
は
そ
れ
自
体
不
適
法
で
は
な
い
。
よ
っ
て
、

と
は
で
き
な
い
c

よ
っ
て
、

Z
の
み
に
対
す
る
控
訴
を
不
適
法
と
す
る
こ

Y
に
対
し
て
も
な
さ
れ
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

X
の
控
訴
は
、

〆「

¥J  

こ
こ
で
の
X
の
地
位
は
五
3
に
お
け
る
Y
の
地
位
と
は
異
な
る
の
で
あ
る
。

4 

Y
の
み
が

Z
の
み
を
相
手
方
と
し
て
控
訴
し
た
場
合

X
の
請
求
も

Z
の
対
X
請
求
も
移
審
す
る
。
控
訴
の
利
益
の
観
点
か
ら
は
、

X
Y
聞
で
は

X
が
控
訴
人
で

Y
が
被
控
訴
人
、

Z
X
聞
で

は
X
が
控
訴
人
で

Z
が
被
控
訴
人
の
地
位
に
つ
く
。

Z
の
対
Y
請
求
が
認
容
さ
る
べ
き
と
き
は
、
矛
盾
な
き
確
定
の
必
要
上
、
⑮
の
判
決
を
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、

Y
の
控
訴
棄
却
の
判
決

で
足
り
る
。

Z
の
対
Y
請
求
が
楽
却
さ
る
べ
き
と
き
は
、
矛
盾
な
き
確
定
の
必
要
上
、

Z
の
対
X
誇
求
も
、

X
の
控
訴
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
来

却
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
原
判
決
中

Z
の
両
請
求
認
容
の
部
分
を
取
り
消
し
、
両
請
求
棄
却
の
判
決
を
す
べ
き
で
あ
る

o
X
に
所

X 
の
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有
権
が
認
め
ら
れ
る
と
き
は
④
の
判
決
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
。

X
の
請
求
楽
却
を
維
持
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
矛
盾
な
き
確

X
は
全
く
控
訴
を
提
起
し
て
い
な
い
。

X
が
全
く
控
訴
を
提
起
し
て
い
な
い
点
が
、
前
記
3
の
ケ
l
ス

Y
の
攻
撃
防
禦
に
よ
り

X
の
所
有
権
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
(
こ

定
の
要
請
に
反
せ
ず
、

し
か
も

と
異
な
る
。
こ
の
場
合
に
は

X
の
請
求
を
認
容
す
る
こ
と
は
、

た
と
い
、

れ
は

Y
の
上
訴
の
目
的
で
は
な
い
〉
を
理
由
と
す
る
と
き
で
も
、
そ
れ
は
、

Y
の
Z
に
対
す
る
不
服
の
範
囲
内
で
そ
の
当
否
の
判
断
を
す

る
の
に
資
す
る
に
止
ま
り
、
そ
の
必
要
は
存
し
な
い
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
も
っ
と
も
、
異
論
の
あ
り
う
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

X
は
、
控
訴
を
せ
ず
、

か
っ
、
被
控
訴
人
た
り
え
な
い
か
ら

λ
附
帯
控
訴
を
し
な
い
か
ぎ
り
)
控
訴
審
に
お
い
て
攻
撃
防
禦
を
す
る
余

地
が
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

(

l

)

八
上
訴
人
は
自
己
の
勝
訴
を
こ
そ
欲
す
れ
、
他
の
敗
訴
者
の
自
己
に
対
す
る
勝
訴
を
希
ふ
者
で
は
な
い

V
(兼
子
一
「
判
例
民
事
法
」
昭
和
一
五
年

度
二
二
二
事
件
)
。

七

X
の
請
求
棄
却

Z
の
両
請
求
棄
却
の
判
決
。
に
対
す
る
控
訴
の
場
合

独立当事者参加訴訟の控訴審の構造

控
訴
の
利
益
を
有
す
る
者
は

X
と
Z
の
み
で
あ
る
。
た
だ
し
、

l 

X
は
Z
に
対
し
控
訴
の
利
益
を
有
し
な
い
。
控
訴
の
利
益
の
観
点

Y
は
X
に
対
し
か
っ

Z
に
対
し
被
控
訴
人
の
地
位
に
つ
く
こ
と
が
で
き
、

X
は
Z
に
対
し
被
控
訴
人
の
地
位
に
つ
く
こ
と
が
で

Z
に
対
し
て
は
被
控
訴
人
た
り
う
る
の
で
あ
る
。

か
ら
は
、

き
る
。

X
は、

Y
に
対
し
て
は
控
訴
人
た
り
え
て
、

2 

X
の
み
が

Y
の
み
を
相
手
方
と
し
て
控
訴
し
た
場
合

聞
で
は

Z
が
控
訴
人
で

Y
が
被
控
訴
人
の
地
位
に
つ
く
。
た
だ
し
、

Z
X
間
で
は

Z
が
控
訴
人
で

X
が
被
控
訴
人
、

Z
は
み
ず
か
ら
控
訴
を
提
起
し
た
者
で
は
な
い
。

Z
の
対
X
誇
求
も
Z
の
対
Y
諮
問
求
も
移
審
す
る
。
控
訴
の
利
益
の
観
点
か
ら
は
、

Z
の
所
有
権
が
認
め
ら
れ
る
と
き
で
も
、
。
の
判
決
を
維
持
し
て
、

X
の
誘
求
が
棄
却
さ
る
べ
き
と
き
は
、

X
の
控
訴
を
棄
却
す
べ
き

Z 
Y 
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で
あ
る
。

Z
の
控
訴
が
な
い
と
き
に
、

Z
に
有
利
に

Y
に
不
別
に
第
一
審
判
決
を
変
更
す
る
理
由
は
な
い
。

X
の
不
服
の
範
囲
内
で
裁
判

論ー

す
れ
ば
足
り
る
。

X
の
請
求
が
認
容
さ
る
べ
き
と
き
は
、

X
の
控
訴
理
由
あ
り
と
し
て
、
原
判
決
中

X
の
請
求
を
棄
却
し
た
部
分
を
取
り
消
し
て

X
の
請

求
を
認
容
す
る
判
決
を
す
る
こ
と
に
な
る
。

3 

Z
の
み
が

X
の
み
を
相
手
方
と
し
て
控
訴
し
た
場
合

X
の
請
求
も

Z
の
対
Y
請
求
も
移
審
す
る
。
控
訴
の
利
益
の
観
点
か
ら
は
、

X
Y
聞
で
は

X
が
控
訴
人
で

Y
が
被
控
訴
人
の
地
位
に
つ

き、

Z
Y
聞
で
は

Z
が
控
訴
人
で

Y
が
被
控
訴
人
の
地
位
に
つ
く
o
X
は
Y
に
対
し
て
は
控
訴
人
の
、

Z
に
対
し
て
は
被
控
訴
人
の
地
位

X
は
み
ず
か
ら
控
訴
を
提
起
し
た
者
で
は
な
い
。

に
つ
く
。
た
だ
し
、

Z
の
対
X
請
求
を
棄
却
す
べ
き
と
き
は
、
前
述
の
よ
う
に
、

X
の
所
有
権
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
場
合
が
あ
る
。

X
の
被

控
訴
人
と
し
て
の
攻
撃
防
禦
に
よ
り
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

X
が
Y
に
対
し
て
控
訴
す
れ
ば
、
控
訴
人
と
し
て
の
攻
撃
防

禦
た
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
独
立
当
事
者
参
加
訴
訟
に
お
い
て
、
本
訴
の
原
告
が
、
控
訴
審
に
お
い
て
、
原
告
と
し
て
の
敗
訴
を
維
持
し

た
ま
ま
、
被
告
と
し
て
の
勝
訴
を
維
持
す
る
た
め
の
攻
撃
防
禦
を
す
る
こ
と
は
、
被
控
訴
人
と
し
て
は
、

Z
の
不
服
の
範
囲
で
弁
論
す
る

か
ぎ
り
、
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
た
と
い
、

X
の
所
有
権
が
認
め
ら
れ
る
場
合
で
も
、

X
が
み
ず
か
ら
控
訴
し
な
い

X
の
利
益
に

Y
の
不
利
益
に
原
判
決
を
変
更
す
る
理
由
は
認
め
ら
れ
な
い
。

Z
の
不
服
の
範
囲
内
で
判
決

か
ぎ
り
、

X
の
控
訴
な
し
に
、

す
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

Z
の
控
訴
を
棄
却
す
べ
き
で
あ
る
。

Z
の
対
X
請
求
を
認
容
す
べ
き
と
き
は
、

Z
の
控
訴
は
理
由
が
あ
り
、
合
一
確
定
の
必
要
上
、
原
判
決
中
Z
の
両
請
求
棄
却
の
部
分
を

取
り
消
し
、

Z
の
Y
に
対
す
る
控
訴
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、

Z
の
対
Y
請
求
を
も
認
容
す
べ
き
で
、
そ
の
よ
う
に
原
判
決
を
変
更
す
ベ

き
で
あ
ろ
う
o
X
の
請
求
を
棄
却
し
た
部
分
は
こ
れ
を
変
更
す
る
必
要
が
な
い
。
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Z
の
み
が

Y
の
み
を
相
手
方
と
し
て
控
訴
し
た
場
合

X
の
請
求
も

Z
の
対
X
請
求
も
移
審
す
る
。
控
訴
の
利
益
の
観
点
か
ら
は
、

X
Y
聞
で
は

X
が
控
訴
人
、

Y
が
被
控
訴
人
の
地
位
に
つ

き、

Z
X
間
で
は

Z
が
控
訴
人
、

X
が
被
控
訴
人
の
地
位
に
つ
く
o
X
は
Y
に
対
し
て
は
控
訴
人
の
、

Z
に
対
し
て
は
被
控
訴
人
の
地
位

み
ず
か
ら
控
訴
を
提
起
し
て
い
な
い
。
ま
た
控
訴
の
相
手
方
と
さ
れ
て
も
い
な
い
。

に
つ
く
。
し
か
し
、

X
は、

Z
の
対
Y
請
求
を
棄
却
す
べ
き
と
き
は
、
前
述
の
よ
う
に
、

X
の
所
有
権
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
場
合
が
あ
る
。
だ
が
、

X
は
控
訴
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
控
訴
の
相
手
方
と
さ
れ
て
も
い
な
い
。
か
っ
、

Z
は、

X
の
所
有
権
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
控
訴
し
て

い
る
の
で
も
な
い
。
よ
っ
て
、

Z
の
不
服
の
範
囲
内
で
判
決
す
べ
き
で
あ
る
o
X
は、

Z
の
対
Y
請
求
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
判
決

の
効
力
上
の
不
利
益
を
合
一
確
定
の
必
要
上
蒙
る
か
ら
、
控
訴
の
相
手
方
と
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
被
控
訴
人
と
し
て
の
攻
撃
防
禦
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
控
訴
し
た
者
と
し
て
の
攻
撃
防
禦
で
は
な
い
。
よ
っ
て
、
そ
の
効
果
は
、

Z
の
不
服
の
当
否
に
関
す
る
に

止
ま
る
。
よ
っ
て
、

X
の
所
有
権
が
認
め
ら
れ
る
と
き
で
も
、

X
に
有
利
に

Y
に
不
利
に
原
判
決
を
変
更
す
る
こ
と

X
の
控
訴
な
し
に
、

独立当事者参加訴訟の控訴審の構造

は
許
さ
れ
な
い
。

Z
の
控
訴
を
棄
却
す
れ
ば
足
り
る
。

Z
の
対
Y
請
求
を
認
容
す
べ
き
と
き
は
、

Z
の
控
訴
は
理
由
が
あ
り
、
原
判
決
中
、
合
一
確
定
の
必
要
上
、

Z
の
両
請
求
棄
却
の
部
分

を
取
り
消
し
、

Z
の
X
に
対
す
る
控
訴
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
請
求
を
認
容
す
る
判
決
を
す
べ
き
で
あ
る
。

X
の
請
求
を
棄
却
し
た

部
分
を
変
更
す
る
必
要
は
な
い
。

要

八

約

一
人
の
控
訴
に
よ
り
、

独
立
参
加
訴
訟
に
お
い
て
は
、

そ
の
相
手
方
と
さ
れ
な
か
っ
た
者
に
つ
い
て
も
、
原
判
決
の
確
定
は
遮
断
し
、

全
訴
訟
が
移
審
す
る
。
そ
れ
は
、
矛
盾
な
き
確
定
が
、

一
人
の
控
訴
権
の
行
使
を
保
障
し
な
が
ら
な
さ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
法
規
制
の

北法26(1・35)35



説

必
然
の
結
果
で
あ
る
。

論

控
訴
審
の
当
事
者
が
、
控
訴
人
で
あ
る
か
被
控
訴
人
で
あ
る
か
は
、
控
訴
し
た
者
と
彼
に
よ
り
そ
の
相
手
方
と
さ
れ
た
者
の
聞
で
は
、

控
訴
し
た
者
の
意
思
に
よ
り
定
ま
る
が
、
残
余
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
控
訴
人
適
格
被
控
訴
人
適
格
の
い
ず
れ
を
有
す
る
か
に
よ
り
定
ま

り
、
か
っ
そ
れ
は
何
者
が
控
訴
提
起
人
で
あ
る
か
に
よ
り
相
対
的
で
あ
る
。

残
余
の
者
が
弁
論
を
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
、
控
訴
ま
た
は
附
帯
控
訴
、
控
訴
の
利
益
、
防
禦
の
機
会
を
与
え
る
必
要
、

の
有
無
に
よ
る
。

要
す
る
に
、
独
立
参
加
訴
訟
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
矛
盾
な
き
確
定
を
必
要
と
す
る
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ

る
か
ら
、
六
一
条
の
原
則
に
対
す
る
特
則
と
し
て
の
六
二
条
の
準
用
に
お
い
て
は
、
こ
れ
を
最
小
限
に
と
ど
め
る
べ
き
で
あ
る
。

(
一
九
七
五
年
四
月
)
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