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1
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体
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昇

山

目

次は

じ

め

論

争

仲
裁
付
託
と
抗
弁

お

わ

り

に

tこ

』ま

じ

め

1 

ロ
ー
マ
の
仲
裁
付
託
は
、

制
度
で
あ
る
、

い
わ
ば
、
私
法
と
訴
訟
法
の
聞
の
《
無
主
地
帯
》
に
位
置
を
も
っ
と
こ
ろ
の
、
発
展
途
上
で
停
止
し
た
法

と
い
う

N
ぽ

E
2
の
言
葉
を
ま
っ
さ
き
に
取
り
上
げ
て
、

ωロ
r
B
E
S
は、

N
日
巾

m
-
m
H

の
著
書
の
書
評
の
中
で
、

N
-
mぬ

-2

は
か
か
る
銘
記
的
な
描
き
方
に
よ
っ
て
ロ

1
マ
の
仲
裁
裁
判
が
発
展
し
た
固
有
の
場
所
を
指
し
示
す
の
み
な
ら
ず
伝
統
的
な
観
察
方
法
か

北法300・[)1



説

ら
別
離
せ
ん
と
す
る
問
題
提
起
を
宣
明
す
る
、
と
い
う
理
解
を
示
し
た
。

発
展
途
上
で
停
止
し
た
と
い
う
の
は
、
「
契
約
」
と
し
て
、
契
約
法
の
法
規
制
を
受
け
る
対
象
と
し
て
、
発
展
す
る
こ
と
が
停
止
し
た
と

北法30(1・2)2

論

い
う
意
味
で
あ
り
、
そ
の
原
因
は
、
単
な
る
約
束
か
ら
は
訴
権
が
発
生
し
な
い
の
で
違
約
罰
に
よ
り
制
度
を
保
障
し
た
こ
と
が

2
8宮町。

回
出
色
の
産
出
を
妨
げ
た
こ
と
に
あ
る
よ
う
で
あ
る

(Nぽ
m
F♂

ω
-
g
w
ω
n
r日
正
-
F
ω
・
8
∞1
3
0

(
l
)
g吉田
M
B
B
-
Z
E
5
・
船
田
享
二
・
羅
馬
法
第
三
巻
の
〔
五
一
二
〕
に
お
い
て
は
「
仲
裁
契
約
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

る
の
か
、
ど
ん
な
意
味
内
容
で
契
約
で
あ
る
の
か
を
探
る
目
的
を
も
っ
筆
者
は
、
「
契
約
」
の
語
を
使
用
す
る
の
を
避
け
た
。

(

2

)

《

Z
-
m
B
S
L乙
田
口
仏
》
。
第
一
次
世
界
大
戦
に
お
い
て
、
両
軍
の
最
前
線
に
挟
ま
れ
た
戦
闘
地
域
を
こ
の
よ
う
に
呼
ん
だ
よ
う
で
あ
る
。

(

3

)

間
同
ユ
出
色
ロ
N
N
5
m
r
アロ
gHUH-4丘町

ωロ
}
己
包
括
2
F
n
E
F
B
田
口
三
内
巾
口
同
OBUnrm口
問
2
Z
-
5日戸

ω・
包
-

(

4

)

回同己ロロ

ω口}回目
HLEHYN巳
gny丘町片品。円

ω2ι
仲間口
u

下
ω片岡町
Z
ロぬ・同
NOB-
〉
Z
・
2
・
H

申吋品・

ω-AU印・

そ
れ
が
契
約
で
あ

に
よ
れ
ば
、
あ
る
い
は
仲
裁
裁
判
を
通
常
訴
訟
の
模
造
物
と

解
釈
し
た
り
、
あ
る
い
は
仲
裁
の
契
約
的
な
性
格
を

8
ロ
2
2
2
及
び
宮
口

E
B
と
し
て
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、

N
W包
2

は
仲
裁
付
託
を
独
特
な
雑
種
と
見
た
。
こ
の
見
方
自
体
は

N
5
-
2
の
独
創
で
は
に
ぱ
o

し
か
し
、

N
5色
白
は
、
こ
の
結
論
を
、
古
典

2 

そ
れ
ま
で
伝
統
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
観
察
の
結
果
は
、

ω口
『
ロ
山
門
巴
ロ

時
代
の
法
に
お
け
る
仲
裁
付
託
の
性
格
に
つ
き
、
広
く
渉
猟
し
た
法
源

(os--g)
か
ら
直
接
に
得
ら
れ
る
情
報
の
枠
の
中
で
、
得
た
の

で
あ
っ
た
。

(
に
ノ

)ω
口}回目正
}
F
F一色・
ω
-
A
8・
ιω
叶
・
前
者
は

F
ω
E
S
の
説
で
、
後
者
は
、
H
，
m
-
E
M
g
g
の
説
で
あ
る
。

g
ロ
2
5
F
宮
n
g
g
が
ど
ん
な
も
の
で

あ
る
か
に
つ
い
て
は
船
田
前
掲
〔
四
三
二
)
〔
五

O
一
〕
参
照
。

(
6
)
す
で
に
、
国
-
T守
u

下回
E
E
-
河

2
5
}凶

EDH-宮
め
骨
骨
三
片
山
同
8
2
F印
丘
公

g
ロ
m
o
p
(
品
。
&
ユ
ぬ
)
品
。

LgN-
同
】
・
品
。
品
が
仲
裁
付
託
の
雑
種
性

を
認
識
し
て
お
り
、

N
芯
悶

-
2
c
z
ι
・
ω-g-
〉ロヨ・

8
〉
は
こ
れ
に
賛
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。



3 

の
こ
の
結
論
は
批
判
を
免
か
れ
な
か
っ
た
。
仲
裁
付
託
の
法
的
性
格
は
、
仲
裁
付
託
が
仲
裁

理
論
上
、
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
仲
裁
法
を

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

N
ぽ
加
戸
内
片

の
基
礎
で
あ
る
だ
け
に
、

(
文
化
と
し
て
)
研
究
す
る
者
は
、
究
極
に
お
い
て
は
、
こ
の
間

題
に
直
面
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
問
題
に
取
り
組
む
な
ら
ば
、

ロ
ー
マ
の
古
典
時
代
の
法
に
お
け
る
こ
の
問
題
を
避
け
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
ロ
ー
マ
法
の
専
門
家
で
な
い
者
も
こ
れ
を
避
け
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
か
く
て
、
筆
者
は
こ
れ
に
能
う
限
り
必
要
な
限
度
で
取
り

組
ん
で
み
る
の
で
あ
る
。

巴xceptioveluti pacti ex compromissoについて

〈

7
)
N
F同開戸
2
の
前
掲
書
に
つ
い
て
は
書
評
が
三
つ
公
け
に
さ
れ
て
い
る
。

Z
Z
F
B
σ
F
2
5
m
m
p
H
N
2
5
E己
0
2
3
5
L
E凶

S
F
H
P
E
S
-日
2
h
r
gロ
mmp

〉
ロ
ロ
合

g
・
5
4
N
み
-NS-

。5
5
当
2
2
2
同ぐ

HN〉

u
Q
H
H
F
H
S
N
a
z
m
S
E
R
E
H
F
O
E
-
m
念
岳
号
同

0
5
2
2
2
2
t
n
D
Y
℃

-
N
F

ω
Eロ
oω
ロY
S
E
-
-
P
N
2
g
n
}
E
F
L
2
ω
宮町間ロ
uTω

片
岡
町

Z
ロ
m-MNOB-hrg・
3
・
5
2・
ω・品
ω印
・
こ
の
三
つ
は
評
者
の
個
性
が
顕
わ
れ
た
も
の
で
、

三
者
間
に
、
取
り
上
げ
た
事
項
や
比
重
を
置
い
た
事
項
が
一
致
し
な
い
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
が
、
古
典
時
代
の
法
に
お
け
る
仲
裁
付
託
の
性

格
に
つ
い
て
は
、
二
一
人
と
も
こ
れ
を
と
り
上
げ
、
戸
命
日
D
g
m
は

N芯
m
-
2
に
好
意
的
で
あ
る
が
、
他
の
二
人
は
批
判
的
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
に
、
口
。

ω
R
Z
(
ω
Z
L
E
2
与

0
2自
由
民
国

E
2
0
2担
問

2

2
ユPω
叶・

5
ロ・司・品
NO
ぬ
・
)
お
よ
び
、
H，B
F
B田口口出(戸田
roc-HN由回目。四国同丘

L
F
H
X
g
H
o
g
mロロ

(22HU03
・
N0・
5
三・
M
M

・∞
ω
R・
)
の
書
評
が
あ
る
が
、
わ
た
く
し
は
見
て
い
な
い
。

4 

後
世
の
法
文
化
に
影
響
を
与
え
た
ロ

l

マ
の
仲
裁
法
は
古
典
時
代
の
そ
れ
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
前
三
六
七
年
に
民
事
裁
判
を
司
る

官
と
し
て
創
設
さ
れ
た
法
務
官

(psg同)
は
、
キ
リ
ス
ト
前
三
世
紀
の
頃
か
ら
、
《
そ
の
就
任
の
初
に
、

自
己
の
任
期
中
採
る
べ
き
裁

判
の
方
針
、

そ
の
方
針
を
具
体
化
す
る
方
式
書
(
向
2
5己
同
)
を
、
白
い
木
表
(
払

EB)
に
赤
い
表
題

(
E
F
W由
)
を
冠
し
、
壁
一
色
の
文
字

そ
の
後
、
こ
の
告
示
権

(-garg岳
)
を
利
用
し
て
、
回
阻
な
民
会
の
制
定
し
た
法
律
や

北法30(1・3)3

を
以
て
公
示
す
る
こ
と
が
慣
習
と
な
》
り
、

旧
い
慣
習
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
は
新
た
な
寓
民
法
の
制
度
に
つ
い
て
も
、
あ
る
い
は
そ
の
趣
旨
と
す
る
と
こ
ろ
を
推
し
進
め
、
あ
る
い
は

さ
ら
に
は
こ
れ
を
事
実
上
改
廃
し
た
。
会
口
一
不
の
規
定
は
命
令
権

規
定
の
な
い
と
こ
ろ
を
補
充
し
、

日
間
回
目

}22g)
に
基
礎
を
置
き
、
法



説

律
の
基
礎
な
き
当
然
の
結
果
と
し
て
、
発
布
者
の
任
期
を
限
っ
て
効
力
あ
る
に
過
ぎ
ず
、
後
任
者
は
前
任
者
の
告
示
に
拘
束
せ
ら
れ
る
も

北法30(1・4)4

論

の
で
は
な
い
が
、
有
用
な
告
示
は
漸
次
踏
襲
的
と
な
り
、
後
任
者
は
た
だ
必
要
の
生
じ
た
場
合
に
追
加
新
告
示
(
ロ
ミ

S
H
E
-
n
z
p
ロ。

g

n
F
5
5
)
を
附
加
す
る
に
止
ま
り
、
踏
襲
的
告
示
(
巾
仏

E
g
g
-
5
5
)
が
漸
次
増
加
集
積
》
し
勺
《
帝
政
に
至
っ
て
告
示
の
内
容

は
ほ
ぼ
固
定
し
、

ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
帝
(
一
一
七
l
一
一
一
一
八
年
)
は
当
時
の
逸
材
ユ
リ
ア
ヌ
ス
を
し
て
内
人
掛
法
務
官
及
び
按
察
官
官

EF--∞

2
2ロ
凹
)
の
告
示
を
編
纂
さ
せ
、
元
老
院
議
決
(
法
律
の
効
力
を
も
っ
)

を
も
っ
て
そ
の
効
力
を
確
認
し
、
雨
後
の
修
正
増
補
権
を
皇
帝

に
委
任
せ
し
め
た
》
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
《
称
し
て
永
久
告
示
録
(
開
島
円
昨
日
出
司
巾

G
2ロ
ロ
ヨ
)
と
い
う
》
。

(
8
)
原
旧
慶
士
口
・
ロ
l

マ
法
上
巻
〔
五
〕
。

永
久
告
示
録
は
原
形
で
残
つ
て
は
い
な
い
。

vgm-
が
復
原
し
た
も
の
が
頼
り
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
第
十
一
章
第
四
八
節
に
日

く
o
O
C
H
〉
何
回
口
，
H
N
H
C
E
M》開
h
d
Z
H〉
の
。
冨
HVHNO呂
田
ω〉
HN何
打
開
HM何
何
回

H
開
口
冨

ω開
Z
叶
開
Z
叶
同
〉
冨

UH(U何
回
州
開
円
。
。
〉
宮
・

5 
こ
の
告
示
が
キ
リ
ス
ト
前
二
世
紀
の
半
ば
頃
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、

N
5巴
2
の
研
究
に
よ
っ
て
、

説
得
力
を
増
し
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
痕
跡
は
、
仲
裁
を
知
る
の
に
不
確
か
な
も
の
で
、

的
な
も
の
を
蔵
す
る
最
初
の
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
以
前
に
も
仲
裁
は
存
在
し
た
が
、

」
の
告
示
が
、
仲
裁
の
刻
印
と
し
て
決
定

(
9
)
F
E
m
-
-
u
g
開

LHngBHVOH官
同
ロ
ロ
日
・
何
一
口
〈
R
Eロr
S
5
2
J
ヨ
E
2
r
o
g
E
z
a
-
U
〉口問

}-L申
N
叶

U
Z
2《

凶

E
n
F
呂町田・

(
叩
)
仲
裁
人
の
任
務
を
引
き
受
け
た
者
を
、
仲
裁
当
事
者
が
違
約
罰
を
約
し
て
い
る
と
き
は
、
必
要
あ
る
と
き
は
仲
裁
判
断
を
言
渡
す
べ
く
強
制
す
る
で
あ

ろ
う

(N芯
m-2・
ω
-
N
垣内回
g
R
ω
-
N
H
N
)。

原
田
前
掲
上
巻
〔
二
四
O
〕
は
、
古
典
時
代
の

g
B
H
U
5
5
2
2
B
に
つ
き
、
《
訴
訟
当
事
者
が
係
争
事
件
を
仲
裁
人
の
判
断
に
任
ず
る
こ
と
を
約
す

る
当
事
者
間
の
無
方
式
合
意
で
あ
る
。
古
典
時
代
に
は
違
約
罰
附
の
問
答
契
約
を
交
し
た
。
》
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
文
脈
か
ら
は
、
古
典
時
代
に
は
仲

裁
付
託
契
約
が
問
答
契
約
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と
読
め
る
。
船
田
享
二
・
羅
馬
法
第
三
巻
〔
五
O
二
〕
は
、
《
和
解
は
争
訟
あ
る
当
事
者
が
訴
訟
の
方
法



に
よ
っ
て
そ
の
争
訟
を
解
決
す
る
代
り
に
仲
裁
人
を
選
択
し
て
そ
の
判
断
に
よ
っ
て
こ
れ
を
解
決
す
べ
き
こ
と
を
約
す
る
合
意
で
あ
り
、
斯
か
る
合
意
は

古
典
時
代
に
は
そ
れ
自
身
と
し
て
は
効
力
を
有
せ
ず
随
っ
て
、
原
則
と
し
て
問
答
契
約
に
よ
っ
て
行
は
れ
た
。
仲
裁
判
断
の
引
き
受
け
は
か
や
う
な
和
解

の
問
答
契
約
を
締
結
し
た
当
事
者
と
第
三
者
と
の
問
に
締
結
さ
れ
、
後
者
が
前
者
の
指
示
に
従
ひ
一
定
の
判
断
を
為
す
べ
き
こ
と
を
引
き
受
け
る
約
束
で

あ
る
。
斯
か
る
引
き
受
け
に
関
し
て
は
法
務
官
は
『
金
銭
支
払
に
就
き
仲
裁
契
約
締
結
後
に
仲
裁
判
断
を
引
き
受
け
た
る
者
に
就
い
て
は
本
職
は
同
人
が

判
断
を
為
す
こ
と
を
強
制
す
ベ
し
』
と
規
定
し
》
た
と
述
べ
て
い
る
。
宮

2
ロ
E
B自
司

g
B
2
8
を
、
船
田
前
掲
は
《
金
銭
支
払
に
就
き
仲
裁
契
約
締

結
後
に
》
と
解
し
た
が
、

N
目
白
色
白
(
前
掲
七
頁
〉
は
《
仲
裁
両
当
事
者
が
違
約
罰
を
約
し
た
る
と
き
は
》
と
解
し
て
い
る
。
】
0
5印
m
gロ
号
円
は
、
《
余

は
、
そ
の
執
行
の
た
め
に
罰
が
問
答
契
約
さ
れ
た
と
こ
ろ
の

g
g司
5
5
2
に
基
づ
き
仲
裁
人
た
る
こ
と
を
受
諾
し
た
者
を
判
決
を
言
渡
す
べ
く
強
制
す

る
で
あ
ろ
う
》
と
訳
し
て
い
る
ハ
T
V
E
2
H
0
5
8
3ロ
ι
O
F
F
-
E
P
唱
え
司
含

E
f
g
B
O
ゲ

5
8
4
司
-
H
N
C
)

。

(日

)ω
ロ
F
E
E
-吉・

ω・
仏
印
印
・

exc巴ptioveluti pacti ex compromissoについて

こ
の
告
示
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
仲
裁
を
律
す
る
も
の
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
っ
た
。

補
充
が
必
要
で
あ
っ
た
。
共
和
政
期
に

6 
は
、
《
法
学
者
の
活
動
は
法
律
行
為
の
実
行
に
助
力
し

(B42m)、
訴
訟
行
為
に
必
要
な
方
式
を
組
成
し
(
国
側

2
巾
)
、
法
律
事
件
に
対
し
て

意
見
解
答
を
興
え
る
(
同
町
田
勺

O
E
3
)
実
際
方
面
に
現
わ
れ
た
訴
さ

E
R
Y
1
4
H
E
S
N
予
防
法
長
。
》
共
和
政
後
期
に
は
《
法
学
者
の

解
答
の
法
律
生
活
に
及
ぼ
す
影
響
が
頗
る
大
で
、
彼
等
の
地
位
の
牢
と
し
て
抜
く
こ
と
の
で
き
な
い
》
も
の
で
あ
っ
弘
}
ア
ウ
グ
ス
ト
ウ

ス
は
こ
の
こ
と
を
知
っ
た
。
そ
こ
で
、
ア
ウ
グ
ス
ト
ウ
ス
は
《
多
数
の
法
学
者
に
皇
帝
の
権
威
に
基
づ
い
て

(
2
2
n
g
H
F
5
5
官
宮
巳
立
出
)

法
律
を
解
答
す
る
権

(E田
岡
市
名

oEgt)
を
附
興
し
た
。
当
初
の
効
果
は
単
に
事
実
上
当
該
法
学
者
の
権
威
を
表
彰
す
る
に
過
ぎ
な
か

っ
た
が
、
権
威
に
於
て
卓
絶
す
る
皇
帝
を
背
景
と
す
る
以
上
、
何
人
も
事
実
上
解
答
権
者
の
解
答
に
従
わ
な
い
わ
け
に
は
行
か
ず
、
更
に

そ
の
権
威
も
当
初
の
解
答
の
な
さ
れ
た
一
場
合
の
み
な
ら
ず
、
他
の
場
合
に
も
該
当
し
、
遂
に
は
法
学
者
の
解
答
集
そ
の
他
の
著
書
に
も

北法30(1・5)5

及
ぼ
さ
れ
る
に
至
り
、
当
該
法
学
者
が
現
存
す
る
ぞ
否
や
は
問
題
で
な
く
な
っ
た
。
か
く
て
遂
に
ハ
帝
(
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
|
筆
者
)

の
時

代
に
至
っ
て
は
、
解
答
権
を
有
す
る
法
学
者
の
意
見
が
合
す
る
と
き
は
こ
れ
に
法
律
の
効
力
を
認
め
、

一
致
し
な
い
と
き
は
い
ず
れ
に
従



説

う
も
審
判
人
の
自
由
と
し
て
、

論

つ
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。

わ
ち
、
古
典
時
代
の
ロ

l
マ
法
の
規
範
を
認
識
す
る
に
は
法
学
者
の
解
答
を
素
材
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
上
の
こ
と
は
仲
裁
法
に

解
答
権
制
度
を
法
律
化
し
た
も
の
の
如
く
で
あ
る
o
》
古
典
時
代
は
右
の
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
。

〈
ロ
)
原
田
前
掲
上
巻
口
ハ
〕

(
臼
〉
原
田
前
掲
上
巻
〔
八
〕

7 

永
久
告
示
録
の
前
掲
の
仲
裁
に
関
す
る
告
示
、
が
、
仲
裁
を
引
き
受
け
た
仲
裁
人
に
対
す
る
強
制
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら

ユ
ス
チ
ニ
ア
ヌ
ス
の
デ
イ
ゲ
ス
タ
に
纏
め
ら
れ
た
仲
裁
法
に

か
、
こ
れ
を
補
充
す
る
法
曹
法
も
仲
裁
引
き
受
け
を
中
心
と
し
て
発
達
し
、

関
す
る
章
(
第
四
巻
第
八
)

て
い
る
。

の
表
題
も
《
仲
裁
引
受
け
l
仲
裁
判
断
を
由
民
告
す
る
た
め
に
仲
裁
を
引
き
受
け
た
者
ー
に
つ
い
て
》
と
な
っ

」
れ
に
違
反
し

8 

本
稿
に
お
け
る
わ
た
く
し
の
関
心
は
、
仲
裁
に
付
託
す
る
人
片
旦
恵
(
こ
れ
は
実
体
法
上
の
要
件
事
実
で
あ
る
)
が
、

ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
た
か
、

て
提
起
さ
れ
た
訴
え
に
よ
り
開
始
さ
れ
た
訴
訟
に
お
い
て
、
(
訴
訟
法
上
攻
撃
防
御
の
方
法
と
し
て
、
)

ょ
う
。

ま
ず
、
論
争
の
焦
点
と
な
っ
た
右
合
意
が
、
仲
裁
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
性
格
づ
け
ら
れ
ど
う
位
置
づ
け
ら
れ
た
か
を
見

る
。
そ
こ
で
、

ヨt.
iilllJ 

奇1

要
約
す
る

同
，
曲
目
同
日
田
ロ

g

仲
裁
付
託
の
性
格
に
関
す
る
伝
統
的
な
通
説
を
代
表
す
る
者
は
斗
同
F
S田
口

g
で
あ
る
と
い
っ
て
い
い
よ
う
で
あ
る
。

N
w
m
-
R
が

の
説
は
、
仲
裁
付
託
は
無
方
誌
の
仲
裁
協
約
で
あ
っ
て
、
円
。
ロ

Z
E
Z

同
】
白
円
同
口
口
同

1 

も

に
も
該
当
し
、
罰
の

す
な

北法30(1・6)6

あ



z
f巳
伊
丹
芯
は
そ
の
付
属
物
た
る
性
格
の
も
の
に
止
ま
り
、
そ
れ
は
自
治
的
な

B
ロ
g
E芯
を
保
障
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
す
る
も
の
で
あ

る
o

N
芯
E
2
は
こ
の
説
を
、
正
当
に
、
私
法
学
的
な
考
察
と
評
し
た
。
叶
巳

g
gロ
g
説
に
対
し
て
は
戸
回
目

E
説
が
対
立
し
て
い
た
。

N
5
m
1
2
が
要
約
す
る
円
曲
目
白
説
は
、
仲
裁
付
託
は
、
訴
訟
の
方
式
書
に
見
合
う
文
体
様
式
に
則
っ
た
と
こ
ろ
の
、
当
事
者
双
方
が
仲

裁
裁
判
に
よ
る
紛
争
解
決
に
向
け
て
相
互
に
交
換
し
た
二
つ
の
相
互
依
存
関
係
に
あ
る
え
ぽ
己
己
目
。
ロ
何
ロ
の
結
合
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、

宮
己
ロ
巴
で
は
な
い
、
と
す
る
も
の
で
あ
る
o

N
広

m-2
は
こ
の
説
を
、
正
当
に
も
、
訴
訟
法
学
的
な
考
察
と
評
し
た
o

F
曲
目

E
説
と
同

旨
の
説
、
は
少
な
く
は
な
く
、
こ
の
問
題
は
ロ

l
マ
法
学
者
の
聞
に
お
い
て
今
日
な
お
争
わ
れ
て
い
る
。

exceptio veluti pacti ex compromissoについて

(
川
円
)
叶
巳
由

B
E
g
-
何
回
口
町

H
n
y
o
Z
丹
市
自
由
仏

H
2
8
B司
g
g
z
g
B
J
5
8・

NF巾
間

-mpω
・品∞噌

ωロ
ゲ

B
E
-
-
p
ω
・
品

ω叶・

(
日

υ
)
N
H町
四

-opω-AH∞・

T
W
E
E
は

g
B匂円
0
5
2
2自
を
宮
一
回
円
。
口
同
ゆ
え
巳
芯
に
な
ぞ
ら
え
た

3nvB-LEM-ω
・

8
3
0
E
Z
B
E
g
g己
D

(

争

点
決
定
)
が
契
約
的
な
性
格
を
有
し
た
こ
と
は
今
日
争
い
が
な
い
ら
し
い
(
船
田
五
巻
〔
八
二
四
〕
)
。
し
か
し
、
円
曲
目

g
の
研
究
は
、
争
点
決
定
の
契

約
的
性
質
か
ら
争
点
決
定
と
仲
裁
契
約
と
の
類
同
を
強
調
し
す
ぎ
て
、
争
点
決
定
の
公
的
性
格
を
無
視
し
た
き
ら
い
が
あ
る
、
と
い
わ
れ
る
(
船
田
五
巻

〔
八
二
四
〕
注
(
一

O
)
一
五
コ
一
頁
)
。

右
の
よ
う
な
対
立
の
中
に
、

N
ぽ

m-2
は
、
そ
の
い
ず
れ
に
も
属
し
な
い
第
三
の
説
、
す
な
わ
ち
、
古
典
時
代
の
ロ

1
マ
法
に
お

2 
け
る
仲
裁
付
託
の
構
造
は
、
互
に
交
換
し
た

a
f己
主
。
の
文
言
の
方
式
の
中
に
、
無
方
式
の
仲
裁
協
約
の
中
で
な
さ
れ
た
合
意
の
不
遵

守
を
罰
の
帰
属
の
条
件
と
す
る
こ
と
が
、
含
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
罰
約
束
の
存
在
が
仲
裁
人
強
制
の
要
件
で
あ
る
と
す
る
説
を
打
ち
出

し
M
P
無
方
式
の
仲
裁
契
約
そ
れ
自
体
は
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
は
法
的
保
護
の
対
象
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
ぶ
「

8
5官
O
B
-
m
E
B
が
ど
う
い
う
も
の
を
指
す
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
仲
裁
人
が
仲
裁
判
断
を
行
な
う
前
提
の
な
か
に
ど
ん
な
意
思
の
合
致

が
あ
る
か
を
分
析
す
る
と
、
①
仲
裁
人
に
仲
裁
裁
判
を
さ
せ
る
こ
と
、
②
仲
裁
裁
判
に
服
す
る
こ
と
、
③
こ
れ
ら
に
違
背
し
た
と
き
は
違

北法30(1・7)7

の
三
点
に
お
い
て
少
な
く
と
も
合
致
が
あ
る
こ
と
が
前
提
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る

約
金
を
払
う
こ
と
、

(
こ
れ
に
よ
っ
て
紛
争
を
終
了



説

さ
せ
る
こ
と
に
お
い
て
合
致
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
、
古
典
時
代
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
知
る
資
料
を
筆
者
は
ま
だ
見
出
し
て
い
な
い
)

0

こ
れ
ら
の
意
思
の
合
致
を
も
た
ら
す
と
こ
ろ
の
、

当
事
者
の
行
為
が

印
丹
一
昨
日

)z-伊
丹
円
。

(
問
答
契
約
)

で
あ
る
か
、
諾
成
契
約

(
g
E
H間
三
口
印

北法30(1・8)8

論

8
5
8田
口
凹
)
で
あ
る
か
、
単
な
る
約
束
(
官
n
z
g
)
で
あ
る
か
は
、
古
典
時
代
に
お
い
て
は
、
そ
の
法
的
保
護
形
式
に
お
い
て
異
な
る
も

の
で
あ
っ
た
の
で
、
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
違
約
金
約
束
が
問
答
契
約
に
よ
り
な
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
前
述
の
よ
う
に
争
い
の
な
い

と
こ
ろ
で
あ
る
。
問
題
は
、
そ
の
他
の
点
に
つ
い
て
の
合
意
で
あ
る
。

A

一
般
に
笠
宮

E
Z
唱

0
8
2
(違
約
罰
の
問
答
契
約
)
は
債
務
不
履
行
の
場
合
に
一
定
額
の
金
銭
を
給
付
す
べ
き
問
答
契
約
を
い
う
(
原
田
前
掲
下

〔
二
八
八
〕
〉
。
問
答
契
約
は
本
来
は

2
J
E
g
g円
(
要
約
者
)
と
回
以

E
B
5
0円
(
諾
約
者
)
の
間
で
間
を
置
く
こ
と
な
く
一
定
の
形
式
の
問
答
体
で
(
後
に
は

言
語
形
式
は
緩
和
さ
れ
要
約
と
諾
約
の
対
応
は
厳
格
を
失
っ
た
)
な
さ
れ
た
要
式
の

g
E
5
2
5
2
5
2
(言
語
契
約
)
で
あ
り
、
諾
約
者
の
み
が
債
務
を

負
担
す
る
(
片
務
)
と
こ
ろ
の
一
般
的
な
債
務
負
担
方
法
で
あ
り
、
問
答
契
約
訴
権
(
由
2
5
m岡田
H
G己
巳
ロ
)
を
産
ん
だ
(
原
田
前
掲
上
〔
一
九
三
〕
)
。
こ

の
訴
権
は
対
人
訴
権
た
る
田

2
5
2
1
2
F
Z江
田
(
厳
正
訴
権
)
に
属
し
た
(
原
田
上
〔
一
六
二
〕
)
。
す
な
わ
ち
、
当
事
者
の
意
思
表
示
の
み
が
基
礎
と
さ
れ
、

ま
た
そ
の
意
思
表
示
に
も
極
め
て
厳
格
な
解
釈
が
施
さ
れ
た
(
原
田
上
〔
一
六
二
〕
)
。
し
か
し
、
逆
に
、
問
答
契
約
は
《
当
事
者
が
何
故
に
斯
か
る
問
答
を
為

す
か
の
原
因
と
は
独
立
に
抽
象
的
に
成
立
し
》
(
船
田
三
巻
〔
四
凶
九
〕
〉
、
問
答
契
約
訴
権
の
厳
正
訴
訟
で
は
、
《
審
判
人
は
契
約
の
存
在
及
び
そ
れ
に
現
れ
た

文
一
寸
一
口
の
み
を
審
査
し
て
判
決
を
為
し
得
る
に
過
ぎ
ず
、
当
事
者
が
何
故
に
斯
か
る
契
約
を
締
結
し
た
か
の
原
因
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
を
得
な
い
。
例
へ
ば
、

相
手
方
か
ら
百
金
を
借
入
れ
る
た
め
に
或
者
が
右
百
金
の
返
還
を
問
答
契
約
に
よ
っ
て
約
す
る
と
き
は
相
手
方
は
こ
れ
に
よ
っ
て
債
権
を
取
得
し
、
現
実
に
百

金
を
供
興
せ
ず
に
訴
訟
を
提
起
し
て
も
、
審
判
人
は
問
答
契
約
の
方
式
が
履
行
さ
れ
て
い
る
限
り
は
右
の
諾
約
者
に
百
金
支
払
の
責
あ
る
旨
の
判
決
を
為
す
こ

と
を
委
し
、
百
金
を
借
入
れ
る
た
め
と
い
ふ
契
約
の
原
因
を
考
慮
し
て
判
決
を
為
す
こ
と
を
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
》
(
船
田
三
巻
〔
四
四
一
〕
)
。
《
然
れ
ど
も
、

汝
が
問
答
契
約
を
原
因
と
し
て
有
責
の
判
決
を
受
く
る
は
不
衡
平
な
る
を
以
て
、
汝
は
悪
意
の
抗
弁
に
依
っ
て
保
護
せ
ら
る
べ
き
も
の
と
決
定
せ
ら
れ
た
り
。
》

(
ガ
イ
ウ
ス
法
学
提
要
・
船
田
享
二
訳
三

O
O頁
)
。
こ
の

aB宮
芯
号
ロ
(
悪
意
の
抗
弁
)
は
厳
正
訴
訟
に
お
い
て
は
そ
れ
が
と
く
に
方
式
設
の
中
に
挿
入

さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
っ
て
審
判
人
は
原
伎
の
悪
意
を
考
慮
し
た
(
原
田
下
〔
四
四
一
二
〕
)
。

B

取
引
の
発
達
に
伴
い
、
実
際
に
種
々
雑
多
な
合
意
が
な
さ
れ
、
こ
れ
に
法
的
効
力
を
認
め
る
必
要
が
生
じ
た
。
こ
う
し
て
古
典
時
代
に
は

g
E
5
2
5

8
ロ
8
5
5
(諾
成
契
約
)
が

2
6昨

日

C
S
E
I
-
c
(買
い
と
売
り
)
、

E
s
t
-
B
E
E
2
5
(貸
す
、
請
負
う
、
雇
う
)
、

5
8含
Z
E
(委
任
)
、

g
n
E
E



exceptio veluti pacti ex compromissoについて

(
組
合
)
の
四
種
に
認
め
ら
れ
、
こ
れ
に
白
丘
一

D
σ
c
g
m
p山
巳
(
誠
意
訴
権
〉
が
認
め
ら
れ
た
(
船
田
一
一
一
巻
〔
四
三
七
月
原
田
上
〔
二
ハ
二
〕
)
。
誠
意
訴
権

は
常
に

ω
2
5
5
2巳
ω
(不
確
定
訴
権
)
で
あ
り
(
原
田
下
〔
四
五
八
〕
)
、
方
式
書
中
に
悪
意
の
抗
弁
を
持
入
す
る
ま
で
も
な
く
、
《
「
直
川
意
の
抗
弁
は
誠
意

の
訴
訟
に
内
在
す
る
」
の
で
あ
》
り
、
審
判
人
は
ま
ロ
阻
止
仏

2
(信
義
)
に
従
っ
て
審
判
す
る
以
上
、
原
告
の
悪
意
を
当
然
に
参
照
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

も
の
で
あ
っ
た
(
原
田
下
〔
四
四
三
〕
)

0

C

官
♀

E
B
(約
束
)
は
、
元
釆
は
平
和
の
締
結
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
例
え

d
、
民
事
の
分
野
で
は
、
古
代
ロ
l
マ
法
に
お
い
て
は
不
法
行
為

(
P
2
E
B
-
-巳
己
ユ
同
)
に
因
り
生
じ
た
争
い
を
復
帥
Je

に
依
ら
ず
に
償
金
を
支
払
う
合
意
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
平
和
的
に
処
理
す
る
た
め
に
結
ん
だ
賄
罪
和
解

が
宮
口

Z
B
と
称
さ
れ
た

G
o
a
-民
5
r
mナ
JF口問。
p
m
D
B
U口
宮
田
問
。
門
戸
臼
〉
ロ
『
了
巴

S-
ゆ

HNU)。
古
典
時
代
に
お
い
て
も
、
不
法
行
為
賠
償
債
務

の
無
方
式
の
免
除
約
束
は
市
民
法
上
認
め
ら
れ
た
ハ
穴
8
2・
σ
g
5
B
F
n
Z
P
2
2
5
n
g
ハ
以
下
問
虫
凶
と
略
す
〉
戸
凶
〉
巳
f
ω
・
2
C。
日
出

2
5
g

は
い
う
な
れ
ば
無
方
式
の
和
解
で
あ
り
、
債
務
を
発
生
さ
せ
る
も
の
で
は
な
く
、
債
務
を
廃
棄
す
る
も
の
で
あ
っ
た
(
}
関
自
宅

L
r正
副
H
N
3
0

古
典
時
代
に

は
、
司

2
2
5
は
《
広
義
に
は
二
当
事
者
の
合
意
及
び
約
定
右
目
立
巴

B

2円
E
G
E
E
2
5
2
2回目
H
3
5
8
2
3
5
)〉
で
あ
り
、
二
人
叉
は
数
人
の
当

事
者
が
同
一
の
事
項
に
関
し
て
決
定
し
合
意
す
る
こ
と

(
2仲
間
出
口

t
o
仏ロ

D
E
B
-
R
2
5
4
0
山
口
広

2
U
1
m
i
z
B
2
2ロ田
2
2乙
で
あ
っ
て
》
(
船
田

三
巻
〔
五

O
一
〕
、
春
木
一
郎
訳
(
戸
リ
ス
ヌ
チ
引
ド
)
学
一
説
会
纂
苧
』
恥
ご
三
一
四
豆
、
市
民
法
上
訴
権
が
認
め
ら
れ
る
契
約
に
該
当
し
な
い
合
意
を
一
般
に

宮
口

Z
S
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
い
た

G
・
阿
わ
当

L
r
E・
申
ロ
ア

ω)。
諾
成
契
約
は
、
無
方
式
だ
か
ら
こ
の
点
で
宮

2
E
B
で
あ
っ
た
が
、
宮

n
z
g
と
は

呼
ば
れ
な
か
っ
た
(
原
田
上
〔
二
三
四
〕
〉
。
-
U

目
立
己
目
は
そ
れ
向
体
で
は
な
ん
の
訴
権
も
牛
一
じ
な
か
っ
た
(
原
田
上
〔
二
三
四
〕
)

0

(

H

U

E

-
戸

moロ
広
三
E
F
M
・

E
・
7

2
ロ
E
C
司
m
n
H
0
5
5門
h
z
g
m
o
s
s
-凹
田
口
己
O

ロ
Dロ
ロ
山
田
口
広
三
-
単
な
る
約
束
か
ら
は
ロ

1
7
市
民
の
閑
に
訴
権
は
発
生
し
な
い
。
〉
一
般

に
無
方
式
の
合
意
の
名
称
と
な
っ
た
宮
♀
ロ
自
に
、
和
解
的
合
意
は
依
然
と
し
て
含
ま
れ
、
不
法
行
為
に
因
る
債
務
の
み
な
ら
ず
、
契
約
あ
る
い
は
準
契
約

に
基
づ
く
義
務
に
か
か
る
争
い
に
つ
い
て
和
解
的
合
意
を
す
る
こ
と
も
宮

n
z
g
に
該
当
し
た

G-同
・
当

L
r正
・
ゅ
ロ

ω)。
古
典
時
代
に
は
、
債
権
者
が
永

続
的
に
権
利
主
張
を
断
念
す
る
(
免
除
)
あ
る
い
は
一
時
的
に
権
利
主
張
を
断
念
す
る
(
猶
予
)
こ
と
を
約
束
す
る
こ
と
は
無
方
式
で
な
さ
れ
た
が
、
こ
の
よ

う
な
内
容
の
約
束
は
す
べ
て
宮

2
E
H
H
P
ロ
Dロ
官
広
口
ι
D
(要
求
し
な
い
こ
と
の
約
束
)
と
い
わ
れ
、
こ
の
約
束
か
ら

2
8宮
古
宮
口
巳

2
5
8
C
(約

束
の
抗
弁
)
が
産
ま
れ
る
こ
と
を
法
務
官
は
承
認
し
た

GE穴
・
当
・

Fr-L-rNω)。
免
除
の
時
は
永
久
抗
弁
(
巾
凶

8
切に

C
H
U
2吉
宮
田
)
な
い
し
棄
却
抗
弁

公
忠
告
己

C
司
0
5
5司
円
。
江
田
〉
で
あ
り
、
猶
予
の
時
は
猶
予
抗
弁

(
2
2宮
Z
E
g
g
-乙
で
あ
っ
た
(
}
問
自
宅
二
ゲ
年
・
ゆ
お

ω)。
カ
イ
ウ
ス
に
よ
れ
ば
、
免

除
約
束
の
抗
弁
は
、
被
告
の
提
出
に
基
づ
き
、
方
式
書
の
中
に
、
《
ア
ウ
ル
ス
ア
ゲ
リ
ウ
ス
と
ヌ
メ
リ
ウ
ス
ネ
ギ
ヂ
ウ
ス
と
の
問
に
金
額
を
詩
求
せ
ざ
る

べ
き
合
意
無
か
り
し
と
き
は
》
(
船
田
享
二
訳
ガ
イ
ウ
ス
法
学
提
要
四
!
一
一
九
。
巴
宮
芯
『
〉
自
〉

E
2
2
5
2
E
ロ
O
ロ

g
ロ
4
8
F
5
2
宮

2
三回

北法300・9)9



説

間百円。

Z
Z
H・
0
巳
・
品
-
H
5
・
)
と
い
う
形
に
作
成
さ
れ
た
。
こ
の
ほ
か
に
、
法
務
官
は
、
宮
口

Z
B
の
保
護
を
必
要
と
判
断
す
る
と
き
に
、
目
立
芯
庄
内
目
立
ロ
ヨ

(
事
実
に
基
づ
く
訴
権
〉
を
認
め
た
。
す
な
わ
ち
、
個
別
具
体
の
事
件
に
つ
き
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
《
法
務
官
は
、
客
体
が
市
民
法
に
よ
り
原
告
の
所

有
で
あ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
か
否
か
、
ま
た
は
、
被
告
が
市
民
法
に
よ
っ
て
原
告
に
対
し
て
与
え
ま
た
は
為
す
こ
と
を
要
す
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
か
否
か

と
い
う
法
上
の
問
題
を
記
載
す
る
方
式
警
で
は
な
く
て
、
特
定
の
事
実
の
存
在
が
明
白
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
事
実
問
題
を
記
載
す
る
請
求
表
示
を
含
む
方
式

雲
、
す
な
わ
ち
、
法
で
は
な
く
て
事
実
に
も
と
づ
い
て

(
E
F
2ロ
B
)
作
成
さ
れ
る
方
式
蓄
を
承
認
す
る
。
か
か
る
方
式
書
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
る
審
判
人

は
、
法
の
問
題
で
は
な
く
て
事
実
の
問
題
に
関
す
る
判
断
を
為
し
、
而
も
方
式
書
の
指
示
す
る
事
実
の
存
在
が
明
白
で
あ
る
と
判
断
す
る
と
き
は
被
告
有
責
の

判
決
を
為
す
権
限
を
与
え
ら
れ
る
。
》
(
船
田
享
二
・
ロ
ー
マ
法
第
五
巻
門
八
四
一
ニ
〕
(
二
)
(
は
)
〉
。
こ
の
間
2
5
5
P
2
5
H
に
よ
り
訴
求
可
能
と
さ
れ
た

宮
口
Z
B
を
ひ
っ
く
る
め
て
宮
口
宮
司

5
2
2
5
(法
務
官
法
上
の
約
束
)
と
称
さ
れ
た
(
}
同
‘
ョ
・
伊
豆
島
・
申
H
H
N
ω
・
船
田
一
一
一
巻
〔
五

O
一〕)。

和
解
(
片

5
5
2
t
c
)
は
、
古
典
時
代
に
お
い
て
は
、
無
方
式
の
合
意
で
あ
り
、
権
利
に
つ
い
て
の
紛
争
ま
た
は
不
確
実
を
互
譲
に
よ
り
終
了
さ
せ
る
合
意

で
あ
り
、
免
除
の
官
2
E
B
の
一
適
用
例
で
あ
る
に
止
ま
っ
た
(
関
曲
目
白
ア
同
早
川
F
N
K
F
Z
2

・
ω・
宏
N
)
。
そ
の
内
容
は
、
反
対
給
付
の
受
領
ま
た
は
約
束
の

見
返
り
に
ア
ク
チ
オ
を
放
棄
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
(
同
2
2・
F
E・
ω・
宏
日
)

0

だ
か
ら
、

2
8℃
2
0

宮

E
は
認
め
ら
れ
た
。
古
典
時
代
の
以
後
に
お
い
て

は
、
和
解
は
、
奨
励
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
(
同
P
E
p
m
E凶
戸
N

〉
丘
了

ω・
な
印
〉
。
民
事
訴
訟
が
安
定
を
次
第
に
欠
い
た
こ
と
が
原
因
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト

教
の
影
響
の
下
で
紛
争
の
平
和
的
処
理
と
し
て
奨
励
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
同
E
R
は
見
る

c
r
E
-
戸

ω-AH品印)。

和
解
は
こ
の
時
代
に
は
宮
口

Z
B
か
ら
別
に
な
り
、
独
自
の
債
務
契
約
と
把
握
さ
れ
、
東
方
に
お
け
る
理
論
に
お
い
て
は
、
無
名
契
約
に
列
せ
ら
れ
た

(穴

g
o
p
F広
戸

ω・
な
印
)

0

《
但
し
、
和
解
は
債
務
関
係
を
発
生
せ
し
め
よ
う
と
す
る
合
意
と
い
ふ
よ
り
も
寧
ろ
こ
れ
を
消
滅
せ
し
め
る
た
め
の
も
の
と
し

て
契
約
に
対
立
せ
し
め
ら
れ
、
必
ず
し
も
無
名
契
約
と
し
て
取
扱
ふ
こ
と
を
適
当
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
》
と
船
岡
三
巻
〔
四
九
七
〕
(
一
)
は
述
べ
て
い

る
。
ユ
ス
チ
ニ
ア
ヌ
ス
は
、
和
解
契
約
を
(
無
名
)
践
成
契
約
と
し
た
(
原
田
上
巻
〔
二
二
四
己
。
す
な
わ
ち
、
要
物
契
約
の
中
に
編
入
し
た
(
向
上
)
。
そ

こ
で
、
こ
れ
に
誠
意
訴
権
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
(
原
田
上
〔
一
六
二
〕
)
。

つ
い
で
な
が
ら
、

5
8℃
E
B
(引
受
)
は
、
永
久
告
示
録
に
収
め
ら
れ
る
告
示
に
よ
り
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
宮
口
広
宮
田
町
門
O

円
仲
間
の
一
つ
で
あ

る
(
船
田
三
巻
〔
五

O
二
己
。
円
2
4
E
B
R
E
R
F
(仲
裁
引
受
〉
も
お
お
宮
口
自
の
一
っ
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
も
宮
町
丹
田

官
官
吉
門
広
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
基
づ
く
宮
己
D
Z
F
2
E自
は
認
め
ら
れ
ず
、
法
務
官
、
か
直
接
に
仲
裁
人
を
強
制
す
る
の
で
あ
っ

た
。
こ
れ
は
他
に
類
例
が
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
(
船
田
三
巻
〔
五

O
一
〕
、
原
田
上
〔
二
三
九
己
。

論

(
げ
印

)

N

目。m
g
p
ω
・印
P

N

∞u-
也
ゲ
U
N
-

北法30(1・ 10)10



3 

仲
裁
人
の
仲
裁
の
基
礎
た
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
の
仲
裁
当
事
者
の
間
の
意
思
の
合
致
の
う
ち
、
違
約
罰
に
つ
い
て
そ
れ
が

ロ
ー
マ
法
学
者
の
聞
に
お
い
て
、
争
い
が
な
い
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

回昨日匂己
mw
門
戸
。
に
よ
り
為
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、

k、， 
日

回昨日目
ν
己目白己
O

は
厳
正
に
片
務
の
契
約
で
あ
っ
た
か
ら
、
仲
裁
の
基
礎
が
当
事
者
聞
に
お
い
て
平
等
に
形
成
さ
れ
る
た
め
に
は
、

仲
裁
当
事

者
双
方
が
互
に
相
手
方
に
対
し
て
諾
約
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
る

(
N
万
m
F
3
ω
-
g
-
叶。
)
0

罰
、
か
違
約
罰
で
あ
る
以
上
、
そ
の
不
履
行
の
場
合
に
罰
、
か
帰
属
す
る
こ
と
に
な
る
と
こ
ろ
の
約
束
が
当
然
の
こ
と
な
が
ら
ま
ず
存

4 
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
ロ

l
マ
法
学
者
の
聞
に
争
い
が
な
い
。
こ
の
約
束
が
え
ぽ
己
主
。

で
は
な
く

に
も
該
当
し
な
い
と
い
う
認
識
に
つ
い
て
も
ロ

l
マ
法
学
者
の
聞
に
争
い
は
な
い
。
で
は
こ
の
約

円。ロ丹門田口一行口出口
C
ロ凹開口出ロ由

exceptio ve¥uti pacti ex compromissoについて

東
は
古
典
時
代
に
お
い
て
宮
口

E
B
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
の
点
に
お
い
て
は
ロ

l
マ
法
の
学
者
の
聞
に
争
い
が
あ
る
よ

う
で
あ
る
。
も
し
、
宮
口

E
g
g口
語
ロ

E
B
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
巾
凶
-B宮
山
。
℃
宗
門
戸
円
。
ロ
〈

g
t
が
承
認
さ
れ
た
で
あ
ろ

う
。
と
こ
ろ
が
、
、
F
-
E
M
g
g
も

N
5
m山-
2
も

ωnrg広
ロ
ロ
も
、
古
典
時
代
に

g
官
官
。
B
2
2
B
に
ゆ
宮
内
宮
山
。
宮
邑
が
認
め
ら
れ
な

追
っ
こ
、

品
μ

チ
t

と
い
う
認
識
に
お
い
て
一
致
し
て
い
る

3
n
y
g丘
-
F
ω
-
B∞
)
。
し
か
し
、
こ
の
認
識
と
日
V
R
E
B
の
存
否
の
認
識
と
の
関
係

に
お
い
て
は
一
致
し
て
い
な
い
。
叶
弘
田

B
但ロ

g
は、

ωロ
Y
B正
-E(ω
・
昌
也
)
に
よ
る
と
、
仲
裁
原
告
は
仲
裁
判
断
履
行
の
白
立
芯
は
認
め

ら
れ
ず
違
約
罰
支
払
の
白
色
。

の
み
が
認
め
ら
れ
た
の
に
反
し
、

仲
裁
被
告
は
違
約
罰
契
約
に
基
づ
く
印
公
Z

が
認
め
ら
れ
た
ほ
か
に

zn冊目ν
円
円
。
宮
口
丘
の
可
能
性
が
存
し
た
、

と
見
て
い
る
o

N
ぽ

E
2
は、

n
o
s
-
ν
8
5
2
2
B
に
基
づ
く
由
同
口
何
回
出
F
O

百
円
巴
と
い
う
特
別
の

と
見
る
。

ω岳
自
在
日
は
こ
れ
を
皮
相
的
な
見
方
で
あ
る
と
批
判
す
る
。

ωnFEE--ロ
は

北法30(1・ 11)11

巾凶円相日出日。

E
n
t
は
古
典
時
代
に
は
無
か
っ
た
、

い
う
。
仲
裁
手
続
は
問
答
契
約
に
基
づ
く
違
約
罰
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
。
こ
れ
は
仲
裁
手
続
の
特
殊
性
で
あ
る
。
こ
の
特
殊
性
に
よ
り

2
8宮山
O

官
色
、
か
特
に
排
斥
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
違
約
罰
に
よ
り
仲
裁
原
告
は
仲
裁
判
断
に
抵
触
し
て
通
常
訴
訟
に
訴
え
る
こ
と
が

で
き
な
い
の
で
あ
る
の
と
同
じ
く
、
違
約
罰
に
よ
り
仲
裁
被
告
は

2
8
3
5
宮
口
巴
の
手
段
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
特
に
定
め
ら
れ



説

た
。
違
約
罰
契
約
は
被
告
に
と
っ
て
は
日
目
立
Z
H恒
三
を
排
除
す
る
合
意
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
巾
阿

8
宮
Z
-
v
R
Z
が
承
認
さ
れ
な
か
っ

論

た
こ
と
は
、
仲
裁
付
託
の
合
意
が
匂
R
E
B
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い

o
m凶
2
宮
山
。
匂
白
色
は
、

8
5同)円
0
5
2
2
5
に
お

と
(
日
σ
5・
ω-bc)0

い
て
は
、
行
使
が
拒
ま
れ
た
に
過
ぎ
な
い
。
古
典
時
代
の
法
学
者
は
こ
れ
を
心
得
て
い
た
、

(
げ

)
N広
間

-2・
5
三・

ω-g-
仲
裁
付
託
の
合
意
そ
の
も
の
は
無
方
式
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
異
論
が
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
匂
R
Z
B
の
名

に
値
す
る
無
方
式
約
束
で
あ
る
こ
と
を

N
F
m
巴
2
は
古
典
時
代
に
つ
い
て
は
認
め
な
い
の
で
あ
る
。
吋
巳
曲
目
白
ロ
ロ
同
が
い
う
と
こ
ろ
の
違
約
罰
問
答
契
約
に
基

づ
く
訴
権
と
付
加
的
に
約
束
の
抗
弁
が
益
存
す
る
可
能
性
を
、

ω
n
r
g
E
-
E
も
疑
う

3
・
8ε
。
前
述
の
よ
う
に
単
な
る
約
束
か
ら
は
訴
権
は
生
じ
な
い
。

ど
ん
な
宮
門

Z
S
か
ら
で
も

Z
8宮
芯
℃
足
立
が
生
ず
る
の
で
は
な
い
。

g
g旬
Z
B
2
2
B
は

2
8
-
E
C
宮

nt
を
産
ま
な
い
。
以
上
か
ら

g
B宮
中

B
U
g
s
は

宮

n
g
g
で
な
い
、
と
い
う
結
論
が
論
理
上
当
然
に
出
て
く
る
も
の
で
は
な
い
。
司
恒
三
口
自
で
あ
る
、
し
か
し
、
巾

H
2宮
5
唱
恒
三
回
が
認
め
ら

れ
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
余
地
が
論
理
上
残
る
。
そ
こ
で
そ
れ
が
古
典
時
代
に
お
い
て
事
実
か
脊
か
が
争
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

、『
m
L
S
M
g
g
は
、
者
2
2
2
(在日仏・

ω-NHω)
に
よ
る
と
、
仲
裁
裁
判
所
を
設
置
し
、

利
根
拠
づ
け
の
効
果
は

gロ
2
2
5
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
と
解
し
、

こ
れ
に
紛
争
事
件
を
付
託
す
る
と
い
う
権

5 

丘
一
句
己
主
5
の
中
に
吸
収
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
解
し
た
。
換
言

す
れ
ば

g
ロ
話
口
氏
。
こ
そ

g
B匂
g
B
2
2
5
の
本
質
を
な
す
要
素
で
あ
る
と
見
た
(
と

Nぽ
m
F
F
ω
邑
は
解
す
る
)

0

NFmm-2
は
法

源
を
逐
一
あ
た
っ
て
、
円
。
ロ
H
M
B
B
2
2
5
を
基
礎
づ
け
る
仲
裁
の
合
意
に
特
別
の
名
称
を
与
え
た
古
典
時
代
の
法
学
者
は
い
な
い
、
仲
裁

に
つ
き
語
る
法
源
資
料
の
中
に

gロ
S
E
Z
に
言
及
し
た
も
の
は
な
い
、
後
期
古
典
時
代
に
は
仲
裁
の
合
意
に
関
し
て
匂

F
a
z
g
と
か

立
問
ロ
山
富
と
か

(
き
め
る
、
き
ま
る
)

の
詰
が
用
い
ら
れ
、
宮
♀

EM
の
語
は
附
随
的
に
つ
い
で
に
用
い
ら
れ
本
来
の
宮
内

E
B
の
意
味
に

は
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
、

と
い
う

(ω
・
邑
)
。

ωロ
Y
S
E
E
M
(
ω
・
8
∞
)
は
、

N-巾
m
1
2
の
い
う
と
お
り
で
あ
る
と
し
て
も
、

ロ
ー
マ
の
法
学

者
の
言
っ
た
こ
と
の
背
後
に
、
問
題
に
す
る
こ
と
が
な
い
か
ら
こ
と
さ
ら
に
表
現
し
な
か
っ
た
と
こ
ろ
の
観
念
が
存
す
る
可
能
性
が
あ

る
、
と
批
判
す
る
。
当

2
2
2
3・
NHω)
は
叶
包
自
民
ロ
門
戸
に
組
す
る
。
こ
れ
ら
の
見
解
の
い
ず
れ
が
正
当
か
を
わ
た
く
し
は
判
断
す
る

北法30(1・ 12)12



こ
と
が
で
き
な
い
。
法
源
に
用
い
ら
れ
た
語
が
古
典
時
代
に
そ
の
通
り
用
い
ら
れ
て
い
た
か
、

ど
ん
な
意
味
内
容
で
用
い
ら
れ
た
か
、

見
分
け
る
こ
と
は
、

わ
た
く
し
に
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
、

わ
た
く
し
に
も
解
っ
た
こ
と
は
、

の
意
味
が
、

日出口

Z
B
で
あ
る
か
否
か
の
論
争

そ
れ
が
、
由
巳
℃
己
主
。
の
一
要
素
を
成
す
に
止
ま
っ
て
独
自
の
効
果
を
有
し
な
い
も
の
か
、

2
6己
主
。
と
は
別
の
も
う
ひ
と

つ
の
合
意
で
あ
っ
て
独
自
の
存
在
を
有
す
る
か
、

の
論
争
で
あ
っ
て
、
前
者
で
あ
る
な
ら
ば

g
B官
。
5
5
2
5
の
実
体
は

凹己目
ν
ロ-田
C
C

に
あ
り
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
後
者
な
ら
ば
、

8
5官
O
B広
告
B
の
実
質
は
付
託
の
合
意
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
、

と
い
う
と
こ
ろ

に
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
(
そ
の
後
の
発
展
は
付
託
の
合
意
を

8
5匂
B
B
U
2
5
と
呼
ぶ
方
向
を
と
っ
た
)

exιeptio veluti pacti ex compromissoについて

(
目
印
)
円
。
ロ
〈
巾
口
氏
。
は
相
寄
っ
て
何
か
に
一
致
す
る
こ
と
で
あ
る
(
船
田
一
一
一
巻
〔
四
一
二
二
〕
参
照
)
。
こ
の
語
が
示
す
と
こ
ろ
の
当
事
者
の
意
思
の
合
致
が
契

約
の
要
素
と
さ
れ
た
の
は
古
典
時
代
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
る
(
向
上
)
。
な
お
、
春
木
前
掲
デ
イ
ゲ
ス
タ
第
二
巻
第
一
四
の
一
の
三
の
訳
文
(
二
三
四

頁
)
参
照
。

6 

N-巾
m-2
も

ωロ
r
s目
白
山
口
も
者

2
2
2
も
、
こ
の
問
題
に
答
え
る
た
め
の
手
掛
り
の
一
つ
と
し
て
、
揃
っ
て
、
デ
イ
ゲ
ス
タ
第

(
以
下

D
四
・
八
・
一
三
・
一
と
記
す
)

を
取
り
上
げ
る
。
こ
れ
は
イ
ン
テ
ル
ポ
ラ
チ
オ
を
含
ん
で
い
る
。
こ
の

四
巻
第
八
の
十
三
の
一

点
争
い
は
な
い
。
そ
の
内
容
の
真
正
に
つ
い
て
は
、
争
い
が
あ
る
。
古
典
時
代
よ
り
後
の
法
内
容
を
記
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
長
い
以

前
か
ら
疑
わ
れ
て
い
る
。
と
も
あ
れ
、
こ
の
法
源
か
ら
、

N
5
m
-
2
と

ωnrBE--ロ
は
そ
れ
ぞ
れ
相
反
す
る
結
論
を
出
し
て
い
る

o
D
四・

入
・
二
一
了
一
の
文
言
の
意
味
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
内
容
は
、

ポ
ム
ポ
ニ
ウ
ス

(
二
世
紀
中
期
)
が
記
し
た
こ
と

に
つ
き

ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス

(
三
世
紀
初
期
)
が
見
解
を
述
べ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
で
き
る
限
り
語
を
追
っ
て
訳
し
わ
た
く
し
の
個
人
的

な
解
釈
は
施
さ
な
い

O

H
)

品咽∞・

5
・
H

(

己]℃・

E

E
・)HEms-ν
。自問
}
O
巳
己
目
田
口
同
日
Z
F
閉
山
骨
ヨ
巴
回

mo--田口。
E
5
4
2丘
一
回
田
町

8
5
-
u
g
B
2
2
5
2
仏
巾
芯

唱。

m
g
B
m
-
5
2ぽ
己
主

5
・
i
仏叩ロ

L
Z
B
D叩
ロ
。
ロ
凹
x
g
g
]
M
8
5
2
E
B
-
m
E
n
E
H
a
s。
42EHU
ロ
。
ロ
〈
丘
町
。
一
ロ
同

5
2
広

g
・
3
巳白 を
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説

守

口

巳

5
8
E
5
4
m
a
-
-印

g
E
g
g
s日}
8
5
2
2
5
2
T
ロ
己

F
E
Z。
巾
回
同
一

-
W
2
8
5
2
仏
叩
ロ
ロ
白
片
町

8
5℃
5
5
E
2冊
一
回
目

4色
。

広
g
-
A
C宮
市
凶
田

-
5
5
L
c
g
g
u
S
H
℃
恒
三
冊
目
昨
日
吉
日
伊
丹

F
O
E
5
2
2
F
2片
片
田
氏
。
・
古
田
口
五

5
5
田
町
宮
岳

2
P
X
A
C山
田
昨
日
℃
己
巳

5
2
f

吉
田
由
広
島

n
-
1
3
C
5
2
ぉ

8
自
胃
。

S
U
E
S
-
s
c
E
u
s
z
-
8ロ〈
g
X
5
E
E印

2
H
g
E
H
F
古
田
口
己

a
n
3
t。
ロ
ク
広
告
日

円。ロ

4
3
F
回
-
R
E可
O
ロ
g
H
M
R
E
Z
H
W
}同国
σ
2
2
q己
阻
止
。
ロ

g
r
閉
包
日
仏
語

E
5
2回
巾
ロ

O口
同

)ECH
ロ
2
5
3
-
S
E
E
n
-同
巾
凶
ロ

3
・

t
o
s
s
E
σ
2
P
E
R
Z
S円
回
目
ロ

5
2
2
B
門回目

8
5
8宮
Z
H・

百命

D

凹
・
八
・
一
コ
了
一
同
じ
ポ
ム
ポ
ニ
ウ
ス
は
記
す
。
も
し
、
私
の
紛
争
だ
け
に
つ
い
て

g
B
M】

5
5
2
2
5
が
存
し
、
し
か
も
、
あ
な
た
か
ら
違
約

罰
を
私
が
要
約
し
た
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

8
5
-
V
5
5
2閉口
B
が
存
し
な
い
か
否
か
が
見
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
。
し
か
し
、
彼
が
ど
ん
な
こ
と
に
よ
っ

(
同
)

て
影
響
さ
れ
た
の
か
、
私
に
は
解
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
も
し
、
た
だ
一
人
の
紛
争
だ
け
に
つ
い
て

B
B言
。
B
H
g
E
B
が
あ
る
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
と
い

う
の
な
ら
ば
、
道
理
が
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
一
個
の
対
象
に
つ
い
て

g
B
-
u
g
B
X
Z
B
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
。
も
し
、
こ
れ
と
ち
が
っ

(
釦
)

て
、
た
ん
に
い
ず
れ
か
一
方
の
側
だ
け
か
ら
問
答
契
約
が
介
在
す
る
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
と
い
う
の
な
ら
ば
、
道
理
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
も
し
、
問
答

{

引

)

(

盟

}

契
約
し
た
も
の
が
請
求
者
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
完
全
な

8
5官
0
5
2
2
5
が
存
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
の
は
、
請
求
さ
れ
る
者

{
担
)

は
た
と
え
ば
約
束
の
抗
弁
の
よ
う
な
も
の
に
よ
り
保
護
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
請
求
す
る
者
は
、
仲
裁
判
決
に
従
わ
れ
な
い
場
合
に
は
、
問
答
契
約
を
持
つ

{
剖
)

か
ら
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
し
か
し
、
そ
れ
が
正
当
で
あ
る
と
は
私
は
考
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
仲
裁
人
が
判
決
を
言
渡
す
こ
と
を
強
制

さ
れ
る
た
め
に
、
抗
弁
を
も
つ
こ
と
は
足
り
る
も
の
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。

(ω)
ポ
ム
ポ
ニ
ウ
ス
の
言
い
方
に
疑
問
を
挟
む
余
地
が
多
い
の
で
、
ど
ん
な
理
由
で
彼
の
よ
う
な
結
論
に
至
っ
た
か
理
解
に
苦
し
む
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

(
却
)
春
木
訳
前
掲
五
二
三
頁
に
よ
れ
ば
、
《
若
し
共
の
疑
問
が
当
事
者
の
一
方
の
み
問
答
契
約
に
依
り
て
罰
金
を
諾
約
し
た
り
と
云
ふ
の
点
に
存
す
る
と
き

は
之
を
問
題
と
す
べ
き
理
由
あ
り
。
》
当
事
者
双
方
か
ら
違
約
罰
の
防
答
契
約
が
交
換
さ
れ
な
い
と
仲
裁
の
基
礎
が
成
立
し
な
い
か
ら
、
ポ
ム
ポ
ニ
ウ
ス

の
疑
問
に
は
道
理
が
あ
る
と
い
う
趨
旨
で
あ
ろ
う
。

(

幻

)

同

uzxo吋・

Y向。ロ
H0・件
rou-m向
田
件
。
同
】
己
凹
江
口
町
田
口
噌
〈

o-・
]
了
一
包
(
)
品
に
お
い
て
は
、
手
巾

Cロ
p
rユ
ロ

m
E
m
岳
ぬ
同

2
5ロ
u

。20・
ω口
E
Z山口
m-ω
百
Z
E
P

US(UO叫℃ロ
ωHロユ
ω(U25ω
山
口
よ
り
め
己

gnro出
roHmORF
切

ωロ
L
r
N
K戸己同}ニ]{∞
ω甲
・
に
お
い
て
は
、

L
2
穴
区
間

2
一
回
己

2
R
∞2
岳
己

C
F
F
g

巳
ロ

scmg芯

Z
4
5
ω
Lロ
ロ

-mgぢ

O
E
H
g
司釦ロ

L
2
S
F
Z
B
o
r
]
5
0
ω
に
お
い
て
は
、

F
L
b
pロ
門
目
。
ロ
コ
司
・

ω円
}g-N-
何日ロ

E
Y『
ロ
ロ
問
日
ロ
仏
曲
目
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ω
Z
L
E日
仏

R
E問
g
g
p
S尽
に
お
い
て
は
、
《
凶
日
同
区
間
mH(ω
・
H
N
N
)

、
春
木
訳
前
掲
に
お
い
て
は
《
原
告
》
で
あ
る
。

(辺

)
2
2
-
n
o口
語
巳
昨
日
・
春
木
訳
前
掲
で
は
《
被
告
》
。
請
求
を
さ
れ
る
者
と
は
、
訴
訟
に
お
い
て
請
求
す
る
者
か
ら
相
手
方
と
さ
れ
る
者
を
い
う
。

NFO四
-2
は
、
可
。
BMUO巳
g
は
、
請
求
棄
却
の
場
合
の
た
め
に
、
請
求
し
な
い
と
い
う
約
束

q
s
z
s
r
ロD
口
宮

Hg仏D
〉
が
結
ば
れ
た
こ
と
を
念

頑
に
置
い
て
い
た
、
と
解
す
る

(ω
・印
N
)

。

(
幻
)
広

2
v
gロ
Z
ロ
伊
丹
・
春
木
訳
前
掲
で
は
《
原
告
》
。

(
引
此
)
春
木
訳
前
掲
に
お
い
て
は
、
《
原
告
は
問
答
契
約
の
罰
金
に
対
す
る
権
利
を
有
す
る
が
ゆ
え
に
・
:
:
・
》
。

7 

N
5
m
g
H
は、

D
四
・
八
・
一

exceptio veluti pacti ex compromissoについて

の
抗
弁
で
は
な
い
と
見
、

つ
ま
り
、
仲
裁
付
託
の
合
意
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
と
解
し
、
仲
裁
被
告
の
有
利
に
言
い
渡
さ
れ
違
約
罰
に

よ
り
保
障
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
仲
裁
判
決
に
基
づ
き
、
仲
裁
勝
利
被
告
に
帰
属
す
る
抗
弁
で
あ
る
と
見
て
、
仲
裁
付
託
の
合
意
に
比
重
が
置

か
れ
な
か
っ
た
と
見
る

(
ω
-
U
N
)
。

ポ

ム

ポ

ニ

ウ

ス

が

紛

争

に

つ

い

て

の

ω
n
r
g広ロロ

(ω
・
品

ω∞
)
は
、

D
四
・
八
・
二
一
一
・
一
の
中
で
、

g
g官
0
5
5
c
B
と
罰
に
つ
い
て
の
住
吉
-
色
。
と
を
全
く
自
然
に
区
別
し
て
い
る
点
に
着
眼
し
、
「
た
と
え
ば
日
目
立
目
。
宮
邑
の
よ

う
な
も
の
」
(
た
と
え
ば
:
:
:
の
よ
う
な
も
の

Hazt)
を
突
込
ん
で
論
じ
て
い
る
こ
と
を
、
こ
の
分
別
な
し
に
は
で
き
な
い
こ
と
と
見

D
四
・
入
・
二
一
一
・
一
が
古
典
時
代
の
後
代
に
手
入
れ
さ
れ
た
疑
が
あ
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、

る
0

4
司

2
3
2
3・
N
H
ω
)

は、

ユ
ス
チ

ニ
ア
ヌ
ス
前
の
時
代
に

R

8宮
S
Z
F片
山
宮
内
Z
2
8
5
H
V
H
O
B
-
a
o
(仲
裁
付
託
に
基
づ
く
準
約
束
の
抗
弁
)
が
あ
っ
た
こ
と
と
関
係
す

る
と
い
う
。
ま
た
、
巧

2
8
2
は、

D
四
・
八
・
一
一
・
二
一
を
基
に
し
て
、
古
典
時
代
に
す
で
に
違
約
罰
を
伴
わ
な
い

g
g官
。
日
広
告
白

が
あ
っ
た
と
い
い
、

ωロ
ゲ
ヨ
岳
山
口
は
、
違
約
罰
を
問
答
契
約
す
る
代
り
に
供
託
し
て

8
5喝さ
B
2
2
5
を
締
結
す
る
こ
と
が
あ
り
え
た
こ

(ω・
品

ω
J
3

。

と
を
指
摘
し
て
い
る

」
れ
を
要
す
る
に
、

N
ぽ

m-2
は
D
四
・
八
・
二
一
一
・
一
か
ら
仲
裁
付
託
合
意
に
基
づ
く
抗
弁
が
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
見

北法30(1・ 15)15



説

(
問
}

て
、
こ
れ
を
根
拠
と
し
て
、
]
出
口

Z
B
も
存
し
な
か
っ
た
と
見
る
。

ω
岳
B
E
-
-ロ
は
、

8
5官
。

B
U
g
B
が
丘
一
切
己
主

c
か
ら
分
別
さ
れ
、

し
か
も
、
巾
凶
nm℃
昨
日
。
日
)
白
ロ
己
、
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
巾

M
8
3
-。
宮
口
丘
、
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
か
ら
に
は
、
そ
れ
は

8
5】M
H
o
s
-
m
E
B

論

に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
た
と
見
て
、

2

2匂昨日
0
が
そ
こ
か
ら
産
ま
れ
る
べ
き
宮
ロ

E
B
を

g
B官
。

s
u
g
B
の
中
に
見
る

0
8
5官
。
旨
山
田
由
民
自

、
、
、
、
、

の
中
に
、
古
典
時
代
に
、

M
U
R
E
B
が
あ
っ
た
か
否
か
が
論
争
点
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
き
い
ず
れ
の
説
が
正
当
か
は
わ
た
く
し
に

北法30(1・ 16)16

は
判
断
で
き
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
古
典
時
代
に
続
く
時
期
に
は

z
n
3
z
o
s
z
t
宮
色
、
か
認
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
、

nog-肖
?

日目印
2
5
に
基
づ
く

(znog-MHOS-mmo)
抗
弁
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
抗
弁
は
、

a
n巾℃片山
O
仏
巾
ロ

Oロ
】
U
2
2仏
。
(
請
求
し
な

、

、

、

で
あ
っ
た
の
か
、
仲
裁
判
断
違
反
を
主
張
す
る
抗
弁
で
あ
っ
た
の
か
、
仲
裁
契
約
違
反
を
主
張
す
る
妨
訴
の
抗
弁
で
あ

い
こ
と
の
抗
弁
)

っ
た
の
か
。
わ
た
く
し
の
関
心
は
む
し
ろ
こ
ち
ら
の
ほ
う
に
あ
る
の
で
あ
る
。
右
の
論
争
は
こ
の
問
題
を
浮
彫
り
に
し
た
。

(
忽
)
N
芯
間

}2
は
い
う
。
古
典
時
代
の
後
の
法
に
お
い
て
は
、

2
8宮
5
2
Z
Z
宮
口
片
岡
命
凶

2
5
Y
O
B
2
8
が
存
し
、
こ
れ
は
雑
種
的
な
も
の
で
、
ギ

リ
シ
ャ
の
観
念
の
影
響
を
う
け
て
、
仲
裁
契
約
並
び
に
仲
裁
判
断
と
和
解
と
を
通
俗
的
に
あ
い
ま
い
に
表
現
し
た
こ
と
が
反
映
し
て
い
る
。

zrt

宮門片岡

2
8同】
2
0
5

の
一
訟
を
め
同
門
内
℃
昨
日

ozzt宮
口
己
の
意
味
に
解
す
る
こ
と
は
決
し
て
必
要
不
可
決
で
は
な
い
。
ポ
ム
ポ
ニ
ウ
ス
は
、
ウ
ル
ピ
ア
ヌ

ス
が
報
せ
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
原
告
だ
け
が
請
求
の
相
手
方
か
ら
述
約
罰
を
約
し
て
も
ら
っ
た
場
合
、
た
と
え
ば
守
丘
三
ご
)
仲
裁
人
か
ら
請
求
棄

却
と
宣
さ
れ
た
被
告
が

2
2宮
5
宮
口
氏
に
よ
り
保
護
さ
れ
る
相
場
合
に
も

8
5唱
3
5
2
2
g
が
存
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
見
解
を
公
然
、
と
述

べ
た
。
ポ
ぷ
ポ
ニ
ウ
ス
は
そ
う
一
去
っ
て
、
請
求
を
さ
れ
た
当
事
者
の
た
め
に
そ
の
勝
利
|
仲
裁
人
に
よ
る
請
求
禁
却
宣
言
l
の
場
合
に
備
え
て
、
ひ
と
つ

の
請
求
せ
ざ
る
約
束
右
足
百
日
常
ロ

g
匂
2
3
ι
0
)
が
結
ば
れ
て
お
り
、
他
方
で
は
、
原
告
に
有
利
の
仲
裁
判
断
の
履
行
が
原
告
に
罰
契
約
に
よ
っ
て

保
障
さ
れ
て
い
る
、
よ
う
な
ケ
l
ス
を
考
え
て
い
た
。
ポ
ム
ポ
ニ
ウ
ス
が
仲
裁
の
合
意
か
ら
発
生
す
る
田
口
3
t
c
司
虫
色
を
考
え
て
い
た
と
い
う
こ
と

を
、
わ
れ
わ
れ
は
、

D
四
・
八
・
二
ニ
・
一
か
ら
導
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
、
と

(ω
・印
N
)
。
ち
な
み
に
、

T
W
B
o
g
m
(
H
r
E・
℃
・
日
。
)
は
、

m
H
2同】昨日
0

5-EF
宮
口
己
は
古
典
時
代
に
は
存
し
な
か
っ
た
こ
と
を
認
め
る
よ
う
で
あ
る
。

(
お
〉
宮
口

Z
B
が
あ
る
な
ら
ば

2
2
-
u
t
c
宮
口
己
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
、

2
8匂昨日
OM出
円
丘
、
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
が
ゆ
え
に
宮
門

Z
B
は
存
し

な
か
っ
た
、
と
い
う
推
論
の
型
に
属
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
注
(
げ
)
参
照
。



仲
裁
付
託
と
抗
弁

1 

仲
裁
と
訴
訟
の
か
か
わ
り
の
う
ち
、
仲
裁
の
基
礎
た
る
「
付
託
の
合
意
」
と
広
義
の
「
仲
裁
に
基
づ
く
抗
弁
」
と
の
関
係
を
知
る

こ
と
を
本
稿
は
目
的
と
す
る
。
し
か
も
、
古
典
時
代
以
後
の
時
代
に
お
け
る
そ
れ
を
対
象
と
す
る
。
仲
裁
の
抗
弁
の
端
緒
た
る
叩
M
n
a
t
c

〈
開
-
ロ
t
-
v同
n
t

は
こ
の
時
代
に
認
め
ら
れ
た
と
い
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
ヂ
オ
ク
レ
チ
ア
ヌ
ス

(
二
八
四
|
三

O
五
年
)

か
ら
ユ

ス
チ
ニ
ア
ヌ
ス

(
五
六
五
年
死
亡
)

ま
で
の
時
期
で
あ
る
o

こ
の
時
期
に
お
い
て
仲
裁
の
抗
弁
の
発
展
に
と
っ
て
関
係
の
あ
る
背
景
は
ど

ん
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。
ま
ず
そ
れ
を
概
観
す
る
。

exceptio veluti pacti ex cornprornissoについて

訴

jj~ 

2 そ
の
明
確
な
記
録
が
十
二
表
法
(
キ
リ
ス
ト
前
四
五

O
年
頃
)

に
見
ら
れ
る

-
白
色
白
血
口
昨
日
。
は
十
二
表
法
以
後
一
一
一
百
年
余
り
の
聞
に
次

第
に
不
使
用
と
な
り
、
-
晶

E
F
-
-
8
(キ
リ
ス
ト
前
一
八

l
一
七
年
)

に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
た
。
同
O
同

H
U
E
-
戸
訴
訟
は

Z
M
〉
巾
ゲ
ロ
昨
日
開
(
キ

リ
ス
ト
前
一
四

O
年
頃
)

に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
、
約
三
百
年
の
聞
に
次
第
に
不
使
用
と
な
り
、
沙
門
自
己
白
を
廃
止
し
た
法
律
は
見
当
た
ら

な
い
が
、
三

O
三
年
に
通
常
訴
訟
手
続
は
消
滅
し
た
と
い
わ
れ
、
三
四
二
年
の
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ウ
ス
帝
お
よ
び
コ
ン
ス
タ
ン
ス
帝
の
勅
法

(
船
田
五
巻
〔
八
五
三
〕
二
七
五
頁
)
o
g
mロ
在
。

は
方
式
書
訴
訟
が
不
使
用
に
帰
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
わ
れ
る

は
キ
リ
ス

ト
紀
元
九
年
か
ら
一
四
年
の
聞
に
発
生
し
、

そ
の
後
し
き
り
に
発
達
し
、
通
常
訴
訟
手
続
の
消
滅
に
よ
っ
て
唯
一
の
訴
訟
手
続
と
な
る
に

至
っ
た

(
船
田
向
上
)
。

州
内

2
2
(り
S
S
E
-田口
Z
N
i
f
g
N巾
回
目
吋
巾
ロ
宮
(
以
下
回
N
N

と
略
す
る
)
ゆ

5
8
)
に
よ
れ
ば
、

-
巾
何
日
白
血
口
昨
日
。
に
お
い
て
は
、
m
M
内
円
四
日
告
。

の
概
念
が
あ
っ
た
と
は
、
確
実
に
は
い
え
な
い

(ω-g)。
方
式
書
に
お
い
て
は
巾

M
8
3
5
は
例
外
条
項
の
方
式
書
へ
の
挿
入
と
い
う
形

を
と
っ
た
が
、
法
律
訴
訟
の
方
式
の
硬
直
さ
は
こ
れ
を
容
れ
な
か
っ
た

(ω
・
自

l
E
)。
他
方
、
訴
え
に
対
し
て
抗
弁
事
実
で
も
っ
て
対
抗

北法30(1・17)17



説

す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
言
い
伝
え
が
あ
る

(ω-E)。
こ
の
場
合
の
結
果
は

Z
m
-
E
E
5
の
拒
絶
で
あ
っ
た
ろ
う

(ω-E)0
方
式
書

訴
訟
に
お
い
て
は
、
刊
凶
n
a
t
c
は
、
方
式
書
の
な
か
に
、
請
求
表
示

G
E
g
t
o
)
の
後
に
挿
入
す
る
条
項
で
、
そ
の
内
容
は
有
責
判
決
の

諭

要
件
か
ら
の
例
外
で
あ
り
、
法
務
官
が
、
原
則
と
し
て
被
告
の
申
立
て
を
ま
っ
て
、
例
外
的
に
職
権
で
、

そ
の
職
権
裁
量
に
よ
り
、
こ
れ

を
認
め
、
こ
の
挿
入
を
原
告
に
認
め
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た

(ω
・
5
8
0

2
8匂
片
山
。
と
な
る
べ
き
事
実
に
は
、
訴
訟
要
件
の
欠
献
と
な
る
べ
き
も
の
と
、
私
権
の
欠
献
と
な
る
べ
き
も
の
と
が
あ
っ
た

(ω
・
5
8
0

今
日
訴
訟
要
件
と
呼
ば
れ
て
い
る
よ
う
な
要
件
の
存
在
は
法
務
官
が
自
ら
調
査
し
、

そ
の
全
て
が
備
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
認
め

る
と
き
は
、

ア
ク
チ
オ
を
拒
絶
し
た

(ω-H這
)
。
精
密
な
証
拠
調
べ
を
必
要
と
し
、
こ
れ
が
法
務
官
の
審
理
権
限
を
超
え
る
も
の
で
あ
る

と
き
は
、
法
務
官
は
、

し
か
し
、

2
2
3
Z
を
挿
入
し
て
、
審
判
人
に
、
訴
訟
要
件
の
一
つ
が
欠
け

ア
ク
チ
オ
を
許
す
こ
と
は
す
る
が
、

る
場
合
に
被
告
を
免
訴
す
べ
き
こ
と
を
指
示
し
た

(ω
・
見
。
)
0

契

約

凹
昨
日
匂
己
主
o
は
、
古
典
時
代
終
了
の
後
に
、

3 

そ
の
形
を
変
え
た
。

そ
の
経
過
を
同

2
2
(剛

山

2
P
F
N
〉
ロ
ロ
-
w
H
S
ω
)

に
依
存
し
な
が

ら
辿
る
。
変
化
は
、

口
頭
の
問
答
形
式
が
債
務
の
書
面
の
作
成
に
よ
っ
て
駆
逐
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る

(ω
・
ω記)。

共
和
政
の
終
期
に
す
で
に
、
債
務
証
書
(
券
)

と
い
う
も
の
が
あ
っ
た

(ω
・
ω記
)
。
そ
の
内
容
は
、
あ
る
人
が
、
他
の
人
(
ま
た
は
証

書
の
持
参
入
)

に
、
受
領
し
た
金
員
を
返
還
す
る
義
務
を
負
う
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る

(ω
・
ω記
)
。
ギ
リ
シ
ャ
法
に
よ
れ
ば
、

務
証
書
上
の
義
務
を
訴
訟
に
よ
り
追
求
す
る
こ
と
が
で
き
た

(ω
・
ω記
)
0

し
か
も
貸
金
の
現
実
の
払
渡
し
の
有
無
を
問
わ
な
か
っ
た
、

ま
り
、
書
面
は
現
実
に
貸
金
の
交
付
が
あ
っ
た
こ
と
の
書
面
化
で
あ
る
と
は
限
ら
な
か
っ
た

(ω
・
ω記
)
0

こ
の
ギ
リ
シ
ャ
の
模
範
に
倣
っ

た
債
務
証
書
は
、
非
ロ

l
マ
人
と
ロ

1
マ
人
の
聞
の
信
用
取
引
の
場
合
に
、
交
付
さ
れ
、

ロ
1
7
の
裁
判
所
は
こ
れ
を
法
的
に
拘
束
力
が

あ
る
も
の
と
見
た
。
た
だ
し
、

ロ
ー
マ
法
は
貸
金
の
現
実
の
交
付
ま
た
は
方
式
を
遵
守
し
て
結
ば
れ
た
問
答
契
約
を
必
要
で
あ
る
と
し
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た

(ω
・
ω叶品)。

ぇ

ez-a-。
に
お
い
て
証
拠
の
書
面
を
作
成
す
る
こ
と
は
古
く
か
ら
習
慣
に
な
っ
て
い
た

(ω
・
当
ω)0
証
拠
書
面
の
作
成
は
契
約
の
有
効

要
件
で
は
な
く

口
頭
の
問
答
の
代
わ
り
に
な
る
も
の
で
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が

(ω
・
ω諒
)
。
し
か
し
、
裁
判
所
は
、
多
く
の
場
合
に

お
い
て
、
反
証
が
な
い
限
り
、
こ
の
証
拠
書
面
が
提
出
さ
れ
る
と
、
当
事
者
双
方
は
口
頭
問
答
契
約
を
方
式
ど
お
り
に
締
結
し
た
と
結
論

し
た

(ω
・
ω昂
)
0

と
く
に
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
通
常
人
は
一
般
に
書
面
に
し
て
お
く
こ
と
が
有
効
性
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
に

至
っ
た

(ω
・
ω斗
印
)
。
ァ
レ
ク
サ
ン
ダ

l

・
セ
ベ

l
ル
ス

(
二
二
二
!
二
三
五
年
)
か
ら
ヂ
オ
ク
レ
チ
ア
ヌ
ス

(
二
八
四
l
一二

O
五
年
)

頃
ま
で
の
問
、
東
方
に
限
ら
な
い
が
と
く
に
東
方
に
お
い
て
、
債
務
証
書
は
、

口
頭
の
契
約
が
な
く
て
も
、
権
利
根
拠
と
な
る
効
力
を
も

exceptio veluti pacti ex compromissoについて

つ
と
い
う
考
え
が
広
ま
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
に
対
し
、
そ
の
間
の
法
学
者
の
解
答
は
、

口
頭
の
文
言
形
式
の
み
に
依
る
と
い
う
古
典
時
代

の
立
場
を
擁
護
し
て
い
る

(ω
・
ωJ3)
。
だ
が
、

書
士
が
債
務
証
書
に

〈
田
三
宮
-
丘
町
。
文
畳
一
口
〉

な
る
も
の
を
附
記
す
る
慣
行
が
確
立
し
た

(ω
・
句
切
)
。
パ
ピ
ル
ス
に
そ
の
事
実
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
文
言
(
《
:
:
:
は
聞
い
た
り
、
:
・
:
・
は
答
え
た
り
》
と
い
う
文
一
マ
一
口
)
は

エ
J
j

ブ

ト
に
お
い
て
、

8
ロ∞
t
z
t
o
〉
己
o巳
三
回
ロ
同

(
紀
元
後
一
二
二
年
)

の
後
の
時
期
に

量
一
回
面
に
さ
れ
た
義
務
を
ロ

l
マ
法
上
訴
求
で
き
る

一
般
的
に
用
い
ら
れ
た

(ω
・
ω
a
l
s。

も
の
に
す
る
目
的
・
を
も
っ
て
、

」
の
慣
行
は
上
記
の
通
常
人
の
見
解
に
近
づ
く
も
の
で
あ
っ
た

(ω・
ω吋
ω)0

こ
れ
よ
り
後
、
古
典
時
代
の
教
説
は
力
尽
き
、
地
方
に
お
け
る
通
俗
化
の
流
れ
が
優
位
に
立
っ
た

(ω
・
ω
呂
)
0

西
方
の
法
源
に
は
、

当
事
者
の
出
席
を
要
す
る
口
頭
の
問
答
行
為
と
し
て
の

E
e己
主
。
の
観
念
が
、

な
お
長
い
期
間
に
わ
た
り
残
存
し
た

(ω
・
句
。
)
0

し
か

し
、
実
務
に
お
い
て
は
、
こ
の
方
式
の
履
践
の
証
明
は
棄
て
ら
れ
、
書
面
に
さ
れ
た
給
付
約
束
で
足
り
た

(ω
・
ω苫
)
。
書
面
約
束
が
あ
れ

ば
、
問
答
形
式
が
と
ら
れ
た
と
さ
れ
た

(ω
・
ω苫
)
。
こ
の
よ
う
な
発
展
の
中
で
、
〈
注
目
V

己
注
芯
文
言
〉
な
る
も
の
は
そ
の
意
味
を
ふ
八
い
、

無
く
て
も
い
い
も
の
に
な
っ
た

(ω
・
ωJミ
)
。
も
っ
と
も
、

そ
の
痕
跡
は
中
世
の
書
面
使
用
実
務
の
中
に
保
持
さ
れ
て
い
た

(ω
・
当
叶
)
。
存 の間
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説

続
し
た
も
の
は
単
純
な
債
務
証
書
す
な
わ
ち
書
面
の
給
付
約
束
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
外
見
上
も
内
面
上
も

も
の
で
は
な
か
っ
た

(ω
・
ω斗
)
。
こ
れ
に
応
じ
て
、
回
同
ぽ
巳
白
己
O

と
い
う
名
称
も
、
法
律
に
お
い
て
も
、
西
方
の
文
献
に
お
け
る
と
同
じ

凹
同
仲
間
】
ロ

-m凶件目。
を
想
起
さ
せ
る

論

く
、
間
も
な
く
、

ほ
と
ん
ど
全
く
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
た

(ω
・
当
3
0
4
0ロ
円
四
日
夕
官

O
B
5
2
P
℃

o-
ロ
8
江
と
い
う
語
が
、
テ
ク
ニ
カ
ル

な
意
味
を
も
つ
こ
と
な
く
、
ど
ん
な
約
束
に
つ
い
て
も
そ
れ
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た

3
・
ωゴ)。

つ
い
で
、

自
己
H
0
・

5
2
2
5
S
E
E
-

円四
O口口
B
B
E
g
-
n
z
g
m同名目
g
B
と
い
う
語
が
現
わ
れ
た

(ω
・
ω吋斗
)
0

当
時
、

宮
口
同
ロ
日
は
、
例
外
な
く
書
面
に
作
ら
れ
、
訴
訟
可
能
の

義
務
づ
け
原
因
と
し
て
承
認
さ
れ
て
い
た
が
、

こ

の

官

nzs
に
、
前
述
の
債
務
約
束
が
近
づ
い
て
い
た

(ω
・
勾
斗
)
0

東
方
の
実
務
に
お
い
て
は
、
回
同
志
己
主
目
。
文
言
は
、

ユ
ス
チ
ニ
ア
ヌ
ス
を
過
ぎ
て
も
な
お
存
し
た

(ω
・
ωゴ
)
。
問
符
儀
式
の
口
頭
に
よ
る

履
践
は
、
東
方
に
お
い
て
も
、
書
面
化
の
前
に
、
後
退
し
て
い
っ
た

(ω
・
ωコ
)
。
そ
れ
は
、
空
間
的
に
西
方
よ
り
近
い
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
の
影

響
の
下
で
、

お
そ
ら
く
西
方
に
お
け
る
よ
り
も
早
か
っ
た
で
あ
ろ
う

(ω
・
ω昌一
)
0

レ
オ
の

(
四
七
二
年
の
|
原
田
上
〔
一
九
三
〕
)
法
律
は

方
式
た
る
用
語
の
使
用
を
こ
れ
を
最
後
と
廃
し
、

任
意
の
用
語
で
締
結
し
た
契
約
を
丘
苛
己
主
芯
と
し
て
通
用
す
る
も
の
と
し
た

(ω
・
ω誌
)
。
こ
こ
に
お
い
て
、
国
昨
日
匂
ロ

E-。
は
、
東
方
に
お
い
て
も
、
伝
来
的
な
書
面
に
作
ら
れ
た
債
務
約
束

1
E
2
2
5
B
E
g
-

ロ

E
5
m
g阿佐
z
g
w
g
E
5
由

2
G
E
E・
回
ロ
ゲ
田
口
巳
也
氏
。
と
呼
ば
れ
、

す
く
な
く
と
も
百
三
口
自
に
近
い
と
こ
ろ
の
約
束
!
と
重
層
を
作
っ

た

(ω
・
ω斗∞)。

4 

仲
裁
は
、

8
5匂
8
5山田
E
g
g
s
-
5
8同
か
ら

8
8】

MHos-mzsm庄
内
匂

o
g戸
へ
と
移
っ
て
行
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

両
者
は
併
存
し
た
が
、
比
重
は
、
時
代
が
進
む
に
つ
れ
て
、
前
者
か
ら
後
者
に
移
っ
た
。
前
者
は
、

い
わ
ば
、
方
式
を
履
践
し
て
結
ぶ
仲

裁
で
あ
り
、
後
者
は
、
い
わ
ば
、
無
方
式
の
仲
裁
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
方
式
と
は
明
江
市
己
白
色
。
の
方
式
を
い
う
の
で
あ
り
、
丸
山
匂
己
主
目
。

の
方
式
は
回
以
O

開
口
同
約
束
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
方
式
履
践
仲
裁
は
違
約
罰
の

田氏匂己目同
F
O

を
含
む
も

の
、
す
な
わ
ち
、

い
わ
ゆ
る

S
B官
O
B
U
g
S
2
5
3
2白
で
あ
り
、
無
方
式
の
仲
裁
は
違
約
罰
の
在
百
戸
阻
止
。
を
含
ま
な
い
も
の
、
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す
な
わ
ち
、

n
o
s
-
V
8
5
2
2
5

で
あ
っ
た
。
℃

0
2目
な
き

g
B官
。
5
2
2
g
に
お
い
て
は
、

と
う
ぜ
ん
の
こ
と
な
が

師同ロ巾】)。巾ロ但

ら

そ
の
本
質
は
仲
裁
付
託
の
合
意
で
あ
っ
た
。

ユ
ス
チ
ニ
ア
ヌ
ス
は
、

す
で
に
古
典
時
代
以
後
に
お
い
て
実
務
上
通
用
し
て
い
た

8
5官
。
B
2
2
5
田
山
口
巾
℃
。
巾
ロ
白
を
公
認
し

(
C
(
コ
l
デ
ッ
ク
ス
)
二
、
五
五
、
五
、

N
5
m
-
2・
ω・
5
N
)、

充
の
制
度
と
し
た
。
た
だ
し
、
間
も
な
く
、
元
に
復
し
、
前
者
を
原
則
形
態
と
し
た

0
2
e己
己
目
。
が
方
式
を
失
な
い
匂
R
E
B
と
の
区

別
が
な
く
な
っ
て
き
た
状
勢
に
応
じ
て
、
回
同
S
E
E
-
c
な
き

8
5℃
5
5
5己
目
、
す
な
わ
ち
宮
g
目
な
き

g
g官
。
B
U
E
B
が
成
立
し

後
者
を
主
と
し
前
者
を
補

て
き
た
の
で
あ
り
、
在
℃
己
主
写
方
式
に
よ
ら
な
い
で
書
面
約
束
と
し
て
な
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
の
付
託
合
意

g
B℃
8
5
2
2
5
が
仲
裁

exceptio ve¥uti pacti ex compromissoについて

の
基
礎
と
し
て
比
重
を
増
し
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う

(N5包
冊
子

ω・
E
H
参
照
)
。
広
義
の
ロ
O
B
H
M
B
B
u
g旨
か
ら
註
匂
己
主
芯
が

脱
離
し
た
も
の
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ユ
ス
チ
ニ
ア
ヌ
ス
の
時
代
に
は
、
古
典
時
代
の
後
の
時
代
に

ncB官
。
B
E
C
B
と
称

さ
れ
た
も
の
を
宮
2
5
と
い
う
語
で
称
す
る
例
が
見
え
て
い
る

(N5mZFω
・
5
H
r
5
2
0

8
5胃
O
B
E
C
5
2
5
宮
市
ロ
由

に
お
い
て
は
、
付
託
事
案
に
つ
い
て
の
仲
裁
判
断
の
言
渡
し
の
前
に
、
訴
え
を
提
起
し
た
場
合
な
い

8
5
-
V
E
g
-田
E
B
が
解
消
す
る
こ
と
は
な
く
、
こ
れ
に
よ
り
訴
え
を
提
起
し
た

も
の
に
違
約
罰
が
帰
属
し
、
他
方
、
訴
訟
は
続
行
さ
れ
う
べ
き
も
の
と
さ
れ
た

(
D
四
・
八
・
一
一
一

O
、

N
5
m
F
σ
ω
-
g
-
ゴ
)0
こ
れ
は
、

ユ
ス
チ
ニ
ア
ヌ
ス
の
頃
に
は
、
仲
裁
契
約
か
ら
一
方
的
に
免
か
れ
る
た
め
の
違
約
金
の
性
格
を
帯
び
た

(N5m-冊
子

ω・
立
タ

N
8・
担
。
)
。

し
は
争
点
決
定
に
ま
で
至
っ
た
場
合
に
、
こ
れ
に
よ
り

仲
裁
判
断
の
言
渡
し
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
請
求
認
容
の
仲
裁
判
断
の
場
合
に
は
、
履
行
を
し
な
い
者
に
対
し
て
は
、
同
2
5
2門
出
口
由
巳
(
判

決
履
行
請
求
訴
訟
)
は
認
め
ら
れ
ず
、
違
約
罰
を
請
求
で
き
る
だ
け
で
、
そ
の
手
段
と
し
て
回
口
氏
。
巾
凶

2
6己
主
ロ
が
認
め
ら
れ
、
請
求

棄
却
の
仲
裁
判
断
の
場
合
に
は
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
請
求
訴
訟
を
起
こ
す
こ
と
は
仲
裁
判
断
違
背
と
さ
れ
、
訴
え
提
起
者
に
違
約
罰

が
帰
属
す
る
と
さ
れ
た
。
こ
の
場
合
に
訴
訟
が
進
行
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
。

北法30(1.21)21

g
g℃
g
E窓口
B
包
居
間
》

CmDmH
に
お
い
て
は
、
付
託
事
案
に
つ
い
て
の
仲
裁
判
断
の
言
渡
し
の
前
に
、
訴
え
の
提
起
が
あ
っ
た
場
合
、



説

今
日
の
よ
う
な
訴
え
却
下
を
求
め
る
抗
弁
は
な
く
、
日
)
o
g白
g

B同】
H
O
B
-∞
回
目
も
な
い
か
ら
、
訴
訟
の
進
行
を
止
め
る
手
段
は
な
か
っ
た
。

論

仲
裁
判
断
の
言
渡
し
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
請
求
認
容
の
趣
旨
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、

(
拘
)

か
ら
履
行
を
求
め
る
手
段
と
し
て
、
一
定
の
場
合
に
、
目

2
5
E
p
n
E
B
を
認
め
た
。
詰
求
棄
却
の
趣
旨
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
詰

{
叩
)

求
者
が
こ
れ
に
も
拘
ら
ず
請
求
訴
訟
を
起
こ
し
た
の
に
対
し
て
、
相
手
方
に
、

2
8宮

zz-口
氏
匂
虫
色
、
か
認
め
ら
れ
た
。
こ
の
刊
凶
ロ
名
昨
日
。

ユ
ス
チ
ニ
ア
ヌ
ス
は
、
請
求
者
に
、
相
手
方

北法30(1・22)22

は
冊
目
白

3
5
2
-
E
-
百
円
丘
町

H
8
5官
。

B
5
0
と
呼
ば
れ
た
。
そ
の
線
拠
は
、
仲
裁
判
断
(
由
自
門

g
E
-
R
Z
E
)
に
基
づ
く
と
考
え
ら

(

甜

}

(

叩

)

れ
た
。
こ
れ
は
実
務
に
よ
り
発
生
し
た
。
法
学
者
が
理
論
上
考
案
し
出
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の

ス
チ
ニ
ア
ヌ
ス
に
よ
り
公
認
さ
れ
た
。

巾
M
n
n
冊目】片岡。

』主
工L

(
幻
〉
つ
ま
り
、
近
代
法
に
い
う
妨
訴
の
抗
弁
は
仲
裁
付
託
に
基

e
つ
い
て
は
生
じ
な
か
っ
た
。
叶
由
主
目
。
固
め
円

2
E
E
5
3
の
う
ち
の
忠
明
記
聞
・
品
の
中
に
訴

提
起
禁
止
契
約
が
見
ら
れ
る
と
い
う

(
N
芯
間

Z
F
ω
-
S
)。
こ
の
毘
宮
町
-
A
H

は

g
B
-
u
H
O
B
-
Z
E
B
に
関
す
る
も
の
で
、
キ
リ
ス
ト
前
七
九
年
の
も
の

と
い
わ
れ
る

(N芯
E
2・
ω-N∞
S
。
N
E
m
}
2
は
、
こ
れ
を
、
仲
裁
手
続
開
始
前
に
約
束
に
反
し
て
訴
え
を
提
起
し
た
場
合
に
確
実
に
違
約
罰
が
帰
属
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
と
解
す
る

(
N
5
包

2
・
ω・∞∞)。

(
お
〉
こ
の
罰
金
を
支
払
う
場
合
に
の
み
、
当
事
者
は
訴
訟
に
訴
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
、
す
な
わ
ち
、
仲
裁
判
断
の
拘
束
力
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
が
で
き

た
(
穴
2
0
3
H
N
N
-
ω
・
巴
吋
)
。
吋
巳
E
H
M
E
S
は
、
か
く
し
て
、
罰
金
は
違
約
金
に
変
化
し
た
と
見
て
お
り
、
こ
の
説
が
多
く
の
承
認
を
得
て
い
る

(
N
E包
2
・
ω・
ぼ
S
。
罰
金
の
支
払
い
と
訴
訟
の
進
行
と
の
関
係
が
、
互
い
に
独
立
で
あ
っ
た
の
が
、
前
者
が
訴
え
の
適
法
性
の
要
件
の
よ
う
に
な
っ
た

と
い
う
変
化
に
わ
た
く
し
は
注
目
す
る
。
違
約
金
を
払
う
ま
で
応
訴
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
は
わ
た
く
し
に
は
わ
か
ら
な
い
。

(
m
U
)
N
芯
四

-R-ω
・
5
吋
・
古
典
時
代
の
法
学
者
は
こ
の
点
に
私
的
仲
裁
の
本
質
の
顕
わ
れ
を
見
る
。

(
苅
)
ユ
ス
チ
ニ
ア
ヌ
ス
の
時
代
に
も

R
t
o
o
H
E
U己
}
包
ロ
が
こ
の
違
約
罰
請
求
の
た
め
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。

D
四
・
八
・
一
二
・
二
一
参
照
。
出
品

-2・

ω
-
N印。・

(
引

)
D
四
・
八
・
二
一
・
一
《
若
し
仲
裁
人
が
チ
チ
ウ
ス
は
セ

l
イ
ウ
ス
に
債
務
を
負
は
ざ
る
も
の
と
認
む
と
の
判
断
を
宣
言
し
た
る
の
み
に
し
て
、
セ
-

イ
ウ
ス
が
請
求
訴
訟
を
為
す
こ
と
を
禁
ぜ
ざ
り
し
場
合
と
離
も
若
し
セ
l
イ
ウ
ス
が
請
求
訴
訟
を
為
し
た
る
と
き
は
、
其
の
行
為
は
之
を
仲
裁
人
の
判
断



exceptio veluti pacti ex compromissoについて

に
違
反
し
た
る
も
の
と
認
め
ざ
る

F

べ
か
ら
ず
是
れ
オ

l
フ
ヰ
リ
ウ
ス
及
び
ツ
レ
バ

l
チ
ウ
ス
の
解
答
し
た
る
所
な
り
。
》
(
春
木
訳
前
掲
五
三

O
頁)。

。
E
F
E
は
紀
元
前
五
九
年
、
叶

E
Z
5出
、
p
m
g
は
紀
元
前
四
二
年
に
存
し
た
人
で
あ
る
。

N
-
z
-
2
は
共
和
政
後
期
に
お
い
て
す
で
に
右
の
ご
と
く

で
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
る

(ω
・
2)0

(
m
A
〉

N
Z間
-mpω
・
ω「

D
四
・
入
・
二
一
・
一
。

(
M
U
)

こ
れ
を
た
し
か
め
る
資
料
を
わ
た
く
し
は
ま
だ
見
つ
け
出
し
て
い
な
い
。

(
U
パ
)
後
に
述
べ
る
と
こ
ろ
の
、
。
同
日
間
エ

5
2
E
C
宮
口
片
岡
は
仲
裁
付
託
事
件
に
つ
き
訴
訟
を
起
こ
す
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た

(
N
5悶
Z
T
ω
・

5
3
0
ユ
ス
チ
ニ
ア
ヌ
ス
時
代
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。

(
M
U
)

仲
裁
判
断
に
、

2
C
O
Z
E
-℃
己
主
ロ
が
同
)005
の

笠

宮

-
2
5
の
欠
歓
の
ゆ
え
に
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
、
出

2
F
C
E
r
n
H
E
B
を
許
し
た
の
は

ユ
ス
チ
ニ
ア
ヌ
ス
の
創
造
で
あ
る

(
N
5四
-
2・
ω-NH30
一
定
の
場
合
と
い
う
の
は
、
当
事
者
双
方
が
仲
裁
判
断
に
服
す
る
こ
と
を
書
面
で
表
示
し
た

場
合
で
あ
る

(
N
E
m
-
2・
ω・
N
H
C。
C
二
・
五
五
・
五
。
日
己

0
5
P
2
E
β

に
つ
い
て
は
一

2
C
を
見
ょ
。

(
%
)
古
典
時
代
に

5
日間
)
5
5
F
E
C
B
に
約
束
の
抗
弁
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
古
典
時
代
の
以
後
に
、
無
方
式
の

8
日間》吋

O
B
2
2
5
の
た

め
に
、
準
約
束
の
抗
弁
が
出
現
す
る
こ
と
に
導
い
た
(
問
。

m
r
p
ω
・
2
参
照
)
。

(
m
J
)

当
事
者
双
方
が
仲
裁
付
託
契
約
に
お
い
て
仲
裁
判
断
に
従
う
こ
と
を
約
し
た
そ
の
仲
裁
判
断
に
基
づ
く
の
で
あ
っ
て
、
仲
裁
付
託
自
体
に
基
づ
く
の
で

は
な
い
こ
と
に

N
Z
m
-
R
3
5
8
は
力
点
を
置
く
。
妨
訴
の
効
力
は
な
い
の
で
あ
る
。

(
叩
刀
)
古
典
時
代
以
後
の
実
務
の
創
造
で
あ
り
、
ユ
ス
チ
ニ
ア
ヌ
ス
の
創
造
で
は
な
い
と

N
5
m
-
2
3・
区
ω)
は
見
る
。

(
m
刀
)
法
学
者
は
、

g
B官
O
B
5
2
B
か
ら
は

RnoMMZD
宮
口
氏
は
産
ま
れ
な
い
、

B
B
M
U
S
E
-
ω
2
5
に
は
丘
一
宮
-
巳
芯
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と

か
ら
脱
け
出
せ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

(
ω
)
N
広
間
-
0
3
ω
・
日
仏
、
叶
・
。
・

N-

印hy
印・司門・

仲
裁
判
断
に
基
づ
き
訴
え
の
提
起
に
抵
抗
す
る
抗
弁
が
、

2

2℃
色
。

sz巳
宮
ロ
片
岡
巾
凶

n
o
s
-
)
E
g
g
g
と
解
釈
さ
れ
る
の
は
前
述

の
よ
う
に
ユ
ス
チ
ニ
ア
ヌ
ス
以
前
か
ら
で
あ
る
。
古
典
時
代
に
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
宮
口

E
B

北法30(1・23)23
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(
門
日
開
口

O
ロ
HV2開
口
円
四
。
)

カ￥
ら

開

M
ロ
巾
も

2
0

同
)
田
口
丘
、
か
生
じ
た

百円
E
B
に
は
該
当
し
な
か
っ
た
。

だ
か
ら
、

8
日間

USE-田
g

g
か

(

一

2
C
)
0
8
5匂
B
B
2
2
5
は
こ
の
よ
う
な



説

は
生
じ
な
か
っ
た

(
D
四
・
八
・
ニ
参
照
)
。
し
か
し
、
仲
裁
付
託
を
基
礎
と
す
る
仲
裁
判
断
に
請
求
棄
却
さ
れ
た

戸
り
叩
阿
ロ
即
日
ν
巴。
-
M
同

nz

原
告
が
服
し
な
い
と
き
に
相
手
方
を
保
護
す
る
必
要
が

S
B℃
2
5
2
2自
己

Z
M
5
2戸
の
場
合
に
存
し
た
。
保
護
の
手
段
は
巾
凶

B
ヌル。

論

で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
古
典
時
代
以
後
の
法
実
務
は

mgぉ
E
3
足
立
区
と

2
8
3
5
と
を
結
び
つ
け
た

(Nぽ
m
-
R
ω
・
屈
と
の
で
あ

る
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
は
可
出
口
S
2
5
(和
解
)

で
は
な
い
か
ら
巾
同
8
3芯
宮
匂
口
巴
と
結
び
つ
か
な
い
。
印
巾
ロ
仲
間
口
同
ぽ

R
E
E

の
内
容
と
同
じ
内
容
の
和
解
契
約
を
(
し
て
こ
れ
に
よ
っ
て
仲
裁
判
断
を
認
証
)
す
る
の
で
は
な
い

(Nぽ
m
F
F
ω
・
5
と
か
ら
、

as--。

宮
口
止
を
認
め
る
要
件
事
実
が
な
い
。
ギ
リ
シ
ャ
法
に
は
仲
裁
和
解
と
い
う
制
度
が
あ
り
、
当
事
者
間
で
結
ぼ
れ
た
和
解
を
仲
裁
人
が
仲
裁

(
岨
)

ロ
1
7
法
に
お
い
て
は
、
こ
う
い
う
も
の
は
仲
裁
に
は
該
当
し
な
か
っ
た

(
N
ぽ
包

2
・
ω・
5
3
0

判
断
と
し
て
言
渡
す
も
の
で
あ
っ
た
が
、

ギ
リ
シ
ャ
法
で
は
右
の
仲
裁
判
断
に
よ
り
仲
裁
手
続
が
終
結
し
た
場
合
に
、
仲
裁
手
続
終
結
の
抗
弁
が
認
め
ら
れ
、
こ
の
抗
弁
は
妨
訴
の

抗
弁
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る

(Nぼ
m
F
F
ω
・
5
5
0

Npmm-mH 

こ
れ
は
古
典
時
代
以
後
の
ロ

i
マ
法
に
影
響
を
与
え
た
と

は
見
て
い
る

(∞
-Hg)。
こ
う
し
て
、
回
開
口
S
E
E
R
σ
伊
丹
江
と
巾
同
一
3
3
5
を
結
び
つ
け
る
こ
と
は
、
当
時
と
し
て
は
、
理
論
上
無
理
で
あ
っ
た

(
N
芯
m-2・

ω
-
H
E
|仏
参
照
)
が
、

そ
れ
で
も
な
お
結
び
つ
け
る
た
め
に
、
巾
同
一
円
白
日
)
昨
日
。
J
N

巾
-EF
℃同門巴

(
準
約
束
の
抗
弁
)

と
い
う
概
念
を
使
っ
た
の

で
あ
る
と
思
わ
れ
る

(
N
S
m
r
p
ω
-
H
E
参
照
)
。
約
束
の
抗
弁
に
準
ず
る
も
の

(
4
巳
ロ
巴
宮
口
氏
巾
凶
8
3
5
5
D
四
・
入
・
二
ニ
・
一
参

照
)
と
準
約
束
の
抗
弁
と
は
概
念
上
は
同
じ
で
は
な
い

(
N
5
m
F♂
∞

-
S
参
照
)
。
前
者
よ
り
も
後
者
の
ほ
う
が
、

し
か
し
、
内
容
が
よ

り
明
ら
か
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
抗
弁
が
由
巾
ロ
お
ロ
片
山
由
民
ゲ
山
丹
江
に
基
づ
く
と
い
う
こ
と
と
抗
弁
が
準
約
束
に
基
づ
く
こ
と
と
を
結
び
つ
け

、、

と
宣
言
す
る
こ
と
と
、

る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
、
仲
裁
判
断
が
《
債
務
を
負
わ
ざ
る
も
の
と
認
む
》

(
D
四
・
八
・
二
一
・
一
参
照
。
注
目
)

こ
の
よ
う
な
仲
裁
判
断
に
服
す
る
と
い
う
合
意
と
を
、
こ
の
よ
う
な
仲
裁
判
断
が
あ
っ
た
と
き
は
請
求
を
し
な
い
こ
と
な
い
し
は
請
求
の

、、

訴
え
を
し
な
い
こ
と
の
合
意
(
準
約
束
)
を
媒
介
と
し
て
結
合
し
て
は
じ
め
て
可
能
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か

(
D
四
・
八
・
一
一
・
一
二
参

照
)
0

こ
の
合
意
は
、
和
解
に
近
い
。

和
解
は
互
譲
に
よ
り
紛
争
を
終
了
さ
せ
従
前
の
請
求
を
し
な
い
こ
と
を
約
す
る
も
の
で
あ
る
と
こ

北法30(1・24)24



ろ
、
右
の
合
意
は
仲
裁
判
断
に
よ
り
紛
争
を
終
了
さ
せ
従
前
の
請
求
を
し
な
い
こ
と
を
約
す
る
か
ら
で
あ
る
。

和
解
は
請
求
し
な
い
こ
と
を
約
す
る
に
よ
っ
て
成
立
す
る
が
、
仲
裁
に
お
い
て
は
、
請
求
し
な
い
こ
と
を
約
す
る
に
よ
っ
て
成
立
す
る

の
は
仲
裁
付
託
で
あ
っ
て
、
仲
裁
判
断
で
は
な
い
。
こ
の
違
い
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

N-mm-2
は
そ
こ
に
仲
裁
判
断
と
和
解
の
混

合
を
見
る

(ω
・
5
印
)
。
訴
訟
が
起
き
た
と
き
に
問
題
と
な
る
抗
弁
と
い
う
点
か
ら
は
、
請
求
し
な
い
こ
と
の
約
束
と
い
う
点
に
お
い
て
共

通
で
あ
る
点
に
着
目
す
れ
ば
足
り
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の

O
H
n
3
z
o
a
-
E
F
匂
白
色
が

2
8
5匂
8
5
2
8
(仲
裁
付
託
に
基
づ

く
)
と
い
わ
れ
た
の
は
、
由
g
B
E
E
R
r
-
E
が

g
B
H
V
2
5
2
2
5
に
基
礎
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
ギ
リ
シ
ャ
法
に
お
い
て
は
、
仲
裁
手
続
終
結
の
抗
弁
は
妨
訴
の
抗
弁
で
あ
っ
た
。
準
約
束
の
抗
弁
は
不
請
求
約
束
の
抗
弁
で
あ

exceptio ve¥uti pacti ex compromissoについて

る
。
不
請
求
と
は
請
求
権
の
放
棄
か
、
請
求
権
不
行
使
の
こ
と
か
、
訴
権
の
放
棄
(
不
起
訴
)

の
こ
と
か
。
い
ず
れ
で
あ
る
か
の
区
別
は

成
立
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
こ
の
抗
弁
が
理
由
あ
り
と
認
め
ら
れ
る
と
き
に
は
、

ア
ク
チ
オ
が
拒
絶
さ
れ
た
こ

と
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
仲
裁
判
断
の
な
か
に
は
、
《
訴
う
べ
か
ら
ず
》

(
D
凹
・
八
・
二
九
参
照
)

と
命
じ
て
《
請
求
の
訴
え
を
為

す
こ
と
を
禁
ず
る
》

(
D
四
・
八
・
五
一
参
照
)
も
の
も
あ
っ
た
が
、
《
債
務
を
負
わ
ざ
る
も
の
と
認
む
》

(
D
四
・
八
・
二
一
・
一
参
照
)

と
の
区
別
が

2
8宮
5
s
-
E
-
宮
邑
の
性
格
の
区
別
を
も
た
ら
す
か
ど
う
か
を
問
う
こ
と
な
く
、
い
ず
れ
の
場
合
に
も
、
私
権
の
欠
猷

の
抗
弁
に
属
し
た
と
見
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。

(
川
引

)
D
四
・
八
・
一
一
一
一
・
一
に
は

z
z
t
宮
ncoHn目
立
芯
ロ
ぬ
の
句
が
あ
る
(
一

6
を
み
よ
)
o
N
5
包
ミ

(ω
・
印
凶
)
は
、
こ
れ
を

22-vtcロ
O〈
o
z
z

宮
n
Z

の
意
味
に
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
は
な
い
と
い
う
。
夜
明
μ

を
見
よ
。

(
位

)
D
四
・
八
・
一
九
・
前
文
参
照
。
ギ
リ
シ
ャ
法
上
の
仲
裁
に
つ
い
て
は
、
〉

-m-J弓・
E
R
ュg
p
吋
r
F
m
w
唱
え
〉
子

E
F
忌斗

H-HM釦

吋

昨

日

HH・

同

M
5
2
L
5
2
に
よ
り
、
あ
る
程
度
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
こ
に
は
四
世
紀
に
お
け
る
ギ
リ
シ
ャ
の
仲
裁
が
、
私
的
仲
裁
と
公
的
仲
裁
し
ζ

に
分
け
て
、
簡

単
に
描
か
れ
て
い
る
(
六
四
六
六
頁
、
七
二
l
七
四
頁
、
九
七
l
一
O
二
頁
、
二
二
二
頁
、
一
回
二
頁
、
一
四
九
頁
、
一
五
二
頁
)
。

(

A

U

)

D

四
・
八
・
一
一
・
三
は
春
木
訳
前
掲
(
五
二
二
頁
〉
に
よ
れ
ば
、
《
ポ
l
ム
ポ
l

ニ
ウ
ス
が
其
の
著
書
に
記
す
が
如
く
仲
裁
契
約
は
時
と
し
て
単
純

北法30(1'25)25 



説

な
る
約
束
に
悶
り
て
成
立
す
例
へ
ば
当
事
者
双
方
が
互
に
債
務
を
負
担
し
仲
裁
人
の
判
断
に
服
従
せ
ざ
る
者
は
自
己
の
債
権
の
目
的
に
付
て
訪
求
の
訴
を

為
さ
ざ
る
べ
き
こ
と
を
約
束
し
た
る
場
合
の
如
し
。
》

N
B
m一2
は
、
ポ
ム
ポ
ニ
ウ
ス
は
双
互
に
違
約
罰
を
約
す
る
こ
と
を
双
互
に
請
求
し
な
い
こ
と
を

約
す
る
こ
と
に
置
き
か
え
た
、
と
理
解
し
た

3
・印
N
)
。
そ
う
す
る
と
、
い
わ
ゆ
る
請
求
棄
却
の
仲
裁
判
断
を
受
け
た
者
が
請
求
の
訴
訟
を
す
れ
ば
違
約

罰
請
求
訴
訟
が
起
こ
さ
れ
る
の
で
諸
求
の
訴
訟
を
す
る
実
益
が
な
い
状
態
を
、
右
の
如
き
仲
裁
判
断
に
従
わ
な
く
て
も
請
求
し
な
い
こ
と
に
す
る
こ
と
に

よ
り
従
っ
た
の
と
同
じ
状
態
に
な
る
こ
と
を
も
っ
て
霞
き
換
え
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

(
川
竹
)
わ
た
く
し
が
、

ω件。
5
君。ロ
Z
F
ロ
FOω
可
包
号
。
。
口
伝
聞
広
口
問
L
ロ円
nrC2OF--ω
ロ
rFEω
省内
E
n
r
Eロ
仏
ぐ
2
m
-
2
n
r
E口
y
m
ユR
E
E
Y
E
河

2
z
w

S
N印
を
参
照
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
こ
と
を
残
念
に
思
う
。
和
解
は
和
解
前
の
請
求
に
つ
い
て
は
請
求
し
な
い
こ
と
を
約
す
る
も
の
で
あ
る
。
仲
裁

は
仲
裁
判
断
前
の
請
求
に
つ
い
て
(
仲
裁
判
断
後
は
)
請
求
し
な
い
こ
と
を
約
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
と
ら
え
方
を
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

百命

お

わ

り

古
典
時
代
か
ら
ユ
ス
チ
ニ
ア
ヌ
ス
時
代
を
通
し
て
、
仲
裁
付
託
は
、
仲
裁
人
に
裁
判
を
付
託
す
る
こ
と
を
約
す
る
も
の
で
あ
っ
て

l
仲

裁
人
を
選
ぶ
こ
と
に
比
重
が
置
か
れ
|
訴
訟
の
手
段
に
訴
え
な
い
こ
と
を
約
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
仲
裁
付
託
の
合
意

の
中
に
訴
訟
を
対
象
と
す
る
合
意
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
間
に
請
求
に
関
し
争
い
が
あ
る
当
事
者
が
当
該
争
い
を
仲
裁

に
付
託
す
る
こ
と
は
、
当
該
争
い
の
解
決
手
続
の
一
環
た
る
意
味
を
法
律
上
も
つ
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
仲
裁
付
託
に
基

づ
い
て
妨
一
誌
の
抗
弁
を
す
る
と
い
う
観
念
が
産
ま
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
仲
裁
付
託
は
仲
裁
人
に
裁
判
さ
せ
る
こ
と
を

内
容
と
す
る
両
当
事
者
の
合
意
で
あ
る
。
仲
裁
人
に
裁
判
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
私
的
財
産
権
の
発
生
・
消
滅
を
も
た
ら
す
こ
と
で
は

な
い
o

だ
か
ら
こ
そ
、
仲
裁
付
託
が
官
三
己
目
と
称
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
ほ
ど
に
、
仲
裁
付
託
と
唱
曲
n
E
B
の
区
別
が
薄
く
な
っ
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
仲
裁
付
託
に
基
づ
き
一
方
当
事
者
が
他
方
当
事
者
に
付
託
上
の
義
務
の
履
行
を
求
め
る
ア
ク
チ
オ
と
か
、
請
求
の
訴
訟
に

お
い
て
仲
裁
付
託
に
基
っ
き
ア
ク
チ
オ
拒
絶
を
求
め
る
抗
弁
と
か
い
う
観
念
が
産
ま
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
o

ア
ク
チ
オ
を
拒
絶
す
る
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に
は

3
2宮
芯
号
ロ
。
ロ
H
u
m
丹
市
ロ
門
回
。
が
必
要
で
あ
っ
た
が
、
仲
裁
付
託
は
請
求
の
訴
訟
を
し
な
い
趣
旨
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ

う
し
て
、
仲
裁
手
続
は
訴
訟
の
開
始
進
行
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
だ
が
、
仲
裁
判
断
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
に
よ
り
処
理
さ

れ
た
詰
求
に
つ
い
て
の
訴
訟
に
影
響
が
な
い
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
o

仲
裁
判
断
に
よ
り
債
権
が
認
め
ら
れ
た
者
は
、
任
意
の
履
行

R
立
。
巾
M

丘
町
】
ロ
一
色
ロ
ま
た
は
白
口
片
品
0
5
E
2ロ
自
が
認
め
ら
れ
た
が
、

を
し
な
い
債
務
者
に
対
し
て
、

同

n
H
F
C
E
r
n昨
日
出
の
場
合
に
は

請
求
に
基
づ
く

R
t
c
と
競
合
し
た
と
い
わ
れ
る
。
仲
裁
判
断
に
よ
り
債
務
を
負
わ
な
い
と
さ
れ
た
者
が
請
求
に
つ
き
訴
訟
を
起
こ
さ
れ

た
場
合
が

1
2
5
2
a官
官
ロ
が
で
き
な
い
場
合
に
|
問
題
で
あ
る
。
出

g
g
E仲
間
は

H
V
R
Z
B
で
は
な
い
か
ら

2
8℃
吾
宮
口
氏
が

こ
れ
か
ら
産
ま
れ
る
こ
と
は
な
く
、
目

g
S
E
E
R
-
}
E
-
は
訴
訟
の
判
決
で
は
な
い
か
ら
、
こ
れ
に
基
づ
き

E
2
8ロ
5
2巳
芯
の
効
力
を

exceptio veluti pacti ex compromissoについて

認
め
る
と
か

g
n
S宮
芯

5
-
Z門
出
口
三
誌
を
認
め
る
と
い
う
よ
う
な
観
念
を
容
れ
る
余
地
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う

o
Sロ
8
E
E
R
Z
E
は

私
法
上
の
法
律
効
果
に
結
び
つ
け
ら
れ
う
べ
き
要
件
事
実
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
m
H
8
℃
円
安
)
を
認
め
る
に
は
右
の
如
き
要
件
事
実
が

必
要
で
あ
る
。
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
は

宮

n
g
g
骨
ロ
。
ロ
匂

2
2号
が
望
ま
し
い
。
仲
裁
付
託
の
合
意
の
中
に
、
債
務
を
負
わ
な
い

旨
の
仲
裁
判
断
あ
り
た
る
こ
と
を
停
止
条
件
と
す
る
、
請
求
し
な
い
旨
の
約
束
を
見
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
目
的
が
達
せ
ら
れ
る
。
仲
裁
付

託
の
合
意
が
仲
裁
判
断
に
服
す
る
旨
の
合
意
を
含
む
こ
と
は
容
易
に
こ
れ
を
認
め
る
こ
と
、
か
で
き
る
。
仲
裁
判
断
に
服
す
る
こ
と
は
《
債

務
を
負
わ
ざ
る
も
の
と
認
む
》
と
い
う
判
断
に
従
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
手
続
法
的
な
拘
束
で
あ
る
。
こ
の
拘
束
を
受
け
る
こ
と
は
債

務
の
履
行
を
求
め
る
訴
え
を
し
な
い
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
請
求
を
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
約
束
に
ま
で
高
め
、
こ
れ
に
よ
っ
て

2
8宮
5
を
可
能
に
し
た
。
こ
れ
は
い
う
な
れ
ば
手
続
法
的
な
拘
束
を
契
約
上
の

H
実
体
法
上
の
拘
束
に
転
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
だ
か

ら
、
そ
こ
か
ら
は
、
巾

H-g宮
芯
宮
2
-
で
は
な
く

z
n
3
t
o
s
-
E一
宮
門
昨
日
、
か
産
ま
れ
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
、
訴
訟
法
と

実
体
法
と
の
架
橋
の
一
例
を
見
る
思
い
が
す
る
。
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exceptio veluti pacti ex compromisso 

Noboru KOYAMA 

Je m'inleresse a la queslion de savoirじommentl'exceplio veluti 

pacli ex compromisso etait reconnue dans le droit romain post-clas邑1-

que. 

Dans le droit romainじJassiqueune des exceptios pacti provenait 

clu pactum de non petendo. N'etant ni stipulatio， ni contractus con-

sensus， ni pactum non plus， 1巴 compromissumne pouvait pas pro・

duire l'exceptio pacti. 

Au temps post-classique l'usage du compromissum sine poena 

etait important. Il fallait qu'a la sententia arbitri sur la base du 

compromissum sine poena soit donnるcertaine妊etlegal， surtout en 

vue du cas ou le perdant， nonobstant la perte declarるedans la senten-

tia， intente de nouveau une action en justice au tribunal ordinaire. 

Cela devait etre une exceptio. La sententia arbitri， nもtantpas trans-

actio， ne pouvait pas etre liee theoriquement avec l'exceptio pacti. 

Il me semble que le genie des juristes post-classiques liait la 

sententia arbitri avec une exceptio par l'intermediaire de l'idee de 

pactum de non petenclo; le compromissum entre les deux parties長tait

de promettre reciproquement de soumettre leur contestation a la 

decision de certains arbitres， dans le compromissum品taitcontenu 

inevitablement le promis de se soumettre a la sententia arbitri et ce 

promis devait vouloir dire que le demandeur ne demandrait plus si 

la sententia declare que le defendeur n'a plus de dette. 

Il est a presumer que les juristes post-classiques croyaient qu'a 

cette situation peut etre appliquees les r色glespropres au pactum de 

non petendo， et que mais ils ne pouvaient pas y reconnaitre une 

pure exceptio pacti. C'est pourquoi que pour reconnaitre une exceptio 

comme basee sur la sent巴ntiaarbitri， ils l'appelaient exceptio veluti 
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pact!. 

La sententia arbitri devrait avoir la nature judiciaire. Mais 

l'exceptio veluti pacti， en tant qu'elle empeche le demandeur de 

pretendre sa creance， a le caractere de fond. On y voit alors que 

l'exceptio veluti pacti est un pont construit entre le droit de procedure 

et le droit de fond. 
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