
 

Instructions for use

Title 合名会社の受けた判決の社員に及ぼす効力について（３）

Author(s) 本間, 靖規

Citation 北大法学論集, 33(2), 35-91

Issue Date 1982-10-22

Doc URL http://hdl.handle.net/2115/16396

Type bulletin (article)

File Information 33(2)_p35-91.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/about.en.jsp


:論

説

合
名
会
社
の
受
け
た
判
決
の
社
員
に
及
ぼ
す
効
力
に
つ
い
て

本

日

次

第
一
章
問
題
の
所
在

第
二
家
準
備
作
業
と
し
て
の
実
体
法
的
考
祭
1
1
1
ド
イ
ツ
法

l
l

第
一
節
合
名
会
社
の
権
利
能
力
(
以
上
第
三
一
巻
第
三
・
凹
合
併
号
上
巻
)

第
二
節
合
名
会
社
の
社
員
の
責
任

第
三
奪
準
備
作
業
と
し
て
の
訴
訟
法
的
考
祭

l
lド
イ
ツ
法
|
i
(
以
上
第
三
二
巻
三
号
)

第
一
四
章
合
名
会
社
の
受
け
た
判
決
の
社
員
に
対
す
る
効
力

l
!ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
論
の
概
観
|
|

第
一
節
既
判
力
(
反
射
効
そ
の
他
)

第
二
節
執
行
力
(
以
上
本
号
)

第
五
章
わ
が
国
の
解
釈
論
の
あ
り
方

お

わ

り

に

l苛

，〆F ー町、

一一一、-/

靖

規

北法33(2・35)333



説

第
四
章

合
名
会
社
の
受
け
た
判
決
の
社
員
に
対
す
る
効
力

E命

1
1
1
ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
論
の
概
観
1

1

第
一
節

既
判
力
(
反
射
効
そ
の
他
)

以
上
の
実
体
法
な
ら
び
に
訴
訟
法
上
の
準
備
作
業
に
よ
っ
て
、
合
名
会
社
と
社
員
の
(
特
に
債
権
者
と
の
関
係
に
お
け
る
)
実
体
法
な

ら
び
に
訴
訟
法
上
の
地
位
関
係
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
合
名
会
社
を
め
ぐ
る
具
体
的
諸
問
題
と
合
名
会
社
の
法
的
性
質
論
と
の
関
わ

り
、
お
よ
び
そ
の
解
決
の
た
め
の
解
釈
態
度
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
こ
で
次
に
本
稿
の
主
題
で
あ
る
、
合
名
会
社
訴
訟
の
判
決
の
社
員

へ
の
効
力
問
題
を
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。
そ
の
際
の
叙
述
の
順
序
と
し
て
は
、
ま
ず
関
係
条
文
と
そ
の
立
法
者
意
思
を
調
べ
、
立
法
に
至

わ
が
国
に
お
け
る
同
問
題
の
錯
雑
し
た
状
況
に
ど
の
よ

る
ま
で
の
議
論
の
状
況
、
立
法
後
の
議
論
の
変
遷
を
た
ど
り
つ
つ
、
ド
イ
ツ
法
が
、

う
な
解
釈
論
的
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
か
を
順
次
探
究
す
る
こ
と
に
す
る
。

H
G
B
一
二
九
条
一
項
は
「
会
社
ノ
債
務
ニ
付
請
求
ヲ
受
ケ
タ
ル
社
員
て
自
己
ノ
一
身
ニ
基
カ
ザ
ル
抗
弁
)
ハ
会
社
ヨ
リ
之
ヲ
提
出
シ

得
ベ
キ
ト
キ
ニ
限
リ
之
ヲ
主
張
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
と
規
定
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
会
社
に
帰
属
す
る
抗
弁
を
「
会
社
ヨ
リ
提
出
シ
得
」
な
い

と
き
が
ど
の
よ
う
な
と
き
か
に
つ
い
て
は
種
々
の
場
合
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
大
き
く
分
け
れ
ば
、
実
体
法
上
こ
れ
を
提
出
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
と
、
訴
訟
法
上
こ
れ
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
と
が
あ
る
。
実
体
法
上
こ
れ
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き

た
と
え
ば
会
社
が
時
効
の
抗
弁
を
有
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
債
務
の
承
認
を
し
た
場
合

(
B
G
B
二
O
八
条
)
、

あ
る
い
は
期
限
の
猶
予
を
受
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
期
限
の
利
益
を
放
棄
し
た
場
合
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
訴
訟
法
上
こ
れ
を
提
出
で
き

な
い
場
合
と
し
て
は
、
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な
い
場
合
の
典
型
的
な
例
と
し
て
は
、
会
社
訴
訟
で
合
名
会
社
が
敗
訴
し
、
そ
の
判
決
の
既
判
力
に
よ
っ
て
口
頭
弁
論
終
結
時
ま
で
に
会
社

が
有
し
て
い
た
抗
弁
事
由
が
切
断
さ
れ
る
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。

H
G
B
一
二
九
条
一
項
は
こ
の
い
ず
れ
の
場
合
に
も
、
会
社
が
抗
弁
を
主
張
し
得
な
い
と
き
と
し
て
社
員
も
ま
た
抗
弁
を
提
出
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
と
す
る
趣
旨
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
一
定
の
抗
弁
、
た
と
え
ば
実
体
法
上
の
抗
弁
に
そ
の
適
用
範
囲
を
限
定
す
る
趣
旨
で
あ

ろ
う
か
。
あ
る
い
は
わ
が
国
で
有
力
で
あ
る
、
会
社
が
そ
の
意
思
で
抗
弁
を
放
棄
し
て
も
、
社
員
に
は
影
響
は
な
い
去
の
趣
旨
で
あ
ろ
う
か
。

立
法
者
の
意
思

(3) 

H
G
B
一
一
一
九
条
は
H
G
B
改
正
の
際
(
現
行
H
G
B
は
一
八
九
七
年
五
月
一

O
日
に
公
布
さ
れ
、

九
一
郎
)
新
設
さ
れ
た
規
定
で
あ
る
。
同

)ggn『
同
凶
一
に
よ
れ
ば
、

一
九

O
O年
一
月
一
日
か
ら
施
行
さ

合名会社の受けた判決の社員に及ぼす効力について

「
会
社
の
責
任
と
社
員
の
責
任
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
論
者
の
聞
に
争
い

が
あ
h

ソ
、
そ
の
最
も
困
難
な
点
は
ど
の
範
囲
で
会
社
の
社
員
個
人
に
対
す
る
独
立
性
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
か
に
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
こ
れ
を

立
法
に
よ
っ
て
解
決
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。

従
っ
て
本
条
は
必
要
に
迫
ら
れ
た
立
法
で
あ
る
。

そ
し
て
本
条
一
項
に
関
し
て
は
、

社
員
は

彼
自
身
に
も
と
づ
か
な
い
諸
抗
弁
に
つ
き
、
そ
れ
ら
が
会
社
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
得
る
限
り
で
こ
れ
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
規
定

し
、
こ
の
間
題
を
現
時
の
学
説
な
ら
び
に
判
例
に
お
い
て
支
配
的
で
あ
っ
た
見
解
と
一
致
す
る
形
で
立
法
し
た
。
従
一
ソ
て
法
律
上
有
効
な

(円

2
F
2
5同
主
ロ
色
-
n
y
g
)
会
社
に
よ
る
債
務
の
承
認
な
ら
び
に
会
社
に
対
し
て
宣
告
さ
れ
た
確
定
判
決
は
、
会
社
債
務
自
体
を
社
員
に
対
し

本
条
項
を
会
社
訴
訟
で
下
さ
れ
た
判
決
の
拘
束
力
を
社
員
に
及
ぼ
す
趣
旨
の
規
定
と
し
て
位

置
づ
け
て
い
る
ο

そ
し
て
上
記
の
拘
束
力
に
つ
き
大
方
は
こ
れ
を
既
判
力
と
解
し
た
。
こ
の
よ
う
に
本
条
項
を
根
拠
と
し
て
、
合
名
会
社
が
会

社
債
務
に
つ
き
受
け
た
判
決
は
社
員
に
対
し
て
も
既
判
力
を
及
ぼ
す
と
す
る
考
え
方
が
そ
の
後
も
有
力
に
主
張
さ
れ
て
行
く
こ
と
に
な
る
。

判
例
の
状
況

て
も
確
定
す
る
効
力
を
持
つ
。
」

と
解
説
し
、
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四

と
こ
ろ
で
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
関
心
あ
る
問
題
は
、
右
の
よ
う
な
結
論
を
妥
当
と
す
る
線
拠

(
H
G
B
一
二
九
条
一
項
が
立
法
さ
れ
た
後



説

は
こ
の
規
定
の
実
質
的
根
拠
)
が
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
条
項
の
立
法
は
、

u
g
w
z
r
5
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
以
前

の
学
説
、
判
例
の
支
配
的
見
解
に
見
合
う
形
で
行
な
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
初
め
に
立
法
以
前
の
判
例
、
学
説
に
即
し
て
そ

論

の
根
拠
を
探
り
、
そ
の
後
立
法
以
後
の
判
例
、
学
説
の
検
討
を
と
お
し
て
そ
の
根
拠
、
理
論
構
成
等
を
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
判
例
の
検
討
か
ら
始
め
る
。
も
っ
と
も
判
例
と
い
っ
て
も
そ
れ
を
最
上
級
審
の
い
く
つ
か
の
判
例
に
限
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お

/
¥
 

な
お
言
う
ま
で
も
な
く
一
八
七

O
年
以
降
、

一
八
七
九
年
ま
で
は

R
O
H
G
の
判
例
で
あ
り
、

一
八
八

O
年
以
降
は

R
G
の
判
例
で

あ
る
。(1) 

(
5
}
 

R
O
H
G
一
八
七
二
・
六
・
一
九
〈

2
2仏
ロ
ロ
ロ
ぬ

(
R
O
H
G
六
・
六
一
四
)

こ
の
命
令
は
、
債
権
者
が
清
算
中
の
合
名
会
社
に
対
し
て
既
判
力
あ
る
有
責
判
決
を
得
た
場
合
に
、
清
算
人
と
し
て
訴
訟
に
あ
ら
わ
れ
た

社
員
な
ら
び
に
当
事
者
と
し
て
は
訴
訟
に
あ
ら
わ
れ
な
か
っ
た
社
員
に
対
し
て
会
社
判
決
に
よ
り
執
行
で
き
る
か
の
問
題
に
つ
き
、
こ
れ
を

否
定
し
た
判
例
と
し
て
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

本
命
令
は
そ
の
理
由
の
冒
頭
で
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
い
る
。

自
体
に
対
し
て
争
っ
て
得
た
有
責
判
決
は
、
個
々
の
社
員
に
対
し
て
も
、
個
々
の
社
員
に
対
す
る
訴
訟
で
社
員
、
が
有
責
判
決
を
受
け
た
場
合

「
合
名
会
社

と
意
義
な
ら
び
に
有
効
性
の
点
で
な
ん
ら
の
違
い
も
な
い
も
の
と
し
て
、

法
的
効
力
(
門

2
Z
F
Z
司
王
E
ロ
ぬ
)
を
持
つ
こ
と
は
ほ
と
ん
ど

争
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
J

こ
の
命
令
の
そ
れ
以
下
の
部
分
か
ら
も
そ
の
根
拠
に
つ
い
て
は
な
に
も
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
あ
た
か
も
右
の
結
論
は
自
明
で
あ
る
か

の
よ
う
で
あ
る
。
な
お
「
法
的
効
力
を
持
つ
」
こ
と
の
意
味
が
既
判
力
を
持
つ
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
は
、
後
の
部
分
で
執
行
力
を
否
定
し

て
い
る
こ
と
か
ら
推
測
さ
れ
る
。
但
し
そ
れ
が
既
判
力
そ
の
も
の
で
あ
る
の
か
、
既
判
力
の
拡
張
で
あ
る
の
か
は
明
確
で
は
な
い
。

と
こ
ろ
で
合
名
会
社
の
受
け
た
判
決
の
既
判
力
が
社
員
に
及
ぶ
こ
と
の
根
拠
を
や
や
明
ら
か
に
示
し
た
の
は
次
に
掲
げ
る
判
例
で
あ
る
。

(2) 

R
G
一
八
八

0
・
一
一
了
八
判
決

(
R
G
Z
三
・
五
七
)
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事
案
は
あ
ま
り
明
確
で
は
な
い
が
、
合
名
会
社
に
対
し
て
債
権
を
有
す
る
者
が
会
社
に
対
す
る
訴
訟
で
勝
訴
し
た
後
、
社
員
に
会
社
債
務

の
履
行
を
求
め
て
訴
え
を
提
起
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

R
G
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、
社
員
は
会
社
が
前
訴
に
お
い
て
提
出
し
ま
た
は

提
出
し
得
た
抗
弁
を
も
は
や
債
権
者
に
対
し
て
主
張
で
き
な
い
と
判
示
し
、
そ
の
理
由
は
「
合
名
会
社
は
な
ん
ら
特
別
の
人
格
を
有
す
る
も

の
で
は
な
い
。
会
社
財
産
の
主
体
は
そ
の
社
員
で
あ
る
。
会
社
の
商
号
は
個
々
の
社
員
、
が
会
社
関
係
に
関
し
て
総
括
さ
れ
る
名
称
で
あ
る
。

合
名
会
社
が
そ
の
商
号
の
下
に
訴
え
ら
れ
る
と
き
、
個
々
の
社
員
が
訴
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
会
社
を
代
理
す
る
資
格
を
有
す
る
社

員
に
対
し
て
訴
え
が
行
な
わ
れ
て
い
れ
ば
そ
の
訴
訟
係
属
は
す
べ
て
そ
の
時
の
社
員
に
対
し
て
発
生
す
る
。
従
っ
て
会
社
に
対
し
て
宣
告
さ

(3) 

れ
た
ゐ
責
判
決
は
す
べ
て
の
個
々
の
社
員
に
対
し
て
、
し
か
も
そ
の
者
た
ち
に
対
し
共
同
連
帯
債
務
者
(
問
。
ロ
2
-
2
7
c
Eロ
2)
と
し
て
宣
告

合名会社の受けた判決の社員に及ぼす効力について

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
」
と
こ
ろ
に
あ
る
と
し
た
。

こ
の
判
決
に
よ
っ
て
う
ち
出
さ
れ
た
ル

l
ル
す
な
わ
ち
、
合
名
会
社
は
法
人
格
を
持
た
な
い
、
従
っ
て
会
社
財
産
の
主
体
な
ら
び
に
会
社

の
行
為
主
体
は
そ
の
構
成
員
た
る
個
々
の
社
員
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
従
っ
て
会
社
が
判
決
の
名
宛
人
と
な
っ
て
い
る
と
し
て
も
そ
の
実
、
社

員
、
が
判
決
を
受
け
る
の
と
な
ん
ら
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
く
、
判
決
の
効
力
に
社
員
が
服
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
、
と
の
ル

l
ル
は
こ
の
判
決

以
後
も
踏
襲
さ
れ
て
札
パ
ド

(
R
G
Z
五
・
六
日
午

R

G

J

W
二
三
・
五
四
一

d
。

間

R
G
一
八
八
四
・
一
一
・
一
九
判
決

(
R
G
Z
一
三
・
九
六
)

本
判
決
は
既
判
力
よ
り
も
む
し
ろ
会
社
訴
訟
に
お
け
る
判
決
の
執
行
力
が
問
題
と
な
り
、
社
員
に
会
社
判
決
の
執
行
力
が
及
ぶ
こ
と
を
否

定
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
既
判
力
に
つ
い
て
は
、
会
社
に
対
す
る
前
訴
で
会
社
が
提
出
し
よ
う
と
思
え
ば
す
る
こ
と
の
で
き
た
抗
弁
は
、

後
の
社
員
に
対
す
る
訴
訟
で
社
員
が
こ
れ
を
提
起
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
判
示

k
r
o
つ
い
で
に
執
行
力
が
社
員
に
及
ぶ
こ
と
を
否
定

し
た
理
由
を
挙
げ
れ
ば
、
会
社
債
務
の
確
定
は
会
社
債
務
の
確
定
と
し
て
社
員
に
も
通
用
す
る
が
、
そ
れ
は
社
員
の
債
務
を
確
定
す
る
わ
け

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
会
社
債
務
と
社
員
の
債
務
と
は
別
個
で
あ
る
こ
と
を
前
提
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
従
来
の

北法33(2・39)337



説

判
例
と
は
異
な
る
傾
向
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
次
に
掲
げ
る
判
例
は
右
判
例
の
考
え
方
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
。

凶

R
G
一
八
九
三
・
二
・
二
八
判
決

(ωmz時
間
三
〉

R
E
4
四
八
・
四
一
一
一
一
一
)

本
件
は
債
権
者
の
会
社
に
対
す
る
請
求
棄
却
判
決
の
社
員
に
対
す
る
効
力
が
問
題
と
な
っ
た
事
例
で
あ
る
。

R
G
は
、
合
名
会
社
は
個
々

の
社
員
と
は
異
な
る
法
主
体
で
あ
り
、
従
っ
て
前
訴
は
(
後
訴
と
は
)
異
な
る
当
事
者
間
で
行
な
わ
れ
た
と
み
な
す
べ
き
で
あ
る
、
し
か
し

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
社
員
の
債
務
は
補
充
性
を
有
し
、
会
社
債
務
の
存
在
を
前
提
と
し
て
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
、
従
っ
て
会
社
債
務
の

存
在
を
確
定
す
る
判
決
の
効
力
は
社
員
に
も
及
ぶ
の
で
あ
り
、
ま
た
会
社
債
務
を
否
定
す
る
判
決
は
個
々
の
社
員
に
有
利
に
基
準
性
を
有
す

と
判
示
し
た
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
仰
の
判
決
と
は
異
な
り
、
社
員
は
会
社
判
決
の
既
判
力
自
体
を

毛必』
日間

る
こ
と
は
保
証
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
、

受
け
る
の
で
は
な
く
、
会
社
の
受
け
た
判
決
の
既
判
力
の
拡
張
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

な
お
特
に
理
由
を
示
す
こ
と
な
く
、
会
社
判
決
の
既
判
力
が
社
員
に
及
ぶ
旨
を
判
示
し
た
判
例
と
し
て

R
G
一
八
九
四
・
一

0
・
一
二
判

決

(
R
G
Z
三
四
・
三
六
一
)
、

R
G
一
八
九
五
・
九
・
二
四
判
決

(
R
G
Z
一
二
六
・
六

O
)
な
ど
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
現
行
H
G
B
成
立
以
前
の
判
例
で
、
会
社
訴
訟
に
お
け
る
判
決
の
既
判
力
が
社
員
に
及
ぶ
こ
と
を
否
定
し
た
、
と
評
価
さ
れ
て

い
る
も
の
が
あ
る
。
次
に
掲
げ
る
判
例
が
そ
れ
で
あ
る
。

同

R
O
H
G
一
八
七
六
・
七
・
二
六
判
決

(
R
O
H
G
二
0
・
一
八

O
な
ら
び
に

S
A
三
二
・
二
四

O
)

本
判
決
は
、
第
二
審
の
裁
判
官
が
、
旧

H
G
B
一
一
二
条
に
よ
れ
ば
社
員
は
会
社
の
債
務
の
た
め
に
連
帯
し
て
責
任
を
負
う
こ
と
、
同
一

一
七
条
に
よ
れ
ば
会
社
は
す
べ
て
の
社
員
(
』
&
2
0
E
m
-
-∞
n
E
P
2
)
に
よ
っ
て
裁
判
上
有
効
に
代
理
さ
れ
る
こ
と
、

は
な
い
こ
と
、
会
社
に
対
す
る
判
決
は
社
員
に
対
し
て
も
効
力
を
持
つ
こ
と
な
ど
を
根
拠
と
し
て
、
会
社
に
対
し
て
有
す
る
有
責
判
決
で
社

合
名
会
社
は
法
人
で

員
の
個
人
財
産
に
対
し
て
執
行
す
る
こ
と
を
認
め
た
こ
と
を
不
当
と
す
る
。
そ
の
た
め
既
判
力
の
問
題
は
後
景
に
退
き
、
執
行
力
こ
そ
が
問

題
と
な
る
べ
き
で
は
あ
っ
た
が
、
前
者
に
つ
い
て
も
次
の
よ
う
に
判
示
さ
れ
て
い
る
。
「
会
社
債
権
者
は
、
(
旧
)
H
G
B
一
一
二
条
に
よ
っ
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て
社
員
が
会
社
債
務
に
つ
き
連
帯
責
任
を
負
う
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
全
員
ま
た
は
数
名
に
対
し
て
、
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
に
対
し
て
社
員
は
自
己
固
有
の
抗
弁
(
た
と
え
ば
宮
口

E
S
仏
m
ロ
。
ロ
宮
窓
口
号
)
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
な
が
ら
他

(3) 

方
、
債
権
者
は
会
社
に
対
し
て
も
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
場
合
代
理
に
関
す
る
(
旧

)
H
G
B
一
一
七
条
が

適
用
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
裁
判
は
、
た
と
え
当
該
訴
訟
に
お
い
て
会
社
が
一
人
の
社
員
に
よ
っ
て
代
理
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
単
に
会

社
財
産
の
範
囲
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
す
べ
て
の
社
員
に
対
し
て
通
用
れ

μc」
こ
の
最
後
の
判
示
部
分
が
何
を
志
味
す
る
の
か
は
必
ず

し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
お
そ
ら
く
そ
の
趣
旨
は
会
社
に
対
す
る
判
決
の
執
行
力
は
会
社
財
産
の
範
囲
に
限
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

し
か
し
こ
こ
で

R
O
H
G
は
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
会
社
の
有
責
判
決
の
既
判
力
(
『
2

」豆町
E
S
)
が
社
員
に
及

で
あ
ろ
う
。

合名会社の受けた判決の社員に及ぼす効力について

ぶ
こ
と
を
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
。
も
し
こ
れ
を
肯
定
す
れ
ば
、
社
員
の
個
人
財
産
に
対
し
て
執
行
し
よ
う
と
思
え
ば
判
決

債
務
履
行
請
求
訴
訟
(
問
2
5
守

e
g
g
)
を
提
起
す
れ
ば
足
り
、
あ
ら
た
め
て
社
員
を
相
手
に
会
社
債
務
履
行
請
求
訴
訟
を
提
起
す
る
必
要
は

し
か
し

R
O
H
G
は
こ
れ
を
不
当
と
し
て
、
債
権
者
の
、
社
員
に
対
す
る
訴
訟
は
判
決
債
務
履
行
詰
求
訴
訟
で
は
な
い
と
し
た
。

な
く
な
る
。

こ
の
判
決
は
二
つ
の
方
向
か
ら
批
判
さ
れ
て
い
る
。

一
つ
は
会
社
判
決
の
社
員
に
対
す
る
既
判
力
(
吋
2
Y伝
g
g
)
を
肯
定
し
、

債
権
者

の
社
員
に
対
す
る
判
決
債
務
履
行
請
求
訴
訟

2
2
M
O
Y
&
g
g
)
空
認
め
な
け
れ
ば
、

百
品
目
)
を
提
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

債
権
者
と
し
て
は
二
重
の
訴
え
(
町
E
m
仏
。
君
)
巴
Z

こ
れ
で
は
H
G
B
一
一
七
条
に
よ
る
社
員
の
代
理
権
(
裁
判
上
の
代
理
権
)
が
、

H
G
B
一
一
四
条
に
よ
る
代
理
権
(
法
律
行
為
上
の
代
理
権
)
よ
り
も
制
限
的
に
な
る
こ
と
、
そ
し
て
判
決
に
よ
っ
一
て
生
じ
る
会
社
の
債
務

は
、
法
律
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
る
会
社
の
債
務
よ
り
も
よ
り
軽
減
さ
れ
た
も
の
に
な
る
と
い
う
誤
っ
た
判
断
が
本
判
決
の
基
礎
に
存
す
る
と

い
う
批
判
で
丸
山
山
。
他
の
批
判
は
、
本
判
決
が
既
判
力
の
問
題
と
執
行
力
の
問
題
と
を
混
同
し
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
両

者
は
別
個
の
問
題
で
あ
っ
て
、
前
者
の
肯
定
は
必
然
的
に
後
者
の
肯
定
に
つ
な
が
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
る
に
本
判
決
は
こ
の
点
を
誤
解

し
、
後
者
を
否
定
す
る
た
め
に
前
者
を
も
否
定
し
て
し
ま
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
不
当
で
あ
る
と
い
う
批
判
で
あ
る
。
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説

以
上
が

H
G
B
改
正
前
の
お
も
な
判
例
で
あ
る
。

R
G
一
九

O
一
・
四
・
一
三
判
決

(
R
G
Z
四
九
・
三
四

O
)

北法33(2・42)340

凶
に
掲
げ
た
判
例
と
同
様
の
理
論
構
成
に
よ
っ
て
会
社
判
決
の
既
判
力
が
社
員
に
及
ぶ
と
す
る
傾
向
は
現
行
H
G
B
成
立
以
後
も
続
い
て

ち'1>.
filHl 

行
く
。

C
U
 

本
判
決
の
判
示
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
合
名
会
社
は
法
人
格
を
持
た
な
い
、
す
な
わ
ち
会
社
は
社
員
と
は
異
な
る
人
格
を
持
つ
存
在
で

そ
こ
か
ら
実
体
法
上
帰
結
さ
れ
る
こ
と
と
し
て
、
会
社
債
務
は
社
員
の
債
務
と
異
な
る
も
の
で
は
な
く
、
会
社
債
務
の
た
め
に
社

は
な
い
。

員
は
一
方
で
は
会
社
財
産
を
も
っ
て
、
他
方
で
は
自
己
固
有
の
財
産
を
持
っ
て
責
任
を
負
っ
て
い
る
。
そ
し
て
訴
訟
法
的
に
は
合
名
会
社
が

訴
え
ま
た
は
訴
え
ら
れ
る
と
き
、
訴
訟
当
事
者
は
社
員
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
R
G
の
確
立
し
た
判
例
な
ら
び
に

H
G
B
一
二
九
条
が
認
め
て

い
る
よ
う
に
、
合
名
会
社
訴
訟
で
会
社
債
務
の
存
在
あ
る
い
は
不
存
在
に
つ
き
判
断
す
る
判
決
は
個
々
の
社
員
に
有
利
に
も
不
利
に
も
既
判

力
を
及
ぼ
す
。

そ
の
後
の
判
例
も
ほ
ぼ
こ
れ
に
従
う
傾
向
を
示
し
て
い
た
。

た
と
え
ば

R
G
一
九
一
二
・
七
・
三

O
判
決

(
R
G
Z
一
O
二
・
三

O
一)、

R
G
一
九
二
九
・
二
・
一
九
判
決

(
R
G
Z
一
一
一
四
・
一
四
六
)
、

B
G
H
一
九
五
一
・
一
一
・
一
六
判
決

(
R
G
Z
三
・
一
二
八
五
)
な
ど
。

も
っ
と
も
H
G
B
一
二
九
条
一
項
成
立
後
に
お
い
て
も
、
会
社
訴
訟
に
お
け
る
判
決
の
既
判
力
が
社
員
に
及
ぶ
こ
と
を
否
定
す
る
判
決
が
な

か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

ヴ

t本
判
決
は

H
G
B
一
二
九
条
一
項
を
無
視
し
て
会
社
訴
訟
に
お
け
る
判
決
の
既
判
力
が
社
員
に
及
ぶ
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
も
の
で
は
な

R
G
一
九

O
コ
了
四
・
四
判
決

(
J
W
一
九

O
三
・
二
四
一
)

い
。
む
し
ろ
本
条
項
で
社
員
に
対
す
る
既
判
力
を
認
め
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
つ
つ
も
そ
の
適
用
除
外
例
と
し
て
社
員
へ
の
既
判
力
を
、

本
件
で
は
、
否
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
事
案
は
会
社
へ
の
貸
金
債
務
に
つ
き
債
権
者
が
会
社
と
社
員
の
一
人
と
を
共
同
被
告
と
し
て
訴
え
を



提
起
し
た
と
こ
ろ
、
一
方
で
会
社
は
原
告
の
請
求
を
認
諾
し
、
他
方
社
員
は
債
務
の
存
在
を
争
っ
て
請
求
棄
却
を
、
会
社
が
認
諾
す
る
前
に
、

申
し
立
て
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
本
判
決
は
こ
の
よ
う
な
事
実
関
係
の
下
で
は
、
社
員
は
会
社
の
受
け
た
有
責
判
決
の
効
力
を
不
当
に
受

け
る
べ
き
で
は
な
く
、
社
員
は
会
社
債
務
の
存
在
に
関
す
る
抗
弁
を
含
む
す
べ
て
の
抗
弁
を
、

H
G
B
一
三
九
条
一
一
引
に
か
か
わ
ら
ず
、
留

保
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
判
示
し
た
。

た
と
え
会
社
が
認
諾
判
決
や
欠
席
判
決
を
受
け
た
場
合
で
も
、
社
員
は
こ
の
判
決
の
効
力
を
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
す
る
立
場
か
ら
の
批
判
が
あ
る
。

こ
の
判
決
に
対
し
て
は
、

(3) 

五

判
例
の
ま
と
め

合名会社の受けた判決の社員に及ぼす効力について

こ
れ
ま
で
の
判
例
に
お
い
て
は
、
会
社
の
受
け
た
判
決
の
既
判
力
が
社
員
に
及
ぶ
か
の
問
題
に
つ
き
、

こ
れ
を
肯
定
す
る
も
の
が
圧
倒
的

多
数
を
占
め
て
い
る
。

し
か
し
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
実
質
的
根
拠
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
か
を
問
う
な
ら
ば
、
多
く
の
判
例
は
あ
た
か

も
そ
の
こ
と
が
自
明
で
あ
る
か
の
ご
と
く
、
あ
る
い
は
既
に
確
立
し
た
判
例
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
こ
れ
を
肯
定
し
て
い
る
。
そ
の
中

に
あ
っ
て
根
拠
を
示
し
た
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
は
凶
の
判
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
後
の
多
く
の
判
例
は
、
少

(
凶
)

な
く
と
も
そ
の
結
論
に
お
い
て
、
そ
し
て
多
く
は
そ
の
理
論
構
成
に
お
い
て
も
こ
れ
に
追
随
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
根
拠
は
、
合
名
会
社

は
法
人
格
を
持
た
な
い
こ
と
、
そ
の
財
産
の
主
体
は
従
っ
て
社
員
で
あ
り
、
合
名
会
社
訴
訟
の
主
体
も
ま
た
社
員
自
身
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ

と
、
従
っ
て
社
員
は
訴
訟
当
事
者
と
し
て
判
決
の
既
判
力
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
に
尽
き
て
い
(
目
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
法
的
性
質
か
ら
の

一
副
仰
俳
誌
酬
は
、
既
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
他
の
諸
問
題
に
つ
い
て
は
批
判
の
多
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、

二
重
起
訴
の
問
題
、
共
同
訴
訟
形
態
の
問

北法33(2・43)341

題
、
参
加
形
態
の
問
題
等
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
果
し
て
こ
れ
が
他
の
諸
問
題
の
解
決
の
た
め
の
理
論
と
調
和
す
る
妥
当
な
解
釈
態
度
で
あ

る
と
言
え
る
か
は
問
題
で
あ
ろ
う
。

さ
て
右
の
よ
う
な
判
例
の
状
況
に
対
し
て
、
学
説
は
ど
の
よ
う
な
反
応
を
示
し
、
あ
る
い
は
ど
の
よ
う
な
理
論
構
成
で
、
ど
の
よ
う
な
結



説

諭
を
導
き
出
し
て
き
た
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
こ
の
こ
と
を
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

学

説

の

状

況

北法33(2・44)342

，1::... 
n品H

ムハω
学
説
に
お
い
て
も
、
判
例
と
同
様
に
、
会
社
訴
訟
の
判
決
の
既
判
力
が
社
員
に
及
ぶ
根
拠
を
、
合
名
会
社
は
法
人
格
を
持
た
ず
、
そ
の

法
主
体
す
な
わ
ち
訴
訟
に
お
け
る
当
事
者
は
個
々
の
社
員
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
会
社
を
名
宛
人
と
す
る
判
決
も
そ
の
笑
、
社
員
個
人
に
宛
て

て
宣
告
さ
れ
る
の
と
異
な
ら
な
い
、
従
っ
て
社
員
個
人
は
訴
訟
当
事
者
と
し
て
判
決
に
拘
束
さ
れ
る
と
す
る
も
の
が
あ
る
。

し
か
し
も
し
こ
の
立
場
を
貫
く
な
ら
ば
、
債
権
者
の
会
社
に
対
す
る
訴
訟
に
お
い
て
、
当
事
者
た
る
個
々
の
社
員
は
、
自
分
が
債
権
者
に

対
し
て
個
人
的
に
持
っ
て
い
る
抗
弁
を
提
出
し
て
争
う
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
り
、
ま
た
会
社
判
決
は
既
判
力
の
み
な

〔

幻

)

(

幻

)

ら
ず
執
行
力
を
も
社
員
に
及
ぼ
す
と
帰
結
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
結
論
は
し
か
し
当
時
と
し
て
も
好
ま
し
く
な
い
と
考
え
ら
れ
た
。

け
だ
し
合
名
会
社
訴
訟
は
多
く
の
場
合
、
裁
判
上
代
理
権
を
有
す
る
代
理
人
に
よ
っ
て
追
行
さ
れ
る
(
旧

H
G
B
一
一
七
条
一
項
)
の
で
あ

る
が
、
こ
の
代
理
人
は
合
名
会
社
の
代
理
人
で
あ
っ
て
、
個
々
の
社
員
の
代
理
人
で
は
な
い
。
従
っ
て
債
権
者
の
請
求
に
対
し
て
提
出
で
き

る
防
禦
方
法
も
、
社
員
個
人
に
帰
属
す
る
抗
弁
に
限
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

川
そ
こ
で
右
の
不
都
合
を
避
け
る
た
め
に
次
の
よ
う
な
主
張
が
あ
ら
わ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
確
か
に
会
社
に
対
す
る
訴
訟
と
社
員
に
対
す

る
訴
訟
と
で
は
、
当
事
者
は
同
一
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ぞ
れ
強
制
執
行
の
対
象
と
な
る
財
産
が
異
な
る
、
独
立
し
た
存
在
で
あ
る
。
従
っ

て
会
社
の
商
号
の
下
に
行
な
わ
れ
る
訴
訟
は
、
た
と
え
そ
の
当
事
者
が
社
員
個
人
で
は
あ
っ
て
も
、
会
社
関
係
に
対
し
て
の
み
向
け
ら
れ
る

も
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
防
禦
方
法
も
会
社
に
帰
属
す
る
も
の
に
制
限
さ
れ
る
こ
と
が
帰
結
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
う
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て

会
社
訴
訟
に
お
い
て
下
さ
れ
た
判
決
の
効
力
を
社
員
は
受
け
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
社
員
は
会
社
債
務
に
つ
き
債
権
者
に
対
し
て
連

帯
し
て
責
任
を
負
う
の
で
あ
る
か
ら
、
債
権
者
と
し
て
は
社
員
の
個
人
財
産
を
も
自
己
の
債
権
を
担
保
す
る
財
産
と
し
て
把
握
で
き
る
。
そ

(
お
)

れ
ゆ
え
会
社
訴
訟
に
お
け
る
判
決
の
既
判
力
は
社
員
に
及
ぶ
、
と
。



し
か
し
右
説
の
ご
と
く
会
社
関
係
に
お
い
て
、
そ
の
法
主
体
は
社
員
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
が
、
主
体
の
同
一
性
を
認
め
な
が
ら
、

独
立
し
た
執
行
対
象
財
産
を
持
つ
こ
と
か
ら
会
社
関
係
と
い
う
独
立
し
た
法
律
関
係
を
導
き
出
す
こ
と
は
い
か
に
し
て
可
能
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
理
論
は
独
立
し
た
財
産
に
よ
る
会
社
関
係
と
い
う
仮
面
の
下
で
実
は
合
名
会
社
の
法
人
格
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
と
批
判
さ
れ

て
い
る
。

(3J 

者
同
与
は
合
名
会
社
、
が
そ
の
商
号
の
下
に
訴
え
ま
た
は
訴
え
ら
れ
る
現
象
を
、
形
式
的
当
事
者
能
力
と
い
う
当
事
者
能
力
概
念
探
究
の

た
め
の
好
個
の
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
説
く
と
こ
ろ
の
骨
子
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
合
名
会
社
は
形
式
的
当
事
者
能
力
の
み
を
持

つ
。
従
っ
て
合
名
会
社
が
そ
の
商
号
で
訴
え
ま
た
は
訴
え
ら
れ
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
の
意
義
は
社
員
が
一
つ
の
集
合
名
称
(
穴
巳

rzzt

E
g
m
)
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
実
質
的
な
当
事
者
は
社
員
で
あ
っ
て
、
合
名
会
社
は
法
人
格
を
持
た
な
い
以

上
、
あ
た
か
も
こ
れ
に
法
人
格
を
付
与
す
る
よ
う
な
帰
結
を
認
め
る
べ
き
で
な
い
。
す
な
わ
ち
社
員
が
当
事
者
で
あ
れ
ば
、
執
行
対
象
財
産

の
制
限
は
実
定
法
規
が
こ
れ
を
認
め
る
場
合
に
の
み
可
能
と
な
る
。
従
っ
て
執
行
対
象
財
産
を
会
社
財
産
に
限
る
か
否
か
は
原
告
の
意
思
如

何
に
か
か
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
原
告
の
意
思
で
こ
れ
を
社
員
の
個
人
財
産
に
ま
で
広
げ
る
と
し
て
も
そ
れ
は
訴
え
の
追
加
的
変
更
で
は
な

く
、
単
な
る
請
求
の
拡
張
に
す
ぎ
な
い
。
従
っ
て
会
社
財
産
の
独
立
性
を
も
っ
て
執
行
対
象
財
産
の
制
限
は
導
き
得
な
い
。
以
上
が
合
名
会

社
訴
訟
の
当
事
者
を
社
員
と
解
す
る
場
合
の
論
理
的
帰
結
で
あ
る
。
し
か
し
問
題
を
解
く
鍵
は
む
し
ろ
、
会
社
と
個
々
の
社
員
と
は
異
な
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
、
会
社
の
債
権
債
務
は
社
員
の
そ
れ
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
会
社
の
訴
え
ま
た
は
会
社
に
対
す
る
訴

え
は
、
社
員
の
ま
た
は
社
員
に
対
す
る
訴
え
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
な
ど
の
認
識
の
中
に
あ
り
、
さ
ら
に
会
社
の
別
財
産
(
∞
。
ロ
円
四
日
a

zロロ
S
2
)
は
個
々
の
社
員
の
個
別
的
処
分
か
ら
免
れ
る
、
会
社
の
目
的
に
役
立
て
ら
れ
る
財
産
を
形
成
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
中
に
あ

る
。
こ
こ
か
ら
訴
え
と
判
決
の
必
然
的
統
一
が
導
か
れ
、
さ
ら
に
純
粋
に
個
人
的
な
性
質
を
持
つ
防
禦
方
法
の
不
許
が
導
か
れ
る
。
従
っ
て

会
社
に
対
し
て
判
決
が
下
さ
れ
て
も
な
お
、
社
員
は
国
有
の
抗
弁
を
行
使
で
き
る
機
会
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

北法33(2・45)343

(3) 

合名会社の受けた判決の社員に及ぼす効力について



説

も
っ
と
も
右
の
よ
う
な
制
限
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
会
社
に
対
す
る
判
決
が
社
員
に
対
し
て
既
判
力
を
持
た
な
い
と
は
帰
結
さ
れ
な
い
。

北法33(2・46)344

個
々
の
社
員
の
債
務
で
も
あ
る
会
社
債
務
に
関
す
る
判
決
と
し
て
、
後
に
社
員
に
固
有
の
抗
弁
が
提
出
さ
れ
る
と
い
う
留
保
付
で
既
判
力
を

自命

持
つ
。
社
員
は
も
は
や
会
社
債
務
の
存
在
を
争
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
従
っ
て
会
社
訴
訟
に
お
け
る
棄
却
判
決
は
社
員
に
直
接
既
判
力
の
抗

弁
を
与
え
、
会
社
の
有
責
判
決
は
社
員
の
個
人
財
産
に
対
す
る
執
行
力
を
与
え
る
。

以
上
が
司

R
Y
の
主
張
で
あ
る
。
宅
同
与
は
会
社
訴
訟
に
お
い
て
は
、
社
員
の
個
人
的
抗
弁
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
反

面
、
抗
弁
提
出
の
機
会
は
会
社
に
対
す
る
判
決
後
も
社
員
に
留
保
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
判
決
は
社
員
に
対
し
て
既
判

力
を
持
っ
と
す
る
。
そ
れ
は
個
々
の
社
員
の
債
務
で
も
あ
る
会
社
債
務
に
関
す
る
判
決
と
し
て
既
判
力
を
持
つ
の
で
あ
っ
て
、
あ
た
か
も
被

相
続
人
に
対
す
る
判
決
が
相
続
人
に
対
し
て
既
判
力
を
持
つ
こ
と
と
同
様
で
あ
る
と
す
る
。
こ
こ
で
者
同
口
一
が
考
え
て
い
る
の
は
、
明
文
で

既
判
力
の
拡
張
、
が
認
め
ら
れ
て
い
る
訴
訟
係
属
後
の
承
継
人
と
同
様
の
根
拠
で
社
員
に
対
す
る
既
判
力
拡
張
、
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
し
か
し
社
員
は
そ
の
入
社
が
会
社
訴
訟
の
係
属
の
前
後
を
問
わ
ず
会
社
債
務
の
た
め
に
責
任
を
負
う
。
し
か
も
そ
の
責
任
の
根
拠
は

義
務
の
承
継
に
あ
る
の
で
は
な
く
、

会
社
の
信
用
能
力
を
高
揚
す
る
た
め
の
法
定
責
任
で
あ
る
。

そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
者

R
r
が
相
続

人
に
似
せ
て
既
判
力
の
拡
張
を
は
か
る
根
拠
は
、
社
員
の
責
任
が
相
続
人
の
被
相
続
人
に
対
す
る
関
係
と
同
様
、
会
社
の
責
任
と
そ
の
範
囲
、

態
様
に
お
い
て
一
致
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

し
か
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
む
し
ろ
承
継
と
い
う
点
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
と

思
わ
れ
る
明
文
規
定
を
根
拠
と
し
て
、
社
員
に
対
す
る
既
判
力
拡
張
を
説
く
こ
と
に
は
問
題
が
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
会
社
と
社
員
と
は
別
個
の
法
主
体
で
あ
る
と
の
認
識
を
岩
田
ロ
ゲ
が
持
っ
た

注
目
に
値
す
る
。

(
前
々
項
凶
判
例
以
前
で
あ
る
〉

と
い
う
こ
と
は

し
か
し
な
が
ら
当

R
Y
以
降
も
、

〔
お
)

(
去
の
の

2
由

S
F白ロ仏
mmHHMmuE
田
口
}
阿
国
主
で
あ
る
と
し
て
、

(
幻
)

張
が
続
い
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

一
方
で
は
合
名
会
社
の
法
的
性
格
を
個
々
の
社
員
の
総
体
と
し
て
の
合
手
的
共
同
体

会
社
訴
訟
に
お
け
る
判
決
の
既
判
力
は
有
利
に
も
不
利
に
も
社
員
に
及
ぶ
と
の
主



凶
右
の
傾
向
と
は
逆
に
合
名
会
社
法
人
説
の
立
場
を
主
張
し
て
い
た
の
は
開

2
2閉場開。
Z
M
な
ど
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
ら
が
会
社
訴
訟

に
お
け
る
判
決
の
社
員
へ
の
効
力
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
を
見
て
み
よ
う
。
法
人
説
の
立
場
か
ら
は
、
合
名
会
社
の
訴
訟
と

社
員
筒
人
の
訴
訟
と
は
別
個
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
訴
訟
に
お
け
る
当
事
者
も
、
従
っ
て
、
別
個
で
あ
る
こ
と
が
当
然
の
前
提
で
あ
る
。
し

か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
会
社
に
対
す
る
判
決
は
社
員
に
と
っ
て
意
味
の
な
い
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
「
た
と
え
有
責
判
決
が
債
務

な
お
こ
の
確
認
は
義
務

の
原
因
(
円
同
己
的
R
O
E
-
m
2
0ロ
山
田
)
と
は
な
ら
ず
、
既
に
発
生
し
て
い
る
債
務
を
確
認
す
る
だ
け
で
あ
る
と
し
て
も
、

を
課
す
る
(
。
豆
町
∞
巳
2
5
n
y
)
効
力
を
持
つ
。
判
決
が
不
当
な
根
拠
に
よ
っ
て
不
当
に
言
い
渡
さ
れ
た
の
で
あ
る
と
し
て
も
な
お
既
判
力
を

(3) 

有
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

そ
の
確
定
に
よ
っ
て
債
務
を
負
っ
て
い
な
か
っ
た
者
が
債
務
を
負
う
に
至
る
。
そ
こ
で
社
員
は
合
名
会
社
の
す
べ
て

合名会社の受けた判決の社員に及ぼす効力について

の
義
務
の
た
め
に
責
任
を
負
う
の
で
あ
る
か
ら
、
判
決
ま
で
に
社
員
で
あ
っ
た
者
、
あ
る
い
は
そ
の
後
社
員
と
な
っ
た
者
に
対
し
て
、
確
定

判
決
に
よ
っ
て
生
じ
た
義
務
が
存
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
結
果
社
員
は
判
決
後
に
会
社
が
取
得
す
る
に
至
っ
た
抗
弁
か
あ
る
い
は
自
己
固

有
の
抗
弁
を
も
っ
て
の
み
紡
禦
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
す
ぎ
な
く
な
る
。
ま
た
会
社
に
対
す
る
請
求
を
棄
却
す
る
判
決
は
、
そ
の
判
決
自
体

と
し
て
で
は
な
く
、
会
社
を
債
務
か
ら
解
放
す
る
も
の
と
し
て
す
べ
て
の
社
員
の
た
め
に
効
力
を
及
ぼ
す
。
け
だ
し
社
員
は
か
つ
て
は
一
度

会
社
が
債
務
を
負
う
に
至
っ
た
が
、
今
は
存
在
し
な
い
債
務
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
の
で
は
な
く
、
会
社
が
今
現
に
負
う
債
務
の
た
め
に
の

み
責
任
を
負
う
か
ら
で
あ
る
。
」

右
の
主
張
は
必
ず
し
も
合
名
会
社
法
人
説
と
の
み
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
い
。
合
名
会
社
非
法
人
説
に
立
っ
た
と
し
て
も
、
会
社
と
社
員

と
が
訴
訟
法
上
別
個
の
主
体
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
説
に
従
う
者
に
よ
っ
て
繰
り
返
し
主
張
さ
れ
て
い
る
考
え
方
で
あ
る
。

北法33(2・47)345

こ
の
考
え
方
は
、
会
社
が
確
定
判
決
に
よ
っ
て
一
定
の
債
務
を
負
う
こ
と
を
確
認
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
な
ん
ら
債
務
を
負
う
も
の
で
な
い

こ
と
を
確
認
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
、
社
員
と
の
関
係
に
お
い
て
は
あ
く
ま
で
も
実
体
法
の
レ
ベ
ル
の
問
題
、
す
な
わ
ち
社
員
の
責
任
内
容

の
解
釈
の
問
題
と
し
て
評
価
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
対
し
て
は
、

な
に
ゆ
え
社
員
の
責
任
を
実
体
法
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上
そ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
、
が
で
き
る
の
か
と
い
う
素
朴
な
疑
問
が
湧
く
。
換
言
す
れ
ば
、
な
に
ゆ
え
会
社
、
が
不
当
に
有
責
判
決
を
受
け

た
と
い
う
場
合
、
社
員
は
会
社
債
務
の
不
存
在
を
主
張
・
立
証
し
て
責
任
を
免
れ
る
道
が
閉
ざ
さ
れ
る
の
か
の
問
題
で
あ
る
。
社
員
の
責
任

の
性
質
上
、
そ
の
内
容
は
、
会
社
が
有
責
判
決
を
受
け
た
場
合
に
は
そ
の
判
決
内
容
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
い
う
帰
結
は
実
体
法
の
解
釈

だ
け
か
ら
当
然
帰
結
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か

(
H
G
B
一
二
九
条
一
項
を
抜
き
に
し
て

H
G
B
一
二
八
条
か
ら
当
然
導
き
出
さ
れ
る
も
の

北法33(2・48)346

論

で
あ
ろ
う
か
〉
。
右
の
結
論
を
導
き
出
す
た
め
に
は
、

(
出
)

で
は
な
か
ろ
う
か
。

戸
町

U

会
社
判
決
の
判
断
内
容
の
社
員
に
対
す
る
拘
束
力
を
認
め
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
の

合
名
会
社
法
人
説
の
有
力
な
論
者
で
あ
っ
た
問
。

E
2
は
同
時
に
、
既
判
力
本
質
論
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
実
体
法
説
の
信
奉
者
で
あ
っ

た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
実
体
法
説
に
よ
れ
ば
、
確
定
判
決
の
既
判
力
に
よ
っ
て
真
の
実
体
法
的
権
利
関
係
が
変
更
を
受
け

新
た
な
実
体
法
的
権
利
関
係
が
創
り
出
さ
れ
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
合
名
会
社
の
社
員
は
会
社
に
現
在
お
よ
び
将
来
発
生
す
る
義
務
の
た
め

に
責
任
を
負
う
の
で
あ
る
か
ら
、
会
社
に
対
す
る
判
決
確
定
以
後
は
、
判
決
に
よ
っ
て
生
じ
た
債
務

(ω
手口
E
a
E
L
-
2
5
)
の
た
め
に
責

任
を
負
う
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
も
問
題
は
す
べ
て
実
体
法
レ
ベ
ル
に
還
元
さ
れ
、
社
員
に
対
す
る
既
判
力
拡
張
は
問
題
に
は
な
ら
な
い
か
の

よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。
確
か
に
社
員
は
会
社
に
現
在
お
よ
び
将
来
発
生
す
る
債
務
の
た
め
に
責
任
を
負
う
。
し
か
し
会
社
が
判
決
を
受
け

る
と
以
後
は
判
決
に
よ
っ
て
生
じ
る
債
務
の
た
め
に
責
任
を
負
う
と
ま
で
い
え
る
か
は
問
題
で
あ
る
。
訴
訟
は
一
定
の
実
体
法
上
の
権
利
義

務
関
係
の
存
在
を
前
提
と
し
て
行
な
わ
れ
る
こ
と
を
認
め
る
実
体
法
説
の
立
場
か
ら
は
な
お
、
社
員
は
会
社
に
対
す
る
判
決
内
容
の
不
当
性

を
主
張
・
立
証
し
て
会
社
の
有
責
判
決
以
後
も
責
任
を
免
れ
る
余
地
は
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
実
体
法
説
と
い
え
ど
も
判
決
の
相
対
効
は
原
則

と
し
て
承
認
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
社
員
が
会
社
の
有
責
判
決
以
後
は
判
決
内
容
ど
お
り
の
債
務
を
負
う

と
解
す
る
な
ら
ば
、
な
に
ゆ
え
社
員
は
右
判
決
の
不
当
性
を
主
張
・
立
証
す
る
こ
と
が
妨
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
の
根
拠
が
示
さ
れ
な
け
れ

そ
し
て
社
員
が
会
社
債
務
の
た
め
に
連
帯
債
務
を
負
う
こ
と
と
、
会
社
が
判
決
に
よ
り

ωロ
グ
己
門
戸
諸
官
去
2
5
を
負
う
こ

ば
な
ら
な
い
。



と
と
の
連
結
だ
け
で
は
そ
の
根
拠
と
し
て
十
分
と
は
言
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

同
様
の
疑
問
は
他
の
実
体
法
説
論
者
に
対
し
て
も
向
け
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
冨

ELm-日間
c
r
p
∞R
F
c
E
M可
に
よ
れ
ば

「
X
Y
間
の
判
決

の
中
で

X
Y
間
に
存
在
す
る
法
(
河
巾
円
宮
)
と
し
て
宣
告
さ
れ
た
こ
と
は
、

X
Y
聞
で
法
で
あ
る
こ
と
を
伺
人
も
争
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
い

う
こ
と
は
自
明
の
理
で
あ
る
。
そ
こ
で
会
社
債
務
を
会
社
に
対
し
て
既
判
力
を
持
っ
て
確
定
す
る
判
決
の
既
判
力
効
は
社
員
に
対
し
て
も
及

(3) 

ぶ
。
け
だ
し
社
員
が
第
三
者
の
抗
弁
(
会
社
が
債
権
者
に
対
し
て
持
つ
抗
弁
)
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
際
に
は
、
そ
れ
に
関
す
る
第
三
者
の
判

決
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」
と
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
H
G
B
一
二
九
条
一
一
項
は
一
種
の
注
意
規
定
で
あ
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

合名会社の受けた判決の社員に及ぼす効力について

確
か
に
会
社
が
債
権
者
に
対
し
て
有
す
る
抗
弁
を
社
員
が
援
用
す
る
と
き
こ
れ
を
第
三
者
の
抗
弁
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し

そ
の
場
合
、
常
に
、
第
三
者
が
、
当
該
抗
弁
を
契
約
あ
る
い
は
既
判
力
の
効
果
と
し
て
遮
断
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
実
際
に
主
張
で
き
る
と
き

に
限
っ
て
援
用
権
者
の
援
用
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
根
拠
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
な
に
ゆ
え
第
三
者
が
判
決
の
既
判
力

に
よ
り
当
該
抗
弁
の
主
張
を
妨
げ
ら
れ
る
と
き
、
援
用
権
者
は
こ
れ
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
第
三
者
に
属

す
る
抗
弁
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
を
手
続
上
主
張
す
る
機
会
が
援
用
権
者
に
独
自
に
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
全
く
認
め
ら
れ
な
い
と

頭
か
ら
決
め
つ
け
る
根
拠
は
認
め
ら
れ
ず
、
第
三
者
が
こ
れ
を
援
用
で
き
な
い
と
き
、
直
ち
に
援
用
権
者
も
こ
れ
を
主
張
で
き
な
く
な
る
こ

と
が
ア
・
プ
リ
オ
リ
の
も
の
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
た
め
に
は
そ
れ
な
り
の
根
拠
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

同
様
の
疑
問
は
司

Emg回
同

2
r
2
に
対
し
て
も
向
け
ら
れ
る
。

彼
に
よ
れ
ば
「
社
員
は
会
社
の
す
べ
て
の
義
務
の
た
め
に
連
借
債
務
者
と

し
て
責
任
を
負
う
の
で
あ
る
か
ら
、
会
社
が
既
判
力
を
も
っ
て
支
払
い
の
た
め
に
有
責
判
決
を
受
け
、
会
社
が
現
在
債
務
を
負
う
こ
と
が
確

と
さ
れ
る
。

定
さ
れ
る
場
合
に
は
、
あ
と
は
自
己
の
人
的
抗
弁
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
る
。
」

者
と
共
謀
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
判
決
に
よ
り
生
じ
た
債
務
に
つ
き
責
任
を
負
う
と
す
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
、
社
員
が

H
G
B
一
二
八
条

し
か
も
社
員
は
会
社
が
債
権

北法33(2・49)347



説

に
よ
り
当
然
の
こ
と
と
し
て
責
任
を
負
う
と
解
す
る
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
。

北法33(2・50)348

論

以
上
に
お
い
て
実
体
法
説
論
者
の
説
く
と
こ
ろ
を
概
観
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば

H
G
B
一
二
九
条
一
項
は
注
意
規
定
で
あ

る
に
と
ど
ま
り
、
社
員
に
会
社
判
決
の
内
容
ど
お
り
の
責
任
を
負
わ
せ
る
た
め
に
は

H
G
B
一
二
八
条
で
足
り
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し

か
し
私
に
は
右
の
よ
う
に
言
い
切
る
こ
と
が
で
き
る
か
に
つ
い
て
疑
問
が
あ
る
。

そ
こ
で
次
に
訴
訟
法
説
に
よ
る

H
G
B
一
二
九
条
一
項
の
位
置
づ
け
な
ら
び
に
会
社
判
決
の
社
員
に
対
す
る
効
力
問
題
一
般
を
概
観
し
て

み
る
こ
と
に
す
る
。

す (6)
る

確
カミ

メ与
口

名
A 
Z文

字土
tま
法
人
で
は.
な
し、

国
間
口
耳
石
は
者
同
ロ
}
回
、
が
否
定
的
評
価
を
与
え
た

R
O
H
G
の
判
例
理
論
こ
そ
が
合
名
会
社
の
性
質
を
判
断
す
る
際
に
重
要
で
あ
る
と

し
か
し
同
時
に
合
名
会
社
は
い
く
つ
か
の
非
常
に
重
要
な
関
係
に
お
い
て
法
人
と
同
様
に
取

り
扱
わ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
民
法
上
の
組
合
と
は
性
質
を
異
に
す
る
。
す
な
わ
ち
合
名
会
社
は
独
自
の
財
産
を
有
し
、
そ
れ
は
社
員
の
私
的
財

そ
の
主
体
と
し
て
会
社
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
会
社
の
持
つ
別

財
産

(ω
。ロ円山

2
4
2
B
α
m
g
)
に
よ
り
会
社
は
社
員
か
ら
分
た
れ
、
実
質
的
に
も
当
事
者
能
力
を
持
つ
。
従
っ
て
会
社
訴
訟
は
社
員
の
訴
訟
か

ら
完
全
に
独
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
会
社
の
権
利
関
係
が
社
員
の
権
利
関
係
の
た
め
に
基
準
性
を
持
つ
限
り
で
、
会
社
の
訴
訟
追
行

の
結
果
は
社
員
に
と
っ
て
も
基
準
性
を
持
つ
。
す
べ
て
の
社
員
は
彼
の
社
員
関
係
存
続
中
に
発
生
す
る
債
務
の
た
め
に
、
そ
の
発
生
の
態
様

を
全
く
顧
慮
す
る
こ
と
な
く
、
会
社
と
と
も
に
連
帯
債
務
者
と
し
て
責
任
を
負
う
。
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
自
ず
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る

産
か
ら
完
全
に
分
離
し
た
単
一
体
(
例
区
}
括
主
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
、

が、

H
G
B
一
二
九
条
一
項
は
従
来
存
在
し
た
疑
い
を
取
り
除
く
た
め
に
ー

l
会
社
が
提
起
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
あ
ら
ゆ
る
抗
弁
が
社
員

に
切
断
さ
れ
る
と
い
う
か
た
ち
で
|
|
次
の
こ
と
を
明
示
的
に
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
会
社
債
務
の
既
判
力
あ
る
確
定
も
ま
た

社
員
に
対
し
て
、
社
員
の
債
務
の
確
定
と
し
て
で
は
な
く
、
会
社
が
債
務
を
負
う
か
ど
う
か
の
問
題
を
不
可
争
と
す
る
た
め
に
効
力
を
及
ぼ

す
。
し
か
し
社
員
個
人
に
帰
属
す
る
抗
弁
は
そ
れ
に
よ
っ
て
な
ん
ら
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
な
く
残
る
。
他
方
そ
れ
に
対
応
し
て
判
決
に
よ



る
会
社
債
務
の
否
定
は
社
員
を
利
九
ふ
。

以
上
が
出
向
子
三
ぬ
の
主
張
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
会
社
債
務
の
会
社
に
対
す
る
確
定
が
、

そ
れ
と
し
て
社
員
に
対
し
て
も
効
力
を
及
ぼ
す

そ
の
効
力
の
内
容
に
つ
い
て
国
巳
-
玄
関
自
身
の
中
に
そ
の
考
え
方
に
つ
い
て
変
遷
が
あ
る
。

解
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
当
事
者
の
権
利
関
係
に
第
三
者
の
権
利
関
係
が
依
存
す
る
場
合
に
、
当
事
者
の
た
め
に
判
決
が
持
つ
諸
効
果
に
関

し
て
、
当
該
判
決
は
第
三
者
の
た
め
に
も
効
力
を
及
ぼ
す
と
い
う
一
般
論
を
た
て
、
そ
の
特
徴
あ
る
例
を

H
G
B
一
二
九
条
一
項
の
中
に
見

出
し
て
い
(
問
。
彼
に
よ
れ
ば
会
社
と
社
員
と
は
連
帯
債
務
者
の
関
係
に
あ
る
。
し
か
し
会
社
債
務
の
存
在
が
社
員
債
務
の
存
在
の
前
提
問
題

と
す
る
、

彼
は
最
初
右
の
効
力
を
反
射
効
と

(3) 

で
あ
る
と
い
う
関
係
に
も
あ
る
。
そ
こ
で
会
社
債
務
の
存
否
と
い
う
前
提
問
題
に
つ
い
て
の
判
決
が
社
員
を
拘
束
す
る
か
を
決
定
す
る
た
め

合名会社の受けた判決の社員に及ぼす効力について

B
G
B
四
二
五
条
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
む
し
ろ

H
G
B
一
一
一
九
条
二
引
が
同
二
一
八
条
と
の
結
合
に
よ
り
特
別
な
法
命
題
を

構
成
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
定
式
化
さ
れ
る
。
「
債
権
者
が
現
在
会
社
か
ら
請
求
す
る
こ
と
の
で
き
る
す
べ
て
を
、
社
員

が
人
的
抗
弁
を
有
し
な
い
場
合
に
は
、
社
員
に
対
し
て
も
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
こ
の
こ
と
は
、
債
権
者
が
会
社
に
対
し
て
請
求
す

ず

」

キ
i
h

、

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
、
そ
の
義
務
が
判
決
に
よ
っ
て
肯
定
さ
れ
る
と
き
は
、
誰
も
疑
う
こ
と
の
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
と
い
う
根
拠
に

よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。

出巾

-Z百
の
反
射
効
説
の
内
容
は
右
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
説
は
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
既
に
述
べ
た
実
体
法
説
の
欠
陥
を
、
会
社
が
有

責
判
決
の
効
力
に
よ
り
も
は
や
提
出
す
る
こ
と
の
で
き
な
く
な
っ
た
抗
弁
を
社
員
も
ま
た
提
出
で
き
な
く
な
る
と
す
る

H
G
B
一
二
九
条
一

項
を
加
味
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
補
い
つ
つ
も
、
実
体
法
説
と
同
様
の
結
論
を
実
体
法
レ
ベ
ル
の
議
論
で
導
き
出
そ
う
と
す
る
巧
妙
な
理
論
で

あ
っ
た
。

北法33(2・51)349

し
か
し
こ
れ
が
国
巳
}
耳
石
の
既
判
力
の
本
質
に
関
す
る
基
本
的
立
場
(
訴
訟
法
説
)
と
ど
の
よ
う
に
調
和
す
る
か
は
問
題
で
あ
っ
た
。
彼

の
基
本
的
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
債
権
者
・
合
名
会
社
聞
の
訴
訟
に
お
け
る
会
社
債
務
の
存
否
の
判
断
は
、
同
一
当
事
者
間
・
同
一
請
求
の
後



説

訴
に
お
い
て
、
裁
判
所
が
矛
盾
す
る
判
断
を
下
す
こ
と
を
阻
止
す
る
効
力
を
持
つ
に
と
ど
ま
る
。
前
訴
で
会
社
債
務
が
存
在
す
る
と
の
判
断

が
下
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
会
社
は
債
権
者
か
ら
の
請
求
を
拒
む
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
そ
し
て
右
の
判
決
が
存
在
す
る

し
か
し
判
決
の
判
断
内
容
を
社
員
が
争
う
こ
と
が
で
き
る
か
は
も
は
や
事
実
の
問
題
で
は
な
い
。
社
員
・
債
権

か
は
事
実
の
問
題
で
あ
る
。

北法33(2・52)350

論

者
聞
の
後
訴
で
社
員
が
前
訴
判
決
の
判
断
内
容
を
争
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
社
員
も
ま
た
前
訴
の
判
断
内
容
に
拘
束
さ

れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
は
社
員
に
会
社
判
決
の
既
判
力
が
及
ぶ
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

H
G
B
一
二
九
条
一
項
に
前
訴
判

決
の
効
力
に
よ
る
会
社
の
抗
弁
の
切
断
の
効
果
を
社
員
に
も
及
ぼ
す
内
容
を
与
え
よ
う
と
す
る
限
り
、
本
条
項
を
た
と
え
H
G
B
一
二
八
条

と
組
み
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
で
、
問
題
を
す
べ
て
実
体
法
の
レ
ベ
ル
に
お
し
と
ど
め
る
こ
と
は
無
理
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
か
く
し

て
出
巳

Z
釘
自
身
後
に

H
G
B
一
二
九
条
一
項
を
反
射
効
(
実
体
法
上
の
効
果
〉
規
定
と
す
る
こ
と
に
疑
問
を
呈
す
る
に
至
っ
た
。

し
か
し
同
丘
一

3
m
の
反
射
効
説
が
主
張
さ
れ
て
以
来
こ
れ
を
信
奉
す
る
学
説
が
相
次
い
だ
。
し
か
し
こ
こ
で
は
特
徴
あ
る
二
人
の
学
説
を

掲
げ
る
に
と
ど
め
(
日
。
一
人
は

F
5
2
で
あ
り
、
他
は
出

o
E白
ロ
ロ
で
あ
る
。

間
関
口
同
門
同
一
日
も
白
色

Z-∞
と
同
様
、
合
名
会
社
と
社
員
と
は
債
権
者
に
対
し
て
法
恥
骨
務
t
r
b
レ
も
責
任
を
負
う
と
考
え
る
。
そ
し
て

B
G
B
の
連
帯
債
務
規
定
の
適
用
、
就
中
、
確
定
判
決
の
相
対
効
を
明
示
し
た
四
二
五
条
二
項
の
適
用
が
あ
り
、

H
G
B
一
二
九
条
一
項
は

そ
の
例
外
を
定
め
た
規
定
で
は
な
い
と
す
る
。

H
G
B
一
二
九
条
一
項
は
既
判
力
拡
張
を
認
め
て
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
本
条
項
が
認
め

て
い
る
の
は
、
会
社
に
帰
属
す
る
抗
弁
が
、
会
社
に
対
し
て
生
じ
る
実
体
法
な
ら
び
に
手
続
法
上
の
根
拠
に
よ
っ
て
提
出
不
可
能
と
な
る
と

き
、
社
員
も
ま
た
こ
れ
を
援
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
い
う
規
範
で
あ
る
。
た
と
え
ば
会
社
が
債
務
の
承
認
に
よ
り
時
効
の
抗
弁
を

放
棄
す
れ
ば
、
社
員
は
時
効
の
抗
弁
の
援
用
が
で
き
な
く
な
り
、
会
社
が
敗
訴
判
決
を
受
け
れ
ば
そ
の
判
決
の
効
果
に
よ
り
会
社
、
が
遮
断
さ

れ
る
抗
弁
を
社
員
も
ま
た
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
そ
し
て
後
者
は
あ
く
ま
で
も
判
決
の
存
在
と
結
び
つ
く
実
体
法
上
の
効
果
で

あ
る
と
主
張
す
る
。



こ
の
同

E
Z
2
の
付
随
効

(
Z
m
σ
2
4
4
E
Eロ
閃
)
説
に
対
し
て
は
、
合
名
会
社
自
身
で
さ
え
訴
訟
法
上
失
う
だ
け
の
抗
弁
を
社
員
は
実
体

法
上
も
失
う
こ
と
に
な
る
の
は
、
社
員
の
債
務
の
態
様
は
会
社
債
務
の
態
様
に
従
う
と
い
う
社
員
債
務
の
会
社
債
務
へ
の
依
存
関
係
か
ら
い

え
ば
背
理
で
は
な
い
か
と
の
司
品
2
2
m
n
r
z
か
ら
の
批
判
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で

H
G
B
一
二
九
条
一
項
を
判
決
の
存
在
を
要
件
と
し
て
抗
弁
援
用
権
喪
失
と
い
う
実
体
法
上
の
効
果
を
生
み
出
す
実
体
法
規
範

(3) 

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
の
当
然
の
帰
結
と
し
て
、
当
該
の
効
果
を
生
み
出
す
た
め
の
要
件
た
る
判
決
の
存
在
の
主
張
、
立
証
は
当
事

者
が
行
な
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に
既
判
力
拡
張
説
と
の
重
要
な
実
際
的
相
違
が
あ
る
と
い
う
こ
と

ι時
日
。

附
剛
山
一
O
問
自
由
時
十
は
、

H
G
B
一
二
九
条
一
項
を
、

F
Eロ
2
と
同
様
、

純
粋
に
実
体
法
上
の
内
容
を
持
つ
規
定
で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、

合名会社の受けた判決の社員に及ぼす効力について

同
E
E
Z
の
付
随
効
説
と
は
異
な
り
、
本
条
項
は

H
G
B
一
二
八
条
と
あ
い
な
ら
ん
で
、

し
か
も
H
G
B
一
二
八
条
か
ら
独
立
し
て
、
社
員

の
責
任
の
範
囲
を
規
定
し
た
も
の
と
解
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
H
G
B
一
二
九
条
一
項
は
社
員
の
責
任
に
つ
き
、
そ
の
特
殊
な
場
合
の
規
定

で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
会
社
に
対
す
る
有
責
判
決
が
あ
れ
ば
、
真
実
会
社
が
債
務
を
負
っ
て
い
る
か
否
か
に
全
く
か
か
わ
り
な
く
、
会
社
が
既

判
力
効
に
よ
り
抗
弁
の
主
張
、
が
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
の
ゆ
え
に
負
う
債
務
の
た
め
の
責
任
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
H
G
B

一
一
一
九
条
一
項
に
規
定
す
る
社
員
の
責
任
は
、
会
社
の
有
責
判
決
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
発
生
す
る
と
い
う
特
殊
な
責
任
で
あ
る
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
ま
た
同
条
項
の
抗
弁
制
限
は
、
社
員
の
責
任
を
会
社
債
務
が
実
際
に
存
在
す
る
か
ど
う
か
の
問
題
か
ら
解
放
す
る
点
に
意
味
が
あ

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
社
員
の
責
任
は
将
来
会
社
が
有
責
判
決
を
受
け
た
場
合
に
、
会
社
が
負
う
判
決
内
容
ど
お
り
の
債
務
と
同
じ
内
容
、
態
様

で
社
員
が
責
任
を
負
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
判
決
の
存
在
に
よ
っ
て
請
求
権
が
発
生
す
る
点
に
着
眼
す
れ
ば
、
こ
れ
を
法
律
要
件
的

効
果
説
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
説
の
既
判
力
拡
張
説
と
の
相
違
は
次
の
例
に
よ
っ
て
明
白
で
あ
る
。
債
権
者
が
ま
ず
は
じ
め
に
社
員
に
対
し
て
訴
え
を
提
起
す
る
。
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説

こ
の
訴
え
は
社
員
が
会
社
に
帰
属
す
る
抗
弁
を
援
用
す
る
こ
と
に
よ
り
棄
却
さ
れ
た
。
そ
こ
で
債
権
者
は
会
社
を
相
手
に
訴
え
を
提
起
し
、

会
社
は
欠
席
し
た
た
め
、
欠
席
判
決
を
得
た
。

し
か
し
会
社
は
無
資
力
で
破
産
に
陥
っ
た
た
め
、
債
権
者
は
あ
ら
た
め
て
社
員
に
請
求
し
た

~b
liI1H 

と
い
う
と
き
、
社
員
は
自
己
に
対
す
る
前
訴
の
既
判
力
の
抗
弁
を
も
っ
て
こ
れ
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
既
判
力
拡
張
説
に
よ
れ
ば
、

確
か
に
会
社
判
決
の
既
判
力
は
社
員
に
及
ぶ
た
め
、
会
社
債
務
の
存
在
は
社
員
に
対
し
て
確
定
す
る
が
、
社
員
に
対
す
る
前
訴
と
後
訴
と
は

同
一
当
事
者
間
の
同
一
請
求
原
因
に
も
と
づ
く
同
一
の
請
求
で
あ
る
か
ら
、
社
員
は
前
訴
の
既
判
力
の
抗
弁
を
自
己
国
有
の
抗
弁
と
し
て
債

権
者
に
主
張
し
て
詰
求
を
退
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
出
丘
B
白
ロ
ロ
の
法
律
要
件
的
効
果
(
反
射
効
)
説
に
よ
れ

ば
、
こ
の
よ
う
な
場
合
債
権
者
の
請
求
は
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

H
G
B
一
二
九
条
一
項
に
よ
っ
て
、
会
社
が
有
責
判
決
を
受
け
た
と

き
は
、
新
た
な
債
務
を
社
員
が
負
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
国
え

B
Bロ
に
よ
れ
ば
、
右
の
結
論
こ
そ
が
、
既
判
力
拡
張
説
に

(
位
)

よ
る
結
論
よ
り
も
社
員
の
責
任
の
全
構
造
に
合
致
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。

国
主
自
由
ロ
ロ
の
考
え
方
は
全
く
実
体
法
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
は
傾
聴
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。

会
社
が
有
責
判
決
を
受
け
た
と
き
に

社
員
の
負
う
べ
き
責
任
の
内
容
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
い
う
聞
い
に
対
し
て
、
彼
は
、
そ
れ
は
判
決
内
容
事
と
お
り
の
債
務
で
あ
り
、
そ
れ

以
外
に
は
あ
り
得
な
い
と
す
る
。
す
な
わ
ち
判
決
の
権
利
状
態
と
か
け
離
れ
た
と
こ
ろ
に
存
在
す
る
真
の
権
利
状
態
は
、
彼
に
よ
れ
ば
、
全

く
問
題
と
は
な
ら
ず
、
従
っ
て
こ
こ
で
は
不
当
判
決
の
-
評
価
に
つ
い
て
議
論
す
る
必
要
は
な
く
な
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
H
G
B

一
二
九
条
一
項
が
出
C
問
自
由
ロ
ロ
の
い
う
よ
う
な
法
律
要
件
を
規
定
し
て
い
る
か
は
問
題
と
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
で
あ
ろ
う
し
、

ま
た
既
判
力

拡
張
説
と
の
相
違
で
述
べ
た
例
に
関
す
る
結
論
に
つ
き
民
え

B
E口
説
の
妥
当
性
が
優
位
に
立
っ
か
も
疑
わ
し
い
。
債
権
者
と
社
員
聞
の
紛

争
は
第
一
の
訴
訟
で
解
決
済
で
あ
る
と
考
え
る
ほ
う
が
よ
り
妥
当
で
あ
る
と
も
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
国
己

-i∞
が
会
社
判
決
の
社
員
に
対
す
る
効
力
を
肯
定
し
て
反
射
効
と
し
て
こ
れ
を
認
め
た
根
拠
は
、

法
上
会
社
の
責
任
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

社
員
の
責
任
が
実
体

こ
の
説
は
一
五
で
は
、
右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
同

E
Z
2・
出
O
問
自
由
ロ
ロ
に
引
き
継
が
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れ
て
行
く
が
、
他
方
で
は
、
会
社
判
決
の
社
員
に
対
す
る
拘
束
力
を
実
体
法
的
に
把
え
る
の
で
は
な
く
、
依
存
関
係
に
も
と
づ
く
訴
訟
法
上

の
効
果
(
既
判
力
拡
張
)
を
認
め
る
説
と
し
て
引
き
継
が
れ
て
行
く
流
れ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
日
)

そ
し
て
後
者
の
流
れ
を
形
成
し
た
の
は
]
出
品

2
・
m。田町ロ
σ2m-
∞2
2
コ
E
ロ
P
〉

-
E
O
B
a
2
な
ど
で
あ
る
。

間

F
m
m
Z
に
よ
れ
ば
合
名
会
社
の
法
的
性
質
は
、
個
々
の
社
員
の
単
な
る
集
合
と
は
異
な
る
折
り
折
り
の
社
員
の
共
同
体
で
あ
る
。

よ
う
な
も
の
と
し
て
合
名
会
社
は
権
利
能
力
な
ら
び
に
当
事
者
能
力
を
持
つ
。
従
っ
て
社
員
個
人
を
相
手
と
す
る
訴
訟
は
た
と
え
社
員
全
員

を
、
相
手
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
会
社
を
相
手
と
す
る
訴
訟
と
は
異
な
る
。
し
か
し
会
社
の
受
け
る
有
責
判
決
は
会
社
債
務
の
存
在
が
肯 カミ

(3) 

定
さ
れ
る
限
り
で
、
社
員
に
対
し
て
も
既
判
力
を
及
ぼ
し
、
逆
に
会
社
に
よ
っ
て
取
得
さ
れ
た
会
社
債
務
の
不
存
在
の
確
定
は
社
員
に
有
利

合名会社の受けた判決の社員に及ぼす効力について

に
既
判
力
を
及
ぼ
す
。

こ
の
こ
と
は
社
員
の
責
任
の
特
性
に
も
と
守
つ
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
社
員
の
責
任
は
会
社
の
責
任
か
ら
法
律
上
必
然

的
に
導
か
れ
る
も
の
で
あ
る

(
H
G
B
一
二
八
条
)
。

し
か
し
会
社
と
社
員
と
は
連
帯
債
務
関
係
に
な
く
、
む
し
ろ

B
G
B
四
二
五
条
二
項
と

は
反
対
に
、
会
社
の
責
任
が
告
知
、
遅
滞
、
有
責
な
ど
に
よ
っ
て
増
減
す
る
場
合
に
は
、
社
員
の
責
任
も
ま
た
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
増
減
し
、

会
社
に
対
す
る
時
効
の
中
断
、
中
止
も
社
員
に
不
利
に
は
た
ら
く
。
確
定
判
決
の
相
対
効
も
適
用
さ
れ
な
い
。
社
員
の
責
任
の
会
社
の
責
任

に
対
す
る
依
存
性
が
そ
れ
を
排
除
す
る
か
ら
で
あ
る
。

と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で

r
m
m
2
の
い
う

(
邸
)

任
の
存
在
し
な
い
と
こ
ろ
に
社
員
の
責
任
の
存
在
も
な
い
。
し
か
し

B
G
B
四
二
五
条
二
項
の
会
社
に
対
す
る
告
知
、
遅
滞
、
有
責
、
時
効

ま
し
て
こ
れ
ら
の
事
出
が
社
員
に
対
し
て
も

「
依
存
性
」

確
か
に
会
社
の
責

以
上
が

F
品

2
の
主
張
で
あ
る
。

の
中
断
、
中
止
な
ど
が
社
員
に
影
響
す
る
と
解
す
る
こ
と
自
体
、
そ
の
線
拠
を
必
要
と
す
る
。
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効
力
を
持
つ
こ
と
か
ら
会
社
判
決
の
既
判
力
が
社
員
に
及
ぶ
こ
と
が
導
か
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
告
知
、
遅
滞
、
有
責
等
は
法
律
行
為
で
は

な
く
、
単
な
る
事
実
的
行
為
あ
る
い
は
事
実
的
行
為
の
法
的
評
価
の
問
題
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
従
っ
て
右
の
諸
事
由
と
判
決
を
同
列
に
お
い

て
較
べ
る
と
き
、
こ
れ
を
判
決
の
効
力
に
つ
い
て
の
規
定
と
見
る
こ
と
に
は
寵
陪
を
感
じ
る
。
む
し
ろ
判
決
の
存
在
と
い
う
事
実
の
効
力
の



説

レ
ベ
ル
で
問
題
を
把
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
依
存
関
係
の
内
容
と
し
て
告
知
、
遅
滞
、
有
責
な
ど
の
効
力
が
社
員
に
及
ぶ
こ
と
を
挙

E記h

d問

そ
れ
だ
け
で
は
根
拠
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
る
。
し
v
m
m
2
は
右
の

叙
述
に
先
立
つ
箇
所
に
お
い
て
社
員
の
受
け
た
判
決
の
効
力
が
会
社
に
及
ば
な
い
こ
と
の
根
拠
と
し
て
、
社
員
個
人
の
名
に
よ
る
法
律
行
為

(
契
約
)
に
よ
る
義
務
が
会
社
を
義
務
づ
け
る
こ
と
に
な
ら
な
い
と
同
様
、
専
ら
社
員
個
人
の
名
で
行
な
う
訴
訟
行
為
に
よ
っ
て
会
社
を
拘
束

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
説
い
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
逆
に
会
社
の
法
律
行
為
上
の
義
務
は
社
員
に
義
務
を
課
す
る
と
同
様
、
会
社
の
訴
訟
行

為
の
結
果
と
し
て
の
判
決
は
社
員
を
拘
束
す
る
と
解
す
る
趣
旨
で
あ
ろ
う
か
。

げ
る
と
し
て
も
、

判
決
の
既
判
力
が
社
員
に
及
ぶ
と
す
る
た
め
に
は
、

-An
u
 -(

 

ω
2仲
間
門
口
戸
田
ロ
ロ
は
会
社
財
産
の
担
い
手
と
し
て
の
合
手
的
共
同
体
(
去
刊
の
2
同

S
F田
口
仏
)
た
る
会
社
と
合
手
者

2
2
0
m
m回
日
岳
山
口
仏

2)

た
る
社
員
と
を
別
個
の
法
主
体
と
し
た
う
え
で
、
会
社
債
務
の
範
囲
が
社
員
債
務
の
範
聞
を
規
定
す
る
と
い
う
こ
と
の
中
に
社
員
債
務
の
会

社
債
務
へ
の
付
従
性

2
5
〉
2
2
8ユ
仲
間
昨
)
を
見
出
す
。

そ
し
て
こ
の
付
従
性
が
既
判
力
拡
張
の
た
め
の
基
準
た
る
根
拠
で
あ
る
と
す
る
。

他
方
切
の
仲
芯
コ

gロ
ロ
は
合
手
者
の
債
務
が
合
手
的
共
同
体
の
債
務
に
依
存
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
の
み
、
合
手
的
共
同
体
債
務
の
確
定
は
個
々

の
合
手
者
の
た
め
に
意
味
を
持
つ
こ
と
が
で
き
、
そ
の
判
決
に
よ
る
確
定
は
個
々
の
合
手
者
に
対
し
て
既
判
力
を
及
ぼ
す
と
す
る
。

そ
の
伝
来
と
い
う
点
に
前
権
利
者
と
権
利
承
継
人
と
の
聞
の
依
存
関
係
を
認
め
る
切
Z
Z
?

B
Sロ
は
、
付
従
性
を
依
存
関
係
の
継
続
と
み
て
、
付
従
性
と
依
存
関
係
を
区
別
す
る
河
内
-nym--V-
攻
撃
し
て
い
る
。
従
っ
て
こ
こ
で
は
付

従
性
に
よ
る
既
判
力
拡
張
と
い
う
の
も
、
依
存
関
係
に
よ
る
既
判
力
拡
張
と
い
う
の
も
同
義
で
あ
る
。
か
く
し
て
依
存
関
係
の
内
容
は
、
会

社
債
務
の
範
囲
が
社
員
債
務
の
範
囲
を
規
定
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

(
臼
)

仙

担

0
5
4
2
(
K
F円
君
主
)
は
出
乙

-
3
F
∞Z
Z片
岡
回
目
ロ
ロ
流
の
依
存
関
係
説
を
受
け
継
ぎ
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

第
三
者
へ
の
既
判
力
拡
張
、
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
ま
ず
第
三
者
の
権
利
関
係
が
、
前
訴
に
お
け
る
訴
訟
当
事
者
の
権
利
関
係
と
は
別

し
か
し
ま
た
第
三
者
の
権
利
関
係
が
当
事
者
の
判
決
に
よ
る
権
利
関
係
と
な
ん
ら
か
の
関
連

権
利
あ
る
い
は
義
務
の
伝
来
的
取
得
の
際
、

個
の
権
利
関
係
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
。

北法33(2・56)354



こ
の
関
連
は
前
訴
と
第
三
者
と
の
後
訴
と
で
訴
訟
物
の
同
一
性
を
欠
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
先
決
性

(
司
片
山
」
主
訂
正
ご
主
と
し
て
の
み
把
え
ら
れ
る
。
こ
の
先
決
性
は
二
つ
の
権
利
関
係
の
実
体
法
上
の
関
連
を
あ
ら
わ
す
手
続
的
表
現
で
あ
り
、

そ
れ
は
第
一
に
、
一
方
の
存
在
が
他
方
の
存
在
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
、
第
二
の
権
利
関
係
が
先
決
的
権
利
関
係
に
実
体
的

に
依
存
し
て
い
る
こ
と
を
あ
ら
わ
す
。

が
あ
る
こ
と
を
要
す
る
。

(3) 

と
こ
ろ
で
こ
の
先
決
性
だ
け
で
は
既
判
力
拡
張
の
た
め
に
十
分
で
は
な
く
、
他
に
手
続
的
適
性
(
官

2
2
2巳
巾

N
ロ
g
z
F
2
F
X
)
が
必
要

で
あ
る
。
訴
訟
当
事
者
、
殊
に
敗
訴
者
に
既
判
力
効
が
適
し
て
い
る
の
は
、
彼
が
訴
訟
に
お
い
て
彼
の
意
見
(
〉
ロ

F
ー
山
田
口
口
開
)
を
陳
述
し
、
審

理
を
受
け
る
機
会
を
与
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
っ
て
、
裁
判
さ
れ
た
問
題
に
つ
い
て
争
い
、
ま
た
は
争
う
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

観
点
か
ら
第
三
者
に
有
利
な
既
判
力
拡
張
が
容
易
に
帰
結
さ
れ
る
。
問
題
は
第
三
者
に
不
利
な
既
判
力
拡
張
で
あ
る
。
裁
判
に
関
与
し
な
か

合名会社の受けた判決の社員に及ぼす効力について

っ
た
第
三
者
に
不
利
な
既
判
力
拡
張
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
そ
れ
な
り
の
根
拠
が
必
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
そ
の
根
拠
と
し
て
次
の
こ
と
が

考
え
一
ら
れ
る
。
第
一
に
第
三
者
が
た
と
え
訴
訟
に
関
与
し
て
い
た
と
し
て
も
、
裁
判
所
が
当
事
者
あ
る
い
は
第
三
者
に
依
存
せ
ず
に
裁
判
を

行
な
う
べ
き
場
合
、
す
な
わ
ち
判
決
が
関
与
者
の
処
分
権
主
義
に
服
さ
な
い
場
合
に
は
第
三
者
へ
の
既
判
力
拡
張
は
適
す
る
。
次
に
訴
訟
手

続
が
弁
論
主
義
に
よ
る
た
め
に
判
決
が
当
事
者
の
処
分
行
為
に
服
す
る
場
合
、

a
第
三
者
の
権
利
関
係
が
前
提
と
な
る
権
利
関
係
の
既
判
力

あ
る
確
定
の
後
の
時
点
に
発
生
し
た
場
合
に
は
第
三
者
は
前
訴
の
既
判
力
拡
張
を
受
け
る
に
適
す
る
。

b
第
二
一
者
が
先
決
的
権
利
関
係
の
法

律
行
為
に
よ
る
変
更
に
よ
っ
て
そ
の
地
位
を
悪
化
さ
れ
る
こ
と
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
も
既
判
力
拡
張
は
適
す
る
。

合
名
会
社
事
例
は
右
の

b
に
あ
た
る
。
す
な
わ
ち
会
社
と
社
員
と
で
は
責
任
財
産
が
異
な
っ
て
い
る
か
ら
、
会
社
に
対
す
る
前
訴
と
社
員

北法33(2・57)355

に
対
す
る
後
訴
と
で
は
訴
訟
物
が
異
な
る
。

し
か
も
会
社
訴
訟
に
お
け
る
係
争
権
利
関
係
は
社
員
の
権
利
関
係
に
と
っ
て
先
決
的
で
あ
る
。

そ
し
て
社
員
の
責
任
は
会
社
の
責
任
に
対
し
て
完
全
な
付
従
性
を
有
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
会
社
訴
訟
の
判
決
の
既
判
力
は
社
員
に
及
ぶ
。

こ
の
よ
う
に
巴
c
B
4
2
は
基
本
的
考
察
方
法
を
∞
2
5
5由

5
に
依
拠
し
て
い
(
問
。
こ
れ
を
端
的
に
言
え
ば
、
実
体
法
(
法
律
行
為
)



説

と
訴
訟
法
(
訴
訟
行
為
)

の
対
応
関
係
市
民
同

-rロ
仲
間
昨
)
で
判
決
効
を
論
じ
る
方
法
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

す
な
わ
ち
民
事
訴
訟
に
通
用

北法33(2・58)356
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す
る
処
分
権
主
義
、
弁
論
主
義
を
媒
介
と
し
て
、
訴
訟
法
を
実
体
法
に
対
応
(
反
映
)
さ
せ
る
。
そ
の
結
果
ま
ず
第
一
に
弁
論
主
義
が
排
除

さ
れ
る
と
こ
ろ
、
従
っ
て
職
権
探
知
主
義
が
採
用
さ
れ
る
結
果
、
当
事
者
の
裁
判
へ
の
影
響
が
薄
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
真
実
が
訴
訟
に
実
現

す
る
と
考
え
る
た
め
か
、
第
三
者
へ
の
既
判
力
拡
張
が
導
か
れ
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
第
二
に
弁
論
主
義
が
適
用
に
な
る
と
こ
ろ
で
は
、

裁
判
が
当
事
者
の
自
治
に
委
ね
ら
れ
る
た
め
、
不
当
判
決
の
可
能
性
が
濃
く
な
る
と
す
る
た
め
か
、
実
体
法
の
処
分
に
第
三
者
が
服
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
だ
け
、
第
三
者
へ
の
既
判
力
拡
張
が
適
す
る
と
い
う
結
論
が
導
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
合
名
会
社
事
例
に
即
し
て
い

え
ば
、

E
O
B
4
2
に
お
い
て
も
回
目

=
2
5
2ロ
と
同
様
、
合
名
会
社
訴
訟
に
お
け
る
判
決
の
既
判
力
が
社
員
に
拡
張
さ
れ
る
根
拠
は
、
社
員

の
地
位
は
会
社
の
法
律
行
為
上
の
処
分
に
よ
っ
て
悪
化
さ
れ
得
る
と
い
う
広
範
囲
に
わ
た
る
付
従
性
(
者
向

X
2
5
r『
B
P
〉

E
2
8
2
E

に
置
か
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
身
分
訴
訟
に
お
い
て
は
職
権
探
知
主
義
が
採
ら
れ
、

た
と
え
実
際
上
は
当
事
者
が
提
出
す
る
事
実
が
重
要
で
あ
っ
て
、
裁
判
官

の
釈
明
権
の
行
使
に
も
限
界
が
あ
る
た
め
、
職
権
に
よ
る
真
実
の
探
知
が
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
建
前
と
し
て

は
職
権
探
知
主
義
の
採
用
に
よ
り
、
多
少
な
り
と
も
真
実
発
見
に
つ
と
め
て
、
身
分
関
係
の
画
一
的
確
定
に
よ
る
法
的
安
定
を
達
成
す
る
た

め
に
対
世
効
を
認
め
よ
う
と
し
て
い
た
。
し
か
し
こ
れ
を
い
か
に
実
質
的
に
基
礎
づ
け
よ
う
と
し
て
も
、
実
際
に
手
続
に
関
与
し
て
い
な
い

第
三
者
の
手
続
権
保
障
と
い
う
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
第
三
者
が
現
に
訴
訟
に
関
与
す
る
か
ま
た
は
少
な
く
と
も
関
与
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ

る
ま
で
は
十
分
な
保
障
を
し
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
対
世
効
が
認
め
ら
れ
る
身
分
関
係
訴
訟
を
中
心

に
、
第
三
者
の
審
問
請
求
権
辛
口

4
2
n
r
E
ご
2
r
E
n
r
g
o与
野
)
保
障
の
た
め
に
、
実
際
に
第
三
者
に
訴
訟
関
与
の
機
会
を
与
え
る
べ

き
で
あ
る
と
の
解
釈
諭
が
有
力
に
展
開
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
(
向
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
鑑
み
れ
ば
、
一
般
に
対
世
効
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
、

職
権
探
知
主
義
が
採
用
さ
れ
、
同
時
に
処
分
権
主
義
、
弁
論
主
義
が
制
限
さ
れ
る
身
分
関
係
訴
訟
に
お
い
て
さ
え
、
判
決
の
効
力
を
受
け
る



者
の
手
続
権
保
障
の
た
め
、
訴
訟
関
与
の
機
会
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
弁
論
主
義
が
通
用
す
る
訴
訟
に
お
け
る
判
決

の
既
判
力
を
受
け
る
者
に
は
ま
し
て
手
続
権
の
あ
つ
い
保
障
が
あ
っ
て
然
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
当
事

者
の
法
的
地
位
が
第
三
者
の
法
的
地
位
に
対
し
て
先
決
性
を
持
ち
、
後
者
が
前
者
に
依
存
し
て
い
る
場
合
、
す
な
わ
ち
第
三
者
が
当
事
者
の

法
律
行
為
上
の
処
分
を
甘
受
し
、
そ
れ
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
の
第
三
者
は
審
問
請
求
権
者
か
ら
除
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
解
さ

れ
て
い
る
。

(3) 

合
名
会
社
訴
訟
に
お
け
る
判
決
の
社
員
に
対
す
る
効
力
を
、
既
判
力
拡
張
と
は
区
別
さ
れ
た
、
既
判
力
の
第
三
者
効

B
1
2
5
P
E
m
)

と
し
て
位
置
づ
け
る
の
が

ω口
『
唱
白

σ
で
あ
る
。

(12) 

合名会社の受けた判決の社員に及ぼす効力について

ωnrtgσ
に
よ
れ
ば
∞
己
仲
間
吋
白
血
ロ
ロ
や

E
C
2
4
2
に
よ
っ
て
「
民
事
法

(
N
E
F
2
E
)
に
よ
る
」
既
判
力
の
拡
張
と
さ
れ
た
諸
事
例
は
、

同
人
に
よ
っ
て

「
手
続
上
の
根
拠
(
℃
H
O
N
g
∞
E
-
2
0
3ロ
含
ロ
)
に
よ
る
」
既
判
力
拡
張
と
さ
れ
た
諸
事
例
と
は
、
そ
の
既
判
力
効
の
あ
ら
わ

れ
方
に
お
い
て
常
に
異
な
る
一
つ
の
特
徴
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
前
者
に
お
い
て
は
前
訴
と
後
訴
と
で
訴
訟
物
が
呉
な
る
た
め
、
そ
の
効

カ
が
先
決
問
題
に
お
け
る
拘
束
力
と
し
て
の
み
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
既
判
力
効
が
先
決
性
(
]
〉
昌
吉
ENU--件
主
と
し

て
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
は
あ
る
。
し
か
し
常
に
そ
れ
と
し
て
の
み
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
既
判
力
が
本
来
同
一
訴
訟
物
に
つ
き
再
度
訴

え
を
提
起
さ
れ
る
こ
と
を
妨
げ
る
効
果
、
従
っ
て
一
事
不
再
理
説
に
よ
れ
ば
訴
え
の
不
適
法
却
下
と
い
う
形
で
そ
の
効
果
を
あ
ら
わ
す
こ
と

と
か
み
合
わ
な
い
。
む
し
ろ
前
者
と
後
者
と
で
は
、
既
判
力
の
別
個
の
効
果
が
存
在
す
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
既
判
力
拡
張
の

た
め
に
は
前
訴
と
後
訴
と
で
訴
訟
物
の
同
一
性
が
必
要
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
欠
く
前
者
の
諸
事
例
に
お
い
て
は
自
ず
か
ら
別
個
の
考
察
が
必

要
で
あ
る
。
そ
こ
で

ωロ
グ
者
与
は
前
者
の
諸
事
例
に
つ
き
、
既
判
力
の
第
三
者
効
と
い
う
新
概
念
を
提
唱
す
る
が
、
そ
の
内
容
で
あ
る
相
対

的
確
定
の
絶
対
的
効
力
(
任
問
与
E
E
Z
君
主
内
g
m
p吋円
m
F
Z
4
3
m，

gEm--gm)
と
い
う
考
え
方
は
古
く
か
ら
、
実
体
法
説
な
ら
び
に

訴
訟
法
説
の
論
者
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
た
と
す
る
。
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説

こ
の
既
判
力
の
第
三
者
効
は
三
つ
の
方
向
か
ら
根
拠
づ
け
ら
れ
る
。

第
一
に
、
既
判
力
の
内
容
(
宅
2
2
)
を
単
に
消
極
的
な
も
の
と
決

北法33(2・60)358

め
る
の
で
は
な
く
、

-Y'，. 
a問

「

裁

判

内

容

の

基

準

性

」

す

な

わ

ち

当

事

者

は

判

決

以

後

は

そ

の

判

決

の

内

容

に

従

っ

た
行
動
を
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
と
は
具
な
る
行
動
を
す
れ
ば
違
法
と
な
る
。
こ
の
基
準
性
が
当
事
者
を
拘
束
し
、
そ
の
結
果
裁
判
所
を
も

拘
束
す
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
基
準
性
が
単
に
当
事
者
だ
け
の
も
の
に
留
ま
り
、
第
三
者
に
対
し
て
主
張
で
き
な
い
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は

の
中
に
そ
の
本
質
を
見
出
す
。

中
途
半
端
な
も
の
(
ロ
ロ
同
町
一

E
E
-
g
ω
E
r
m
)
に
な
っ
て
し
ま
う
。
従
っ
て
第
三
者
に
対
し
て
も
こ
れ
を
主
張
で
き
て
然
る
べ
き
で
あ
る
。

第
二
に
、
一
事
不
再
理
説
が
第
三
者
効
を
支
え
る
。
た
と
え
ば
債
権
者
・
主
債
務
者
間
で
主
債
務
に
つ
き
裁
判
が
行
な
わ
れ
た
後
、
債
権
者

か
ら
保
証
人
に
対
し
て
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
と
き
、
慣
権
者
と
保
証
人
と
の
聞
で
「
同
一
物

(Eb一
」
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の

問
題
に
つ
い
て
は
既
に
裁
判
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
「
再
び
か
か
わ
る
こ
と
な
か
れ
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
こ
と
は

前
訴
の
訴
訟
物
、
が
後
訴
の
先
決
問
題
を
な
す
と
き
を
巾
に
妥
当
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
相
対
的
確
定
の
絶
対
的
効
力
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
第
三
に
、
「
正
当
な
当
事
者
」
の
也
討
が
第
三
者
効
を
支
え
る
。
す
な
わ
ち
訴
訟
当
事
者
が
彼
ら
の
聞
に
存
す
る
権
利
関
係
に
つ
い
て

訴
訟
を
行
な
う
と
き
、
そ
の
訴
訟
の
正
当
な
る
当
事
者
(
]
町
民
主

B
-
B
E
E告
2
2
2
)
で
あ
る
。
彼
ら
だ
け
が
当
該
権
利
関
係
に
対
す
る
す

べ
て
の
主
張
を
持
ち
出
す
可
能
性
を
持
ち
、
彼
ら
に
だ
け
立
法
者
は
当
該
訴
訟
に
関
係
す
る
訴
訟
物
を
処
分
す
る
可
能
性
を
与
え
た
。
こ
の

よ
う
に
当
事
者
が
彼
ら
の
聞
に
存
す
る
権
利
関
係
に
つ
い
て
最
も
緊
密
な
関
係
を
有
す
る
が
ゆ
え
に
、
彼
ら
が
正
当
な
当
事
者
と
し
て
争
っ

た
判
決
も
ま
た
第
三
者
に
対
し
て
効
力
を
及
ぼ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

F
7
4与
は
第
二
、
第
三
の
根
拠
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
何
が
審
理
さ
れ
た
か
」
の
問
題
と
「
誰
が
争
っ
た
か
」
の
問
題
の
両
側

面
か
ら
第
三
者
効
を
基
礎
づ
け
て
い
る
。

し
か
し
第
三
者
に
対
す
る
判
決
の
効
力
を
論
じ
る
際
さ
ら
に
問
題
と
な
る
の
は
、
弁
論
主
義
を
ど

の
よ
う
に
評
価
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
弁
論
主
義
を
私
的
自
治
の
手
続
的
表
現
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
第
三
者
へ
の
効
力

拡
張
は
容
易
に
導
か
れ
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
∞
口

Z白
σ
は
関
口

5

2
に
従
{
川
、
弁
論
主
義
は
む
し
ろ
真
実
発
見
の
た
め
の
有
効
な
手
段
な



の
で
あ
る
か
ら
、
第
三
者
へ
の
効
力
拡
張
と
調
和
し
な
い
も
の
で
は
な
い
と
す
る
。

さ
ら
に
訴
訟
が
共
謀
(
問
。
ロ

5
芯
ロ
)
に
よ
っ
て
行
な
わ

れ
た
場
合
の
手
当
て
と
し
て
、
ま
ず

B
G
B
二
四
二
条
(
信
義
則
)
を
根
拠
と
し
て
第
三
者
効
が
及
ば
な
い
旨
の
抗
弁
を
第
三
者
に
認
め
る

と
い
う
方
法
と
、
第
三
者
に
損
害
賠
償
請
求
権
を
認
め
る
方
法
と
が
考
え
ら
れ
る
が

ω各
当
与
自
身
は
前
者
に
傾
い
て
い
る
。

以
上
が

F
r
t弔
問
寸
の
説
く
第
三
者
効
の
一
般
論
で
あ
る
。

そ
こ
で

ωnr当
与
が
合
名
会
社
事
例
に
つ
き
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
と

(3) 

い
う
と
、
彼
は
こ
の
問
題
を
、
会
社
に
対
す
る
前
訴
と
社
員
に
対
す
る
後
訴
と
で
訴
訟
物
は
客
観
的
に
同
一
で
は
あ
る
が
、
前
訴
の
当
事
者

と
後
訴
の
当
事
者
と
の
聞
に
、
包
括
的
権
利
承
継
も
特
定
権
利
承
継
も
な
く
、
た
だ
継
続
的
依
存
関
係
が
存
在
す
る
場
合
と
把
握
し
、
合
名

会
社
訴
訟
と
社
員
に
対
す
る
訴
訟
と
で
は
訴
訟
物
が
客
観
的
に
同
一
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
た
だ
後
訴
が
不
適
法
却
下
さ

れ
る
場
合
で
は
な
い
た
め
、
制
限
的
既
判
力
拡
張
す
百

m
g
n
r品
ロ
r
z
河

2
r
z
F阻
止
白
目
可

2
F
E∞
)
も
し
く
は
遮
断
効
(
司
岡
山

E
5向。
5
・

3
H
r
g
m
)
1
1両
者
に
は
結
果
的
に
差
異
は
な
い
l
l
!
と
す
る
か
あ
る
い
は
訴
訟
物
の
客
観
的
同
一
位
に
も
か
か
わ
ら
ず
既
判
力
の
第
三

者
効
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
H
G
B
一
二
九
条
一
項
は
前
訴
判
決
の
基
準
性
を
争
わ
ぜ
な
い
趣
旨
の
規
定
で

(η) 

あ
る
。

合名会社の受けた判決の社員に及ぼす効力について

な
お
こ
の

ωnrd司白
σ
の
第
三
者
効
に
つ
い
て
は
、

H
W
Z
Rコ
ロ
田
口
口
に
よ
っ
て
「
既
に
久
し
い
以
前
に
克
服
さ
れ
た
、
第
三
者
効
と
既
判
力

拡
張
を
区
別
す
る
図
式
は
、
論
理
的
に
可
能
な
も
の
で
も
、
法
規
上
正
当
化
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
」
と
批
判
さ
れ
、
明

g官
も
ま
た
両
者

の
区
別
の
意
義
を
疑
っ
て
い
る
。

な
お
合
名
会
社
事
例
に
限
っ
て
い
え
ば
、
会
社
訴
訟
と
社
員
訴
訟
と
で
訴
訟
物
が
客
観
的
に
同
一
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
点
で
依
存
関
係

に
よ
る
判
決
効
拡
張
説
と
立
場
を
異
に
し
て
い
る
。
こ
の
見
解
は
ド
イ
ツ
に
お
い
て
な
お
一
部
に
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
あ

北法33(2・61)359

る
が
、
そ
れ
を
果
し
て
手
続
法
上
貫
徹
で
き
る
か
は
、
】
w
n
n
E
田
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
久
し
い
以
前
か
ら
疑
問
視
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ

り
、
右
に
見
た

ωnrd司
与
の
判
決
効
に
関
す
る
迷
い
も
こ
の
根
本
的
問
題
の
解
決
を
見
な
い
ま
ま
同
一
説
を
と
っ
た
こ
と
に
帰
国
す
る
も



説

の
と
推
測
す
る
。

以
上
が
会
社
訴
訟
に
お
け
る
判
決
の
社
員
へ
の
効
力
を
め
ぐ
る
学
説
の
状
況
で
あ
る
。

受ム
日同

括

七

合
名
会
社
の
法
的
性
質
論
と
合
名
会
社
訴
訟
に
お
け
る
判
決
の
社
員
へ
の
拡
張
論
と
の
関
連

前
述
(
第
一
章
)
の
よ
う
に
合
名
会
社
の
法
的
性
質
に
関
し
て
は
争
い
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

お
よ
そ
合
名
会
社
と
第
三
者
の
法
律
関

係
、
合
名
会
社
と
社
員
の
法
律
関
係
さ
ら
に
社
員
と
第
三
者
の
法
律
関
係
に
つ
い
て
論
述
す
る
際
に
は
、

ま
ず
こ
の
点
に
つ
い
て
の
解
釈
者

の
態
度
を
決
定
し
て
お
く
の
が
実
際
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
他
方
に
お
い
て
は
、
合
名
会
社
の
法
的
性
質
か
ら
演
牌
的
に
具
体

的
問
題
に
つ
い
て
の
解
決
を
ひ
き
出
す
と
い
う
解
釈
態
度
も
批
判
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
自
由
n
r
2
を
し
て
「
訴
訟
法
に
お
い
て
は
い
ま

だ
に
合
名
会
社
の
法
的
性
質
論
か
ら
の
演
僻
論
が
行
な
わ
れ
て
い
る
」
と
嘆
か
せ
た
状
況
は
こ
の
判
決
効
論
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
で
あ
る

か
。
ま
ず
こ
の
点
か
ら
考
察
を
は
じ
め
る
こ
と
に
す
る
。

こ
の
問
題
に
関
し
て
叙
述
す
る
ど
の
学
説
、
判
例
も
合
名
会
社
と
社
員
の
関
係
に
関
し
て
、
明
示
ま
た
は
黙
示
的
に
各
自
な
り
の
態
度
を

持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
が
微
妙
に
そ
れ
ぞ
れ
の
説
に
反
映
し
て
い
る
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
見
る
こ
と
が
で
き
た
〈
た
と

え
ば
巴

0
5
4
2
と

ω与
岩
田
ゲ
と
で
は
両
訴
訟
の
訴
訟
物
の
関
係
に
つ
き
考
え
方
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
想
起
さ
れ
た
い
)
。

既
に
昆
た
よ
う
に
判
例
は
、
少
な
く
と
も
そ
の
初
期
に
お
い
て
、
合
名
会
社
の
性
質
か
ら
直
ち
に
会
社
訴
訟
の
判
決
の
既
判
力
が
第
三
者

た
る
社
員
に
拡
張
さ
れ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
合
名
会
社
は
法
人
格
を
持
た
ず
、
社
員
の
集
合
に
す
ぎ
な
い
、
従
ワ
て
合
名
会
社
訴
訟
に

お
け
る
当
事
者
は
社
員
個
人
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
社
員
は
、
当
事
者
と
し
て
判
決
の
効
力
を
受
け
る
と
解
し
て
い
た
。
こ
の
考
え
方
は
学

説
の
一
方
に
お
い
て
も
有
力
で
あ
り
(
切
与
円

g
p
Eロ
骨
ア
ヨ
巳
由
自
由
ロ
ロ
な
ど
)
、
現
在
主
と
し
て
商
法
学
者
の
間
で
主
張
さ
れ
て
い
る

(EREF-gwω
口

r
r
m
m
L
σ
2
m
2・
F
m
}回目白ロロ
E
O即
日
な
ど
)
。

し
か
し
も
し
こ
の
立
場
を
貫
く
と
す
れ
ば
、
既
判
力
の
問
題
と
密
接
な
関
連

北法33(2・62)360



を
有
す
る
訴
訟
係
属
の
抗
弁
の
問
題
に
つ
い
て
、
会
社
を
相
手
と
す
る
前
訴
と
社
員
を
相
手
と
す
る
後
訴
と
で
は
、
前
訴
に
お
け
る
当
事
者

(3) 

た
る
者
を
後
訴
で
相
手
に
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
抗
弁
(
現
在
で
は
職
権
調
査
事
項
)
を
容
れ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に

〈
回
)

な
ろ
う
。
し
か
し
判
例
の
中
に
も
こ
れ
を
否
定
す
る
趣
旨
の
判
示
を
す
る
も
の
も
あ
り
、
学
説
に
至
っ
て
は
戸
よ
与
を
除
い
て
は
こ
れ
を

肯
定
す
る
も
の
は
な
く
、
抗
弁
認
容
説
は
完
全
に
凌
駕
さ
れ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
同
様
の
疑
問
は
会
社
と
社
員
の
共
同
訴
訟
や
会
社
訴

訟
へ
の
社
員
の
参
加
の
問
題
に
つ
き
こ
れ
を
認
め
る
判
例
の
態
度
と
ど
の
よ
う
に
調
和
す
る
か
と
い
う
形
で
あ
ら
わ
れ
よ
う
。

以
上
の
こ
と
だ
け
か
ら
で
も
合
名
会
社
が
法
人
格
を
有
せ
ず
、
権
利
義
務
な
ら
び
に
訴
訟
の
担
い
手
は
個
々
の
社
員
(
の
集
合
)
で
あ
る

と
の
法
的
性
質
論
か
ら
直
ち
に
あ
ら
ゆ
る
具
体
的
問
題
を
演
鰐
的
に
解
決
す
る
と
い
う
解
釈
態
度
に
は
問
題
が
あ
る
と
結
論
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
こ
と
は
既
判
力
(
拡
張
)
問
題
に
お
い
て
も
、
会
社
訴
訟
の
当
事
者
は
社
員
自
身
で
あ
る
と
い
う
根
拠
づ
け
に
対
し
て
疑
念
を

合名会社の受けた判決の社員に及ぼす効力について

抱
か
し
め
る
も
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
右
に
挙
げ
た
非
法
人
説
の
問
題
点
を
回
避
で
き
る
か
ら
と
い
っ
て
一
足
跳
び
に
合
名
会
社
法
人
説
が
妥
当
で
あ
る
と
言
い
切
る

H
G
B
一
O
五
条
二
項
を
ど
の
よ
う
に
解
す
る
か
と
い
う
問
題
や
、
社
員
の
無
限
責
任
と
の
理
論
的
調
和
が
問
わ
れ
る

そ
し
て
そ
れ
以
上
に
い
っ
た
い
法
人
説
を
と
る
必
要
が
あ
る
の
か
、
法
人
で
あ
る
こ
と
の
ど
の
よ
う
な
効
果
を
狙
う
も
の
か
、

ま
た
そ
の
効
果
を
与
え
る
た
め
に
は
法
人
格
を
有
す
る
必
要
が
あ
る
か
な
ど
の
問
題
に
つ
き
十
分
な
検
討
が
加
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考

え
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
と
も
で
き
な
い
。

か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
法
人
説
に
対
し
て
は
、
こ
の
説
で
は
社
員
に
対
し
て
既
判
力
が
及
ぶ
こ
と
を
説
明
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
の
批
判
が
あ
っ

た
。
こ
の
批
判
に
対
し
て
問
。

E
2
は
判
決
に
よ
っ
て
会
社
債
務
が
あ
ら
た
に
創
造
さ
れ
、
従
来
の
権
利
義
務
関
係
が
判
決
内
容
ど
お
り
の
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変
更
を
受
け
る
こ
と
と
、
社
員
が
会
社
債
務
の
た
め
に
連
帯
し
て
責
任
を
負
う

(
H
G
B
一
二
八
条
)
こ
と
と
の
結
合
に
よ
り
、
非
法
人
説

と
同
じ
結
論
(
確
定
さ
れ
た
内
容
ど
お
り
の
債
務
に
つ
き
社
員
は
責
任
を
負
う
)
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
。

し
か
し
判
決
に
よ



説

っ
て
変
更
を
受
け
た
権
利
義
務
関
係
を
社
員
に
通
用
さ
せ
る
こ
と
が
果
し
て
実
体
法
の
レ
ベ
ル
だ
け
で
導
か
れ
る
か
に
つ
き
疑
問
が
残
つ

と
こ
ろ
で
司

2
7
は、

合
名
会
社
が
法
人
格
を
持
た
な
い
の
で
あ
れ
ば
、

あ
た
か
も
法
人
格
を
持
つ
か
の
よ
う
な
解
釈
も
許
さ
れ
な
い
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B命

た
。
む
し
ろ
右
の
結
論
は
会
社
と
社
員
を
別
個
の
法
主
体
と
す
れ
ば
、
会
社
の
受
け
た
判
決
の
効
力
が
社
員
に
及
ぶ
根
拠
を
侠
つ
て
は
じ
め

て
こ
の
こ
と
が
可
能
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と
し
て
、
合
名
会
社
財
産
と
社
員
の
個
人
財
産
と
の
区
別
か
ら
合
名
会
社
の
受
け
た
判
決
の
効
力
(
執
行
力
)
が
社
員
に
及
ぶ
こ
と
を
否
定

し
た

R
O
H
G
の
判
決
を
批
判
し
た
。
し
か
し
逆
に

R
O
H
G
の
判
示
の
中
に
こ
そ
問
題
の
正
し
い
核
心
が
あ
る
と
国
己
-g-広
が
主
張
し

て
以
来
む
し
ろ
後
者
が
主
流
を
占
め
る
に
至
る
。
す
な
わ
ち
責
任
財
産
の
異
別
性
こ
そ
が
法
主
体
の
異
別
性
に
と
っ
て
重
要
な
要
素
と
な
っ

て
く
る
。
し
か
も
そ
こ
で
は
司

R
r
と
は
全
く
逆
の
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
。
「
合
名
会
社
は
法
人
で
は
な
い
が
、
て
定
の
関
係
に
お
い
て

手
続
的
に
も
法
人
と
し
て
取
扱
わ
れ
る
」
と
。
そ
こ
で
合
名
会
社
は
会
社
財
産
と
の
結
び
つ
き
に
お
い
て
最
終
的
に
は
会
社
財
産
か
ら
の
満

足
を
目
的
と
す
る
訴
訟
に
お
け
る
当
事
者
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
至
っ
て
合
名
会
社
と
社
員
な
ら
び
に
債
権
者
と
の
実
体

す
な
わ
ち
当

S
F
に
よ
れ
ば
!
|
|
そ
し
て
そ
の
後
も
繰
り
返
し
主
張
さ

れ
る
の
で
あ
る
が
1

l
債
権
者
は
会
社
と
社
員
に
対
し
て
単
一
的
な
債
権
を
有
し
て
お
り
、
そ
の
ひ
き
あ
て
と
な
る
財
産
が
会
社
財
産
と
社

(
回
)

員
の
個
人
財
産
と
い
う
二
種
類
の
財
産
か
ら
成
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
従
っ
て
そ
の
場
合
債
権
者
が
会
社
財
産
の
み
を
あ
て
に
し
て
会
社
を

法
上
の
関
係
に
も
変
容
が
あ
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

相
手
に
訴
訟
を
提
起
し
、

後
に
社
員
に
対
す
る
請
求
を
追
加
し
て
も
、

請
求
の
変
更
は
な
く
、

単
に
請
求
の
拡
張
、
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
こ

と
に
な
る
。

し
か
し
責
任
財
産
の
相
違
に
よ
る
、
法
主
体
と
し
て
の
会
社
と
社
員
の
区
別
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
債
権
者
は
会
社
財

産
の
主
体
と
し
て
の
会
社
と
個
人
財
産
の
主
体
と
し
て
の
社
員
に
対
し
別
個
の
債
権
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
会
社
に
対
し
て
有
責

判
決
が
下
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
会
社
財
産
に
の
み
関
係
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
判
決
は
会
社
に
対
す
る
権
利
の
み
を
認
め
る

も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
当
該
判
決
の
効
力
を
受
け
る
の
は
原
則
と
し
て
会
社
の
み
で
あ
る
。
逆
に
会
社
訴
訟
で
会
社
に
対
す
る
権
利
が
否
定



さ
れ
る
と
し
て
も
、
社
員
に
対
し
て
も
そ
の
主
張
が
許
さ
れ
な
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
従
っ
て
も
し
社
員
に
対
す
る
判
決
効
の
拡
張
を
認

め
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
法
的
根
拠
を
探
る
必
要
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

凶
会
社
訴
訟
の
社
員
に
対
す
る
判
決
効
と
依
存
関
係

独
立
し
た
財
産
を
一
つ
の
法
主
体
と
す
る
立
場
か
ら
、
法
主
体
と
し
て
の
合
名
会
社
と
社
員
を
区
別
す
る
こ
と
は
既
に

R
O
H
G
の
判
例

に
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
、
が
、
同
時
に
そ
れ
は
出
己
】
耳
目
的
の
出
発
点
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
出
巳
-
耳
目
的
は
会
社
判
決
の
社
員
に
対
す
る

(3) 

効
力
を
反
射
効
と
す
る
か
既
判
力
拡
張
と
す
る
か
に
つ
い
て
は
迷
い
を
見
せ
て
い
る
。
し
か
し
拡
張
を
認
め
る
基
礎
理
論
に
つ
い
て
は
、

賞
し
た
理
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
会
社
の
権
利
関
係
が
社
員
の
権
利
関
係
の
た
め
に
基
準
性
を
持
つ
限
り
で
、
会
社
の
訴
訟
追

行
の
結
果
も
ま
た
社
員
の
権
利
関
係
の
た
め
に
基
準
性
を
持
つ
c

」
こ
の
依
存
関
係
に
も
と
づ
く
判
決
効
の
拡
張
は
、
民
間
口
羽
目
的
に
よ
れ
ば
、

(
回
)

事
物
の
本
性

(
E
m
Z
E
日
仏
2
ω
R
Z
)
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。

合名会社の受けた判決の社員に及ぼす効力について

確
か
に
社
員
の
責
任
の
範
囲
は
会
社
の
そ
の
折
り
折
り
の
債
務
の
範
囲
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
右
に
掲

げ
た

Em--毛
布
の
命
題
の
前
段
は
妥
当
で
あ
る
。

し
か
し
そ
こ
か
ら
必
然
的
に
会
社
判
決
の
社
員
へ
の
既
判
力
拡
張
が
導
か
れ
る
も
の
で

あ
ろ
う
か
。
右
の
よ
う
な
意
味
で
の
付
従
性
な
い
し
依
存
関
係
か
ら
は
、
会
社
が
有
責
判
決
の
効
力
に
よ
っ
て
失
っ
た
抗
弁
事
由
を
社
員
も

ま
た
切
断
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
必
然
的
に
帰
結
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
趣
旨
の
政
策
目
的
に
よ
る
立
法
あ
る
い
は
特
別
の
法
的
根

拠
が
必
要
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
少
な
く
と
も
単
に
債
務
の
範
囲
に
つ
い
て
の
付
従
性
(
切
巾

2
2自
由
ロ
ロ
の
所
説
参
照
)
と
い
う
だ
け
で

は
、
仮
り
に
実
体
法
説
に
立
っ
た
と
し
て
も
、
社
員
へ
の
既
判
力
拡
張
は
帰
結
さ
れ
得
な
い
と
考
え
る
。
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さ
ら
に
依
存
関
係
説
は
、

法
律
行
為
と
訴
訟
行
為
の
対
応
関
係

(Ez--己
伊
丹
野
)
を
そ
の
基
盤
に
据
え
て
い
る
。

し
か
し
こ
の
対
応
関
係

に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
1

1
転
貸
借
関
係
事
例
を
挺
子
と
し
な
が
ら
も
一
般
論
と
し
て

i
l浅
薄
な
議
論
と
批
判
さ
れ
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。



説

近
時
は
判
決
効
を
拡
張
さ
れ
る
考
の
手
続
権
の
保
障
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
手
続
権
保
障
と
い
う
視
点
は

E
0
5
4
2
に
お
い
て

は
手
続
的
適
性
(
匂

BRag-巾
N
E

;命

に
有
利
な
既
判
力
拡
張
は
問
題
に
な
ら
な
い
。

し
か
し
不
利
益
を
受
け
る
第
三
者
に
つ
い
て
は
、
第
三
者
か
ら
審
問
請
求
権
を
奪
う
根
拠
が

必
要
で
あ
り
、
こ
れ
を
正
当
化
す
る
理
由
が
、
第
三
者
は
当
事
者
の
行
な
う
法
律
行
為
上
の
悪
化
(
〈
冊
目
円

r
r
n
r
z
zロ
ぬ
)
を
甘
受
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
と
し
た
。
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
前
述
の
よ
う
に
批
判
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
有
利
な
既
判
力

拡
張
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
で
は
債
権
者
は
一
回
の
取
得
機
会
で
二
重
の
喪
失
危
険
を
負
う
(
巾
宮
町
田
島
町
の
2
1ロ
n
r
g
n
p
号
志
向
-
Z
〈
2
F
'

m
片
岡
山
田
持
。
)
こ
と
に
な
る
か
ら
、
債
権
者
の
保
護
利
益
の
保
障
に
欠
け
る
と
の
批
判
が
あ
る
。

既
判
力
拡
張
か
反
射
効
か
法
律
要
件
的
効
果
か

qa 合
名
会
社
訴
訟
に
お
け
る
判
決
の
社
員
に
対
す
る
効
力
は
既
判
力
拡
張
で
あ
る

(
T
m
m
2
w
m
g
g
g布
切
切
E
R円
B
S
F
E。
B
4
2
)
の

か
、
反
射
効
で
あ
る
(
出
向
-
-
老
町
)
の
か
、

法
律
要
件
的
効
果
で
あ
る
(
間
三

Z
2
v
同
え
B
田
口
口
)
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
っ
た
。

こ
の
問
題
は

H
G
B
一
二
九
条
一
項
を
ど
の
よ
う
に
解
す
る
の
か
と
い
う
問
題
と
密
接
な
関
連
を
有
し
て
い
た
。

一
般
に
既
判
力
拡
張
は
手
続
法
上
の
効
力
で
あ
り
、
反
射
効
な
ら
び
に
法
律
要
件
的
効
果
は
実
体
法
上
の
効
力
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
社
員
は
「
会
社
の
義
務
の
た
め
に
」
会
社
と
な
ら
ん
で
責
任
を
負
う

(
H
G
B
一
二
八
条
)
。

会
社
の
義
務
の
存
在
、

内
容
が

社
員
の
責
任
の
存
在
、
内
容
を
規
定
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
会
社
の
義
務
の
存
在
、
内
容
が
社
員
の
責
任
の
存
在
、
内
容
に
と
っ
て
前
提
問

題
と
な
る
。
そ
こ
で
問
題
は
会
社
の
義
務
が
訴
訟
と
い
う
手
続
の
経
過
を
へ
て
、
そ
の
存
在
、
内
容
を
確
定
判
決
の
中
に
示
さ
れ
た
と
き
、

社
員
は
い
か
な
る
内
容
の
責
任
を
負
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

M
引

既
判
力
拡
張
説
に
よ
れ
ば
|
|
既
判
力
本
質
論
に
お
け
る
実
体
法
説
と
訴
訟
法
説
と
で
表
現
に
相
違
は
あ
る
が
|
|
社
員
は
会
社
判
決

の
既
判
力
を
受
け
る
結
果
、
会
社
判
決
が
不
当
で
あ
っ
て
、
既
存
の
権
利
関
係
は
判
決
内
容
と
は
異
な
る
旨
の
主
張
・
立
証
の
余
地
が
な
く
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な
る
。
そ
の
結
果
、
会
社
判
決
の
判
示
内
容
ど
お
り
の
債
務
に
つ
き
社
員
は
責
任
を
負
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
根
拠
づ
け
は
、
実
体

法
説
に
お
い
て
は

H
G
B
一
二
八
条
(
こ
れ
の
み
で
足
り
る
か
は
疑
問
で
あ
る
が
)
で
あ
り
、
訴
訟
法
説
の
中
で
も
依
存
関
係
説
は
社
員
の

債
務
の
会
社
債
務
へ
の
実
体
法
上
の
依
存
関
係
で
あ
り
、
ま
た
端
的
に

H
G
B
一
二
九
条
一
項
は
会
社
判
決
の
社
員
へ
の
既
判
力
拡
張
規
定

で
あ
る
と
す
る
も
の
も
あ
る
な
ど
様
々
で
あ
る
。

(3) 

反
射
効
(
法
律
要
件
的
効
果
)
説
と
い
っ
て
も
論
者
に
よ
り
そ
の
内
容
が
異
な
っ
て
い
る
。
出
品

--im
や
出

oFF白
ロ
ロ
は

H
G
B
一
v

二

九
条
一
項
に
積
極
的
意
味
を
与
え
る
の
に
対
し
、
同
E
E
2
は
同
条
項
に
消
極
的
意
味
の
み
を
与
え
て
い
る
。

州
内

E
5
2
は
、
会
社
債
権
者
が
会
社
に
対
し
て
得
た
有
責
判
決
に
よ
っ
て
社
員
は
会
社
に
属
す
る
抗
弁
を
奪
わ
れ
る
、
す
な
わ
ち
会
社
有

(吋

合名会社の受けた判決の社員に及ぼす効力について

責
判
決
の
存
在
が
抗
弁
を
奪
う
と
い
う
付
随
的
効
果
を
も
た
ら
す
。
こ
の
効
果
は
た
と
え
ば
会
社
が
自
己
に
属
す
る
抗
弁
を
放
棄
す
れ
ば
社

員
も
ま
一
た
当
該
抗
弁
を
主
張
で
き
な
く
な
る
の
と
同
じ
効
果
で
あ
っ
て
実
体
法
上
の
効
果
で
あ
る
、
と
す
る
。
こ
れ
じ
対
し
て
は
司
お

g
，

一
定
の
抗
弁
を
手
続
法
上
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
く

開
丹

2
F
2
か
ら
、

も
し
訴
訟
法
説
に
立
て
ば
会
社
は
自
己
の
敗
訴
判
決
に
よ
っ
て
、

な
る
だ
け
で
あ
る
の
に
、
社
員
は
実
体
法
上
も
こ
れ
を
主
張
す
る
こ
と
を
禁
ぜ
ら
れ
る
の
は
、
会
社
が
失
う
以
上
の
も
の
を
社
員
が
失
う
と

い
う
意
味
で
会
社
債
務
へ
の
社
員
の
債
務
の
完
全
な
付
従
性
と
い
う
性
質
に
反
す
る
と
批
判
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
翻
っ
て
考
え
て
み
る
と

こ
れ
は
さ
ほ
ど
手
痛
い
批
判
の
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。
実
体
法
上
の
抗
弁
事
由
で
あ
れ
、
手
続
法
上
の
抗
弁
事
由
で
あ
れ
、
訴
訟
と
い
う

た
k
え
会
社
が
あ
る
抗
弁

場
面
で
は
、
抗
弁
の
提
出
と
い
う
一
つ
の
訴
訟
行
為
と
し
て
そ
の
主
張
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

を
手
続
法
上
で
の
み
失
い
、
実
体
法
上
は
こ
れ
を
有
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
を
訴
訟
で
主
張
す
る
こ
と
が
封
じ
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば

実

際

的

意

味

は

な

い

。

判

決

の

存

在

が

二

匙

の

効

果

を

も

た

ら

寸

と

い

う

こ

と

、
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む
し
ろ
こ
こ
で
同
E
Z
2
が
意
図
し
た
こ
と
は
、

つ
ま

り
そ
の
効
果
を
実
現
す
る
た
め
に
は
判
決
の
存
在
の
主
張
・
立
証
で
足
り
る
と
い
う
法
規
の
存
在
の
認
識
に
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と

こ
ろ
で
匂

g唱
に
よ
れ
ば
反
射
効
(
法
律
要
件
的
効
果
〉

と
既
判
力
拡
張
と
の
実
際
的
相
違
は
、

前
訴
判
決
の
存
在
が
職
権
調
査
事
項
で



説

あ
る
か
、
当
事
者
の
主
張
を
侯
っ
て
掛
酌
す
べ
き
事
項
で
あ
る
か
に
あ
っ
た
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
同
E
Z
2
は
後
者
を
選
択
ー
し
た
と

い
う
こ
と
に
な
り
、
彼
の
説
の
存
在
意
義
も
そ
の
点
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

は
全
く
問
題
と
は
な
ら
な
い
。
従
っ
て

E
哲
日
丹
市
n
r
m
H
の
批
判
は
こ
こ
で
は
あ
た
ら
な
い
と
い
う
利
点
が
あ
る
。

て
は
別
の
角
度
か
ら
の
批
判
が
あ
る
。

し
か
し
こ
の
説
に
対
し
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論

こ
れ
に
対
し
て
国
主

B
gロ
の
法
律
要
件
的
効
果
説
で
は
、
会
社
が
判
決
内
容
と
は
異
な
る
観
念
的
既
存
債
務
を
負
っ
て
い
る
か
否
か

た
出
。
同
日
出
口
口
)

同巾
--g巴
ぽ
(
そ
し
て
そ
れ
を
受
け

の
見
解
は
「
社
員
の
責
任
が
会
社
の
有
責
判
決
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
発
生
す
る
も
の
で
は
な
く
、

そ
れ
は
関

E
g
z
の
出
巾
ロ
耳
目
ぬ
に
対
す
る
批
判
の
中
に
あ
る
。

既
に
そ
れ
以
前
に
存
在

し
て
い
た
こ
と
を
充
分
に
尊
重
し
て
は
い
な
い
。
こ
の
見
解
は
会
社
の
有
責
判
決
を
債
権
者
の
社
員
に
対
す
る
訴
え
に
と
っ
て
権
利
発
生
の

基
礎
(
同

2
r
Z
2
N
2ぬ
g向

日
開

P
百
円
四
回
口
広
三
)
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
正
当
で
は
な
い
」
と
。

す
な
わ
ち
出
己

Z
応
'
図
。
同
日
間
ロ
ロ
流
の
法
律
要

件
的
効
果
説
に
よ
れ
ば
、
社
員
の
責
任
の
発
生
時
期
、
履
行
期
の
到
来
時
期
、
従
っ
て
時
効
進
行
の
起
算
点
は
す
べ
て
判
決
確
定
時
と
す
べ

き
こ
と
に
な
る
。

そ
の
場
合
会
社
債
務
の
発
生
時
な
ら
び
に
履
行
期
と
社
員
の
責
任
の
発
生
時
な
ら
び
に
履
行
期
と
の
聞
に
ず
れ
が
生
じ
る

こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
ず
れ
の
存
在
は
会
社
債
務
に
対
す
る
社
員
の
債
務
の
付
従
性
と
の
調
和
を
欠
く
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い

か
が
疑
問
で
あ
る
。
こ
の
疑
問
に
対
し
て
民
主

5
8ロ
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
会
社
が
売
買
契
約
に
も
と
守
つ
い
て
一

O
O支
払
う

べ
し
と
の
有
責
判
決
(
し
か
も
不
当
判
決
)
を
受
け
た
と
き
、
会
社
は
、
真
実
債
務
を
負
う
か
杏
か
を
顧
慮
す
る
こ
と
な
く
、
債
権
者
に
対

一
二
九
条
一
項
に
よ
り
社
員
も
一

O
O
に
つ
き
責
任
を
負
う
。
会
社
と

債
権
者
と
の
聞
に
は
実
際
に
は
売
買
契
約
が
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
場
合
、
会
社
が
有
責
判
決
を
受
け
た
と
い
う
事
実
に
も
と
づ
い
て
社

員
の
債
務
は
発
生
す
る

Q

し
か
し
右
の
場
合
、
債
権
者
の
社
員
に
対
す
る
訴
え
は
判
決
に
も
と
づ
く
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
実
在
し
な

い
売
買
契
約
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
、
と
。
し
か
し
実
在
し
な
い
売
買
契
約
に
よ
っ
て
社
員
の
責
任
が
発
生
す
る
と
の
擬
制
を
用
い
な
け

し
て
一

O
O支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で

H
G
B
一
二
八
条
、

れ
ば
理
論
的
に
筋
が
通
ら
な
い
こ
と
自
体
、
こ
の
説
の
破
綻
を
一
不
す
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
少
な
く
と
も
H
G
B
一
二
八
条
、

一
二
九
条



を
そ
こ
ま
で
読
み
込
む
こ
と
に
は
疑
問
を
感
じ
る
。

と
こ
ろ
で
従
来
、
判
決
の
法
律
要
件
的
効
果
と
い
わ
れ
た
も
の
は
、
判
決
の
判
断
内
容
を
問
題
と
せ
ず
、
そ
の
外
在
性
が
一
定
の
実
体
法
上

し
か
し
右
に
述
べ
た
法
律
要
件
的
効
果
は
い
ず
れ
も
判
決
の
判
断
内
容
を
不
可
争
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
内
容
を
含
み
な
が
ら
な
お
法
律
要
件
的
効
果
と
い
わ
れ
る
の
は
、
判
決
の
存
在
が
判
決
の
対
象
と
な
る
法
律
関
係

(
叩
}

と
は
別
個
の
実
体
法
上
の
請
求
権
を
生
み
出
す
と
い
う
側
面
を
有
す
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
従
っ
て

H
G
B
一
二
九
条
-
項
に
抗
弁
の
切
断
と

の
効
呆
を
生
み
出
す
現
象
の
総
称
で
あ
っ
た
。

(3) 

い
う
消
極
的
意
味
し
か
認
め
な
い
関
巳
Z
2
の
所
説
を
法
律
要
件
的
効
果
と
呼
ぶ
の
は
適
当
で
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

い
し
第
三
者
の
判
決
の
存
在
に
関
す
る
主
張
を
侯
っ
て
、
判
決
の
判
断
内
容
を
不
可
争
と
す
る
効
力
を
通
常
の
法
律
要
件
的
効
果
と
区
別
す

る
意
味
で
反
射
効
と
呼
ぶ
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
そ
の
場
合
、
判
決
の
存
在
の
考
慮
が
当
事
者
の
主
張
に
か
か
る
と
い
う
だ
け
で

あ
っ
て
、
判
決
の
判
断
内
容
の
不
可
争
力
と
い
う
点
に
お
い
て
既
判
力
拡
張
と
な
ん
ら
異
な
る
も
の
で
は
な
い
。

最
後
に
若
干
の
感
想
を
つ
け
加
え
る
こ
と
に
す
る
。
そ
も
そ
も
H
G
B
一
二
九
条
一
項
は
、
立
法
者
の
意
図
に
よ
れ
ば
、
会
社
と
債
権

そ
こ
で
当
事
者
な

合名会社の受けた判決の社員に及ぼす効力について

(ニ)者
と
の
間
の
訴
訟
で
会
社
債
権
が
確
定
す
る
と
き
、
そ
の
裁
判
に
よ
る
確
定
を
社
員
に
も
通
用
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
規
し
た
も
の
で

あ
っ
た
。
他
方
で
同
時
に
裁
判
外
で
の
債
務
の
承
認
の
場
合
で
も
、
承
認
さ
れ
た
債
務
の
存
在
を
社
員
に
も
は
や
争
わ
せ
な
い
こ
と
も
意
図

さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
立
法
当
初
は

H
G
B
一
二
九
条
一
項
は
、
手
続
規
定
と
実
体
規
定
の
両
方
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
学
説
に
お

い
て
も
同
様
に
解
す
る
も
の
が
あ
っ
た

(Em--im-rmmm同)。

と
こ
ろ
が
そ
の
後
右
条
項
を
専
ら
実
体
規
定
と
解
す
る
学
説
が
あ
ら
わ
れ

(同

EEmHV
国
主

5
2ロ
)
、
ま
た
逆
に
全
く
の
手
続
規
定
と
解
す
る
者
も
あ
ら
わ
れ
た
(
回

F
5
4
2
)。
し
か
し
い
ず
れ
に
し
て
も
判
決
に
よ
る

会
社
債
務
の
確
定
を
社
員
に
も
不
可
争
に
す
る
効
力
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
に
か
わ
り
は
な
い
。
そ
こ
で

H
G
B
一
二
九
条
を
手
続
規
定

と
解
す
る
か
実
体
規
定
と
解
す
る
か
の
争
い
に
ど
の
よ
う
な
意
義
が
あ
る
の
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
関

E
5
2

説
の
意
義
は
会
社
債
務
の
存
否
の
判
断
を
職
権
調
査
事
項
か
ら
は
ず
す
こ
と
に
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
手
続
規
定
と
解
し
た
か
ら
と
い
っ
て
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説

必
然
的
に
職
権
調
査
事
項
と
な
る
と
は
限
ら
な
い
。
債
権
者
・
会
社
間
で
会
社
債
務
を
確
定
す
る
判
決
が
下
さ
れ
た
場
合
、
会
社
が
既
判
力

eA  

iiHij 

に
よ
っ
て
切
断
さ
れ
る
抗
弁
を
社
員
も
切
断
さ
れ
る
と
い
う
規
定
が
あ
る
場
合
に
、

う
条
件
に
か
か
ら
せ
る
こ
と
は
な
ん
ら
妨
げ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
判
決
の
判
断
内
容
の
拘
束
力
を
も
た
ら
す
規
定
は
こ
れ
を
む
し
ろ

こ
れ
を
「
債
権
者
が
前
訴
判
決
を
援
用
す
れ
ば
」
と
い

手
続
規
定
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
会
社
と
債
権
者
と
の
間
の
訴
訟
で
債
権
者
の
請
求
が
棄
却
さ
れ
た
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

F
E
m
m
m戸ゲ巾同問
2
E
C
2丘
町
円
は

H
G
B
一
二
九
条
一
項
の
規
定
の
体
裁
を
問
題
と
し
、
そ
の
趣
旨
は
社
員
が
会
社
に
属
す
る
す
べ
て
の
抗
弁
を
援
用
で
き
る
こ
と
に
あ
る
と

主
張
し
、
己
管

5
m
2
5出
血
円
宮
ロ
ゲ
ロ
括
匂
r
n
r
F
m
-
B
も
ま
た
右
条
項
は
、
保
証
人
が
主
債
務
者
に
属
す
る
す
べ
て
の
抗
弁
を
援
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
旨
を
定
め
た

B
G
B
七
六
八
条
一
項
と
同
趣
旨
で
あ
る
と
す
る
。
右
の

B
G
B
七
六
八
条
一
項
に
つ
き
、
こ
の
抗
弁
事
由
の
中
に

主
債
務
の
不
存
在
を
確
定
す
る
判
決
の
存
在
を
含
む
こ
と
を
認
め
る

B
G
H
の
判
例
が
あ
る
。
こ
の
判
例
は
、
債
権
者
・
主
債
務
者
間
の
債

権
者
の
請
求
棄
却
判
決
の
保
証
人
へ
の
既
判
力
拡
張
を
認
め
た
。
従
っ
て
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
保
証
人
に
よ
る
前
訴
判
決
の
存
在
の
主
張
を
侠

た
ず
に
、
極
端
な
場
合
た
と
え
保
証
人
が
欠
席
し
て
も
、
後
訴
裁
判
所
は
保
証
人
勝
訴
の
判
決
を
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
結
論
は
果
し

て
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
む
し
ろ

B
G
B
七
六
八
条
一
項
を
文
字
通
り

F
E干
規
定
と
解
し
て
、
右
の
場
合
に
も
保
証
人
の
援
用
を
侠
つ

べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
そ
こ
で

H
G
B
一
二
九
条
一
項
も
会
社
債
務
不
存
在
を
確
定
す
る
判
決
が
あ
る
場
合
、
社
員
は
会
社
に
属
す

る
既
判
力
の
抗
弁
を
援
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
の
援
用
が
あ
れ
ば
債
権
者
に
会
社
債
務
の
存
在
を
根
拠
づ
け
る
主
張
が
禁
止
さ

{m) 

れ
、
そ
の
結
果
、
債
権
者
の
社
員
に
対
す
る
請
求
は
棄
却
さ
れ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
従
っ
て
会
社
債
務
を
確
定
す
る
判
決
の
存
在
に
つ

(m} 

い
て
も
同
様
に
債
権
者
の
主
張
を
侠
っ
て
裁
判
所
は
劃
酌
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
を
当
事
者
の
主
張
を
侠
つ
点
に
既
判
力
拡
張

(
胤
)

と
の
差
異
を
見
出
し
、
こ
れ
を
特
に
反
射
効
説
と
呼
ぶ
こ
と
に
も
意
義
が
あ
る
と
考
え
る
。
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合名会社の受けた判決の社員に及ぼす効力について (3) 

(

1

)

原
語
は
巴
ロ
君
。
ロ
与
口
口
問
。
ロ
で
あ
る
が
、
狭
い
志
味
で
の
抗
弁
を
も
含
む
趣
旨
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

(

2

)

立
法
の
経
粋
な
ら
び
に
概
観
に
つ
い
て
は
現
代
外
国
法
典
叢
書
「
独
逸
商
法
問
」
序
説
参
照
。

(

3

)

出
国

r
p
E
O
問。

g
g
gロ
宮
田
丹

R
U
-
-
g
N
E
乱
。
ロ
何
冊
目

n
z
'
E丘
町
向
。

Z
R
〈
♂

ζ
2
2
Eロ
2
2
s
z
mロ
牛
包
括

2
2
N
r
5
Y
ω
-
N由
叫
に
よ
る
。

(

4

)

出
m
r
p
p
m・o
-
ω
-
N白
吋
に
よ
れ
ば
開
三
宅
=
片
岡
の
一
二
七
条
(
現
一
二
九
条
)
一
項
に
つ
い
て
は
「
学
説
、
判
例
で
近
時
既
に
支
配
的
な
見
解
に
一
致

し
て
」
と
あ
り
、
問
項
(
執
行
力
)
に
つ
い
て
は
「
最
上
級
審
の
判
例
と
一
致
し
て
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
一
項
に
つ
い
て
は
審
級
を
限
ら
な
い
趣
旨
と

も
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
判
例
上
は
ー
ー
ー
こ
れ
か
ら
見
る
よ
う
に
|
|
既
判
力
の
問
題
と
執
行
力
の
問
題
と
は
重
な
り
合
う
事
例
が
多
く
、
立
法
者
と

し
て
は
特
に
そ
の
よ
う
な
区
別
を
す
る
意
図
を
持
ち
あ
わ
せ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
る
。

(

5

)

一
応
「
命
令
」
と
訳
し
て
お
く
。

(

6

)

な
お
本
判
一
不
の
後
半
部
分
す
な
わ
ち
「
(
社
員
は
)
共
同
連
帯
債
務
者
と
し
て
宣
告
さ
れ
る
」
の
意
味
が
必
ず
し
も
判
然
と
し
な
い
。
既
に
第
二
章
第
二

節
で
見
た
よ
う
に
、
「
社
員
は
会
社
の
す
べ
て
の
義
務
の
た
め
に
連
得
し
て
責
任
を
負
う
」
(
旧
H
G
B
一
一
一
一
条
)
と
い
う
と
き
、
連
帯
関
係
が
社
員
と
会
社

と
の
間
に
も
存
す
る
か
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
会
社
を
名
宛
人
と
す
る
訴
訟

1
社
員
全
員
に
対
す
る
訴
訟
で
あ
る
と
い
う
本
判
決
の
立
て

た
ル

l
ル
か
ら
の
論
理
的
帰
結
と
し
て
は
会
社
と
社
員
間
に
は
連
帯
関
係
は
成
立
し
得
な
い
。
し
か
し
他
方

R
G
は
一
貫
し
て
会
社
を
名
宛
人
と
す
る
訴
訟

に
お
け
る
判
決
の
執
行
力
が
社
員
に
及
ぶ
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
会
社
に
対
す
る
訴
訟
と
社
員
個
人
に
対
す
る
訴
訟
と
で
は
な
ん

ら
か
の
区
別
が
存
す
る
こ
と
に
な
る
。
と
す
れ
ば
本
判
決
が
「
(
社
員
は
)
共
同
連
帯
債
務
者
と
し
て
云
々
」
と
判
一
川
す
る
と
き
、
あ
る
い
は
(
会
社
財
産
と

社
員
財
産
と
の
区
別
に
も
と
づ
く
)
会
社
と
社
員
の
連
帯
関
係
を
意
味
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
(
け
だ
し
特
に
共
同
連
帯
債
務
と
い
う
と
き
、
連
帯
債

務
者
間
に
は
単
一
の
債
務
が
存
ず
る
場
合
を
指
し
示
す
こ
と
を
想
起
さ
れ
た
い
)
。
さ
ら
に
こ
の
前
提
に
立
て
ば
、
判
示
部
分
は
会
社
判
決
の
効
力
を
社
員
も

受
け
る
根
拠
と
し
て
の
役
割
を
も
担
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
(
共
同
連
帯
債
務
者
間
の
絶
対
効
ー
ー
ー
も
っ
と
も
一
般
論
と
し
て
は
共
同
連
帯
債
務
者
間
の
絶

対
効
を
肯
定
し
つ
つ
も
、
判
決
の
効
力
に
つ
き
こ
れ
を
否
定
す
る
者
が
少
な
く
な
い
。
た
と
え
ば

E

Eロ
m
w
U
-
o
Z
E
E門
会
w

円
同

0
3
g
Z
E日間同昨日。
P

(
H
自
由
)
の
否
定
の
根
拠
は
、
判
決
が
訴
訟
当
事
者
と
そ
の
承
継
人
の
問
に
の
み
そ
の
効
力
を
及
ぼ
す
こ
と
は
自
明
の
理
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
連
帯
債
務
者
聞

で
も
貫
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
け
だ
し
連
帯
債
務
者
の
一
人
が
争
点
決
定

(
F
X
U
S
E
0
2
2
-
cロ
)
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
他
の
連
特
債
務
者
も
終
極
的

な
免
責
を
受
け
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
後
に
判
決
の
効
力
を
問
題
に
す
る
余
地
は
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
さ
ら
に
閃
己
同
M
E
m
-
U
5
0
E紅白・

乙
Dロ
F
E
Z
B
U
n
r
oロ
ロ
ロ
仏

70E己
問
。
ロ
同

2
E
W
(
H
g
E
)
偶

N
ω
H
H
H
U
-
o
関
口
口

S
F
Z紅白門戸
D
P
ω
・
区

H同
・
は
肯
定
説
が
債
務
の
田
口
}
百
戸
円
か
ら
結

論
を
導
き
出
す
の
に
対
し
、
債
務
の
目
ロ

ro-円
で
あ
る
か
富
。

r
H
Z円
円
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
結
論
を
導
き
出
す
の
は
誌
弁
で
あ
り
、
む
し
ろ
個
々
の
共
同

北法33(2・71)369



債
務
者
(
口

2
5
5
)
が
彼
固
有
の
債
務
を
持
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
に
干
渉
も
保
証
も
せ
ず
、
そ
の
性
質
が
共
有
や
共
同
相
続
に
似
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
す
る
。
さ

ら

に

宮

E
0
5・
T
U
-
o
F内2
2
L
E
F
-
0
2ロ
伺
仏

2
0
Z一由主
5
p
(
H
gあ
)
も
否
定
説
に
立
つ
。
理
由
は
、
判
決
の
効
力
を
争
点
決
定
や
宣
誓
の
絶
対
効

と
い
っ
し
ょ
く
た
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
む
し
ろ
個
々
独
立
し
た
訴
訟
が
行
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
、

R
C
P
O
に
よ
れ
ば
判
決
の
効
力
が
及
ぶ
の

は
、
同
一
当
事
者
の
同
一
物
に
つ
い
て
の
訴
訟
に
限
ら
れ
る
、
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
さ
ら
に
田
口
伝
円
・
]
・
同

R
E
t
-件
前
門
ロ
ロ
仏

ωo口円山
R
F
g
F
g

5sun-MOロ
河

2
Z
W
(同
∞
由
∞
)
は
、
否
定
説
に
立
つ
理
由
を
、
既
判
力
効
が
及
ぶ
の
は
常
に
当
事
者
と
第
三
者
と
の
問
に
論
球
的
関
係
が
あ
る
場
人
円
で
あ
る

が
、
共
同
連
情
債
務
に
は
そ
の
よ
う
な
関
係
は
存
在
し
な
い
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
お
い
て
い
る
。
さ
ら
に

U
2ロゲ
z
a
-
ω
3
Z
B
仏
2
5
B
U
n
r
g

]
川
町
円
宮
田
口
・
∞
・
〉
三
日
・

2
2
N
)
は
、
そ
の
理
由
を
、
肯
定
説
の
よ
う
に
考
え
る
に
は
、
判
決
の
中
で
共
同
連
帯
債
務
(
の
存
在
)
が
否
定
さ
れ
る
と
い
う

場
合
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
一
人
の
連
帯
債
務
者
に
対
す
る
債
務
が
否
定
さ
れ
る
だ
け
で
あ
り
、
既
判
力
の
相
対
効
を
ま
げ
る
理
由
は

こ
こ
か
ら
は
出
て
来
な
い
、
保
証
と
も
そ
の
性
質
が
異
な
る
の
で
保
証
関
係
の
類
推
も
で
き
な
い
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
置
い
て
い
る
。
序
な
が
ら
、
こ
の
否

定
説
が
次
第
に
有
力
に
な
り
、
肯
定
説
に
と
っ
て
代
わ
る
勢
い
を
持
つ
に
至
り
、
肯
定
説
の
有
力
な
主
張
者
の
中
に
は
巧
宮
去
岳
巳
《
一
か
い
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、

B
G
B
制
定
の
際
に
は
、
そ
の
第
一
草
案
の
段
階
か
ら
、
連
帯
債
務
者
間
の
判
決
の
絶
対
効
は
否
定
さ
れ
た
と
い
う
次
第
で
あ
る
)
。
し
か
し
本

件
の
場
合
、
「
共
同
連
帯
債
務
者
と
し
て
云
々
」
が
根
拠
と
し
て
妥
当
で
あ
る
か
は
問
題
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
共
同
連
帯
債
務
者
間
に
判
決
の
効
力
が
及

ぶ
の
は
、
依
権
者
が
共
同
連
常
依
務
者
の
一
人
に
対
し
て
債
務
の
履
行
を
請
求
し
た
が
奏
効
せ
ず
、
請
求
楽
却
判
決
(
明

8
5官
。

n
r
g込町
m
C
3巴
-
)
を
受

け
た
場
合
に
限
る
と
す
る
の
が
列

F
V
0
2
5℃
以
来
の
学
説
で
あ
り
、
判
決
の
絶
対
効
肯
定
論
者
の
中
で
債
務
者
の
一
人
に
対
す
る
請
求
認
容
判
決
の
効

力
が
他
の
依
務
者
に
及
ぶ
と
解
す
る
者
は
い
な
い
(
た
と
え
ば

E
5
2
=
8・
N
R
F
5
5
5ロ
仏

2
(
U
2
5同
-
o
r
-
-
m
g
c
p
(凶
器
同
)
¥
者

-
E田口
Z
F

Fmy同
rznr
仏
2
句白口内山内

wEoロ
B
n
r
F
∞
・
〉
口
出
・

(gog--C口問。円
uHMgω
宮内山門

UO円円
om--tZEロ仏

ω
o
F
F門戸陣営

HBHOB-ω
ロ
yoロ
ロ
ロ
仏

yoEZmmwロ

河内山口

}MHO-L『曲目凶『ゲ口
nro円
同
ロ
円

E
m
巴
D
問
自
己

-r
乱
。
印
吋

HOE-m⑦
口
同
ロ
ヨ
岡
田
口

r
o
H
H
E丘
【
HOEωnro回
目
ν
巳〈

2
5
n
z
p
切込

-NN・
(H∞∞品
)
ω
-
N
O吋
Rw

d
〈

E
E口市円切

UFO
問
。
片
足
色
。

ω
c
-
E
R
E
F
(
H
g印
)
u
r
s
mロ
デ
ロ

2
0
E
F
m
g
g
sロ
HNRE-
∞牛
-
Y
(
H∞
臼

)
ω
z
H
g
R
な
ど
参
照
)
。
本
件
で
は
、

債
権
者
が
合
名
会
社
に
対
し
て
勝
訴
し
た
判
決
の
社
員
に
対
す
る
効
力
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
共
同
連
帯
債
務
者

と
し
て
判
決
の
効
力
を
受
け
る
と
い
う
の
は
、
当
時
の
議
論
の
状
況
か
ら
い
っ
て
も
、
問
題
で
あ
る
。
な
お
調
印
与
は
、
社
員
が
会
社
の
債
務
に
つ
き
責

任
を
負
う
の
は
、
社
員
と
し
て
れ
う
の
で
あ
っ
て
、
共
同
連
帯
債
務
者
と
し
て
で
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る

(
F
m・o-ω
・印
N
S。

(

7

)

第
三
章
第
二
節
凶
の
判
例
。

(

8

)

事
案
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

説ちもふ
d間

」
れ
も
ま
た
会
社
訴
訟
へ
の
社
員
の
補
助
参
加
の
事
例
で
あ
る
。

」
こ
で
は
、

北法33(2・72)370
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加
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的
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助
参
加



(3) 

(
C
P
O
六
六
条
)
で
あ
る
こ
と
の
前
提
と
し
て
、
本
判
決
は
、

R
G
の
確
立
し
た
判
例
に
よ
れ
ば
、
会
社
に
対
し
て
下
さ
れ
た
判
決
は
、
会
社
債
務
の
確

定
が
問
題
で
あ
る
限
り
、
個
々
の
社
員
に
対
し
て
も
既
判
力
を
及
ぼ
す
と
し
て
合
一
確
定
の
必
要
を
肯
定
し
た
。
そ
の
際
、
個
々
の
社
員
は
、
通
説
に
よ
れ

ば
、
会
社
訴
訟
の
当
事
者
と
み
な
さ
れ
て
い
る
、
と
判
示
し
て
い
る
。

(
9
一
一
事
案
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
商
人
で
あ
る

A
L
が
、
い
ず
れ
も
銀
行
家
で
あ
る
社
員

B
B
と
E
H
か
ら
な
る
合
名
会
社

B
&
H
に
対
し
て
、
一
八
七
問
年

同
月
一
一
何
回
に
提
起
し
た
訴
え
に
も
と
づ
い
て
、
一
八
七
六
年
一
月
一
八
日
に
判
決
百
三
広
「
白
片
山
C
ロ
印
己
円
円
。
巳
)
を
得
、
被
告
は
原
告
に
対
し
て
二
七

0
0
マ

ル
ク
を
一
八
七
三
年
三
月
一
一
日
よ
り
五
%
の
利
息
を
付
し
て
支
払
え
と
の
旨
が
確
定
し
た
。
そ
の
後
一
八
七
七
年
に
合
名
会
社
B
&
H
が
解
散
。
本
訴
は

A
L
が
社
員
B
B
に
対
し
て
、
一
六

0
0
マ
ル
ク
を
一
八
七
三
年
三
月
一
一
日
よ
り
五
%
の
利
息
を
付
し
て
支
払
え
と
の
申
し
立
て
を
し
た
も
の
で
あ
る
。

第
一
審
は
原
告
の
'
申
し
立
て
ど
お
り
の
判
決
を
下
し
た
。
そ
し
て
被
告
に
よ
る
控
訴
な
ら
び
に
上
告
は
棄
却
さ
れ
た
。
そ
の
際

R
B
は
前
訴
で
宥
過
さ
れ
た

事
実
と
し
て
、

A
L
と
B
&
H
と
の
取
引
の
際

B
&
H
か
ら

A
L
に
手
交
さ
れ
た
三
一

O
C
マ
ル
ク
の
前
金
が
あ
り
、
そ
れ
が
勘
定
に
入
れ
ら
れ
る
べ
左
で
あ

っ
た
と
抗
弁
し
た
が
、
本
文
判
一
亦
の
ご
と
く
こ
の
抗
弁
は
退
け
ら
れ
た
。

(

m

)

な
お
本
判
決
は
、
こ
の
事
例
に
お
い
て
は
共
同
連
帯
債
務
に
関
す
る
命
題
全
来
却
判
決
が
他
の
債
務
者
に
効
力
を
及
ぼ
す
)
は
問
題
と
は
な
ら
な
い
、
け

だ
し
社
員
は
会
れ
に
対
し
て
共
同
連
帯
債
務
者
の
地
位
に
立
つ
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
と
判
示
し
て
い
る
。

ハ
ロ
)
第
三
章
第
手
一
節
凶
の
判
例
。

(
ロ
)
た
と
え
ば
関

E
2
2・
司
江
〈

2
2
n
z
-
E
r
o
z。
ゲ
。
ロ
老
町

r
E
M問。ロ

L
2
N
Z
F
r
z
o
-
-
0・
(50∞
)ω
・
3
・
間
口
・

8
参
照
。

(日

)
p
p
r
c宅
2
・
0
虫
色
】
問

O
B
O
E
O
会
出
陣

ωnro
出向

HMPLωmgoHNVZ口}
f

ロ
・
〉
口
出
・
(
同
∞
由

ω)ω-HH唱
も
ま
た
本
判
決
と
同
様
に
「
会
社
に
対
す
る
訴
訟

が
単
に
一
人
の
社
員
に
よ
っ
て
代
理
さ
れ
て
い
る
場
合
で
も
、
そ
の
裁
判
は
す
べ
て
の
社
員
に
、
共
同
連
帯
債
務
者
と
し
て
、
会
社
財
産
の
範
聞
で
通
用
す

る
」
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
見
解
も
そ
の
真
意
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
も
っ
と
も
彼
は
烈

O
B
B
O
E白
♂
叩
巴
由
・
〉
ロ

B
-
H
で
会
社
判
決
が

社
員
へ
既
判
力
を
及
ぼ
す
こ
と
を
肯
定
し
て
い
る
(
但
し
、

Hmo間
開
♂
由
-
F
0
・
ω・
8
に
よ
る
)
。

(
H
)

出回

y
p

〔

U
O
B
E
g片山門

N
E
B
Z白
ロ
仏
包
括
冊
目
白

HNゲ己円
}MHU(Hg叶
)ω
・
8A田町・

(
日
)
豆

O
E
O
-
ω
ω
o
z
'
∞R
F
o
Eア
の
H
O
E
S
合
同
問
。
n
Z
ω
r
s
r・
(500)ω
・

8
2・

(
日
)
し
か
し
近
時
は
「
会
社
に
対
す
る
と
社
員
に
対
す
る
と
で
請
求
が
同
一
で
あ
る
か
は
さ
て
お
き
、
両
請
求
権
は
責
任
対
象
が
異
な
る
の
で
あ
る
」
こ
と
を

理
由
に
会
社
訴
訟
か
ら
社
員
訴
訟
へ
の
移
行
を
当
事
者
変
更
と
み
る
判
決

(
B
G
H
Z
六
二
・
一
三
一
)
も
あ
り
、
判
例
の
今
後
の
理
論
構
成
に
関
す
る
見

と
お
し
も
予
断
を
許
さ
な
い
。
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合名会社の受けた判決の社員に及ぼす効力について



説

(
げ
)
出
E
O
ロ
}
ご
同
・
印
・
0
・
ω
-
U
N
一
Y
H
1
ロ
・
ω
由
・

(
国
)
そ
の
立
味
で
凶
判
例
は
こ
の
問
題
に
お
け
る
リ

l
デ
ィ
ン
グ
ケ
!
ス
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
そ
の
挙
げ
ら
れ
た
根
拠
の
う
ち
、
社
員
が
会
社
に
対

し
て
共
同
連
帯
債
務
者
(
問
。
ロ
E
F
豆
町
内
E
o
ロ
)
の
地
位
に
立
つ
こ
と
を
根
拠
と
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

(
刊
日
)
判
例
凶
は
会
社
判
決
の
社
員
に
対
す
る
既
判
力
拡
張
の
根
拠
と
し
て
、
社
負
債
務
の
会
社
債
務
へ
の
付
従
性
を
挙
げ
た
が
、
こ
れ
は
そ
の
後
の
判
例
の
氾

随
を
み
て
い
な
い
。

(
初

)
H
N
0
5
0
♂
0
5
国
民
門
戸
自
問
E
H
E
O
の
g
o
-
-
ω
n
r
m
r
R
Y
E
-
仏
色
。
円
。
出
。
ロ
g
出
回
口
n
r
w
-
ω
明

2
0
z
z
r
m
w
『
同
ロ
ω
n
r
仏
m
w
B
〉
-
U
・
出
・
。
-
∞
・
ロ
ロ
L
L
O
B

。
。
白
色
ロ
g
m
o
ロ

T-
∞
-
E
甲
町
・
但
し
E
B
F
P
円

U
G
日
目
。
ロ

g叫
N
=
自
民
g
r
-
ω
間
目
的
。
門
N
ゲ
ロ
n
r
F
(
H
∞
ミ
)
ω
・
品
。
∞
に
よ
る
。

河
口
B
2
に
よ
れ
ば
合
名
会
社
の
商
号
の
下
に
お
け
る
訴
訟
は
、
全
社
員
に
対
す
る
訴
え
の
競
合
(
0
5
和
田
山
由
民
ロ
ロ
m
p
u
同
開
F
m
m
ロ
ぬ
叩
問
。
ロ
回
出
B
岳
nr目

。
虫
色
r
n
y
世
間
門
町
円
)
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

(
紅
)
現
に
m
D
5
2
自
身
は
本
文
に
述
べ
た
帰
結
を
肯
定
し
て
い
る
。

(
辺
)
現
行

H
G
B
で
は
、
一
二
九
条
問
項
に
よ
り
明
文
で
こ
の
結
論
は
否
定
さ
れ
て
い
る
。

(
泊
)
民
m
r
p
F
白
・
。
・
ω
・

8
吋
・
な
お
執
行
対
象
財
産
の
違
い
か
ら
防
禦
方
法
の
制
限
を
導
く
も
の
と
し
て
は
他
に
F
去
w
H
Z
P
C
2
q
g
N
o
a
D
E
ロ
ロ
ロ
間

町
民
同
仔
Z
L
O
E
ω
。
r
o
剛
山

O
F
n
r
w
(
H
∞
由
申
)
ω
・
町
一
凶
唱
が
あ
る
。

(
川
此
)
巧
R
Y
F
E
Z
n
r
F
ω
・
回
以
・

(
お
)
こ
の
よ
う
な
規
定
は
者
R
r
が
こ
の
本
を
公
刊
し
た
と
き
に
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
後
に
(
一
八
九
七
年
)
H
G
B
一
二
九
条
凶
項
に
会

社
判
決
の
執
行
力
の
範
囲
を
会
社
財
政
に
制
限
す
る
旨
の
規
定
が
設
け
ら
れ
た
。
も
っ
と
も
巧
2
r
自
身
は
右
規
定
の
新
設
に
終
始
反
対
し
て
い
た
こ
と

は
本
章
第
二
節
で
後
に
述
べ
る
と
お
り
で
あ
る
。

(
お
)
こ
の
説
は
川
凶
説
と
は
A
H
名
会
社
の
性
伐
に
関
す
る
理
解
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。

(
幻
)
出
0
7
円
。
ロ
《
ゲ
問
、
o
r
吋
ゲ
E
H
r
L
O
回
国
民
丘
巳
ω
H
m
w
n
y
z
・
(
H
∞
∞
由
)
∞
-
m
H
由
『
ア
ロ
5
岳
山
♂
U
-
o
m
ロ
r
v
r
冊
目
〈
m
w
ロ
の
円
角
川
口
N
m
w
ロ
《
目
。
円
問
。
ロ
r
z
r
司
同
町
F
(
H
∞
坦
印
)
ω
・
吋
叶

戸
当
包
ω
5
2
p
g
s
x
m
o
z
z
m
n
z
z
o
r
g
E
0
2
2
5
p
(
S
D
印
)
ω
・
H
吋
∞
?
骨
岡
田
巳
Z
-
N
N
M
M
E
-
S
ω
・
忠
由
(
同
=
=
5
♂
ロ
-
o
p
-
g
門
司
守

口
Z
-
r
7
0
2
0
ゲ
叩
ロ
耳
目
円
}
内
ロ
ロ
問
。
ロ
L
2
N
-
i
E
2
0
-
-
o
の
書
一
課
)
w
ω
n
E
o
m
巴
r
o
円
問
。
吋
祖
国
・
白
・
。
・
ω
-
H
H
O
申
叩
同
区
〉
ロ
B
-
N
H
J
T
w
r
自
国
国
守
口
目
。
N
w
の
2
0
ロa

凹
凸
宮
町
丹
田
吋
叩
n
z
・
ω
・
〉
=
出
・
(
同
句
。
)
ω
・
H
g
-

∞一ロ門
Z
♂
」
宅
m
-
m
自
由
ロ
ロ
に
よ
れ
ば
会
社
訴
訟
に
お
い
て
社
員
は
そ
の
c
o
g
S
F
o
x
に
包
括
さ
れ
て
い
る
ゆ
え
、
O
E
m
s
手
色
丹
に
対
す
る
判
決
は
社

::"::b. 
1m司
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(3) 

員
に
及
ぶ
と
す
る
。
ま
た

ω
n
z
o
m己
寸
巾
円

mO3
円。

r
g白
ロ
守
口
広

N
は
会
社
訴
訟
の
当
事
者
は
の

2
閉
口
凹
凸
}
同
阻
止
今
一
口
一

r
s円
向
。

g
B吾
郎
口
弘
ぬ
江
田
口

roロ

ぐ
2
r
zロ仏
σロ
7
0
円
円
で
あ
る
と
解
し
そ
の
判
決
は
個
々
の
社
員
に
既
判
力
を
及
ぼ
す
と
寸
る
。
両
者
と
も
そ
の
趣
旨
に
大
差
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

(
お
)
開

R
E
-
-
)
-
o
g
o
-
-
g
m
r円
。
同

S
S
E
E
m
-由
momo--mnr阻止

5
3吋円。
r
N白
河

E
・
ω
N
ω
E
-
が
発
表
さ
れ
た
の
は
、
当

2
r
の
同
国

E
-

ゲロロ

r
同
が
出
さ
れ
た
翌
年
、
一
八
八
六
年
で
あ
る
。

(

刊

日

)

州

内

O
E
2
の
い
く
つ
か
の
著
作
の
中
で
特
に

z
s
r
g弘
田
仏
5
0同
2

2
出
血
口
弘
己
認

go--田口
E
P
回目印』巴門戸田三田口

r
o
H
V
R
S
F
〉円

n
r
z
p円
rE円
m
R
a

-FnrE
嗣

Non-=ωL・
ち

ω-MN由
民
・
は
、
法
人
説
に
よ
れ
ば
、
判
例
・
通
説
が
認
め
て
い
る
、
合
名
会
社
判
決
の
社
員
へ
の
既
判
力
が
否
定
さ
れ
る
の
で

は
な
い
か
と
の
円
。
「
自
由
ロ
ロ
の
疑
問
に
答
え
た
も
の
で
あ
る
。

(
初
)
肘
口
ロ
一
山
口
♂
同
・
目
。

ω・]戸
ω・

(
但
)
も
っ
と
も
私
と
て
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
、
判
決
の
判
断
内
符
を
実
体
法
上
、
訴
訟
当
事
者
以
外
の
第
三
者
が
そ
の
交
任
の
た
め
に
広
擦
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
解
釈
し
う
る
こ
と
を
否
定
し
よ
う
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
切
の
国
(
〈

R
巴ロ}回目門戸】口問団円

m
n
Z
H由一巡

ω
-
N印
由
)
は
責
任
訴
訟
に
お
け
る
、

被
保
険
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
の
存
在
と
範
囲
に
関
す
る
確
定
判
決
は
、
原
則
と
し
て
、
保
険
訴
訟
の
た
め
に
も
基
準
性
を
持
つ
が
、
こ
の
こ
と
は

責
任
判
決
の
既
判
力
か
ら
生
じ
る
の
で
は
な
く
、
保
険
者
は
被
保
険
者
を
既
判
力
を
持
っ
て
確
定
さ
れ
た
責
任
義
務
か
ら
免
責
さ
せ
る
と
い
う
責
任
保
険
の

性
質
か
ら
生
じ
る
、
と
判
示
し
て
い
る
。
合
名
会
社
の
社
員
の
責
任
の
性
質
か
ら
あ
た
か
も
責
任
保
険
に
お
け
る
保
険
者
の
責
任
と
同
穫
の
責
任
内
容
が
帰

結
さ
れ
る
か
が
私
に
と
っ
て
は
疑
問
で
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

(
沼
)
問
。

z
o♂白・同・
0
・
ω・
ピ
∞
・

(
出

)
Z
g
p
r
g
z
'回
目
立

r
c
E可
w
p
g
N
B
骨
H
m
E
E
m
r
S
F
(
S
C
C
)
叩

N由
ω・
ぉ
。
民
・

(
但
)
こ
の
場
合
、
会
社
と
社
員
と
は
別
個
の
法
主
体
で
あ
っ
て
、
会
社
債
務
と
社
員
債
務
も
別
個
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
。

(
お
)
債
権
者
の
主
た
る
債
務
者
に
対
す
る
訴
訟
で
主
た
る
債
務
者
が
敗
訴
し
て
も
、
保
一
証
人
は
主
た
る
債
務
者
が
持
つ
抗
弁
を
採
用
し
て
主
た
る
債
務
の
存
在

生
争
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
。

(
お
)
司
ω問。ロ∞
g
n
r
z
w
N口
同
戸

o
r
Z
〈

O口
LO円
吉
田
件
。
同
一
色

-o口
問

onrzr同
阻
止
二
回
申
(
}
印

)ω
・叶叶・

(
初
出

)MVmぷ
桝
目
ロ
三
由
ロ
プ

nHJ
由・回・
0
・
ω・
4
∞・

(
お
)
民
乙

-dim-
〉
ロ
印
官

5
r
ロ
ロ
仏
阿
ハ

F
m
z
n
z
-
m
ω
吋
口
問
戸
但
し
初
版
は
参
照
で
き
ず
、
第
一
一
版
(
一
九
一

O
年
)
な
ら
び
に

Z
2
r
E
r
p円
〉

5
・

mmwro
同
kgMVN山
由
(
一
九
二
同
年

)
ω
-
N叶
。
同
・
に
よ
る
。
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説

(
州
出
〉
出
己

Z
-
m
w
d弓
2
3
5
ι
E
Z島
氏
話
回
。
開
円
。
ロ

2
ロ開

L
Z
H
Nめの
zmrzhF(30H)ω
・
M
2
.
z
o
z
L
2
0
r
p円
〉

5
四

mr0・

r一
宮
町
呂
町
叶
唱
に

よ
る
。

(
幼
)
本
文
の
よ
う
な
視
点
か
ら
目
見
れ
ば
、
こ
の
出
。
ロ
三
聞
の
反
射
効
説
に
対
す
る
司

mmmwロ
己

o
n
r
2
(白・問。・

ω・
叶
印
)
の
反
論
、
す
な
わ
ち
「
出
己
戸
主
四
の

た
て
た
法
命
題
は

H
G
B
一
二
九
条
一
項
を
倹
た
ず
に

H
G
B
一
二
八
条
だ
け
で
処
置
で
き
る
」
と
の
反
論
は
正
鵠
を
射
た
も
の
で
は
な
い
と
い
え
よ
う
。

(
但
)
国
乙
7
i
間二
5
・。・

ω・
5
・

(
必
)
出

OH74日同
w
ω
3
5
5
色
。
出
色

ozg口
}MOロ
N
Z
-
q
g
N
o
a
g
n
Z♂
(
回
出
回
日

)ω
・∞
2
・

(
川
崎
〉
他
に
反
射
効
を
主
張
す
る
も
の
と
し
て
、

z
p
u
n
y
Nヨ
ダ

ENOFonTUM-
〉口出・

28N)ω
・
お

N
F
が
あ
る

o
z
p
u
n
r
は
既
判
力
拡
張
の
た
め

に
は
訴
訟
物
の
客
観
的
同
一
性
が
必
要
で
あ
る
が
、
反
射
効
は
請
求
が
異
別
で
あ
り
、
一
方
が
他
方
に
依
存
す
る
関
係
に
あ
る
場
合
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で

あ
る
と
す
る
。
こ
の
点
、
既
判
力
拡
張
の
た
め
に
訴
訟
物
の
客
観
的
同
一
性
を
婆
求
せ
ず
、
第
三
者
に
対
し
判
決
に
よ
る
確
定
の
不
可
争
性
が
間
賠
と
な
る

と
ζ

ろ
で
は
、
第
三
者
に
対
す
る
既
判
力
拡
張
が
生
じ
る
と
す
る
固
め
己
主
開
(
ぎ

2
8
E
E
z
z
o
r
p
a
ロ
晶

Z
Eロ
ロ
同
居
円

HN2宮田
r
S
F
ω
・品

N)

と
は
見
解
を
具
に
す
る
。

〈
U

H

)

相
内
三
百
四
♂
同
・
同
・
0
・
ω・
混
同
・

〈
M
W
)

同

E
g
R
の
所
説
一
般
に
つ
い
て
は
既
に
、
木
川
統
一
郎
「
判
決
の
第
三
者
に
及
ぼ
す
影
響
白
」
法
学
新
報
六
五
巻
一
号
(
一
九
五
八
年
)
一
八
頁
以

下
に
詳
細
な
紹
介
が
あ
る
。
さ
ら
に
鈴
木
正
裕
「
判
決
の
反
射
的
効
果
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
一
六
一
号
(
一
九
七
一
年
)
一
二
頁
以
下
に
紹
介
と
批
判
が
あ
る
。

(
必
)
鈴
木
(
正
)
、
前
掲
、
七
瓦
お
よ
び
九
頁
注
(

2

)

参
照
。

(
幻
)
州
内

5
5
2
は
会
社
が
敗
訴
し
た
場
合
の
み
を
論
じ
、
勝
訴
し
た
場
合
を
論
じ
て
い
な
い
。
烈

E
g
t
に
と
っ
て
重
要
で
あ
っ
た
の
は
、
社
員
が
会
社
に

開
削
す
る
抗
弁
を
ど
の
よ
う
な
場
合
に
喪
失
す
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
会
社
が
勝
訴
し
た
場
合
は
、
依
然
と
し
て
こ
れ
を
媛
用
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る

た
め
問
題
に
は
な
ら
な
い
と
占
考
え
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
。

(
必
)
他
に
関

E
g
t
の
挙
げ
る
況
判
力
拡
張
説
と
の
相
違
に
つ
い
て
は
批
判
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
鈴
木
(
正
)
、
前
鋪
注
(
必
)
参
照
。

(
必
)
同

o
E
S
P
3
2
L
S
巧
2
E
s
r
c
z
o
r
z
p
g
N
g
L
2
F
n宮田
r
g
F
E
N
S
ω
・

5
R

(
ぬ
)
出
oh自
由
ロ
ロ
に
よ
れ
ば
、

H
G
B
一
二
九
条
一
項
が
実
体
法
上
の
抗
弁
の
遮
断
と
手
続
法
上
の
抗
弁
の
遮
断
の
両
方
を
含
む
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
立

法
者
は
同
一
規
範
の
中
に
、
同
一
の
文
一
言
に
よ
っ
て
二
つ
の
異
別
の
現
象
を
畳
一
回
い
表
わ
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
れ
は
次
の
範
例
に
よ
っ
て
見
れ

ば
わ
か
る
よ
う
に
奇
異
な
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
会
社
が
時
効
の
抗
介
を
放
棄
し
、
そ
の
後
債
権
者
が
社
員
に
対
し
て
会
社
債
務
の
履
行
を
請
求
し
た
場

'7t. 
l:iOlJ 
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(3) 

合
、
当
該
訴
訟
で
社
員
、
か
時
効
の
抗
弁
を
提
出
す
れ
ば
、
債
権
者
か
ら
会
社
の
抗
弁
放
棄
を
持
ち
出
さ
な
い
限
り
、
請
求
は
棄
却
さ
れ
る
。
し
か
し
時
効
の

抗
弁
が
先
行
す
る
会
社
の
訴
訟
の
判
決
に
よ
っ
て
遮
断
さ
れ
る
場
合
に
は
右
の
よ
う
な
結
呆
に
は
な
ら
な
い
。
時
効
の
抗
弁
の
不
適
法
性
は
既
判
力
効
と
し

て
職
権
で
顧
慮
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
な
-
F
0・∞

-
E印)。

(mczc同

Bmwロ
ロ
は
、
出
己
目
当
仲
間
の
主
張
し
た
反
射
効
説
は
、
実
は
出
。
問
自
白
ロ
ロ
と
同
様
の
趣
旨
日
で
あ
っ
た
と
評
価
す
る

(
F白・
0
・
ω・
5
3
0

(
臼
)
固
と
自
由
口
口
、
白
・
白
・
。
・

ω
-
E
H

(
臼
)
既
に
見
た
よ
う
に

zo--3m
自
身
、
合
名
会
社
判
決
の
社
員
に
対
す
る
効
力
に
つ
い
て
反
射
効
説
を
改
め
る
に
至
っ
た
。
も
っ
と
も
明
確
に
既
判
力
拡

張
説
に
立
つ
に
至
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
反
射
効
説
に
疑
問
を
抱
く
に
と
ど
ま
っ
た

3
3
g
g
L
2
ι
2
z
n
r
oロ
N
E
f
s
s
u
Bロ
r
F
ω
・
8
品)。

(
口
出
)
あ
る
者
の
地
位
が
他
の
者
の
地
位
に
依
存
す
る
と
い
う
と
き
、
両
者
は
法
的
に
別
個
の
地
位
を
有
す
る
こ
と
が
当
然
の
前
提
と
な
る
。
法
人
説
の
立
場
か

ら
は
こ
の
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
し
か
し
非
法
人
説
か
ら
は
そ
の
性
質
を
ど
う
解
す
る
か
の
判
断
に
迫
ら
れ
る
。
し
か
し
既
に

J

弓
田
ロ
ゲ
以
来
、
そ
の
根
拠

づ
け
に
若
千
の
相
違
は
あ
る
が
、
非
法
人
説
か
ら
も
会
社
と
社
員
と
は
別
個
の
法
主
体
で
あ
る
と
す
る
流
れ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
間
山
)
岡
田
H
の
尚
子
説
と
し
て
岡
山
田
口
げ

2
E
O
M
M
2
2
5
5
2
p
r問。
z
F
n
E
『二
S
P
R
O
P
3
5ロ
ゲ
門
広
三
官

F
え

5
J司
王
己
目
白
色
。

B
E
E
E
B

g
c
o
r口同仲間同白予

ω・
認
が
あ
る
。
逆
に
関
陣

B
5
2
F
u
-
o
p
n
Z
8
2
5
仏
2
。

R
g
S
E
E
r
-団側白田市
-
-
S
E
E
-
Z
]巧
巴
同
同
空
間
、

ω・
∞
毘

は
、
彼
の
法
的
性
質
論
か
ら
逆
の
結
論
を
導
い
て
い
る
。

(
白
山
)
仮
り
に
連
帯
債
務
規
定
の
中
に
確
定
判
決
の
絶
対
効
が
含
ま
れ
て
い
た
と
す
る
と
(
ち
な
み
に
日
本
学
術
振
興
会
編
、
法
典
調
査
会
議
事
速
記
録
第
一
九

呑
九
四
頁
以
下
に
よ
れ
ば
、
わ
が
国
の
民
法
制
定
の
際
に
、
第
四
四

O
条
と
し
て
「
前
五
条
ニ
掲
ケ
タ
ル
事
項
ニ
ツ
キ
債
権
者
↑
巡
一
帯
債
務
者
ノ
一
人
ト
ノ

問
ニ
ア
リ
タ
ル
確
定
判
決
ハ
ソ
ノ
各
条
-
一
定
ム
ル
範
閤
-
一
於
テ
他
ノ
連
帯
債
務
者
エ
対
シ
テ
モ
効
力
ヲ
生
ス
。
連
帯
債
務
者
ノ
一
人
カ
為
シ
タ
ル
弁
済
一
一
関

ス
ル
確
定
判
決
モ
又
他
/
債
務
者
ニ
対
ツ
テ
効
力
ヲ
生
ス
。
」
と
規
定
さ
れ
て
い
た
が
、
法
案
と
し
て
議
会
に
提
出
さ
れ
る
直
前
仏
削
除
さ
れ
る
に
至
っ
た

と
い
う
経
緯
が
あ
る
て
そ
の
こ
と
が
意
味
す
る
の
は
一
人
の
連
帯
債
務
者
の
債
務
不
存
在
を
確
定
す
る
判
決
の
存
在
が
他
の
債
務
者
の
債
務
を
も
消
滅
さ

せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
連
帯
債
務
者
の
一
人
の
債
務
不
存
在
の
確
定
が
そ
れ
と
し
て
他
の
連
帯
債
務
者
に
も
通
一
周
す
る
か
と
は
別
の
問
題

む
あ
る
。
後
者
は
一
人
の
連
帯
債
務
者
に
対
す
る
判
決
の
既
判
力
(
反
射
効
)
の
他
の
連
帯
債
務
者
へ
の
拡
張
の
問
題
で
あ
り
、
後
者
は

B
G
B
四
二
五
条

二
壌
に
よ
っ
て
は
否
定
さ
れ
て
い
な
い
。
両
者
の
混
同
は
避
け
る
べ
き
で
あ
る
(
鈴
木
(
正
)
「
既
判
力
拡
張
と
反
射
的
効
果
付
」
神
戸
法
学
雑
誌
九
巻
凶

号
五
二
回
頁
以
下
参
照
)
。

(
町
出
)
一
F
O問
。
♂
同
-
P
0・
ω・
2
・

北法33(2・77)375
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説論

ハ
邸
)
こ
の
こ
と
は
会
社
債
務
の
存
否
の
判
断
が
社
員
の
債
務
の
存
否
の
判
断
に
と
っ
て
先
決
性

(Fと
z
ι
E
L
F出
丹
)
を
持
つ
こ
と
を
な
味
す
る
が
、
後
者
の
前

者
に
対
す
る
依
存
性
(
〉
r
r院
口
開
拓

ror)
を
な
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
も
先
決
性
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
だ
け
か
ら
は
既
判
力
拡
張
は
導
か
れ
な

い
(
即

2
5
H
E
mロ
F

U
広
〈
乙
ゲ

2
2
r
z口問

ι
2
N
Z
-
r
z
o
-
-凹

5
L
Oロ
の
円
。
ロ

NOロ
Z
E
2
H
N
2
r
z
r
S
F
ω
-
H
O回
目
・
参
照
)
。

(

印

)

い

Fomo円祖国・白・
0
・
ω・由。・

(
的
)
岡
町
件
円
。
片
岡
同
岡
田
口
P
同・白・
0
・
ω・吋叩・

(
門
別
)
鈴
木
(
正
)
「
既
判
力
の
拡
張
と
反
射
的
効
果
付
」
前
掲
注
(
白
川
)
五
一
一
て
頁
参
照
。

(
臼
)
社
員
の
債
務
の
会
社
債
務
に
対
す
る
付
従
性
は
既
に
出
色
7
i
m
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
(
〉
ロ
名
門
ロ
ロ
ゲ

E
正

問

F
m
z
n
z
-
Z
2
L
Eロ
r

p円
〉
己
目
，

間白
r
o
T出目
M
N
F
S
N
P
ω
-
N
3・
明
白

-NU)。
そ
し
て
そ
れ
以
前
に
判
例
の
中
に
社
員
の
責
任
は
法
規
に
よ
っ
て
課
せ
ら
れ
た
の

2
2
Z
2
R古
田
正
エ
ロ
ロ
聞

で
あ
る
こ
と
を
表
明
す
る
も
の
が
あ
っ
た

(
R
G
一
八
九
二
・
一
一
-
一
二

O
判
決

R
G
Z
三

0
・
三
三
(
三
五
)
)
。
し
か
し
こ
の
よ
う
に
社
員
の
責
任
を

会
社
の
責
任
か
ら
裁
然
と
区
別
し
て
、
前
者
の
後
者
に
対
す
る
付
従
性
を
認
め
る
こ
と
は
、

A
U
手
的
共
同
体
と
し
て
の
合
名
会
担
の
法
的
性
質
に
反
す
る
と

し
て
、
右
判
決
は
そ
の
後
の

R
G
の
判
例
に
よ
り
批
判
を
受
け
て
い
る

(
R
G
一
九
一
六
・
七
・
一
二
判
決

J
W
一
九
一
六
・
一
凶

O
九
)
。
そ
こ
で

∞
2
5
2
H岡
山
口
ロ
は
、
合
名
会
社
事
例
に
つ
き
、
付
従
性

1
依
存
関
係
に
よ
る
既
判
力
拡
張
を
認
め
る
際
、
慎
重
を
期
し
て
、
付
従
性
を
認
め
る
こ
と
が
決
し

て
合
名
会
社
の
法
人
絡
肯
定
に
つ
な
が
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
官
ゐ
・
。
・

ω
-
H
3・
H
U
P
E
S
O
従
っ
て
切
2
百
円
旨
白
ロ
ロ
の
説
く
と
こ
ろ

は
、
合
手
的
共
同
体
債
務
た
る
会
社
債
務
へ
の
介
手
者
債
務
た
る
社
員
債
務
の
付
従
性
で
あ
る
。

(
臼
)
∞
-OBmwM可。♂剛山
o
n
r
z
r
s
r
2
2円
。
門
戸
内
己
口
間
宮
町

o
-
m
m
N
Z
ロヨ
n
z
-
w
Y
2
〉
rr出ロ四日
mroFNNHω
切
仏
・
吋
印

(
E
S
)
ω
-
H
R・

(
倒
)
出

]OB塁、
Rw
同
-m-。・

ω
-
H・

(
臼
)
小
室
直
人
「
形
成
訴
訟
に
お
け
る
処
分
権
主
義
、
弁
論
主
義
の
制
限
」
会
社
と
法
上
(
西
原
寛
一
先
生
追
悼
論
袋
二
九
七
七
年
)
三
凶
五
頁
以
下
参
照
。

(
剖
)
そ
の
努
力
と
し
て
、
当
事
者
適
格
者
の
充
実
し
た
訴
訟
追
行
へ
の
期
待
に
よ
る
実
質
的
根
拠
づ
け
を
試
み
る
も
の
と
し
て
、
谷
口
安
平
「
判
決
効
と
当
事

者
適
絡
者
」
民
事
訴
訟
の
理
論
下
(
中
岡
淳
一
先
生
還
暦
記
念
、
一
九
七

O
年
〕
五

O
頁
な
ら
び
に
問
「
会
社
訴
訟
に
お
け
る
訴
え
の
利
益
」
法
学
論
滋

八
二
巻
二
・
三
・
問
号
(
一
九
六
八
年
)
三

O
二
頁
以
下
(
特
に
一
-
二
七
頁
)
参
照
。

(
釘
〉
フ
リ
ツ
ツ
・
ハ
ウ
ァ

l

「
第
三
者
の
訴
訟
関
与
」
民
事
訴
訟
の
理
論
下
(
前
注
参
照
)
三

O
一
二
頁
以
下
。

ω
n
E
S
S
F
C
ユE
r老
町

r
z口
問
。
ロ
ロ
ロ
仏
円
。
，

n
z
-
F
n
r
g
c
o
r
F
同

N
呂町吋・

ω
-
E
H
R・-∞
2
2
5
8ロ
L
N
E
E
-
ω
-
S
U
R
-
-
H
N
o
r
-
-
u
s
z
n
r岳
n
v
g
の
o
r
F
Z』
巧
呂
田
・

ω・
5ω
同
-
w

君
。
-F
同州

2
z
r
n
r
o
m
の
oFO円
ロ
ロ
《
同
長
。
∞
2
0即
日
目
関
口
口
問
。
江
口

2
曲
目
見

R
E
m出件円。
F
H
N
H
S
H
-
∞・

ι
S
R
こ
れ
を
受
け
た
わ
が
国
の
解
釈
論
と
し

北法33(2・78)376



(3) 

て
は
、
吉
村
徳
重
「
判
決
効
の
拡
張
と
手
続
権
保
障

l
l身
分
訴
訟
を
中
心
と
し
て

l
l」
実
体
法
と
手
続
法
の
交
錯
下
(
山
木
戸
克
己
教
授
還
暦
記
念
、

一
九
七
八
年
)
一
一
八
頁
以
下
参
照
。

(
回
)
た
と
え
ば
の
】
2
5
ω
r
u
J
O円
ロ
ロ
色
白
問
。

D
L
g
〈
2
p
r
sロ
目
見
円

rzwM-
〉
ロ
出
・
古
田
、
立
)
叩

N印
H
H
N・
ω‘
MM∞
己
ロ
仏
閣
内
叫
〈

HNnvω
・忠一

AF-Nぬロロ
2

も
ま
た
裁
判
に
よ
っ
て
権
利
を
害
さ
れ
る
者
の
す
べ
て
に
審
開
請
求
権
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
は
、
形
成
判
決
や
既
判
力
効
、
既
判
力
の
対

世
効
の
こ
と
を
考
え
て
み
れ
ば
わ
か
る
と
す
る

(ut
〉
ロ
名

E
n
r
E民
活
口

z
-
r
r
g
の
oro♂

H12丹田口「門戸間仲間出円

Z
S日V
E仏
ぬ
可
阿
忌
白
印
・

ω-HOω
∞)。

(
印
)
出
乙

Fι
聞
か
ら
盟
C
5
0
苫
『
に
至
る
依
存
関
係
に
よ
る
既
判
力
拡
張
に
対
し
て
は
近
時
(
も
っ
と
も
同
様
の
主
張
は
以
前
か
ら
た
と
え
ば
国
え
ヨ
白
ロ
ロ

な
と
に
見
ら
れ
た
、
か
て
手
続
保
障
と
の
か
ら
み
で

Z
P
O
二
一
二
五
条
以
外
の
依
存
関
係
に
よ
る
既
判
力
拡
張
の
法
的
根
拠
を
疑
う
見
解
が
出
さ
れ
て
い
る
。

の
と

m
2
2
u
C
2
g
r
d之
町

r己
目
問
問
ロ

E
F回
出
片
目
ロ
ロ
ユ
門
丹

R
-
H
S∞
ω・
史
民
・
(
そ
の
紹
介
と
し
て
池
悶
辰
夫
、
民
事
訴
訟
雑
誌
二
八
号
二
八

O
頁
が
あ
る
)

も
っ
と
も
合
名
会
社
事
例
に
限
っ
て
い
え
ば
わ
色
白

2
2
も

H
G
B
一
二
九
条
一
磁
を
根
拠
に
会
社
判
決
の
社
員
へ
の
既
判
力
拡
張
を
肯
定
し
て
い
る

(
ω
'
H
O
U
R
-
F
S
Z
m
-
∞
・
ロ

H)。
も
っ
と
も
ζ

の
わ
色
白

2
2
の
見
解
全
体
の
検
討
は
別
の
機
会
に
談
り
た
い
。
ま
た
依
存
関
係
に
よ
る
既
判
力
拡
張
説
に

対
す
る
そ
の
後
の
学
説
の
攻
撃
、
非
難
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
ο

(拘〉

ω口}同者向
-rHNOロ
y
g
r吋阻止め円三円。…ロ
r
=ロ
開
担
巨
h
U
2
立
O
E
M
m凶
ロ
片
目
立
当
日
同
r
zロ
開
会
月
河
内
ロ

r
z
r円阻止
uNNHν
切
L・吋叶・

ω-HMAPR

な
お
こ
の
論
文
の
紹
介
と
し
て
、
坂
口
裕
英
「
シ
ュ
ワ
プ
『
第
三
者
に
対
す
る
既
判
力
拡
張
と
既
判
力
の
第
三
者
効
』
山
印
刷
」
名
城
法
学
一
四
巻
大
八
頁

以
下
、
一
五
巻
三
五
頁
以
下
、
二
ハ
巻
-
二

O
，

R
以
下
(
}
九
六
六
年
)
が
あ
る
。
さ
ら
に
上
村
明
広
「
確
定
判
決
の
反
射
効
と
既
判
力
拡
張
」
民
事
訴
訟

の
法
理
(
中
村
宗
雄
先
生
古
稀
祝
賀
論
集
、
一
九
六
五
年
)
二
一
八
二
頁
以
下
(
特
に
三
九
七
頁
以
下
)
参
照
。

ハ
冗
〉

Z
F
Uロ
Y
ω
国・
0
・
ω
品目
ω
は
同
旨
。

(
担
)
主
た
る
債
務
の
存
否
。

(
河
)
こ
の
理
論
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
ハ
正
)
「
既
判
力
の
拡
張
と
反
射
的
効
果

ω」
四
七
頁
、
同
「
判
決
の
反
射
的
効
果
」
判
例
ヂ
ペ
ム
ズ
一
一
六
一
号
一
二
頁

注
山
参
照
。

(
日
)
同

E
5
2
W
C
Z
2
r
2
H
r
z口
出
め
ロ
州
E
m
m円}百円
σ
ι
S
N
Z
F
r
u
H
O
N
O由
mom-(H23ω
・由・

(
花

)
ω
口}困者間
}
u
w

同・同・。・∞
-

H

含
・
も
っ
と
も
周
知
の
ご
と
く
こ
の
点
は
評
価
の
分
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ω口
}
困
者
向
ゲ
と
岡
田
回
の
主
張
者
と
し
て
は
回
2
江口「
0
3

]
)
芯
回
目
ロ

LZロ
関
与

R
の
め
江
口
}
戸
古
田
口
問
ロ

gnHM白山内
HC同
話
相
ロ
国
ロ
仏

2
2
0雪印
nrzwω
・
印
日
目
少
ロ
向
田
iH丹品目印
u
m
m
n
r
z
r
g同
門
口
口
止
自
白
昨
日
目
。

-
-
2
H
N
2
r
f

NNHU
切斗・

3
・
2
8
8
ω
・品。

A時四
・
(
吉
田

r
a
-
∞
・
品
川
山
田
)
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
こ
れ
に
反
対
す
る
も
の
と
し
て
は
の

E
ロ印「可

L
E・o
-
ω
-
E∞
参
照
。
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説論

(
初
〉
∞
の
}
戸
当
内

w
r
w
F
P
C
-
ω
-
z
r

(刊川

)
ω
ロ
}
阿
君
田
ダ
出
・
同
・
0
・
ω・
]5N・

(
叩
山
)
切

2
5『
自
由
ロ

P
ω
R
O
H円四伺ロ。回田町ロ凹凸}回同
r-
∞
巴

F
L
Zロ
m・
2
0ゲ
叩
同
岡
山
口
芯
コ
白
ロ
Z
Cロ
己
回
仏
∞
可
忠
君
巾
同
}
州
出
口
仏
ロ
ロ

m-NNHU
∞
仏
・
∞
。
(
戸
川
河
一
寸

)
ω
-
H
N
H
R

(-ロ
ω四

Mm
凹・

ω・
]
F
N
∞)

(
河
)
司

g
間
P
H州市口
Z印
r
s
Z
2
2
n
r
c口問

E込

ω片岡
m-仲間
2
0回目。回目
n
g
p
g
u
n
r
g
白血口同)仲間ロ

E
Eロ
2

5
仏
国
民
同
問
。

P
Z
』
巧
H申
立
・
∞

-suo

匂
ロ
・
(
ロ
)
・
な
お
の
と

m
w
z
c
p
p同・
0
・∞

-H叶
H
R・
も
批
判
的
で
あ
る
。

(

加

)

明

，

r
n
r
o吋油田
-m・
o-
∞・叶由・

〈
飢
)
あ
る
い
は
合
名
会
社
を
合
手
的
共
同
体
と
す
る
も
の
も
あ
る
。

(

但

〉

巧
hw
門
町
白
山
討
果
し
て
肯
定
説
に
立
っ
て
い
る
の
か
す
ら
疑
問
で
あ
る
(
国
ゐ
・
0
・
ω・
巴
∞
戸
)
。

(

回

)

明

u
n
r
z
-
担問・
0
・
ω・叶叶・

(
刷
出
)
固
め
ロ
耳
目
聞
は
独
立
し
た
財
産
自
体
に
法
主
体
性
を
認
め
る
よ
う
で
あ
る
(
〉
ロ
名

E
n
r
ロ
ロ
仏
関
r
m
z
n
z
-
ω
・
ミ

ω・
)
。
な
お
わ
が
国
で
も
北
部
子
博
士
は

破
産
財
団
自
体
に
法
主
体
性
を
認
め
て
レ
る
(
「
破
産
財
団
の
法
主
体
性

l
i目
的
財
産
論
を
背
景
と
し
て
」
法
学
協
会
雑
誌
五
八
巻
七
号
七
八
一
一
貝
、
八

号
九
八
七
頁
(
民
事
法
研
究
第
一
巻
山
二
一
一
氏
所
収
)
)
。

(
田
山
)
出
巳

7
i
m
-
m目

m
O
ω
N由申同・

(
皿
山
)
こ
の
場
合
社
員
は
債
務
を
負
う
の
で
は
な
く
、
単
に
責
任
だ
け
を
負
う
と
解
す
る
か
、
会
社
と
同
一
の
(
N
毛
色
白

V
R
E
B江田
nr)
債
務
を
品
川
う
と
解
す
る

か
で
実
際
上
差
異
は
あ
る
か
は
疑
問
で
あ
る
(
出

5
n
r
に
よ
れ
ば
ド
イ
ツ
に
お
け
る
通
説
は
後
者
で
あ
る
。
し
か
し
た
と
え
ば
巴
ロ
ヨ
め
は
前
者
に
立
ち
、

し
か
も
責
任
の
付
従
性
に
よ
り
実
際
的
問
題
解
決
を
は
か
ろ
う
と
す
る
。
た
と
え
ば
会
社
訴
訟
の
既
判
力
が
社
員
に
及
ぶ
根
拠
を
右
の
よ
う
に
説
明
し
て
い

る
〉
口
問
。
包
。

E
R
吋

E
-
L
g
r由同開
2
-
r
r
oロ
列

R
r
z
H
切仏

-
m
-
M
S
)。
な
お
こ
の
よ
う
な
議
論
は
民
法
上
の
組
合
に
関
し
て
わ
が
国
で
も
行
な
わ
れ

て
い
る
。
我
妻
栄
、
民
法
講
義
町
、
八
一

O
頁
は
、
組
合
員
は
債
務
が
な
く
責
任
の
み
を
負
う
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
上
回
微
一
郎
「
組
合
と
訴
訟
、
執
行
」

契
約
法
大
系
V
、
一
間
五
頁
は
、
組
合
員
は
低
務
を
も
負
う
と
す
る
。

(
閉
山
)
出
色
ア
三
間

-
p
m・
o-ω-Nロ・

(
凶
山
)
図
。
-
7丘
四
油
田
-m・
o-
∞
-
N
印
由
・
町
ロ
・

ω)・

(
朋
)
出
。
円

g
g
p
p由
。

ω-HN由
は
民
事
上
の
関
係
は
せ
い
ぜ
い
既
判
力
拡
張
の
た
め
の
法
政
策
的
根
拠
と
な
り
得
る
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
。

ま
た
小
山
外

北法33(2・80)378



(3) 

「
口
頭
弁
論
終
結
後
の
承
継
人
の
基
準
に
関
す
る
学
説
の
民
関
に
つ
い
て
」
北
大
法
学
論
集
二
二
巻
一
一
了
間
合
併
号
(
小
山
教
減
退
官
記
念
特
集
〉
，
上
巻
-

一
一
九
四
頁
も
同
旨
。

(ω)
小
山
教
授
は
、
債
権
者
対
主
債
務
者
の
訴
訟
に
お
い
で
債
権
者
が
敗
訴
の
確
定
判
決
を
受
け
た
場
合
、
こ
の
敗
訴
判
決
の
存
本
一
と
い
う
「
事
実
を
あ
て
は

め
る
べ
き
法
規
と
し
て
い
か
な
る
も
の
が
存
す
る
か
を
探
究
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
筆
者
は
、
既
判
力
に
よ
り
債
権
者
が
主
債
務
岩
に
対
し
て
債
務
(
債
権
〉

の
存
在
を
主
張
し
え
な
い
と
き
は
骨
格
者
山
保
証
人
に
対
し
て
も
主
債
務
の
存
在
を
主
張
し
え
な
い
と
の
法
規
が
存
す
る
と
解
す
る
の
で
あ
る
。
」
(
「
債
椛

者
・
主
債
務
者
間
の
判
決
と
保
証
人
l
l
l
実
体
法
と
訴
訟
法
そ
の
二
1
1
6」
民
商
法
雑
誌
七
六
巻
コ
一
号
三
三
七
頁
)
と
し
、
「
こ
の
規
範
は
債
務
が
消
滅
し

た
と
き
は
保
証
債
務
も
消
滅
す
る
と
い
う
実
体
規
範
と
同
じ
で
は
な
い
。
」
(
同
、
一
二
三
八
瓦
注
2
)
と
す
る
。
小
山
教
授
の
主
張
さ
れ
る
法
規
の
存
在
の
必

要
性
は
合
名
会
社
事
例
に
お
い
て
も
同
禄
に
存
す
る
。
し
か
し
従
来
の
依
存
関
係
説
は
、
依
存
関
係
と
い
う
概
念
の
あ
い
ま
い
さ
と
あ
い
ま
っ
て
、
会
社
債

務
の
増
加
減
少
が
社
員
債
務
の
矯
加
減
少
を
も
た
ら
す
こ
と
か
ら
、
そ
の
他
の
手
続
法
的
根
拠
を
欠
い
た
ま
ま
、
会
社
判
決
の
社
員
へ
の
既
判
力
鉱
張
を
導

い
て
き
た
よ
う
に
忠
わ
れ
る
。

(
川
目

)
ω
g
E
a
r
s
p
H内
O
B
E
g
g円
NZ円
N
Z
ニヨ
d
お
お
む
片

ιロロロ
m・
5
・
krc出・

(HSN)
切
門
日
・
ロ

ω・
5
8・
他
に
の
と

2
5
P
白・白

0
・∞

-
s
・
7向
E
E
Z
a
w

一向

NHU
∞
仏
・
∞
。
・

ω・島市甲町内
-wω
一国

ω巳
c
c
r
N
N司
切
ι・叶坦

ω・∞
ω
ロ
-
w
o
r
r同己由。
P

岡
山

onvzr円
阻
止
耳
目
同

rロ
ロ
間
ぐ

Oロ

c
z
m
-
r口
口
一
】
四
円
。
。
向
。
ロ
『
。
同
門

ruE

2
口問。ロ

-r巴
内
目
。
門
司

D
E
O
E口問
ωNOmmzp
〕

N
s
a
ω
・

g
R
理
由
と
す
る
と
こ
ろ
は
そ
れ
ぞ
れ
に
多
少
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
る
が
、
法
律
行
為
と
訴
訟

行
為
で
は
、
一
方
は
純
粋
に
私
的
意
思
に
も
と
づ
き
、
他
方
は
国
家
的
意
思
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
両
者
に
同
価
値
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な

い
ち
巳

2
5
ω
の
紹
介
に
よ
る
同
・
巴

O
B
4
2
の
見
解
)
と
か
、
判
決
の
既
判
力
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
形
成
判
決
を
別
に
す
れ
ば
、
単
に
判
決
に
よ

る
確
定
の
不
可
取
消
性
の
み
で
あ
っ
て
、
実
体
法
的
意
味
に
お
け
る
処
分
と
い
う
こ
と
ば
を
使
う
こ
と
は
訴
さ
れ
な
い

3
5白
三
Q
Z
団
)
と
か
、
あ
る
い
は

不
当
判
決
の
場
合
の
救
済
に
重
き
を
置
く
立
場
(
広
口
ロ

N
Z同
開
)
に
も
と
づ
く
も
の
も
あ
る
。

(
m

出
)
図
。
ロ
ロ

r自
fHV間同
S
F再
開
口
同
ロ
ロ
仏
同

2
7
g
r
H田
町
仲
買
巳
同
叩

nrロロ向
"NNHν
切
札
・
吋
。
(
巴
印
吋
)
∞

-AE∞
民
・
(
日
出
回
V
巾印・

ω・
怠

N)
も
一
は
ぼ
同
旨
。

(
問

)
ω
5
5
ι
oロ回目唱同・同・
0
・
ω-HωU0・

(
川
出
)
切
巾

2
2自
由
ロ
ロ
に
よ
れ
ば
、
反
射
効
は
法
律
要
件
的
効
果
の
下
位
事
例

(
C
E
R
F
]乙
で
あ
っ
て
判
決
の
存
在
が
実
体
法
規
範
の
中
で
の
法
律
要
件
的
徴

去
と
な
っ
て
訴
訟
外
で
実
体
法
上
の
効
果
を
ひ
き
出
す
場
合
(
同

5
5
2
に
よ
れ
ば
民
事
判
決
の
私
法
上
の
付
随
効
)
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
す
る
。
ま
た

こ
れ
は
既
判
力
拡
張
と
混
同
さ
れ
て
は
な
ら
ず
、
後
者
が
実
体
法
関
係
の
手
続
法
へ
の
反
映
で
あ
る
の
に
対
し
、
前
者
は
判
決
の
存
在
の
実
体
法
へ
の
反
映

で
あ
る
と
す
る
(
白
ゐ
・
。
・

ω・
ロ
品
)
。
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合名会社の受けた判決の社員に及ぼす効力について



説

(
問
山

)
ω
z
g
e
H
Cロ曲目"目・曲・。・

ω-Hω21・
。
弘
同
ミ
D
m
w
p
m・
o-
∞
-HH。同・

(
M
m
)

明
冊
目
明
0

・曲・国・。・

ω
-
H申出。・

(
巾
別
)
関
口
片
言
。
♂
白
-
P
0・
ω・
5
∞・

(
M
m
)

問。同
S
S
F
F
P
C
-
ω
・
ロ
由
・

(
的
)
も
っ
と
も
典
型
的
な
法
律
要
件
的
効
果
の
規
定
(
た
と
え
ば

B
G
B
七
七
五
条
一
項
四
号
)
と
較
べ
て
こ
れ
を
明
文
に
よ
る
法
律
要
件
的
効
果
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
か
は
問
題
と
さ
れ
て
い
る
(
鈴
木
(
正
)
「
判
決
の
反
射
的
効
果
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
二
六
一
号
四
頁
参
照
)
。

な
お
、
上
回
徹
一
郎
教
授
が
責
任
訴
訟
に
お
け
る
責
任
判
決
の
拘
束
力
を
法
律
要
件
的
効
果
(
構
成
要
件
的
効
果
)
と
さ
れ
る
と
き
(
「
責
任
判
決
の
準
参
加

的
効
力
と
構
成
要
件
的
効
力
」
民
事
訴
訟
雑
誌
二
三
号
一
七
三
頁
以
下
て
そ
の
意
味
は
国

o
h
g
gロ
流
の
法
律
要
件
的
効
果
に
近
似
す
る
(
同

5
5
2
も

保
険
事
例
を
法
律
要
件
的
効
果
と
位
世
づ
け
て
い
る
。
出
-
白
・
。
・

ω-HN)。
し
か
し
ド
イ
ツ
の
判
例
は
責
任
訴
訟
の
判
決
の
保
険
関
係
へ
の
拘
束
力
を
責
任
保

険
の
性
質
か
ら
導
い
て
い
る

B
C
E
〈

R
丘町

Z円
巴
田
町
田

H
2
E
g
g
-
ω
・自由)。

(m)
既
に
鈴
木
(
正
)
、
前
掲
の
つ
と
に
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
本
間
義
信
「
反
射
効
と
依
存
関
係
に
依
る
既
判
力
拡
張
」
島
線
大
学
論
集
(
人
文
科
学
)

一
五
号
一
三
九
頁
以
下
も
同
旨
。

(
削
)
切
の
出

Z
同
者

5
8・
ω・
自
由
.

〔

m
)
ω
芯ぽ・し『

ghw問、白・白・
0
・
ω
-
E
S
は
問
国
回
。

(

m

山
)
結
果
と
し
て
同

E
g
R
-
z
a
s向
ロ
ロ
説
と
同
じ
こ
と
に
な
る
。
し
か
し

H
G
B
-
二
九
条
一
一
吸
を
手
続
規
定
と
解
す
る
点
で
は
両
説
と
は
異
な
る
@

(
似
)
但
し
ド
イ
ツ
で
は
本
文
の
，
怠
味
で
反
射
効
説
は
見
あ
た
ら
な
い
。

ヲム
d岡

第
二
節

会
社
訴
訟
に
お
け
る
判
決
の
社
員
へ
の
執
行
力

法

的

規

整

H
G
B
一
二
四
条
一
項
は
「
会
社
財
産
ニ
対
ス
ル
強
制
執
行
ニ
ハ
会
社
ニ
対
ス
ル
執
行
力
ア
ル
債
務
名
義
ヲ
必
要
ト
ス
」
と
規
定
し
て
い

る
。
合
名
会
社
は
そ
の
商
号
で
訴
え
ま
た
は
訴
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る

(
H
G
B
一
二
四
条
一
項
)
。

こ
の
規
定
が
文
字
通
り
宮
口
守
規

北法33(2・82)380



定
で
あ
る
の
か
、
す
な
わ
ち
合
名
会
社
に
対
し
て
有
効
な
債
務
名
義
と
な
る
判
決
を
得
る
た
め
に
は
、
合
名
会
社
の
商
号
で
訴
え
を
提
起
す

る
方
法
の
ほ
か
に
、
社
員
全
員
に
対
し
て
訴
え
を
提
起
す
る
と
い
う
方
法
を
と
る
こ
と
も
で
き
る
か
に
つ
い
て
は
、
前
述
(
第
三
章
第
一
節

二
凶
)
の
と
お
り
考
え
方
、
が
分
れ
て
い
る
。
そ
し
て
い
ず
れ
の
立
場
を
と
る
か
で
合
名
会
社
判
決
の
社
員
に
対
す
る
執
行
力
拡
張
の
問
題
に

つ
き
相
違
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
社
員
全
員
に
対
す
る
判
決
で
会
社
財
産
に
対
す
る
執
行
が
で
き
る
か
の
問
題
は
さ
て
お
き
、
会

社
の
商
号
の
下
で
行
な
わ
れ
た
訴
訟
に
お
け
る
判
決
の
社
員
へ
の
執
行
力
(
拡
張
)

の
問
題
を
と
り
あ
げ
る
。

(3) 

と
こ
ろ
で
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
会
社
訴
訟
に
お
け
る
判
決
の
社
員
へ
の
執
行
力
(
拡
張
〉
を
明
文
で
否
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
H
G
B

一
二
九
条
四
項
で
「
会
社
ニ
対
ス
ル
執
行
力
ア
ル
債
務
名
義
一
一
ヨ
リ
テ
社
員
一
一
対
シ
強
制
執
行
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ス
」
と
規
定
し
て
い
(
ぷ
。

こ
の
・
規
定
も
ま
た
既
判
力
に
関
す
る
同
条
一
項
と
同
様
、
当
時
の
最
上
級
審
の
判
例
に
お
い
て
通
用
し
て
い
た
原
則
を
条
文
化
し
た
も
の
で

あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

合名会社の受けた判決の社員に及ぼす効力について

従
っ
て
合
名
会
社
の
債
権
者
が
会
社
財
産
に
対
し
て
執
行
す
る
た
め
に
は
、
会
社
に
対
す
る
判
決
を
得
る
必
要
が
あ
る
と
と
も
に
、
会
社

に
対
す
る
判
決
で
社
員
の
個
人
財
産
に
対
し
て
強
制
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
法
的
規
整
を
ド
イ
ツ
法
は
選
択
し
た
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
。
そ
こ
で

H
G
B
一
二
九
条
一
項
に
対
応
す
る
規
定
(
商
法
八
一
条
一
項
)
を
持
ち
な
が
ら
同
条
四
項
に
対
応
す
る
規
定
を
持
た

な
い
わ
が
国
に
お
い
て
、
会
社
判
決
の
社
員
に
対
す
る
執
行
力
拡
張
を
論
じ
る
た
め
に
、
右
の
規
定
が
ど
の
よ
う
な
実
質
的
根
拠
に
支
え
ら

れ
て
い
る
の
か
を
検
討
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

立
法
以
前
の
判
例
、
学
説
の
状
況

北法33(2・83)381

沿
革
的
に
は
社
員
の
財
産
と
会
社
の
財
産
と
が
区
別
さ
れ
な
か
っ
た
時
代
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
や
が
て
両
者
は
裁
然
と
区
別
さ
れ

る
に
至
り
、
今
や
こ
の
区
別
を
疑
う
者
は
い
な
い
。
た
と
え
会
社
判
決
の
社
員
に
対
す
る
執
行
力
(
拡
張
)
を
認
め
る
と
し
て
も
こ
の
区
別

を
前
提
と
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。



説

と
こ
ろ
で

H
G
B
一
二
九
条
四
項
の
立
法
以
前
の
判
例
は
会
社
判
決
の
執
行
力
は
社
員
に
及
ば
な
い
と
判
示
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
、

R
O
H
G
一
八
七
二
・
六
・
一
九
判
決

(
R
O
H
G
六
・
四
二
八
〉
、

R
O
H
G
一
八
七
六
・
六
・
二
六
判
決

(
R
O
H
G
ニ
0
・
一
八

O
)、

R
G
一
八
八
四
・
一
了
一
九
判
決

(
R
G
Z
ご
ニ
・
九
六
)
な
ど
が
そ
う
で
あ
る
。
執
行
力
が
社
員
に
及
ば
な
い
と
す
る
根
拠
は
、
右
諸
判

例
に
よ
れ
ば
、
①
合
名
会
社
の
性
質
は
法
人
で
は
な
い

Q

し
か
し
合
名
会
社
の
財
産
は
社
員
の
財
産
と
は
法
的
に
全
く
別
個
の
財
産
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
社
員
は
会
社
と
は
別
個
の
責
任
財
産
を
も
っ
て
会
社
の
債
務
に
つ
き
責
任
を
負
う
。
そ
こ
で
慣
権
者
が
社
員
の
財
産
か
ら
も

満
足
を
受
け
よ
う
と
思
え
ば
、
会
社
と
な
ら
ん
で
社
員
に
対
し
て
も
訴
え
を
提
起
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
選
択
は
債
権
者
に
委
ね

ら
れ
る
。
債
権
者
が
そ
の
意
思
に
よ
っ
て
社
員
に
対
す
る
訴
え
を
提
起
し
な
か
っ
た
と
き
に
、
あ
た
か
も
社
員
に
対
す
る
訴
え
を
提
起
し
た

と
同
一
の
結
論
を
導
く
の
は
妥
当
で
は
な
い
。
②
債
権
者
が
代
理
権
を
有
す
る
社
員
あ
る
い
は
清
算
人
に
対
し
て
訴
え
を
提
起
す
る
場
合
、

論

こ
れ
ら
の
者
は
一
個
の
社
員
と
し
て
行
動
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
そ
の
職
務
行
為
と
し
て
訴
訟
を
追
行
す
る
。

し
か
も
こ
れ
ら
の

者
は
専
ら
会
社
に
属
す
る
抗
弁
を
も
っ
て
債
権
者
に
対
抗
す
る
の
で
あ
っ
て
、
た
と
え
彼
ら
自
身
が
債
権
者
に
対
し
て
固
有
の
抗
弁
を
も
っ

て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
を
持
ち
出
す
必
要
も
な
い
し
、
ま
た
そ
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
従
っ
て
会
社
に
対
す
る
有
責
判
決
を
も
っ
て

社
員
の
個
人
財
産
に
執
行
で
き
る
も
の
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
た
と
え
代
理
権
を
有
し
、
訴
訟
追
行
を
し
た
社
員
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、

社
員
に
属
す
る
固
有
の
防
禦
権

2
2
Z
E
w
mロロ
mmHmnZ)
を
奪
う
こ
と
に
な
っ
て
妥
当
で
は
な
い
。
以
上
が
判
例
に
よ
る
社
員
へ
の
執
行

カ
否
定
の
根
拠
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
執
行
力
拡
張
肯
定
説
を
強
力
に
主
張
し
た
の
は
耳
目
円
ゲ
で
あ
っ
た
。
岩
田
ロ
ゲ
は
ま
ず
否
定
説
の
根
拠
①
に
対
し
て
次
の

よ
う
に
反
論
し
て
い
る
。
合
名
会
社
の
性
質
を
法
人
で
は
な
い
と
把
握
し
、
会
社
訴
訟
に
お
い
て
当
事
者
た
る
地
位
を
'
有
す
る
の
は
社
員
に

ほ
か
な
ら
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
会
社
財
産
を
社
員
の
財
産
か
ら
独
立
し
た
、
そ
れ
自
体
完
結
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
結
局
は
合

名
会
社
に
法
人
格
を
認
め
る
よ
う
な
解
釈
を
す
る
こ
と
は
正
当
で
は
な
い
。
会
社
財
産
が
社
員
の
財
産
か
ら
区
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
し

北法33(2・84)382



て
も
、
そ
れ
は
別
除
さ
れ
た
債
権
充
足
対
象

(
2
m
m
g
g仏
2
g
ロ
t
Z
5
2ロ唱。
zm-2)
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
債
権
者
が
会

社
を
一
相
手
に
訴
え
を
提
起
す
る
場
合
と
、
社
員
を
相
手
に
訴
え
を
提
起
す
る
場
合
と
で
は
同
一
人
(
い
ず
れ
も
社
員
)

に
対
す
る
、
同
一
の

請
求
原
因
に
も
と
づ
く
訴
訟
が
存
在
し
て
い
る
。
右
の
事
情
の
下
で
、
執
行
の
対
象
を
会
社
財
産
に
限
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
実
定
法
規

に
よ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
規
定
は
(
一
八
八
五
年
当
時
|
|
筆
者
〉
存
在
し
な
い
。
従
っ
て
社
員
の

個
人
財
産
か
ら
区
別
さ
れ
る
会
社
財
産
の
存
在
は
、
債
権
者
か
ら
の
請
求
に
対
す
る
限
定
責
任
と
い
う
目
的
を
持
つ
の
で
は
な
く
、
債
権
の

(3) 

よ
り
強
化
さ
れ
た
担
保
を
目
的
と
す
る
の
で
あ
る
。
論
理
的
整
合
を
保
と
う
と
す
れ
ば
、
判
例
の
基
本
的
な
立
場
か
ら
は
右
の
結

論
が
導
か
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
実
質
的
当
事
者
は
社
員
で
あ
る
会
社
訴
訟
に
お
け
る
判
決
で
社
員
に
対
す
る
執
行
力
を
認
め
な

か
っ
た
判
例
の
態
度
は
首
尾
一
貫
を
欠
く
。
さ
ら
に
根
拠
②
に
つ
い
て
は
、
社
員
の
抗
弁
主
張
の
機
会
が
執
行
手
続
に
な
い
と
い
う
こ
と
か

ら
直
ち
に
会
社
判
決
の
社
員
に
対
す
る
執
行
力
が
否
定
さ
れ
る
の
は
妥
当
で
は
な
い
。
執
行
力
を
受
け
る
社
員
に
固
有
の
抗
弁
が
帰
属
す
る

場
合
に
は
執
行
文
付
与
に
対
す
る
異
議

(
C
P
O
六
六
八
条
、
現
行
Z
P
O
七
三
二
条
〉
を
提
起
す
れ
ば
よ
い
し
ま
た
い
ざ
と
な
れ
ば
請
求

異
議
の
訴
え

(
C
P
O
六
八
六
条
、
現
行
Z
P
O
七
六
七
条
)
を
提
起
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
執
行
を
妨
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。
そ
し

た
め
の
、

合名会社の受けた判決の社員に及ぼす効力について

て
社
員
に
固
有
の
抗
弁
が
帰
属
す
る
こ
と
が
稀
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
社
員
に
右
に
掲
げ
た
抗
弁
主
張
の
機
会
が
与
え
ら
れ
れ
ば
足
り

る
と
す
る
。

以
上
の
よ
う
に
会
社
判
決
の
執
行
力
が
社
員
に
及
ぶ
か
を
め
ぐ
っ
て
は
意
見
が
対
立
し
て
い
た
。
そ
こ
で
こ
の
対
立
を
立
法
に
よ
っ
て
解

決
す
べ
く
、
判
例
の
見
解
に
合
わ
せ
る
か
た
ち
で

H
G
B
一
二
九
条
四
項
が
設
け
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

法
人
格
と
執
行
力

合
名
会
社
の
起
源
を
何
に
求
め
る
か
に
よ
っ
て
合
名
会
社
の
性
質
に
つ
い
て
の
把
握
の
し
方
に
差
異
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
合
名
会
社
の

法
人
格
が
否
定
さ
れ
る
結
果
、
合
名
会
社
訴
訟
に
お
け
る
当
事
者
は
社
員
個
人
で
あ
る
と
す
る
の
が

R
O
H
G
な
ら
び
に

R
G
の
判
例
の
立

北法33(2・85)383



説

場
で
あ
っ
た
。

し
か
し
も
し
こ
れ
を
社
員
個
人
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
会
社
に
対
す
る
訴
訟
と
社
員
に
対
す
る
訴
訟
と
は
明
確
な
区
別
な

論

く
、
会
社
に
対
す
る
判
決
は
即
ち
社
員
に
対
す
る
判
決
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
技
術
的
問
題
は
別
と
し
て
、
会
社
(
商
号
)
に
対
す
る
判
決
で

社
員
の
個
人
財
産
に
対
す
る
執
行
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
現
に
会
社
訴
訟
の
主
体
(
当
事
者
)
は
社
員
で
あ

る
と
し
な
が
ら
、
会
社
判
決
に
よ
る
社
員
の
財
産
へ
の
執
行
を
認
め
な
い
の
は
明
ら
か
な
矛
盾
で
あ
る
と
主
張
す
る
も
の
が

b
d。
し
か
し

会
社
の
性
質
を
組
合
と
同
一
に
見
る
と
し
て
も
、
会
社
財
産
へ
の
責
任
の
制
限
を
認
め
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
こ
の
可
能
性
を
認
め
る
立

場
か
ら
、

H
G
B
一
二
九
条
四
項
は
合
目
的
的
な
責
任
制
限
規
定
で
あ
る
と
解
す
る
の
が
一
般
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
責
任
制
限
を

法
律
に
よ
っ
て
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
な
に
ゆ
え
合
目
的
的
で
あ
る
の
か
、
そ
の
論
拠
を
論
者
は

明
確
に
示
し
て
は
い
な
い
。

と
こ
ろ
で
合
名
会
社
に
法
人
格
を
認
め
る
立
場
、
な
ら
び
に
法
人
格
を
認
め
な
い
に
し
て
も
、
訴
訟
と
い
う
局
面
で
は
法
人
と
同
様
の
取

り
扱
い
を
す
る
こ
と
を
認
め
る
立
場
か
ら
は
、
執
行
力
拡
張
の
否
定
は
容
易
に
導
か
れ
得
る
。
会
社
は
会
社
財
産
の
主
体
と
し
て
、
社
員
か

ら
区
別
さ
れ
る
存
在
で
あ
っ
て
、
会
社
と
社
員
が
別
個
の
責
任
財
産
の
主
体
で
あ
る
と
き
、

一
方
に
対
す
る
執
行
力
が
他
方
の
責
任
財
産
を

も
把
握
す
る
こ
と
は
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
は
、
許
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ち
な
み
に
会
社
判
決
の
社
員
に
対
す
る
執
行
力
拡

張
を
否
定
し
た

H
G
B
一
二
九
条
四
項
は
法
人
説
の
有
力
な
根
拠
条
文
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
法
人
説
は
必
然
的
に
執
行
力
否
定
説
に
つ
な

円
、
各
自
由
ロ
ロ
と
は
逆
の
意
味
で
の
合
目
的
的
考
慮
に
よ
っ
て
会
社
判
決
の
社
員
に
対
す
る
執
行
力
拡
張
を
認
め
る
こ

と
も
で
き
る
。
け
だ
し
執
行
力
拡
張
は
、
既
判
力
拡
張
と
は
異
な
り
、
合
目
的
性
を
そ
の
指
導
理
念
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
会

が
る
も
の
で
は
な
い
。

社
判
決
の
社
員
へ
の
執
行
力
拡
張
を
認
め
る
こ
と
は
、

H
G
B
一
二
九
条
四
項
が
存
在
す
る
現
在
、
立
法
論
と
し
て
の
み
論
じ
ら
れ
る
。

四

立
法
に
対
す
る
批
判
|
|
執
行
力
拡
張
の
規
準
と
合
名
会
社
事
例
の
特
殊
性

(1) 

右
に
見
て
き
た
よ
う
に
J

司

2
r
の
力
説
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
執
行
力
(
拡
張
)
否
定
説
が
採
択
さ
れ
、

H
G
B
一
二
九
条
四
項
に
結
実
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し
た
。

し
か
し
そ
れ
以
後
も
立
法
に
対
す
る
批
判
と
し
て
で
は
あ
る
が
、
合
名
会
社
判
決
の
執
行
力
は
社
員
に
及
ぶ
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と

の
主
張
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
ま
ず
こ
の
批
判
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
に
す
る
。

凶
右
の
批
判
は

F
5
5
2ロ
に
よ
る
も
の
で
あ
(
切
彼
に
よ
れ
ば
、
権
利
関
係
が
確
定
さ
れ
ず
に
執
行
力
が
拡
張
さ
れ
る
根
拠
は
、
拡

張
を
受
け
る
者
に
対
す
る
請
求
権
が
、
確
定
さ
れ
た
請
求
権
と
同
一
で
あ
る
か
、
こ
れ
に
広
く
依
存
し
て
い
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
(
的
。
そ
し

て
社
員
の
債
務
は
合
名
会
社
の
債
務
に
対
し
て
完
全
な
付
従
性

(
g
}
F仲間ロ門回目的問〉
E
2問
。
ロ
仲
間
丹
)
を
有
し
て
お
り
、
こ
こ
に
広
い
依
存
関
係

(
4
4
2
石
町
宮
口
号
〉
ZH山口
mtm
付
包
門
)
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

(3) 

し
か
も
社
員
の
債
務
に
と
っ
て
先
決
関
係
た
る
会
社
債
務
が
判
決
に
よ
っ

て
確
定
さ
れ
、
こ
れ
に
つ
き
法
的
確
実
性
有

2
E品
2
忌
r
m
X
)
が
存
す
る
と
き
、
そ
の
判
決
の
既
判
力
は
社
員
に
対
し
て
も
及
ぶ

(
H
G
B

こ
れ
に
よ
っ
て
債
権
者
か
ら
の
請
求
を
免
、
れ
る
こ
と
が
で
き
る
場

合名会社の受けた判決の社員に及ぼす効力について

と
こ
ろ
で
社
員
に
固
有
の
抗
弁
が
帰
属
し
て
い
て
、

一
二
九
条
一
項
)
。

合
が
あ
る
。
そ
こ
で
問
題
は
起
訴
責
任
市
B
E
E
Sと
を
社
員
に
課
す
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
に
社
員
に
固
有
の
抗
弁
は
稀
少
(
回
目
{
広
三
で

あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
∞
2
Z同
5
8ロ
は
、
社
員
は
権
利
承
継
人
や
相
続
人
、
財
産
引
受
人

2
2
5
α
m
m
5
5
2
5
Y
B
m吋)、

譲
受
人
(
の
g
n
E
E∞
E
n
r
F
5
2
)
な
ら
び
に
用
益
権
者
な
ど
よ
り
頻
繁
に
か
よ
う
な
抗
弁
を
有
す
る
わ
け
で
は
な
く
、

営
業

右
に
掲
げ
た
諸
事

例
と
同
様
に
、
会
社
債
務
が
存
在
す
る
と
き
社
員
の
債
務
も
ま
た
存
在
す
る
と
い
う
事
実
上
の
推
定
が
は
た
ら
く
と
判
断
す
る
。
こ
れ
に
よ

っ
て
起
訴
責
任
を
む
し
ろ
社
員
に
課
す
る
こ
と
が
正
当
化
す
る
。
社
員
が
も
し
固
有
の
抗
弁
を
有
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
社
員
の
側
か
ら
請
求

異
議
の
訴
え

(
Z
P
O
七
六
七
条
)
を
提
起
す
れ
ば
よ
い
。
そ
し
て

Z
P
O
七
六
七
条
二
項
の
文
言
に
か
か
わ
ら
ず
、
社
員
が
会
社
訴
訟
の

口
頭
弁
論
終
結
時
前
に
有
し
て
い
た
抗
弁
を
も
っ
て
請
求
異
議
事
由
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
既
に
耳
目
『
の
説
く
と
お
り
で
あ
る

と
(
刊
日
。
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こ
の
よ
う
に
立
法
に
対
し
て
は
鋭
い
批
判
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
通
説
は
こ
れ
に
正
面
か
ら
反
論
を
加
え
る
こ
と
な
く
原
則
論
を
繰
り

返
し
て
い
る
状
況
に
あ
る
。
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己注晶
民間

こ
の
規
定
は
同
条
一
項
と
は
異
な
り
、
一
八
九
七
年
の
改
正
の
際
新
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

宮
ロ
ロ
'
〈
C
円
回
目
『
丘
町
件
と
解
す
る
の
は
た
と
え
ば
関
陣

B
5
2
2・
Z
同君

S
8・
∞
∞

E
h
-
-
Bロ
や
〈

2
5
rユ
含
と
解
す
る
の
は
た
と
え
ば
』
出
品
。
ァ

白・曲・
0
・∞
-
H
0
・】
1
2
ロ}岡市口同・田・。・

ω・
吋
∞
な
ど
で
あ
る
。

ハ
3
)

こ
の
規
定
も

H
G
B
一
二
四
条
二
項
と
と
も
に
一
八
九
七
年
の
改
正
で
新
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

(
4
〉

出

品

P
宮
包

R
E
-
g
N
E
仏

g
m
o
-
n
g
'
E
m
E向。∞
2
S
F
ω
ι
・
〈
同

ω・
8
ご
・

(
5
)
(
u
o
g
n
-
r
F
o
r円
rznr
《
同
州
諸
国
向
田
安
皆
同
ぬ
口

F
2・
2
∞
富
)
A
p
k
p
=
出・

ω・
印
勾
参
照
。

〈

6
)

但
し
、
合
名
会
社
の
起
源
を
P

1

7

法
の
ソ
キ
エ
タ
ス
に
見
る
場
合
に
は
、
社
員
の
個
人
財
産
か
ら
次
第
に
会
社
財
産
が
独
立
し
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る

に
至
っ
た
と
説
明
さ
れ
る
の
に
対
し
、
こ
れ
を
ゲ
ル
マ
ン
法
の
合
手
的
共
同
体
に
見
る
場
合
に
は
共
同
体
財
産
か
ら
次
第
に
社
長
の
個
人
財
産
が
分
け
ら
れ

て
い
っ
た
と
説
明
さ
れ
る
。
前
者
に
よ
れ
ば
会
社
財
産
が
担
保
的
性
格
を
有
し
(
者

E
Y
目
F
C
-
∞

-ss、
後
者
に
よ
れ
ば
社
員
の
例
人
財
産
が
担
保
的

性
格
を
有
す
る
(
の
D
E
n
y
p
F
0・∞
-
E叶)。

(

7

)

者

2
7
2・。・

ω・印
N
E
L
o
g
o
-
r
0・
〈

R
E
E
z
z
g
仏

2
5
2
u
o
z
Z口
r
g
M
Z円
2
2ロ押印
m
E・
E
-
ロ・
(
H
∞
室
、
∞

-
S
R・

(

8

)

も
っ
と
も

d
f
n
r
自
身
の
見
解
は
本
文
に
お
い
て
紹
介
し
た
反
論
の
中
に
展
開
さ
れ
た
立
場
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
当

R
V
に

よ
れ
ば
、
会
社
は
社
員
個
人
と
は
同
一
で
は
な
く
、
会
社
の
債
権
債
務
も
社
員
の
そ
れ
と
は
異
な
る
。
さ
ら
に
会
社
に
対
す
る
訴
え
も
ま
た
社
員
に
対
す
る

訴
え
と
同
一
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
解
し
て
は
じ
め
て
会
社
訴
訟
に
お
い
て
社
員
が
純
粋
に
個
人
的
な
抗
弁
を
提
出
で
き
な
い
こ
と
や
、
会
社
、
か
社
民
の
、

債
権
者
に
対
し
て
有
す
る
反
対
依
権
で
相
殺
で
き
な
い
と
の
結
論
が
導
か
れ
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
か
ら
会
社
に
対
す
る
判
決
の
執
行
力
が
社
員
に
及
ば
な

い
と
解
す
べ
き
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
右
判
決
は
会
社
債
務
に
関
す
る
判
決
と
し
て
社
員
に
対
し
て
既
判
力
を
持
ち
、
ま
た
社
員
の
個
人
財
産
に
対
す
る
執

行
力
を
持
つ
。
そ
し
て
実
際
に
執
行
す
る
場
合
に
は
、
社
員
に
対
す
る
執
行
文
の
付
与
手
続

(
C
P
O
六
六
五
条
以
下
、
現
行

Z
P
O
七
二
七
条
以
下
)
に

よ
る
と
す
る
。

(
9
)
Z
P
O
七
六
七
条
二
項
に
よ
れ
ば
請
求
異
議
の
訴
え
な
提
起
す
る
際
の
異
議
事
由
と
し
て
は
、
「
本
法
ノ
規
定
ユ
従
ヒ
テ
返
ク
ト
モ
異
議
ヲ
主
張
λ

ル
コ

ト
ヲ
妥
ス
ベ
キ
口
頭
弁
論
ノ
終
結
後
始
テ
異
議
ノ
原
因
ヲ
生
ジ
且
故
障
ヲ
以
テ
之
ヲ
主
張
シ
得
ザ
ル
ト
キ
ニ
限
リ
之
ヲ
許
ス
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ

で
お
員
が
会
社
訴
訟
の
口
頭
弁
論
終
結
時
前
に
発
生
し
た
自
己
固
有
の
抗
弁
を
も
っ
て
異
議
事
由
と
す
る
ζ

と
が
で
き
る
か
が
問
題
と
な
る
。
巧
田
口
『
は

こ
れ
を
肯
定
す
る
。
彼
は
ま
ず
一
般
論
と
し
て
、
当
事
者
が
口
頭
弁
論
に
お
い
て
使
用
す
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
実
体
的
防
禦
方
法
を
訴
訟
の
経
過
後
、

喪
失
し
て
し
ま
う
こ
と
は
な
い
か
ら
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
判
断
が
留
保
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
こ
と
は
法
浬
(
叫
丘
一

o
r岡

山
田
)

北法33(2・88)386



(3) 

上
明
白
で
あ
る
。
そ
し
て
右
の
防
相
前
方
法
は

C
P
O
六
八
六
条
(
現
行
Z
P
O
七
六
七
条
)
に
規
定
さ
れ
た
形
式
で
主
張
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
こ
で
会

社
訴
訟
に
つ
い
て
は
会
社
訴
訟
の
特
性
に
よ
っ
て
使
用
す
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
防
禦
方
法
が
問
題
で
あ
る
。
会
社
に
対
し
て
下
さ
れ
る
判
決
は
会
社
財

産
を
充
足
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
社
員
に
固
有
の
抗
弁
は
会
社
財
産
か
ら
の
満
足
を
妨
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
そ
の
判
決
は

た
と
え
実
質
上
は
社
員
に
対
す
る
判
決
で
あ
っ
て
も
社
員
固
有
の
抗
弁
を
切
断
し
て
し
ま
う
(
官
と
Z
品目

N
5
2ロ
)
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
他
方
で
社
員
に

か
よ
う
な
抗
弁
が
口
附
属
し
得
る
か
ら
と
い
っ
て
、
依
経
者
に
あ
ら
た
め
て
社
員
に
対
す
る
訴
え
を
提
起
さ
せ
る
必
要
は
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
判
決
の
執
行
は
被

執
行
人
(
問
問
。
ρ
ロO
ロ
ι5)
に
執
行
時
ま
で
に
な
お
抗
弁
が
帰
属
す
る
可
能
性
を
も
っ
て
お
り
、
そ
の
主
張
方
法
と
し
て
請
求
異
議
の
訴
え
が
認
め
ら
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
る

(Uα
ロ
z
n
y
R
】
ロ
ユ
m
Zロ
g
m
s・
ω・吋印)。

(日

)
ω
回目口問。
3

同
名
忌
N
P
ω
・

5a-

(
日
)
巧

S
Y
E
S
F
z
n
r
F
ω
-
S∞
が
既
に
示
唆
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

z
r
B
S
F
N出
岡
山
戸

ω・
怠
吋
は
こ
の
規
定
を
実
際
上
の
合
目
的
的
考

慮
に
も
と
つ
く
規
定
で
あ
る
と
す
る
。
な
お
司
国
ゲ
ユ
円

z
r
H凶
己
主
守
山
仲
間
主
門

r一
同
列

2
z
m町
田
玄
関

r
a
r
ω
-
H
g
参
照
。

(
ロ
)
責
任
制
限
が
合
目
的
的
で
あ
る
い
う
と
き
の
目
的
は
社
員
の
利
益
保
護
と
い
う
価
値
判
断
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
と
相
対
立
す
る
価
伎
判
断
は
債
総
者
保
護
で

あ
ろ
う
。
合
名
会
社
に
お
い
て
は
何
故
前
者
が
優
先
す
べ
き
か
の
論
拠
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
も
っ
と
も
こ
の
問
題
は
執
行
力
拡
張
を
認
め
る
規
準

を
と
こ
に
貿
く
か
に
関
連
す
る
の
で
後
述
す
る
。

(
臼
〉
中
野
貞
一
郎
「
執
行
力
の
客
観
的
施
簡
l
l
|
承
継
執
行
と
転
換
執
行
|
!
」
実
体
法
と
手
続
法
の
交
錯
下
(
山
木
一
戸
克
己
教
綬
辺
謄
記
念
二
九
七
八
年
〉

二
八
八
頁
以
下
(
特
に
二
八
九
頁
〉
参
照
。

(

M

)

出

2
Z
H
H
H
M
g
p
白白・
0
・
ω
-
N
U
由
民
な
お
切
え
件
。
コ

5
ロ
ロ
の
所
説
(
依
存
関
係
説
)
な
ら
び
に
そ
の
批
判
に
つ
い
て
は
、
中
野
(
点
)
、
前
掲
、
二
九

山
頁
以
下
参
照
。

(
臼
)
回
目
立

2
日
間
ロ
P
曲・回・
0
・

ω-B-

(
叫
山
)
い
ず
れ
も
明
文
に
よ
り
執
行
力
拡
張
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

Z
P
O
七
二
七
条
以
下
参
照
。

(
口
)
切
E
Z円
HUmsp
白
h
・0
・
ω-Nω
吋・

(

M

)

切
E
Z片
岡
出
向
ロ
ロ
の
い
わ
ゆ
る
依
存
関
係
説
一
般
に
つ
い
て
は
中
野
教
援
(
前
掲
、
二
九
六
頁
以
下
〉
の
批
判
が
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
切
叩

2
2日
開
ロ
ロ

の
結
論
に
つ
い
て
は
、
中
野
教
授
の
提
示
さ
れ
た
起
訴
責
任
転
換
説
か
ら
は
次
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
執
行
力
拡
張
を
認
め
る

根
拠
は
「
債
権
者
の
既
得
的
地
位
の
維
持
の
必
要
性
」
が
あ
る
場
合
で
あ
る
。
債
権
者
が
会
社
に
対
し
て
せ
っ
か
く
債
務
名
義
を
得
て
も
、
「
そ
の
後
の
資

北法33(2・89)387
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自命 Z見

任
主
体
の
変
動
に
よ
っ
て
容
易
に
債
務
名
義
が
形
骸
化
」
さ
れ
る
こ
と
を
阻
止
す
る
た
め
に
執
仔
力
拡
張
と
い
う
手
哀
が
問
レ
ら
れ
る
。
「
従
っ
て
債
務
名
義

に
表
示
さ
れ
た
請
求
権
自
体
の
執
行
に
な
ん
の
支
障
も
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
承
継
執
行
を
問
題
に
す
る
余
地
に
本
来
な
し
ー
は
ず
で
あ
る
。
」
合
名
会
社
判
攻

に
よ
っ
て
会
社
財
産
に
対
す
る
執
行
が
可
能
と
な
っ
た
債
権
者
の
地
位
は
社
員
の
存
在
に
よ
っ
て
少
し
も
播
ら
ぐ
も
の
で
は
な
く
、
会
社
に
対
す
る
債
務
名

義
で
会
社
財
産
に
対
す
る
執
行
が
確
保
さ
れ
る
以
上
、
も
は
や
執
行
力
を
社
員
に
拡
張
す
る
余
地
は
な
い
。
「
あ
く
ま
で
、
名
義
り
な
わ
請
求
権
に
つ
い
て

は
強
制
執
行
を
認
め
な
い
の
が
裁
判
機
関
と
執
行
機
関
の
分
離
の
上
に
立
つ
混
可
法
の
建
前
で
あ
」
る
か
ら
で
あ
る
、
と
(
も
?
と
も
中
野
救
援
自
身
は
合

名
会
社
事
例
に
つ
い
て
は
な
ん
ら
の
言
及
も
さ
れ
て
お
ら
ず
、
右
は
あ
る
い
は
私
の
曲
解
か
も
し
れ
な
い
ゴ
た
お
中
野
教
援
と
は
執

f
力
拡
張
の
規
準
を

異
に
し
て
い
る
が
、

ω口
}
E
F
S
(〉
=
吋
白
色
)
も
、
合
名
会
社
の
負
う
債
務
と
社
員
の
負
う
債
務
の
同
一
性
を
認
め
な
が
ら
も
一
事
柄
(
仕
切

OEmrq)
の
特
定
性
、

明
確
性
が
係
争
性
概
念

2
2
印
可
包
号
丸
田
口
胆

murggσ
招
丘
町
珂
)
の
本
質
的
要
求
で
あ
る
と
し
て
、
合
名
会
社
判
決
で
社
員
に
対
し
て
執
行
文
を
付
与
す
る

こ
と
を
否
定
し
て
い
る
吉
山
内
〈
己
宮
古
宮
喜
男
r
o
F
弘
男
∞
島
正
会
吉
三
官

=
E
m
z
a
P
R
F
m
m
n
z
s
s
z巳
mロ
コ
お
叩
H
U・
Hoo-

し
か

L
こ
れ
に
対
し
て
ば
次
の
よ
う
な
反
論
も
可
能
で
あ
ろ
ろ
。
確
か
に

H
G
B
一
二
九
条
四
項
の
立
法
者
は
社
員
に
閤
有
の
抗
弁
が
帰
属
す
る
可
箆
告

が
あ
る
以
上
、
こ
れ
を
主
張
し
て
債
権
者
か
ら
の
請
求
を
拒
絶
す
る
た
め
の
手
続
が
保
障
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
は
、
あ
ら
た
め
て
債
権
者
の
社

員
に
対
す
る
訴
え
の
提
起
を
挨
つ
と
い
う
道
を
と
号
、
あ
く
ま
で
も
起
訴
責
任
会
一
債
権
者
が
負
う
の
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
果
}

て
こ
の
考
慮
は
真
に
合
百
酌
的
で
あ
っ
た
か
は
疑
わ
し
い
。

H
h
r
B岡
田
ー
ロ
が
主
張
し
て
い
る
よ

5
に
、
合
名
会
社
に
お
い
て
は
、
株
式
会
社
な
ど
と
は
具

な
り
、
そ
の
財
産
的
基
盤
が
制
度
上
充
分
に
確
保
さ
れ
て
ト
る
と
は
い
え
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
合
名
会
社
の
取
引
活
動
を
円
荷
に
行
な
わ
せ
て
い

る
の
は
会
社
債
務
に
つ
い
て
社
員
が
全
面
的
に
責
任
を
負
う
か
ら
で
あ
る
c

こ
の
ζ

と
が
と
り
も
な
お
さ
ず
合
名
会
社
の
社
員
に
無
限
か
っ
人
的
責
任
が
認

め
ら
れ
る
所
以
で
あ
る
。
す
な
た
ち
合
名
会
社
と
取
引
関
係
に
立
つ
債
権
者
と
し
て
は
、
は
じ
め
か
ら
会
社
対
衰
の
み
な
ら
ず
、
社
長
の
個
人
財
産
を
も
配

き
当
て
と
す
る
期
待
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
社
員
に
対
す
る
執
行
力
拡
張
を
肯
定
す
る
実
際
的
必
要
性
な
L
し
社
員
に
起
訴
責
任
を
転
嫁
す
る

こ
と
を
正
当
化
す
る
契
機
が
存
す
る
。
し
か
し
他
方
で
、
社
員
に
閤
有
の
抗
弁
が
帰
属
す
る
こ
と
が
頻
繁
で
あ
れ
ば
、
債
権
者
の
右
の
よ
み
ノ
な
利
益
に
か
か

わ
ら
ず
、
社
員
に
対
す
る
執
行
は
多
く
の
場
合
、
社
員
か
ら
の
藷
求
異
議
訴
訟
の
摂
起
に
よ
ヲ
不
奏
効
に
終
わ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
む
し
ろ
は
じ
め
か
ら
社
員

に
対
す
る
執
行
力
拡
張
を
否
定
し
て
、
債
権
者
か
ら
あ
ら
た
め
て
社
員
に
訴
え
を
提
起
さ
せ
る
方
途
を
と
る
ほ
う
が
賢
明
刀
で
あ
ろ
う
@

L
か
L
社
員
に
固
有

の
抗
弁
が
存
す
る
こ
と
稀
少
で
あ
っ
て
、
債
権
者
の
社
員
に
対
す
る
給
付
請
求
が
認
容
さ
れ
圭
蓋
然
性
が
高
い
〈
い
う
の
で
あ
れ
ば
(
新
盤
幸
司
「
訴
該
当

事
者
か
ら
登
記
を
得
た
者
の
地
位
口
」
判
例
評
論
一
五
三
号
一
一
回
頁
参
照
)
、
執
行
力
拡
張
を
認
め
た
う
え
で
、
社
員
仁
国
有
の
抗
弁
主
張
の
た
め

O
接

会
は
請
求
異
議
訴
訟
な
ど
社
長
か
ら
の
主
張
を
倹
っ
て
考
慮
す
れ
ば
よ
い
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
問
題
は
右
の
蓋
然
性
の
高
低
に
か
か
っ
て
〈
る
こ
と
に
な
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(3) 合名会社の受けた判決の社員に及ぼす効力について

る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
メ
よ
口
}
ご
出
。

=2Bω
ロ
ロ
の
主
張
に
正
面
か
ら
反
論
を
加
え
る
者
は
い
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
遇
税
に
は
も
の
足
り
な
さ
を

お
ぼ
え
る
。
た
だ
、

4
ぐ

2
r
や

∞

2
Z
Z
H岡
田
口
ロ
の
主
張
の
核
と
な
っ
て
い
る
、
社
長
か
ら
の
独
自
の
抗
弁
提
出
の
稀
少
性
と
い
う
認
識
は
い
っ
た
い
何
を

基
準
と
し
て
決
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
も
う
一
っ
そ
の
点
が
不
明
確
で
あ
る
と
い
う
感
じ
は
払
拭
で
き
な
い
。
従
っ
て
右
の
理
論
を
執
行
力
拡
張
の

一
般
的
規
準
と
す
る
こ
と
が
果
し
て
適
切
で
あ
る
か
は
さ
ら
に
検
討
を
要
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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Uber die Wirkungen des Urteils gegen die offene 

Handelsgesellschaft auf die Gesellschafter (3) 

Yasunori HONMA* 

4 Kapitel Die Wirkungen des Urteils gegen die offene Handelschaft 

auf die Gesellschafter-eine Uberblick der Diskussion in Deutschland 

In diesem Kapitel habe ich die Rechtsprechung und die Lehre von 

der Urteilswirkungen auf die Gesellschafter im OHC.Prozes in Deutsch. 

land ubergesehen. 

Wir konnen aus der Denkschrift kennen， das der Gesetzgeber dieses 

Problem durch die Gesetzgebung zu 1δsen versucht hat m 129 HGB). 
Aber auch danach wurde dies巴sProblem in Beziehung auf die Frage 

nach der Rechtsnatur der OHG behandelt. Die Rechtsprechung und 

die Lehre der fruhen Zeit gehen davon aus， das die OHG nicht juri-

stische Person ist. Die Partei im Gesellschaftsprozes ist also nichts 

anderes als Gesellschafter und das Urtei1 wirkt auf die Gesellschafter 

als Partei. Andererseits hat auch die Lehre， die die OHG als juristische 

Person auffast， anerkannt， das die Urteilswirkung auf die Gesellschafter 

erstreckt. Neuestens aber die Au妊assung，das sich aus der Rechtsnatur 

der OHG notwendigerweise die Beantwortung al1er Rechtsfragen ableiten 

lasse， wird bezweifelt. Dabei handelt es sich um den Grund dafur， die 

Rechtskraftersteckung auf die Gesellschafter zu bejahen. Uber diesen 

Grund gibt es verschiedene Au妊assungen. Seit Hellwig ist die sogennante 

Abhangigkeitstheorie (hier die Abhangigkeit der Gesellschafters-verptli-

chtung von der Gesellschaftsschuld) herrschend. Dagegen wird die 

Meinung geltend gemacht， das die Theorie obertlachlich ist. Diese 

Meinung bejaht die Rechtskrafterstreckung auf die Gesel1schafter unmit司

telbar auf den Grund des S 129 1 HGB. 

Fur die japanische Lehre， die von der Hellwigstheorie beeintlust 

wird， dient die letztere Diskussion in Deutschland zur guten Belehrung. 

* a.o. Professor， Juristische Fakultat， Ryukoku Universitat 
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