
は
じ
め
に

人
の
基
本
的
身
分
関
係
の
確
定
・
形
成
を
め
ぐ
る
争
訟
で
あ
る
「
人
事
訴
訟
」
に
つ
い
て
定
め
て
い
た
人
事
訴
訟
手
（
１
）

続
法
―
―
明
治

論

説

改
正
人
事
訴
訟
法
と
取
消
訴
訟
に
お
け
る
職
権
告
知

新

山

一

雄

は
じ
め
に

一

改
正
人
事
訴
訟
法
の
強
制
参
加

（
一
）
あ
ら
た
に
規
定
さ
れ
た
強
制
参
加
の
条
文
の
分
析

（
二
）
強
制
参
加
、
職
権
告
知
の
制
定
の
趣
旨

二

人
事
訴
訟
と
取
消
訴
訟

（
一
）
人
事
訴
訟
に
お
け
る
強
制
参
加
と
取
消
訴
訟
に
お
け
る
職
権
訴
訟
参
加

（
二
）
行
政
事
件
訴
訟
法
の
手
続
保
障
と
人
事
訴
訟
法
の
手
続
保
障
の
相
違

（
三
）
人
事
訴
訟
に
お
け
る
職
権
告
知
と
強
制
参
加
の
関
係

三

行
政
事
件
訴
訟
法
の
さ
ら
な
る
改
正
に
む
け
て

（
一
）
改
正
人
事
訴
訟
法
に
対
す
る
行
政
法
か
ら
の
評
価
と
反
省

（
二
）
行
政
事
件
訴
訟
法
の
さ
ら
な
る
改
正
に
む
け
た
提
言
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三
一
年
法
一
三
―
―
が
、
司
法
制
度
改
革
の
な
か
で
、
人
事
訴
訟
法
と
し
て
改
正
さ
（
２
）

れ
た
（
以
下
、「
改
正
人
訴
法
」
と
す
る
）。
人
事

事
件
の
か
な
り
の
部
分
の
家
庭
裁
判
所
へ
の
移
管
、
家
庭
裁
判
所
調
査
官
の
拡
充
、
参
与
員
の
導
入
な
ど
、
抜
本
的
な
大
改
正
が
行
わ

（
３
）

れ
た
が
、
そ
の
な
か
の
ひ
と
つ
に
、
行
政
訴
訟
の
理
論
か
ら
興
味
ぶ
か
い
も
の
が
、
ふ
く
ま
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
行
政
事
件
訴
訟
法

（
以
下
、「
行
訴
法
」
と
す
る
）
二
二
条
に
な
ら
っ
て
、
強
制
参
加
が
規
定
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
関
連
し
て
、
さ
ら
に
注
目

す
べ
き
こ
と
は
、
訴
訟
係
属
の
事
実
を
、
判
決
の
結
果
に
利
害
関
係
を
有
す
る
第
三
者
に
、
裁
判
所
が
職
権
で
告
知
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
手
続
が
、
じ
つ
は
、
今
回
の
改
正
以
前
の
改
正
で
規
定
さ
れ
て
（
４
）

い
た
が
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
維
持
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

筆
者
は
、
さ
き
ご
ろ
、『
職
権
訴
訟
参
加
の
法
理
』
と
い
う
本
を
上
梓
（
５
）

し
た
が
、
そ
こ
で
、
処
分
を
取
り
消
す
判
決
に
よ
っ
て
、
処

分
か
ら
得
て
い
た
権
利
・
法
的
地
位
を
覆
滅
さ
れ
る
（
取
消
訴
訟
の
）
第
三
者
に
対
し
て
は
、（
職
権
で
訴
訟
参
加
を
命
ず
る
こ
と
が

認
め
ら
れ
た
）
裁
判
所
は
、
す
く
な
く
と
も
、
か
よ
う
な
訴
訟
が
係
属
し
た
と
い
う
こ
と
を
「
告
知
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

論
理
を
、
行
訴
法
二
二
条
の
解
釈
論
と
し
て
、
展
開
し
た
。
そ
の
さ
い
に
、
筆
者
は
、
わ
が
国
と
ド
イ
ツ
の
、
行
政
訴
訟
理
論
お
よ
び

民
事
訴
訟
理
論
を
参
照
し
た
が
、
民
事
訴
訟
の
む
こ
う
が
わ
に
あ
る
人
事
訴
訟
手
続
に
お
い
て
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
、
筆
者
の
論
理

に
関
わ
り
の
あ
る
一
連
の
法
改
正
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
、
不
勉
強
の
ゆ
え
に
、
見
落
と
し
て
し
ま
っ
た
。

人
事
訴
訟
手
続
は
、
あ
る
意
味
で
、
行
政
訴
訟
手
続
に
近
似
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
、
そ
こ
で
、
職
権
訴
訟
参
加
に
ほ
か
な
ら
な

い
手
続
が
、
あ
ら
た
に
制
定
さ
れ
、
ま
た
、
そ
れ
と
は
べ
つ
に
、
第
三
者
へ
の
訴
訟
係
属
の
職
権
告
知
が
、
と
く
に
規
定
さ
れ
た
こ
と

は
、
筆
者
に
と
っ
て
、
見
の
が
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
が
ら
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
以
下
に
述
べ
る
よ
う
な
筆
者
の
「
ひ
か
え
め
」
な
立

法
論
の
、
ひ
と
つ
の
論
拠
と
な
り
う
る
も
の
を
、
う
っ
か
り
見
の
が
し
て
し
ま
っ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

筆
者
の
著
書
は
、
右
に
述
べ
た
と
お
り
、
も
っ
ぱ
ら
二
二
条
の
解
釈
論
を
展
開
し
た
も
の
で
、
同
条
の
解
釈
と
し
て
、
判
決
に
よ
り

権
利
を
害
さ
れ
る
第
三
者
へ
の
訴
訟
係
属
の
告
知
を
、
裁
判
所
の
義
務
と
す
る
こ
と
は
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
、
あ
き
ら
か
に
し
た
も
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の
で
あ
る
が
、
末
尾
で
、
若
干
の
立
法
論
と
し
て
、
そ
れ
を
、
は
っ
き
り
明
文
化
す
る
こ
と
が
の
ぞ
ま
し
い
、
と
し
た
。
改
正
人
訴
法

は
、
ま
さ
に
、
こ
の
よ
う
な
筆
者
の
提
言
を
、
あ
る
意
味
で
、
す
で
に
具
現
化
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
な
お

さ
ら
、
筆
者
は
か
か
る
事
実
を
見
の
が
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
筆
者
は
、
じ
ぶ
ん
の
不
勉
強
を
す
な
お
に
反
省
し
、
改
正
人
訴
法
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
見
地
か
ら
、
か
よ
う
な
手
続

が
あ
ら
た
に
規
定
さ
れ
た
の
か
、
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
を
、
な
ぜ
、
行
政
訴
訟
の
領
域
で
重
要
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
、
人
事

訴
訟
と
行
政
訴
訟
の
近
似
性
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
論
証
し
、『
職
権
訴
訟
参
加
の
法
理
』
の
最
後
に
提
言
し
た
こ
と
の
、
さ

ら
な
る
論
拠
に
す
る
こ
と
で
、
不
完
全
な
著
書
を
公
に
し
た
こ
と
の
、
お
ゆ
る
し
を
い
た
だ
こ
う
と
思
う
。

（
１
）
わ
れ
わ
れ
行
政
法
研
究
者
か
ら
日
ご
ろ
な
じ
み
の
な
い
「
人
事
訴
訟
手
続
」
の
意
義
・
特
色
に
つ
い
て
は
、
岡
垣
学
『
人
事
訴
訟
手
続
法

〔
特
別
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
〕』（
一
九
八
一
年
）
一
頁
以
下
に
く
わ
し
い
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
人
事
訴
訟
手
続
は
、「
人
の
基
本
的
身
分
関
係

の
確
定
・
形
成
を
め
ぐ
る
争
訟
を
対
象
と
し
、
そ
の
特
質
に
対
応
す
る
特
殊
な
法
理
に
よ
っ
て
、
そ
の
強
制
的
な
解
決
を
図
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
特
別
民
事
訴
訟
手
続
の
総
称
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。
婚
姻
、
養
子
縁
組
、
親
子
と
い
う
人
の
基
本
的
な
身
分
関
係
の
存
否
に
関
す
る

紛
争
は
、
い
っ
ぽ
う
で
、
国
家
お
よ
び
社
会
の
秩
序
維
持
に
つ
な
が
る
重
大
な
社
会
関
係
で
あ
り
、
公
益
的
性
格
を
有
し
、
そ
の
た
め
、「
当

事
者
の
自
由
意
思
に
よ
る
任
意
処
分
を
許
さ
ず
、
高
度
の
真
実
性
を
発
見
し
て
審
判
の
適
正
を
期
し
、
第
三
者
に
も
画
一
的
に
確
定
す
る
必

要
が
あ
る
」
と
さ
れ
る
。
こ
の
意
味
で
、
通
常
の
民
事
訴
訟
と
は
こ
と
な
っ
た
原
理
―
―
実
体
的
真
実
主
義
、
直
接
審
理
主
義
―
―
が
支
配

す
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
事
訴
訟
手
続
は
、
特
別
民
事
訴
訟
手
続
で
あ
る
。
た
だ
、
人
事
訴
訟
手
続
は
、
非
訟
事
件
手
続
と
は
こ
と
な
り
、

基
本
的
に
は
、
対
立
す
る
訴
訟
当
事
者
の
あ
い
だ
の
弁
論
に
よ
り
推
移
す
る
民
事
訴
訟
の
構
造
を
と
る
。

（
２
）
名
称
も
、「
人
事
訴
訟
手
続
法
」
か
ら
「
人
事
訴
訟
法
」（
平
成
一
五
年
法
一
〇
九
）
に
あ
ら
た
め
ら
れ
た
。

（
３
）
今
回
の
人
事
訴
訟
法
へ
の
改
正
は
、
司
法
制
度
改
革
審
議
会
の
要
請
に
よ
る
も
の
で
、
家
庭
裁
判
所
の
機
能
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
で
、
人

事
訴
訟
手
続
の
迅
速
化
を
は
か
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
主
要
な
改
正
点
は
、
人
事
訴
訟
事
件
の
家
庭
裁
判
所
へ
の
移
管
、

家
庭
裁
判
所
調
査
官
の
拡
充
、
参
与
員
制
度
の
導
入
、
強
制
訴
訟
参
加
の
採
用
、
人
事
訴
訟
手
続
の
公
開
停
止
、
離
婚
訴
訟
で
の
和
解
許
容
、

条
文
の
ひ
ら
が
な
化
な
ど
で
あ
る
。
高
橋
宏
志
「
人
事
訴
訟
法
の
制
定
に
お
い
て
」
家
庭
裁
判
月
報
五
六
巻
（
平
成
一
六
年
）
四
号
七
五
頁
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一

改
正
人
事
訴
訟
法
の
強
制
参
加

（
一
）
あ
ら
た
に
規
定
さ
れ
た
強
制
参
加
の
条
文
の
分
析

一

改
正
人
訴
法
で
は
、
強
制
（
６
）

参
加
と
い
う
手
続
が
、
あ
ら
た
に
導
入
さ
（
７
）

れ
た
。

す
な
わ
ち
、
同
一
五
条
一
項
で
は
、「
検
察
官
を
被
告
と
す
る
人
事
訴
訟
に
お
い
て
、
訴
訟
の
結
果
に
よ
り
相
続
権
を
害
さ
れ
る
第

三
者
（
以
下
、「
利
害
関
係
人
」
と
い
う
。）
を
当
該
人
事
訴
訟
に
参
加
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、

被
告
を
補
助
さ
せ
る
た
め
、
決
定
で
、
そ
の
利
害
関
係
人
を
当
該
人
事
訴
訟
に
参
加
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
さ
れ
た
。

こ
の
内
容
は
、
行
訴
法
二
二
条
一
項
と
の
比
較
で
い
う
と
、
同
項
に
規
定
さ
れ
た
職
権
訴
訟
参
加
と
ほ
ぼ
お
な
じ
も
の
で
あ
る
、
と

い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
第
三
者
か
ら
の
申
立
て
（
申
出
）
に
よ
ら
ず
、
裁
判
所
が
職
権
で
参
加
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
そ

の
参
加
さ
せ
る
か
ど
う
か
は
裁
判
所
の
裁
量
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
歴
史
的
に
は
、
職
権
訴
訟
参
加
は
、
行
政
訴
訟
固
有
の
手

続
で
あ
る
こ
と
が
、
行
政
訴
訟
理
論
の
な
か
で
、
強
調
さ
れ
て
（
８
）

き
た
の
で
、
民
事
訴
訟
の
領
域
で
、
こ
の
手
続
が
採
用
さ
（
９
）

れ
た
と
い
う

こ
と
じ
た
い
も
、
ひ
と
つ
、
行
政
法
の
が
わ
か
ら
無
視
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
。

同
条
二
項
は
、「
裁
判
所
は
、
前
項
の
決
定
を
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
事
者
及
び
利
害
関
係
人
の
意
見
を
聴
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
に
は
、
行
訴
法
二
二
条
二
項
の
同
文
の
規
定
が
対
応
し
て
い
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、

第
三
者
が
訴
訟
参
加
し
て
く
る
と
い
う
こ
と
じ
た
い
が
、
訴
訟
当
事
者
の
思
惑
に
反
す
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
れ
は
、

訴
訟
当
事
者
に
異
議
権
を
認
め
た
も
の
で
は
な
い
の
で
、
裁
判
所
は
、
こ
れ
ら
の
者
の
意
見
を
聴
く
と
い
う
手
続
を
ふ
め
ば
、
そ
れ
で

以
下
。

（
４
）
平
成
八
年
改
正
法
―
―
平
成
八
年
法
一
一
〇
―
―
の
三
三
条
に
規
定
さ
れ
た
。
そ
の
く
わ
し
い
経
緯
に
つ
い
て
は
、
注（
７
）参
照
の
こ
と
。

（
５
）
新
山
『
職
権
訴
訟
参
加
の
法
理
』
―
―
（
弘
文
堂
）
行
政
法
研
究
双
書
２１
―
―
（
二
〇
〇
六
年
）
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よ
い
こ
と
に
な
る
。
よ
う
す
る
に
、
裁
判
所
は
、
こ
れ
ら
の
者
の
意
見
を
聴
き
、
し
ん
ち
ょ
う
に
当
該
決
定
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

同
条
三
項
は
、「
民
事
訴
訟
法
第
四
十
三
条
第
一
項
の
申
出
又
は
第
一
項
の
決
定
に
よ
り
検
察
官
を
被
告
と
す
る
人
事
訴
訟
に
参
加

し
た
利
害
関
係
人
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
民
事
訴
訟
法
（
以

下
、「
民
訴
法
」
と
す
る
）
四
三
条
一
項
の
申
出
と
い
う
の
は
、「
補
助
参
加
の
申
出
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
同
法
四
五
条
二
項
に
は
、

「
補
助
参
加
人
の
訴
訟
行
為
は
、
被
参
加
人
の
訴
訟
行
為
と
抵
触
す
る
と
き
は
、
そ
の
効
力
を
有
し
な
い
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
つ

ま
り
、
か
よ
う
な
人
事
訴
訟
へ
の
補
助
参
加
は
、
た
ん
な
る
補
助
参
加
で
は
な
く
、
被
参
加
人
の
意
思
に
反
す
る
訴
訟
行
為
ま
で
認
め

る
「
共
同
訴
訟
的
補
助
参
加
」
と
す
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
画
期
的
な
こ
と
で
（
１０
）

あ
る
。

同
条
四
項
は
、
必
要
的
共
同
訴
訟
の
規
定
（
民
訴
法
四
〇
条
）
が
準
用
さ
れ
る
と
規
定
し
て
（
１１
）

い
る
。

同
条
五
項
は
、
第
三
者
を
職
権
で
訴
訟
参
加
さ
せ
る
事
情
が
消
滅
し
た
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
、
参
加
決
定
を
「
取
り
消
す
こ
と
が

で
き
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。

二

こ
の
強
制
参
加
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
裁
判
所
に
よ
る
職
権
告
知
の
手
続
が
、
べ
つ
に
、
二
八
条
に
規
定
さ
れ
た
。

す
な
わ
ち
、「
裁
判
所
は
、
人
事
に
関
す
る
訴
え
が
提
起
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
利
害
関
係
人
で
あ
っ
て
、
父
が
死
亡
し
た
後
に
認
知

の
訴
え
が
提
起
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
子
そ
の
他
の
相
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
も
の
に
対

し
、
訴
訟
が
係
属
し
た
こ
と
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
訴
訟
記
録
上
そ
の
利
害
関
係
人
の
氏
名
及
び
住
所
又
は
居
所
が
判

明
し
て
い
る
場
合
に
限
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
じ
つ
は
、
今
回
の
改
正
ま
え
の
平
成
八
年
の
人
事
訴
訟
手
続
法
の
部
分

改
正
に
お
い
て
、
三
三
条
と
し
て
つ
け
加
え
ら
れ
て
（
１２
）

い
た
も
の
が
、
そ
の
ま
ま
維
持
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
内
容
は
、
最
高
裁
判
所
規
則
所
定
の
範
囲
（
１３
）

の
者
に
、
か
か
る
訴
訟
が
係
属
し
た
と
い
う
こ
と
を
、
た
だ
通
知
す
る
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
、
訴
訟
参
加
す
べ
き
第
三
者
に
参
加
的
効
力
を
お
よ
ぼ
さ
せ
よ
う
と
す
る
訴
訟
当
事
者
の
意
図
に
も

改正人事訴訟法と取消訴訟における職権告知
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と
づ
く
、
民
訴
法
五
三
条
の
「
訴
訟
告
知
」
と
は
、
本
質
的
に
、
こ
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
筆
者
に
と
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
に
観
念
の
通
知
に
す
ぎ
な
い
よ
う
な
手
続
を
、
わ
さ
わ
ざ
、
改
正
人
訴
法
が
一
五
条
の
強

制
参
加
と
は
べ
つ
に
、
規
定
し
て
い
る
こ
と
が
、
き
わ
め
て
重
大
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
を
、
順
を
お
っ
て
説
明

す
る
と
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
第
三
者
の
申
出
に
よ
ら
な
い
で
、
裁
判
所
が
職
権
で
第
三
者
を
訴
訟
参
加
さ
せ
る
と
い
う
手
続
が
制
定
さ
れ

た
わ
け
だ
が
、
そ
の
手
続
に
お
い
て
は
、
と
う
ぜ
ん
、
第
三
者
に
、
か
か
る
訴
訟
が
係
属
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
の
告
知
も
行
わ
れ
る
。

ぎ
ゃ
く
に
い
え
ば
、
こ
の
告
知
な
し
に
、
第
三
者
を
訴
訟
参
加
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、
改
正
人
訴
法
に
お
い
て
強
制
参
加
の
制
度
が
新
設
さ
れ
る
段
階
で
、
そ
の
な
か
に
、
そ
れ
ま
で
あ
っ
た
訴
訟
係
属
の

告
知
の
規
定
を
解
消
さ
せ
ず
に
、
強
制
参
加
の
規
定
と
は
別
条
で
、
訴
訟
係
属
の
告
知
の
規
定
を
の
こ
す
必
要
は
な
か
っ
た
の
で
は
な

い
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
そ
れ
を
、
あ
え
て
、
そ
の
規
定
を
残
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
立
法
者
が
、
訴
訟
係
属
の
告

知
に
、
固
有
の
手
続
保
障
の
意
義
を
み
い
だ
し
た
と
い
う
こ
と
に
、
ほ
か
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
強
制
参
加
が
行
わ
れ
よ
う
が
行
わ
れ

ま
い
が
、
二
八
条
所
定
の
範
囲
の
者
に
は
、
訴
訟
係
属
の
旨
を
通
知
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
立
法
者
が
認
め
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
筆
者
が
、
こ
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
た
こ
と
を
、
た
か
く
評
価
す
る
の
は
、
ま
さ
に
、
こ
の
訴
訟
係
属
の
告
知
こ
そ
、
か
か

る
第
三
者
に
対
す
る
権
利
保
護
の
真
髄
で
あ
る
と
、
筆
者
の
著
書
で
も
主
張
し
て
い
た
か
ら
で
（
１４
）

あ
る
。
た
だ
、
そ
の
、
筆
者
が
取
消
訴

訟
に
お
い
て
主
張
し
た
こ
と
の
意
味
と
、
人
訴
法
で
か
よ
う
な
訴
訟
係
属
の
通
知
が
規
定
さ
れ
た
こ
と
の
意
味
が
、
お
な
じ
で
あ
る
か

は
、
こ
れ
か
ら
、
つ
き
つ
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

三

そ
れ
か
ら
、
も
う
ひ
と
つ
、
あ
ら
た
に
、「
人
事
訴
訟
の
確
定
判
決
に
は
、
…
…
…
第
三
者
に
対
し
て
も
そ
の
効
力
を
有
す
る
」

と
規
定
さ
れ
た
二
四
条
一
項
も
、
強
制
参
加
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
、
見
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
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こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、「
人
事
訴
訟
の
確
定
判
決
に
は
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
人
事
訴
訟
の
判
決
の
う

ち
の
形
成
判
決
に
つ
い
て
だ
け
、
対
世
効
（
第
三
者
効
）
が
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
（
１５
）

な
い
。
人
事
訴
訟
の
性
格
か
ら
、
確
認
判
決
も
ふ

く
ま
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
（
１６
）

ろ
う
。こ
の
よ
う
に
ひ
ろ
く
対
世
効
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
と
の
関
係
で
、第
三
者
の
権
利
保
護
が
、

と
う
ぜ
ん
に
問
題
に
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
以
下
に
、
く
わ
し
く
検
討
す
る
。

（
二
）
強
制
参
加
、
職
権
告
知
の
制
定
の
趣
旨

一

改
正
人
訴
法
で
、
あ
ら
た
に
、
裁
判
所
が
職
権
で
訴
訟
係
属
の
む
ね
を
告
知
す
る
手
続
が
導
入
さ
れ
た
（
二
八
条
）
の
は
、
さ
き

ほ
ど
も
見
た
よ
う
に
、「
死
後
認
知
」
訴
訟
が
係
属
し
た
場
合
に
つ
い
て
で
あ
る
。
い
っ
ぽ
う
、
強
制
参
加
が
行
わ
れ
る
場
合
も
、
一

五
条
一
項
で
は
、「
検
察
官
を
被
告
と
す
る
人
事
訴
訟
に
お
い
て
」
と
規
定
さ
れ
た
も
の
の
、
じ
っ
さ
い
に
は
、「
死
後
認
知
」
訴
訟
が

念
頭
に
あ
っ
た
よ
う
で
（
１７
）

あ
る
。

そ
の
「
死
後
認
知
」
訴
訟
と
は
、
通
常
の
認
知
訴
訟
の
被
告
と
す
べ
き
父
親
が
、
す
で
に
死
亡
し
て
い
る
場
合
に
、
な
お
認
知
を
求

め
る
と
い
う
訴
訟
で
あ
る
が
、
と
う
ぜ
ん
、
だ
れ
を
被
告
と
す
る
か
が
問
題
と
な
る
。
認
知
の
請
求
は
、
そ
も
そ
も
、
父
親
に
対
し
て

す
る
も
の
で
（
１８
）

あ
る
の
で
、
ほ
ん
ら
い
、「
死
後
認
知
」訴
訟
と
い
う
も
の
は
あ
り
え
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、
認
知
を
求
め
る
原
告
に
は
、

個
人
的
に
そ
れ
な
り
の
切
実
な
必
要
性
が
あ
る
の
で
、
訴
訟
を
成
立
さ
せ
る
た
め
、
公
益
の
代
（
１９
）

表
者
と
し
て
、
検
察
官
を
と
く
に
被
告

と
し
た
の
で
（
２０
）

あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
場
合
に
、
訴
訟
の
基
礎
と
な
る
実
質
な
紛
争
は
何
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
き
わ
め
て
私
法
的
な
事
情
に
な
る
が
、
認
知
の
う
ら
に
は
、
た
い
て
い
、
相
続
を
め
ぐ
る
争
い
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
そ

う
す
る
と
、
ひ
と
つ
の
考
え
か
た
と
し
て
、
利
害
関
係
人
―
―
原
告
が
認
知
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
自
己
の
相
続
分
が
侵
害
さ
れ
る
推
定

相
続
人
―
―
を
、
被
告
と
す
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
採
用
さ
れ
な
か
（
２１
）

っ
た
。
こ
れ
は
筆
者
の
考
え
で
あ
る
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が
、「
死
後
認
知
」
の
訴
え
も
認
知
の
訴
え
で
あ
る
の
で
、
い
く
ら
基
礎
に
相
続
上
の
争
い
が
横
た
わ
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
利
害

関
係
人
を
被
告
と
す
る
の
は
適
当
で
な
い
と
い
う
考
慮
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
も
か
く
、
こ
の
場
合
に
は
、
じ
っ
さ
い
の
紛
争
の
当
事
者
で
あ
る
利
害
関
係
人
は
、
訴
訟
の
第
三
者
と
し
て
、
訴
訟
の
そ
と
に
お

か
れ
、
そ
の
命
運
を
検
察
官
に
託
す
る
こ
と
に
（
２２
）

な
る
。
し
か
し
、
検
察
官
を
被
告
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
人
事
訴
訟
の
理
論
で
指
摘

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
問
題
が
私
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
関
わ
る
私
的
な
領
域
で
あ
る
の
で
、
検
察
官
と
い
え
ど
も
、
ス
ミ
か
ら
ス
ミ

ま
で
「
し
ら
み
つ
ぶ
し
に
」
調
査
す
る
こ
と
は
困
難
で
、
事
情
を
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
把
握
し
た
主
張
・
証
明
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
な
ら
ば
、
紛
争
の
基
礎
に
あ
る
相
続
関
係
に
密
接
に
関
わ
っ
て
お
り
、
死
亡
し
た
父
親
（
母
親
）
と
ち
か
し
い
「
あ
い
だ
が

ら
」
に
あ
っ
た
者
な
ど
を
訴
訟
に
引
き
込
む
こ
と
で
、
み
ず
か
ら
の
経
験
に
も
と
づ
く
、
よ
り
的
確
な
主
張
・
証
明
を
期
待
で
き
る
の

で
は
な
（
２３
）

い
か
、と
い
う
考
慮
が
生
ま
れ
、
そ
れ
が
、
強
制
参
加
の
採
用
の
ひ
と
つ
の
根
拠
と
な
っ
た
よ
う
で
（
２４
）

あ
る
。

二

つ
ぎ
に
、
訴
訟
の
係
属
を
利
害
関
係
人
に
告
知
す
る
と
い
う
手
続
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
今
回
の
改
正
以
前
の
、
平
成
八
年
の
旧

人
事
訴
訟
手
続
法
の
部
分
改
正
で
、
こ
の
手
続
が
導
入
さ
れ
た
趣
旨
は
、
同
法
一
八
条
に
規
定
さ
れ
て
い
た
既
判
力
の
拡
張
と
の
関
係

に
（
２５
）

あ
る
。

同
条
一
項
は
、「
婚
姻
ノ
無
効
若
ク
ハ
取
消
、
離
婚
又
ハ
其
取
消
ノ
訴
ニ
付
キ
言
渡
シ
タ
ル
判
決
ハ
第
三
者
ニ
対
シ
テ
モ
其
効
力
ヲ

有
ス
」
と
規
定
し
、
二
項
は
、「
民
法
第
七
百
三
十
二
条
ノ
規
定
ニ
違
反
シ
タ
ル
コ
ト
ヲ
理
由
ト
シ
テ
婚
姻
ノ
取
消
ヲ
請
求
シ
タ
ル
場

合
ニ
於
テ
其
訴
ヲ
棄
却
シ
タ
ル
判
決
ハ
当
事
者
ノ
前
配
偶
者
ニ
対
シ
テ
ハ
其
者
カ
訴
訟
ニ
参
加
シ
タ
ル
ト
キ
ニ
限
リ
其
効
力
ヲ
有
ス
」

と
規
定
さ
れ
て
い
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
一
項
が
原
則
で
、
二
項
は
、
重
婚
関
係
と
い
う
特
殊
の
場
合
に
つ
い
て
、
と
く
に
定
め
た

も
の
で
あ
る
。

原
則
で
あ
る
一
項
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
同
項
の
「
第
三
者
ニ
対
シ
テ
モ
其
効
力
ヲ
有
ス
」
と
い
う
の
は
、
既
判
力
の
拡
張
と
形

成
効
（
対
世
効
）
の
難
解
な
「
か
み
あ
わ
せ
」
で
あ
る
。
そ
れ
を
、
わ
か
り
や
す
く
説
明
す
る
と
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
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離
婚
判
決
や
婚
姻
取
消
判
決
は
、
形
成
判
決
で
、
実
体
法
上
の
権
利
変
動
を
生
ず
る
形
成
効
を
有
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
形
成
の
結

果
に
つ
い
て
は
、
ひ
ろ
く
一
般
に
通
用
さ
せ
る
対
世
効
が
は
た
ら
く
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
場
合
に
、
確
定
し
た
形
成
判
決
に
既

判
力
も
生
ず
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
民
事
訴
訟
理
論
上
の
大
問
題
で
あ
（
２６
）

っ
た
。
今
日
的
理
解
に
よ
（
２７
）

れ
ば
、
形
成
判
決
に
は
、
第
三
者

も
こ
れ
に
承
服
す
べ
き
対
世
効
を
生
ず
る
が
、
形
成
判
決
の
権
利
変
動
の
結
果
を
、（
形
成
権
が
じ
っ
さ
い
に
存
在
し
な
い
の
に
、
あ

る
と
認
定
さ
れ
た
場
合
に
も
）
訴
訟
上
争
え
な
い
と
い
う
不
可
争
性
の
効
力
は
、
既
判
力
の
お
よ
ぶ
者
に
か
ぎ
っ
て
生
じ
、
既
判
力
の

お
よ
ば
な
い
者
に
は
、
形
成
権
の
欠
缺
を
理
由
と
し
て
、
形
成
の
結
果
を
争
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
同
項
が
既
判
力
に
関

す
る
規
定
で
あ
る
と
す
る
と
、
既
判
力
が
拡
張
さ
れ
る
「
第
三
者
」
と
は
、
そ
の
者
と
の
後
訴
に
お
い
て
、
ふ
た
た
び
、
お
な
じ
訴
訟

物
が
問
題
と
な
る
場
合
の
者
で
あ
る
か
、
そ
の
者
と
の
後
訴
の
訴
訟
物
に
対
し
て
前
訴
の
訴
訟
物
が
先
決
的
関
係
に
た
つ
場
合
の
者
で

あ
り
、
そ
れ
ら
の
者
に
か
ぎ
っ
て
既
判
力
が
拡
張
さ
れ
る
の
で
（
２８
）

あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
婚
姻
の
無
効
、
取
消
し
等
に
関
す
る
判
決
の
既
判
力
拡
張
の
規
定
は
、
同
法
三
二
条
一
項
に
よ
り
、
親
子
関
係
に
も

準
用
さ
れ
る
の
で
、
認
知
の
訴
え
に
対
す
る
判
決
の
既
判
力
も
第
三
者
に
拡
張
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
第
三
者
に
既
判
力
を

拡
張
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
訴
訟
手
続
に
関
与
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
第
三
者
へ
の
憲
法
三
二
条
の
「
裁
判
を
う
け
る
権
利
」
か
ら

の
手
続
保
障
が
、
問
題
と
（
２９
）

さ
れ
、
そ
の
「
て
あ
て
」
と
し
て
、
旧
人
事
訴
訟
手
続
法
に
、
三
三
条
が
、
追
加
立
法
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
規
定
内
容
は
、「
裁
判
所
ハ
父
ガ
死
亡
シ
タ
ル
後
ニ
子
ノ
認
知
ノ
訴
ノ
提
起
ア
リ
タ
ル
場
合
ニ
於
ケ
ル
其
相
続
人
タ
ル
子
其
他

ノ
訴
訟
ノ
結
果
ニ
因
リ
テ
相
続
権
ヲ
害
セ
ラ
ル
ベ
キ
者
ニ
シ
テ
相
当
ト
認
メ
ラ
ル
ル
モ
ノ
ト
シ
テ
最
高
裁
判
所
規
則
ノ
定
ム
ル
モ
ノ
ニ

訴
訟
ガ
係
属
シ
タ
ル
コ
ト
ヲ
通
知
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
但
訴
訟
記
録
上
其
者
ノ
氏
名
及
ビ
住
所
又
ハ
居
所
ガ
判
明
シ
タ
ル
場
合
ニ
限
ル
」
と

い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
あ
き
ら
か
に
、「
死
後
認
知
」
訴
訟
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、「
相
続
」
と
い
う
利
害
関
係
の

ゆ
え
に
、「
相
続
権
ヲ
害
セ
ラ
ル
ベ
キ
者
」
に
は
訴
訟
係
属
の
む
ね
を
「
通
知
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
理
を
認
め
る
も
の
で

あ
っ
た
。
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三

改
正
人
訴
法
で
は
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
二
八
条
に
、
こ
の
趣
旨
が
う
け
つ
が
れ
た
。
文
言
の
若
干
の
変
更
は
あ
る
も
の
の
、

中
心
は
、「
死
後
認
知
」
訴
訟
が
係
属
さ
れ
た
こ
と
を
、
認
容
判
決
に
よ
り
相
続
権
を
害
さ
れ
る
者
に
「
通
知
す
る
も
の
と
す
る
」
と

い
う
こ
と
で
（
３０
）

あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
通
知
を
す
る
こ
と
が
、
人
事
訴
訟
手
続
に
お
い
て
、
手
続
保
障
と
し
て
ど
う
い
う
意
味
を
も
つ
か
と
い
う

こ
と
だ
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
通
知
を
う
け
る
こ
と
で
、
訴
訟
係
属
の
事
実
を
知
り
、
補
助
参
加
の
申
出
を
す
る
機
会
が
与
え
ら
れ

る
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
あ
（
３１
）

っ
た
。
そ
う
す
る
と
、
い
っ
ぽ
う
で
、
改
正
人
訴
法
に
強
制
参
加
が
規
定
さ
れ
た
こ
と
と
の
関
係
が
問
題

と
な
ろ
う
。
こ
れ
は
、
重
要
な
問
題
で
あ
る
の
で
、
整
理
し
て
分
析
し
よ
う
。

順
番
か
ら
い
う
と
、
旧
人
事
訴
訟
手
続
法
に
お
い
て
、
ま
ず
、
第
三
者
へ
の
既
判
力
の
拡
張
の
規
定
が
あ
り
、
そ
の
拡
張
を
う
け
る

第
三
者
の
手
続
保
障
と
し
て
、
訴
訟
係
属
の
通
知
が
追
加
立
法
さ
れ
、
そ
の
う
え
に
、
改
正
人
訴
法
で
、
強
制
参
加
の
制
度
が
新
設
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
す
で
に
、
判
決
の
効
力
を
直
接
に
う
け
る
第
三
者
へ
訴
訟
係
属
の
通

知
が
行
わ
れ
、
第
三
者
が
、
み
ず
か
ら
補
助
参
加
の
申
出
を
し
よ
う
と
思
え
ば
で
き
る
と
い
う
状
況
の
な
か
で
、
さ
ら
に
、
改
正
人
訴

法
で
、
対
世
効
が
規
定
さ
れ
た
こ
と
と
あ
わ
せ
て
、
裁
判
所
が
、
職
権
で
第
三
者
を
訴
訟
参
加
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
さ
れ
た
こ

と
で
あ
る
。
こ
こ
が
、
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
よ
く
考
え
て
み
よ
う
。

今
回
の
人
訴
法
の
改
正
で
、
強
制
参
加
の
手
続
が
導
入
さ
れ
た
趣
旨
に
つ
い
て
は
、
形
式
上
の
被
告
と
さ
れ
た
検
察
官
以
外
に
、
じ

っ
さ
い
の
事
情
に
精
通
し
た
、「
死
後
認
知
」
訴
訟
の
被
告
と
な
る
に
ふ
さ
わ
し
い
者
が
あ
る
と
き
は
、
強
制
参
加
と
い
う
手
法
で
、

そ
の
者
を
訴
訟
に
引
き
込
む
こ
と
が
の
ぞ
ま
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
よ
う
で
（
３２
）

あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
こ
の
裁
判
所
が
職
権
で
行
う

強
制
参
加
は
、
か
な
ら
ず
し
も
、
第
三
者
の
手
続
保
障
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
、
裁
判
所
は
、
右
の
よ
う
な
強
制
参
加
の
導
入
の
趣
旨
に
て
ら
せ
ば
、
相
続
に
利
害
関
係
を
有
す
る
者
が
い
て
も
、
こ
の
者
を
訴

訟
参
加
さ
せ
て
も
実
体
的
法
律
関
係
の
解
明
に
つ
な
が
ら
な
い
と
判
断
す
れ
ば
、
こ
の
者
を
、
職
権
で
訴
訟
参
加
さ
せ
る
措
置
を
と
ら
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な
い
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
、
職
権
告
知
と
強
制
参
加
の
、
第
三
者
に
対
す
る
手
続
保
障
と
し
て
意
味
に
つ
い
て
は
、
最
後
に
、
あ
ら
た
め
て
検
討

す
る
。（

６
）
改
正
人
訴
法
一
五
条
一
項
に
規
定
さ
れ
た
手
続
を
、
民
事
訴
訟
理
論
で
は
、
職
権
（
訴
訟
）
参
加
で
は
な
く
、「
強
制
参
加
」
と
い
う
名

称
で
説
明
さ
れ
て
い
る
。
高
橋
宏
志
「
民
事
訴
訟
法
改
正
・
人
事
訴
訟
法
制
定
」
自
由
と
正
義
五
四
巻
（
二
〇
〇
三
年
）
七
号
五
三
頁
以
下
、

梶
村
太
市＝
徳
田
和
幸
編
『
家
事
事
件
手
続
法
』（
二
〇
〇
五
年
）
一
四
九
頁
な
ど
。

た
だ
、
こ
の
呼
称
が
、
民
事
訴
訟
一
般
で
す
で
に
市
民
権
を
得
た
も
の
で
あ
る
か
は
、
疑
問
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
改
正
人
訴
法
の
本
格

的
教
科
書
で
あ
る
、
松
本
博
之
『
人
事
訴
訟
法
』（
二
〇
〇
六
年
）
で
は
、「
強
制
参
加
」
と
い
う
こ
と
ば
は
使
わ
れ
ず
、「
利
害
関
係
人
の

訴
訟
参
加
」
と
さ
れ
て
い
る
。
同
、
吉
岡
睦
子＝

長
谷
部
由
紀
子
編
『
Ｑ
＆
Ａ
人
事
訴
訟
法
解
説
』（
二
〇
〇
四
年
）
八
五
頁
。

（
７
）
旧
人
事
訴
訟
手
続
法
―
―
注（
１
）
―
―
（
全
三
二
ケ
条
）
で
は
、
第
三
者
の
訴
訟
参
加
に
関
す
る
規
定
は
お
か
れ
ず
、
原
告
適
格
お
よ

び
被
告
適
格
に
関
す
る
規
定
の
み
が
お
か
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
同
法
の
平
成
八
年
の
改
正
（
平
成
八
年
法
一
一
〇
）
で
、
訴
訟
の
そ
と
に

あ
り
な
が
ら
判
決
の
結
果
に
よ
り
相
続
権
を
害
さ
れ
る
第
三
者
に
、
訴
訟
係
属
の
む
ね
を
告
知
す
る
も
の
と
す
る
と
い
う
三
三
条
の
規
定

が
、
つ
け
加
え
ら
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
第
三
者
に
補
助
参
加
の
申
出
を
す
る
機
会
を
与
え
る
と
い
う
考
慮
が
、
根
底
に
あ
る
。

（
８
）
職
権
訴
訟
参
加
が
行
政
訴
訟
固
有
の
手
続
で
あ
り
、
行
政
訴
訟
に
お
け
る
訴
訟
参
加
は
職
権
訴
訟
参
加
を
基
調
と
す
る
と
い
う
立
場
は
、

明
治
の
佐
佐
木
惣
一
博
士
、
美
濃
部
達
吉
博
士
い
ら
い
一
貫
し
て
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
分
析
に
つ
い
て
は
、
新
山
・
前
掲
（
注（
５
）参
照
）

二
〇
六
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
９
）
改
正
人
訴
法
で
強
制
参
加
が
採
用
さ
れ
た
の
は
、
高
田
裕
成
教
授
の
研
究
―
―
「
い
わ
ゆ
る
対
世
効
論
に
つ
い
て
の
一
考
察
―
―
身
分
訴

訟
に
焦
点
を
あ
て
て
―
―
（
一
）」
法
学
協
会
雑
誌
一
〇
四
巻
（
一
九
八
七
年
）
八
号
一
一
二
九
頁
以
下
、「
同
（
二
）」
一
〇
四
巻
一
一
号

一
五
一
三
頁
以
下
、「
身
分
訴
訟
に
お
け
る
対
世
効
論
の
ゆ
く
え
」
法
学
教
室
六
六
号
（
一
九
八
六
年
）
四
三
頁
以
下
―
―
か
ら
の
提
言
に

よ
る
と
こ
ろ
が
大
で
あ
る
。

高
田
教
授
の
研
究
の
主
眼
は
、
身
分
訴
訟
の
判
決
の
効
力
が
、
一
般
第
三
者
に
対
世
的
に
拡
張
さ
れ
る
と
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
で
、
対
世

効
（
第
三
者
効
）
に
よ
り
権
利
を
侵
害
さ
れ
る
第
三
者
の
保
護
が
、
い
っ
ぽ
う
で
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
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教
授
は
、
そ
の
論
証
と
し
て
、
ド
イ
ツ
行
政
裁
判
所
法(V

w
G

O
)

の
「
必
要
的
訴
訟
参
加
」
の
理
論
、
フ
ラ
ン
ス
の
身
分
訴
訟
の
規
律
の
、

レ
ベ
ル
の
た
か
い
、
ち
み
つ
な
分
析
を
行
っ
て
お
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
ド
イ
ツ
の
必
要
的
訴
訟
参
加
の
理
論
の
分
析
は
、
筆
者
の
著
書
で
も
、
重
要
な
論
拠
と
し
て
行
っ
て
い
る
―
―
前
掲（
注

（
５
）参
照
）
一
一
頁
以
下
―
―
と
こ
ろ
で
あ
る
。
よ
う
す
る
に
、
筆
者
が
め
ざ
し
た
と
こ
ろ
は
、
教
授
が
め
ざ
さ
れ
た
方
向
に
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
筆
者
の
著
書
の
「
は
し
が
き
」
の
な
か
で
、
ド
イ
ツ
の
必
要
的
訴
訟
参
考
の
理
論
の
本
格
的
な
分
析
を
、
筆
者
が

最
初
に
行
っ
た
よ
う
に
書
い
て
し
ま
っ
た
が
、
高
田
教
授
の
右
研
究
論
文
の
な
か
で
、
す
で
に
、
民
事
訴
訟
法
研
究
者
の
目
か
ら
の
す
る
ど

い
分
析
が
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
こ
に
訂
正
す
る
と
と
も
に
、
高
田
教
授
に
対
し
て
、
お
わ
び
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

（
１０
）
判
決
の
効
力
を
う
け
る
関
係
に
あ
る
第
三
者
が
、
補
助
参
加
す
る
場
合
に
は
、
通
常
の
補
助
参
加
人
よ
り
強
い
訴
訟
上
の
地
位
―
―
主
た

る
当
事
者
（＝
被
参
加
人
）
の
意
思
に
反
す
る
訴
訟
行
為
も
で
き
る
―
―
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
、「
共
同
訴
訟
的
補
助
参
加
」
の
理
論
は
、

わ
が
国
の
民
訴
法
に
も
行
訴
法
に
も
、
い
ま
だ
規
定
さ
れ
て
い
な
い
が
、
学
説
・
判
例
で
は
、
ひ
さ
し
い
以
前
か
ら
認
め
て
き
た
。
そ
れ
が
、

改
正
人
訴
法
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
、
立
法
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

（
１１
）
行
訴
法
二
二
条
で
も
、
お
な
じ
く
、
民
訴
法
四
〇
条
一
項
な
い
し
三
項
を
準
用
す
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

（
１２
）
そ
の
三
三
条
は
、「
裁
判
所
ハ
父
ガ
死
亡
シ
タ
ル
後
ニ
子
ノ
認
知
ノ
訴
ノ
提
起
ア
リ
タ
ル
場
合
ニ
於
ケ
ル
其
相
続
人
タ
ル
子
其
他
ノ
訴
訟

ノ
結
果
ニ
因
リ
テ
相
続
権
ヲ
害
セ
ラ
ル
ベ
キ
者
ニ
シ
テ
相
当
ト
認
メ
ラ
ル
ル
モ
ノ
ト
シ
テ
最
高
裁
判
所
規
則
ノ
定
ム
ル
モ
ノ
ニ
訴
訟
ガ
係
属

シ
タ
ル
コ
ト
ヲ
通
知
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
但
訴
訟
記
録
上
其
者
ノ
氏
名
及
ビ
住
所
又
ハ
居
所
ガ
判
明
シ
タ
ル
場
合
ニ
限
ル
」
と
規
定
し
て
い
た
。

こ
れ
と
ほ
ぼ
お
な
じ
内
容
が
、
改
正
人
訴
法
二
八
条
に
う
け
つ
が
れ
た
。

こ
の
三
三
条
の
規
定
が
旧
法
に
追
加
制
定
さ
れ
た
背
景
に
は
、
利
谷
信
義
博
士
の
、
死
後
認
知
訴
訟
で「
実
務
上
被
告
と
な
る
検
察
官
は
、

利
害
関
係
人
に
対
し
、
認
知
の
訴
え
の
提
起
が
あ
つ
た
こ
と
を
通
知
し
て
補
助
参
加
の
機
会
を
与
え
る
こ
と
が
望
ま
し
い
」
と
い
う
立
法
論

―
―
中
川
善
之
助
『
注
釈
民
法
（
２２
）
の
Ⅰ
・
親
族
（
３
）』（
一
九
七
一
年
）
二
七
七
頁
以
下
〔
利
谷
執
筆
〕
―
―
な
ど
が
あ
っ
た
。

（
１３
）
人
事
訴
訟
手
続
法
―
―
注（
７
）参
照
―
―
三
三
条
に
、
こ
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
あ
わ
せ
て
、「
人
事
訴
訟
手
続
法
第
三

十
三
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
関
す
る
規
則
」
―
―
平
成
八
年
最
高
裁
判
所
規
則
七
号
―
―
が
制
定
さ
れ
た
。

（
１４
）
参
照
、
新
山
・
前
掲
（
注（
５
））
五
四
九
頁
以
下
。

（
１５
）
も
と
も
と
、
形
成
効
に
つ
い
て
は
、
形
成
判
決
の
基
礎
に
あ
る
実
体
的
法
律
関
係
に
よ
り
生
じ
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
訴
訟
法
に
形
成
効

（
対
世
効
）
の
規
定
が
あ
ろ
う
が
な
か
ろ
う
が
、
生
じ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
理
解
が
あ
る
。
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（
１６
）
松
本
・
前
掲
（
注（
６
）参
照
）
二
三
二
頁
以
下
、
梶
村‖

徳
田
前
掲
（
注（
６
））
一
七
五
頁
、
山
木
戸
克
己
『
人
事
訴
訟
手
続
法
』（
一

九
五
八
年
）
一
三
七
頁
。

（
１７
）
高
橋
、
高
田
ほ
か
「＜

研
究
会＞

人
事
訴
訟
法
の
基
本
構
造
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
五
九
号
（
二
〇
〇
三
年
）
五
二
頁
〔
高
田
発
言
〕
参
照
。

こ
れ
は
、
改
正
人
訴
法
の
立
案
に
参
画
さ
れ
た
方
々
の
対
談
形
式
に
よ
る
立
法
趣
旨
説
明
で
あ
る
。

（
１８
）
母
親
が
、
認
知
訴
訟
の
被
告
と
な
り
う
る
か
に
つ
い
て
は
、
旧
人
事
訴
訟
手
続
法
時
代
か
ら
、
争
い
が
あ
っ
た
。
理
論
的
に
は
、
認
知
訴

訟
で
は
、
父
の
子
で
あ
る
か
が
問
題
な
の
だ
が
、
子
の
出
生
が
は
っ
き
り
し
な
い
と
き
は
、
母
に
対
す
る
認
知
の
訴
え
と
い
う
も
の
も
考
え

ら
れ
る
。
な
お
、
民
法
七
九
九
条
は
、
父
ま
た
は
母
が
認
知
す
る
と
し
、
旧
人
事
訴
訟
手
続
法
二
九
条
の
二
お
よ
び
人
事
訴
訟
法
四
二
条
一

項
は
、
認
知
訴
訟
で
は
、
父
ま
た
は
母
を
被
告
と
す
る
と
規
定
し
て
い
る
。
な
お
、
注（
３０
）
参
照
。

（
１９
）
検
察
官
が
、
人
事
訴
訟
に
関
与
す
る
こ
と
の
直
接
の
根
拠
は
、
検
察
庁
法
―
―
昭
和
二
二
年
法
六
一
―
―
四
条
で
あ
り
、「
検
察
官
は
、

刑
事
に
つ
い
て
、
公
訴
を
行
い
、
裁
判
所
に
法
の
適
当
な
適
用
を
請
求
し
、
且
つ
、
裁
判
の
執
行
を
監
督
し
、
又
、
裁
判
所
の
権
限
に
属
す

る
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
も
職
務
上
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
裁
判
所
に
通
知
を
求
め
、
又
は
意
見
を
述
べ
、
又
、
公
益
の
代
表
者
と
し

て
他
の
法
令
が
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
た
事
務
を
行
う
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
、
検
察
官
を
、「
公
益
の
代
表
者
と
し
て
」、
訴
訟
に
関

与
さ
せ
る
こ
と
を
、
改
正
人
訴
法
が
規
定
し
た
の
で
あ
る
。

人
事
訴
訟
手
続
が
、
こ
こ
で
い
う
「
公
益
」
に
あ
た
る
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
注（
１
）を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
２０
）
歴
史
的
に
解
説
す
る
と
、
明
治
二
三
年
に
制
定
さ
れ
た
旧
民
訴
法
―
―
同
年
法
二
九
―
―
で
は
、
婚
姻
に
関
す
る
訴
訟
、
親
子
・
養
親
子

そ
の
他
す
べ
て
の
人
の
分
限
に
関
す
る
訴
訟
な
ど
に
つ
い
て
、
検
察
官
が
、
意
見
を
述
べ
る
た
め
に
、
口
頭
弁
論
に
立
ち
会
う
べ
き
も
の
と

し
て
い
た
（
同
法
四
二
条
）
が
、
大
正
一
五
年
の
改
正
―
―
同
年
法
六
八
―
―
で
は
、
こ
の
立
会
い
は
撤
廃
さ
れ
た
。
い
っ
ぽ
う
、
明
治
三

一
年
に
制
定
さ
れ
た
旧
人
事
訴
訟
手
続
法
―
―
同
年
法
一
三
号
―
―
で
は
、
最
初
か
ら
、
広
汎
な
検
察
官
の
関
与
が
規
定
さ
れ
、
特
定
の
訴

え
で
「
職
務
上
の
当
事
者
」
と
な
る
こ
と
も
規
定
さ
れ
た
。
た
だ
、
父
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
訴
え
―
―
認
知
訴
訟
―
―
に
つ
き
、

被
告
た
る
べ
き
父
が
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
検
察
官
を
被
告
と
し
う
る
か
に
つ
い
て
は
、
明
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
争
い
が
あ

っ
た
。
そ
れ
が
、
昭
和
一
七
年
の
民
法
の
改
正
―
―
同
年
法
七
―
―
で
、
父
母
の
死
亡
の
日
か
ら
三
年
以
内
に
か
ぎ
っ
て
認
知
の
訴
え
を
提

起
で
き
る
と
規
定
さ
れ
た
こ
と
に
対
応
し
て
、
旧
人
事
訴
訟
手
続
法
に
、
か
か
る
場
合
は
検
察
官
を
被
告
と
す
る
旨
が
明
記
さ
れ
た
（
三
二

条
二
項
、
二
条
三
項
）。

あ
ら
た
な
人
訴
法
へ
の
改
正
に
お
い
て
は
、
こ
れ
を
あ
ら
た
め
、
利
害
関
係
人
を
被
告
と
す
る
こ
と
が
検
討
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
実
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現
し
な
か
っ
た
。
高
橋
、
高
田
ほ
か
・
前
掲
（
注（
１７
））
五
二
頁
〔
高
田
発
言
〕
で
は
、
訴
え
提
起
の
段
階
で
、
相
続
人
全
員
を
被
告
と
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
負
担
を
、
原
告
に
お
わ
せ
る
こ
と
が
、
制
度
と
し
て
い
い
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
り
、
さ
し
あ
た
り
検
察
官
を
被
告
と

し
て
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
を
、
ゆ
る
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
説
明
が
さ
れ
て
い
る
。

（
２１
）
参
照
、
注（
２０
）。

（
２２
）
利
害
関
係
人
が
、
被
告
と
な
る
検
察
官
に
す
べ
て
を
託
し
て
、
な
に
も
言
わ
な
い
か
と
い
う
と
、
ど
う
も
、
そ
う
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

高
橋
教
授
は
、
強
制
参
加
は
、「
検
察
官
に
あ
れ
こ
れ
言
う
が
後
ろ
に
い
て
訴
訟
に
は
出
て
こ
な
い
者
を
、
訴
訟
に
登
場
さ
せ
る
方
途
を
開

い
た
」
も
の
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
高
橋
「
民
事
訴
訟
法
改
正
・
人
事
訴
訟
法
制
定
」
自
由
と
正
義
五
四
巻
（
二
〇
〇
三
年
）
七
号

五
四
頁
。

（
２３
）
通
常
、
認
知
訴
訟
に
お
い
て
は
、
注（
４３
）に
上
げ
た
よ
う
な
私
的
な
事
情
に
関
わ
る
証
明
を
要
す
る
の
で
、
死
亡
し
た
父
の
周
囲
に
い
た

利
害
関
係
人
を
訴
訟
当
事
者
と
し
た
ほ
う
が
、
よ
り
実
体
に
そ
く
し
た
審
理
が
可
能
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
２４
）
こ
の
よ
う
に
、
強
制
参
加
と
い
う
手
続
に
よ
り
、
訴
訟
追
行
す
る
最
も
適
切
な
者
を
訴
訟
に
引
き
込
み
、
適
正
な
訴
訟
追
行
を
さ
せ
る
こ

と
が
、「
実
体
的
真
実
発
見
の
高
度
の
要
請
」
に
つ
な
が
る
と
説
明
さ
れ
た
。http://w

w
w

.m
oj.go.jp/SH

IN
G

I/011019–1.htm
l

「
法
制
審

議
会
民
事
・
人
事
訴
訟
法
部
会
人
事
訴
訟
分
科
会
第
２
回
会
議
議
事
録
」（
二
〇
〇
一
年
一
〇
月
一
九
日
）
五
頁
。

も
と
も
と
、
死
後
認
知
訴
訟
で
、（
形
式
的
に
）
検
察
官
を
被
告
と
す
る
こ
と
に
は
、
異
論
が
あ
っ
た
。
谷
口
知
平
博
士
が
、
検
察
官
を

被
告
と
す
る
こ
と
を
や
め
、
認
知
の
結
果
に
つ
き
も
っ
と
も
利
害
関
係
の
あ
る
嫡
出
子
た
る
共
同
相
続
人
や
遺
妻
な
ど
を
、
共
同
被
告
と
し

て
、
検
察
官
は
立
ち
会
っ
て
意
見
を
述
べ
る
だ
け
と
す
る
ほ
う
が
、
真
実
を
よ
り
よ
く
発
見
で
き
る
し
、
後
日
に
紛
争
を
の
こ
さ
な
く
て
よ

い
と
さ
れ
て
い
た
―
―
同
『
親
子
法
の
研
究
』（
一
九
五
六
年
）
一
九
五
頁
─
―
―
の
が
、
そ
の
代
表
で
あ
る
。

（
２５
）
「
法
制
審
議
会
民
事
・
人
事
訴
訟
法
分
科
会
第
２
回
会
議
議
事
録
」（
注（
２４
））
五
頁
。

（
２６
）
筆
者
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

民
事
の
法
律
関
係
に
お
け
る「
形
成
効
」は
、
実
体
法
に
規
定
さ
れ
た
形
成
要
件
の
充
足
に
よ
っ
て
、
基
本
的
に
生
じ
る
も
の
で
あ
る
が
、

法
政
策
的
に
、
そ
の
発
生
を
裁
判
所
の
判
決
に
よ
ら
し
む
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
た
し
か
に
、
同
一
の
原
告
と
被
告
と
い
う
か
ぎ
ら
れ
た

範
囲
で
、
前
訴
で
下
さ
れ
た
判
断
が
後
訴
を
拘
束
す
る
と
い
う
こ
と
に
本
質
が
あ
る
既
判
力
と
は
、
性
質
が
こ
と
な
る
。
歴
史
的
に
、
給
付

訴
訟
と
確
認
訴
訟
し
か
な
か
っ
た
民
事
訴
訟
に
、
あ
ら
た
に
、
形
成
訴
訟
な
る
観
念
が
も
ち
こ
ま
れ
た
こ
ろ
に
は
、
形
成
効
が
は
た
ら
く
と

こ
ろ
で
は
、
既
判
力
が
生
じ
る
余
地
は
な
い
と
い
う
説
明
が
一
般
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
あ
と
、
こ
の
よ
う
な
理
解
に
、
反
省
が
加
え
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ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

（
２７
）
新
堂
幸
司
『
新
民
事
訴
訟
法
〔
第
三
版
〕』（
二
〇
〇
四
年
）
一
九
五
頁
、
伊
藤
眞
『
民
事
訴
訟
法
〔
補
訂
第
２
版
〕』（
二
〇
〇
〇
年
）
四

九
九
頁
以
下
な
ど
。

（
２８
）
松
本
・
前
掲
（
注（
６
））
二
三
四
頁
以
下
。

（
２９
）
法
制
審
議
会
民
事
訴
訟
法
部
会
で
、
一
九
九
〇
年
二
月
よ
り
始
ま
っ
た
民
事
訴
訟
手
続
の
み
な
お
し
作
業
に
お
い
て
、
一
九
九
一
年
一
二

月
に
公
表
さ
れ
た
「
民
事
訴
訟
手
続
に
関
す
る
検
討
事
項
補
足
説
明
」
に
つ
い
て
解
説
さ
れ
た
、
柳
田
幸
三
「
民
事
訴
訟
手
続
に
関
す
る
検

討
事
項
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
九
六
号
（
一
九
九
二
年
）
七
九
頁
に
、
以
下
の
よ
う
な
問
題
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
が
、
記
さ
れ
て
い
る
。

「
人
事
訴
訟
に
お
い
て
判
決
の
効
力
を
受
け
る
第
三
者
の
救
済
方
法

１

人
事
訴
訟
に
お
い
て
判
決
の
効
力
を
受
け
る
第
三
者
の
救
済
方
法
に
つ
い
て
、
改
正
す
べ
き
点
が
あ
る
か
。

２

例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
考
え
方
が
あ
る
か
ど
う
か
。

（
一
）
裁
判
所
は
、
人
事
訴
訟
に
お
い
て
、
訴
訟
の
結
果
に
よ
り
権
利
を
害
さ
れ
る
第
三
者
で
知
れ
て
い
る
も
の
に
対
し
、
訴
訟
が

係
属
し
た
こ
と
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
と
の
考
え
方

（
二
）
訴
訟
の
結
果
に
つ
い
て
利
害
関
係
を
有
す
る
者
は
、
補
助
参
加
の
申
出
と
同
時
に
再
審
の
訴
え
を
提
起
し
て
、
第
四
二
〇
条

第
一
項
各
号
に
該
当
す
る
事
由
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
と
の
考
え
方
」

ま
た
、
歴
史
的
に
は
、
人
事
訴
訟
の
判
決
に
利
害
関
係
を
有
す
る
者
を
訴
訟
参
加
さ
せ
な
い
で
、
判
決
が
下
さ
れ
た
場
合
は
、
対
世
効
は

制
限
さ
れ
る
と
す
る
説
―
―
吉
村
徳
重
「
判
決
効
の
拡
張
と
手
続
権
保
障
―
―
身
分
訴
訟
を
中
心
と
し
て
」（
『
山
木
戸
克
己
教
授
還
暦
記

念
・
実
体
法
と
手
続
法
の
交
錯
（
下
）』（
一
九
七
八
年
））
一
三
九
頁
―
―
も
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
立
ち
入
ら
な
い
。
な
お
、
吉
村
説
に

つ
い
て
は
、
高
田
「
身
分
訴
訟
に
お
け
る
対
世
効
論
の
ゆ
く
え
」（
注（
９
））
四
三
頁
以
下
で
、
す
る
ど
い
分
析
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

（
３０
）
ど
の
範
囲
に
通
知
す
る
か
は
、
一
七
種
の
人
事
訴
訟
に
つ
い
て
個
別
に
通
知
す
べ
き
者
を
定
め
る
人
事
訴
訟
規
則
―
―
平
成
一
五
年
最
高

裁
判
所
規
則
二
四
号
―
―
一
六
条
別
表
に
よ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
六
番
め
の
「
認
知
の
訴
え
」
で
は
、「
父
が
死
亡
し
た
後
に
訴
え
の

提
起
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
相
続
人
（
父
の
妻
で
子
又
は
そ
の
代
襲
者
と
と
も
に
相
続
し
た
者
を
除
く
。）」
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま

り
、
認
知
の
訴
え
で
は
、（
認
知
の
相
手
方
で
あ
る
）
父
が
死
亡
し
、
相
続
関
係
が
発
生
し
た
場
合
に
の
み
、
利
害
関
係
人
が
生
ず
る
と
考

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
３１
）
「
法
制
審
議
会
民
事
・
人
事
訴
訟
法
分
科
会
第
２
回
会
議
議
事
録
」（
注（
２４
））
六
頁
。
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二

人
事
訴
訟
と
取
消
訴
訟

（
一
）
人
事
訴
訟
に
お
け
る
強
制
参
加
と
取
消
訴
訟
に
お
け
る
職
権
訴
訟
参
加

一

筆
者
は
、『
職
権
訴
訟
参
加
の
法
理
』
に
お
い
て
、（
訴
訟
外
の
）
第
三
者
に
対
す
る
職
権
告
知
の
必
要
性
を
主
張
し
た
。
と
こ
ろ

が
、
ま
さ
に
、
そ
の
職
権
告
知
の
手
続
が
、
す
で
に
、
人
事
訴
訟
法
に
導
入
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
筆
者
は
、
あ
ら
た
め

て
、
人
事
訴
訟
法
の
改
正
の
趣
旨
・
目
的
を
し
さ
い
に
検
討
し
た
け
っ
か
、
人
事
訴
訟
手
続
に
お
い
て
職
権
告
知
が
採
用
さ
れ
た
こ
と

が
、
筆
者
の
主
張
の
ひ
と
つ
の
重
要
な
論
拠
と
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
に
い
た
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
、
こ
こ
で
論
証
し
よ
う

と
思
う
。

順
番
と
し
て
、
取
消
訴
訟
の
問
題
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
、
な
ぜ
、
人
事
訴
訟
に
お
け
る
制
度
改
革
が
参
考
に
な
る
の
か
、
と
い
う

こ
と
を
、
最
初
に
、
は
っ
き
り
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
、
ひ
と
え
に
、
死
後
認
知
訴
訟
が
、
検
察
官
を
被
告
と
す
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
実
質
的
な
当
事
者
が
訴

訟
の
そ
と
に
お
か
れ
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
者
に
判
決
の
効
力
が
お
よ
ぶ
と
い
う
関
係
に
な
る
が
、
そ
れ
は
、
ま
さ
に
、
筆

者
が
『
職
権
訴
訟
参
加
の
法
理
』
の
考
察
の
基
礎
と
し
た
法
律
関
係
―
―
二
重
効
果
的
行
政
処
分
の
取
消
し
を
め
ぐ
る
関
係
―
―
と
お

な
じ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
事
訴
訟
に
お
い
て
、
訴
訟
の
そ
と
に
い
る
が
、
訴
訟
の
帰
す
う
に
切
実
な
利
害
関
係
を
も
つ
第
三
者

に
対
し
て
、
手
続
上
の
権
利
保
障
と
し
て
、
一
歩
さ
き
を
行
く
制
度
改
革
が
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
筆
者
が
け
っ
し
て
無
視
し
て

は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
、
筆
者
が
取
消
訴
訟
に
つ
い
て
主
張
す
る
こ
と
の
論
拠
と
し
て
、
人
事
訴
訟
に
お
い
て
、
す
で
に
お
な
じ
よ
う
な
改
革
が
行
わ

（
３２
）
高
橋
、
高
田
ほ
か
・
前
掲
（
注（
１７
））
五
三
頁
〔
小
野
瀬
厚
発
言
〕。
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れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
上
げ
る
の
で
あ
れ
ば
、
と
う
ぜ
ん
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
つ
ぎ
の
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。
第
一
に
、
取
消
訴
訟
に
お
け
る
第
三
者
を
め
ぐ
る
（
訴
訟
上
の
）
法
律
関
係
と
、
人
事
訴
訟
に
お
け
る
第
三
者
を
め
ぐ

る
（
訴
訟
上
の
）
法
律
関
係
と
の
同
質
性
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、
第
二
に
、
人
事
訴
訟
に
お
け
る
第
三
者
の
手
続
保
障
と
、
取
消
訴

訟
に
お
け
る
第
三
者
の
手
続
保
障
の
同
質
性
に
つ
い
て
、
あ
き
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

二

ま
ず
、
取
消
訴
訟
に
お
け
る
第
三
者
を
め
ぐ
る
（
訴
訟
上
の
）
法
律
関
係
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
筆
者
が
、

「
職
権
訴
訟
参
加
の
法
理
」
の
考
察
の
基
礎
と
し
て
、
取
消
訴
訟
の
構
造
分
析
を
し
た
け
っ
か
、
取
消
訴
訟
に
第
三
者
が
訴
訟
参
加
す

る
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
疑
問
を
い
だ
（
３３
）

い
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

〔
行
政
処
分
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
え
に
第
三
者
が
訴
訟
参
加
す
る
こ
と
に
な
る
の
は
、
そ
の
処
分
が
、
第
三
者
を
名
あ
て
人
と
し

て
利
益
を
与
え
る
が
、
同
時
に
、
原
告
に
不
利
益
を
与
え
る
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
「
二
重
効
果
的
行
政
（
３４
）

処
分
」
で
あ
る
場
合
で
（
３５
）

あ
る
。

こ
の
と
き
、
原
告
は
、
と
う
ぜ
ん
、
処
分
に
よ
り
自
己
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
と
主
張
し
て
、
処
分
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
え
を
提

起
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
被
告
は
国
（
行
政
庁
）
で
（
３６
）

あ
る
。
そ
し
て
、
処
分
の
取
消
訴
訟
に
お
い
て
は
、
処
分
が
違
法
で
あ
る
と
認

定
さ
れ
た
場
合
に
、
処
分
は
取
り
消
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
被
告
国
（
行
政
庁
）
は
、
み
ず
か
ら
の
行
っ
た
処
分
の
適
法
性
維

持
の
（
３７
）

た
め
、
と
う
ぜ
ん
、
必
死
で
主
張
・
証
明
を
つ
く
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
も
と
で
、
か
り
に
、

処
分
の
名
あ
て
人
で
あ
る
（
取
消
訴
訟
の
）
第
三
者
が
、
被
告
の
が
わ
に
訴
訟
参
加
し
て
も
、
被
告
の
す
る
主
張
・
証
明
以
外
、
以

上
の
（
３８
）

こ
と
は
、
な
に
も
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。〕

こ
の
疑
問
は
、
ま
さ
に
、
行
政
庁
が
、
行
政
事
件
に
つ
い
て
、
第
一
次
的
に
事
実
認
定
を
行
い
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
法
的
判
断
を

行
う
と
い
う
行
政
法
上
の
関
係
、
お
よ
び
、
行
政
法
の
し
く
み
に
起
因
し
て
い
る
。
自
己
に
授
益
的
な
処
分
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
欲
す
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る
者
は
、
申
請
に
お
い
て
、
処
分
の
要
件
と
な
る
事
実
の
存
在
を
し
る
し
た
書
類
を
提
出
し
、
同
時
に
、
そ
れ
を
証
明
す
る
も
の
も
、

こ
と
ご
と
く
、
行
政
庁
に
提
出
す
る
は
ず
で
あ
る
。
か
り
に
、
そ
れ
以
外
の
証
拠
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
気
づ
い
た
時
点
で
、

行
政
庁
に
提
出
す
れ
ば
、
そ
れ
で
（
３９
）

済
む
。

か
よ
う
な
関
係
に
お
い
て
は
、
第
三
者
が
訴
訟
参
加
し
た
と
し
て
も
、
訴
訟
の
帰
す
う
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
す
く
な
い
。
な
ら

ば
、
こ
の
こ
と
は
、
取
消
訴
訟
へ
第
三
者
が
訴
訟
参
加
す
る
こ
と
の
意
義
と
し
て
、
む
か
し
か
ら
い
わ
れ
て
き
た
、「
実
質
的
な
当
事

者
で
あ
る
第
三
者
を
訴
訟
参
加
さ
せ
る
こ
と
で
、
訴
訟
資
料
を
豊
富
に
す
る
」
と
い
う
（
４０
）

こ
と
に
も
、
ま
た
、「
取
消
判
決
に
よ
り
権
利

を
侵
害
さ
れ
る
第
三
者
に
、
訴
訟
に
お
い
て
自
己
の
権
利
を
防
衛
す
る
機
会
を
与
え
る
」
と
い
う
（
４１
）

こ
と
に
も
、
疑
い
を
い
だ
か
せ
る
も

の
で
あ
る
。

結
論
と
し
て
、
取
消
訴
訟
に
お
い
て
は
、
処
分
の
適
法
性
に
つ
い
て
、
処
分
を
行
っ
た
行
政
庁
（
国
）
が
主
張
・
証
明
を
つ
と
め
て

い
る
―
―
結
果
的
に
第
三
者
の
権
利
を
防
衛
す
る
こ
と
に
な
る
―
―
の
で
、
第
三
者
が
訴
訟
参
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
切
実
な
必
要

性
は
（
４２
）

な
い
。

三

そ
れ
に
対
し
て
、
死
後
認
知
訴
訟
に
お
い
て
は
、
利
害
関
係
人
が
訴
訟
参
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
緊
急
の
必
要
性
が
あ
る
。
そ

れ
は
、
人
事
訴
訟
の
基
礎
と
な
る
固
有
の
実
体
的
法
律
関
係
か
ら
生
ず
る
必
要
性
で
あ
る
。
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
、

順
序
だ
て
て
分
析
し
よ
う
。

死
後
認
知
訴
訟
で
は
、
検
察
官
が
被
告
の
地
位
に
つ
く
。
こ
れ
は
、
ま
え
に
も
見
た
と
お
り
、
ほ
ん
ら
い
の
被
告
で
あ
る
者
が
死
亡

し
て
い
る
の
で
、（
行
政
機
関
で
あ
る
）
検
察
官
が
、
い
わ
ば
形
式
的
に
被
告
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
た

だ
、
民
事
の
法
律
関
係
と
し
て
、
認
知
す
べ
き
父
が
死
亡
し
た
の
ち
に
、
な
お
、
認
知
を
求
め
る
訴
え
が
提
起
さ
れ
て
く
る
と
い
う
こ

と
は
、
お
お
く
の
場
合
、
そ
の
背
後
に
「
相
続
関
係
」
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
と
う
ぜ
ん
、
認
知
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う

か
と
い
う
訴
訟
の
結
果
に
よ
っ
て
、
自
己
の
相
続
分
が
侵
害
さ
れ
る
利
害
関
係
人
が
存
在
す
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
訴
訟
は
、
形
式
的
に
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は
、
検
察
官
に
対
し
て
認
知
を
求
め
る
訴
え
で
あ
る
が
、
実
質
的
に
は
、
認
知
を
求
め
る
原
告
と
、
認
知
に
よ
り
相
続
権
を
害
さ
れ
る

利
害
関
係
人
の
あ
い
だ
の
争
い
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
検
察
官
が
形
式
的
に
被
告
と
な
り
、
訴
訟
が
、
お
も
て
む
き
は
、
死
後
認
知
を
求
め
る
原
告
と
検
察
官
の

あ
い
だ
の
争
い
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
問
題
が
あ
る
。
被
告
と
な
っ
た
検
察
官
に
と
っ
て
は
、
当
面
の
「
認
知
」
の
当
否
の
み
が

問
題
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
背
後
に
あ
る
「
相
続
」
関
係
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
眼
中
に
な
い
。
原
告
は
、
も
ち
ろ
ん
、
認
知
を
求

め
て
訴
訟
を
起
こ
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
原
告
と
被
告
検
察
官
の
あ
い
だ
で
推
移
す
る
訴
訟
に
お
い
て
は
、
も
っ
ぱ
ら
認
知
の
こ

と
の
み
が
論
議
の
対
象
と
（
４３
）

な
り
、
認
知
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
相
続
権
が
侵
害
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
利
害
関
係
人
の
こ
と
は
、
と
く
に

考
慮
さ
れ
る
こ
と
は
（
４４
）

な
い
。

そ
う
す
る
と
、
そ
こ
に
、
死
亡
し
た
被
認
知
者
の
周
囲
に
い
た
、
被
認
知
者
か
ら
の
相
続
に
つ
い
て
利
害
関
係
を
有
す
る
者
た
ち
の
、

訴
訟
参
加
す
る
こ
と
の
切
実
な
必
要
性
が
生
じ
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
者
た
ち
に
と
っ
て
、
検
察
官
は
、
け
っ
し
て
、
じ
ぶ
ん
た
ち
の
利

益
の
代
弁
者
で
は
な
い
し
、
じ
ぶ
ん
た
ち
の
権
利
を
保
護
し
て
く
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
じ
ぶ
ん
た
ち
の
権
利
・
利
益
は
、
じ
ぶ
ん
た

ち
が
訴
訟
参
加
し
た
う
え
で
、
み
ず
か
ら
主
張
す
る
し
か
な
い
の
で
（
４５
）

あ
る
。

（
二
）
行
政
事
件
訴
訟
法
の
手
続
保
障
と
人
事
訴
訟
法
の
手
続
保
障
の
相
違

一

自
己
に
授
益
的
な
行
政
処
分
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
え
を
、
他
の
者
に
よ
っ
て
お
こ
さ
れ
、
そ
の
訴
え
を
認
め
る
判
決
が
下
さ
れ

れ
ば
、
自
己
の
（
処
分
に
よ
る
）
既
得
の
法
的
地
位
が
覆
滅
さ
れ
る
と
い
う
立
場
に
あ
る
（
取
消
訴
訟
の
）
第
三
者
に
対
す
る
手
続
保

障
と
し
て
、
行
訴
法
が
用
意
し
て
も
の
は
、
周
知
の
ご
と
く
、
同
法
二
二
条
の
「
第
三
者
の
訴
訟
参
加
」
と
同
三
四
条
の
「
第
三
者
の

再
審
の
訴
え
」
で
あ
る
。

そ
の
二
二
条
一
項
は
、「
裁
判
所
は
、
訴
訟
の
結
果
に
よ
り
権
利
を
害
さ
れ
る
第
三
者
が
あ
る
と
き
は
、
当
事
者
若
し
く
は
そ
の
第
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三
者
の
申
立
て
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
決
定
を
も
つ
て
、
そ
の
第
三
者
を
訴
訟
に
参
加
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。

こ
の
規
定
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
か
か
る
第
三
者
か
ら
の
申
立
て
が
な
く
と
も
、
裁
判
所
が
職
権
で
第
三
者
を
訴
訟
参
加
「
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
」
と
い
う
こ
と
で
（
４６
）

あ
る
。

し
か
し
、
じ
っ
さ
い
に
、
裁
判
所
が
こ
の
職
権
を
行
使
し
た
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
（
４７
）

な
い
。
つ
ま
り
、
わ
が
国
の
裁
判
所
は
、
取
消
訴

訟
に
お
い
て
は
、
か
か
る
職
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
（
き
わ
め
て
）
消
極
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
原
因
と
し
て
、
筆
者

が
考
え
る
の
は
、
取
消
訴
訟
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
に
、
か
よ
う
な
第
三
者
を
訴
訟
参
加
さ
せ
る
決
意
を
さ
せ
る
誘
因
が
、
あ
ま
り
存

在
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
、
も
う
す
こ
し
く
わ
し
く
説
明
し
よ
う
。

む
か
し
は
、
取
消
訴
訟
に
お
い
て
第
三
者
を
訴
訟
参
加
さ
せ
る
目
的
は
、
そ
れ
に
よ
り
訴
訟
資
料
が
増
し
審
理
を
充
実
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
さ
れ
て
い
た
が
、
じ
っ
さ
い
に
は
、
第
三
者
を
訴
訟
参
加
さ
せ
た
と
し
て
も
、
被
告
行
政
庁
（
現
在
は
国
）
が
な
し
う
る
以

上
の
主
張
・
証
明
は
ほ
と
ん
ど
な
し
え
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
、
裁
判
所
も
実
感
と
し
て
感
じ
て
お
り
、
た
め
に
、
審
理
の
充
実
に

プ
ラ
ス
と
な
ら
な
い
の
に
、
わ
ざ
わ
ざ
訴
訟
参
加
さ
せ
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

行
訴
法
が
制
定
さ
れ
、（
訴
訟
参
加
さ
せ
主
張
・
証
明
の
機
会
を
与
え
る
と
い
う
）
第
三
者
の
訴
訟
手
続
に
お
け
る
権
利
保
護
が
、

第
三
者
の
訴
訟
参
加
の
第
一
の
目
的
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
（
４８
）

っ
て
も
、
こ
の
こ
と
じ
た
い
は
、
裁
判
所
に
、
第
三
者
を
訴
訟
参
加
さ
せ
る

決
意
を
さ
せ
る
誘
因
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
第
一
に
、
根
底
に
や
は
り
、
第
三
者
を
訴
訟
参
加

さ
せ
た
と
し
て
も
、
被
告
国
（
行
政
庁
）
が
な
し
う
る
以
上
の
主
張
・
証
明
は
ほ
と
ん
ど
な
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
考
慮
が
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
被
告
国
（
行
政
庁
）
が
、
み
ず
か
ら
の
が
わ
の
行
っ
た
行
政
処
分
の
適
法
性
維
持
を
は
か
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
結
果
的
に
、（
処
分
の
名
あ
て
人
で
あ
る
）
第
三
者
の
権
利
・
利
益
の
保
護
に
つ
と
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
そ
の

う
え
、
第
三
者
を
訴
訟
参
加
さ
せ
、
み
ず
か
ら
の
権
利
・
利
益
を
防
衛
さ
せ
る
ま
で
も
な
い
と
い
う
考
慮
が
、
暗
黙
の
う
ち
に
、
裁
判

所
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
右
の
第
一
の
理
由
と
第
二
の
理
由
は
、
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。
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二

職
権
訴
訟
参
加
に
対
す
る
裁
判
所
の
意
識
が
、
か
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
三
四
条
の
第
三
者
の
再
審
の
訴
え
の
重
要
性
に

対
す
る
裁
判
所
の
意
識
も
、
ひ
く
い
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
も
と
も
と
、
第
三
者
の
再
審
の
訴
え
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
、
三

四
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
自
己
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
に
よ
り
訴
訟
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
」

と
い
う
要
件
以
外
に
、「
判
決
に
影
響
を
及
ぼ
す
べ
き
攻
撃
又
は
防
御
の
方
法
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
」
と
い
う
要
件

が
、
加
え
ら
れ
て
（
４９
）

い
る
。
つ
ま
り
、
被
告
国
（
行
政
庁
）
が
、
取
消
訴
訟
に
お
い
て
、
処
分
の
適
法
性
を
維
持
す
る
た
め
に
行
っ
た
主

張
・
証
明
以
上
の
こ
と
を
、
第
三
者
が
、
訴
訟
参
加
し
て
い
れ
ば
な
し
え
た
と
い
う
場
合
に
の
み
、
再
審
の
訴
え
を
認
め
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ
る
た
め
の
ハ
ー
ド
ル
は
、
か
な
り
た
か
く
設
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

第
三
者
の
再
審
の
訴
え
が
、
か
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
ら
に
は
、
第
三
者
の
再
審
の
訴
え
が
提
起
さ
れ
る
こ
と
は
、
め
っ
た
に
な
い
。

そ
れ
は
、
す
な
わ
ち
、
第
三
者
が
訴
訟
参
加
さ
せ
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
者
か
ら
再
審
の
訴
え
が
提
起
さ
れ
、
訴
え
が

認
め
ら
れ
る
可
能
性
は
、
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
け
っ
か
、
も
し
（
判
決
に
よ
り
権
利
を
害
さ
れ
る
）
第
三

者
を
訴
訟
参
加
さ
せ
て
お
か
な
け
れ
ば
、
い
ず
れ
第
三
者
の
再
審
の
訴
え
を
提
起
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
、
裁
判
所
に
対
す
る

プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
（
誘
因
）
も
、
存
在
し
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

三

こ
れ
に
対
し
て
、
人
事
訴
訟
に
お
け
る
強
制
参
加
の
意
味
あ
い
は
、
か
な
り
こ
と
な
る
。

死
後
認
知
訴
訟
の
結
果
に
よ
り
、（
相
続
上
の
）
権
利
・
利
益
を
害
さ
れ
る
者
に
と
っ
て
は
、
訴
訟
の
推
移
に
対
す
る
関
心
は
、
な

み
な
み
な
ら
な
い
も
の
が
あ
る
。
い
ち
お
う
、
被
告
検
察
官
は
、
認
知
を
請
求
す
る
原
告
に
対
峙
す
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
は
、
か

か
る
利
害
関
係
人
の
利
益
の
た
め
に
つ
く
し
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
か
な
ら
ず
し
も
、
利
害
関
係
人
の
利
益
を
代
弁
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。

そ
れ
が
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
ほ
ん
ら
い
、
認
知
の
訴
え
と
い
う
の
は
、
子
ま

た
は
そ
の
直
系
卑
属
が
、
父
ま
た
は
母
に
対
し
て
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
父
も
母
も
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
子
は
、
認
知
を
求

め
る
相
手
方
が
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
い
わ
ば
、
子
が
認
知
の
訴
え
を
提
起
し
う
る
便
宜
を
は
か
る
た
め
に
、
形
式
的
に
、
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検
察
官
を
被
告
の
地
位
に
つ
か
せ
た
の
で
（
５０
）

あ
る
。
な
ぜ
、
検
察
官
が
で
て
く
る
の
か
と
い
う
と
、
公
益
の
代
表
者
だ
か
ら
と
、
一
般
に

説
明
さ
（
５１
）

れ
る
。
だ
と
す
る
と
、
そ
の
場
合
の
「
公
益
」
と
は
、
死
亡
し
た
父
や
母
と
の
あ
い
だ
に
実
子
関
係
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
、

と
い
う
実
体
的
真
実
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
に
、
ほ
か
な
ら
（
５２
）

な
い
。
そ
う
す
る
と
、
検
察
官
は
、
そ
れ
以
外
の
こ
と
―
―
相
続
上
の

利
害
関
係
―
―
に
は
、
ほ
と
ん
ど
関
心
を
は
ら
わ
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

子
が
認
知
を
求
め
る
動
機
に
は
、
じ
ぶ
ん
の
出
自
を
あ
き
ら
か
に
し
た
い
と
い
う
切
実
な
願
望
が
あ
る
が
、
そ
れ
と
と
も
に
、
あ
る

い
は
、
そ
の
背
景
に
、
父
あ
る
い
は
母
の
財
産
に
対
す
る
じ
ぶ
ん
の
相
続
分
を
獲
得
し
た
い
と
い
う
秘
め
ら
れ
た
願
望
も
あ
る
で
あ
ろ

う
。
こ
の
部
分
に
お
い
て
、
父
あ
る
い
は
母
の
親
族
と
、
な
ま
な
ま
し
い
対
立
関
係
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
右
に
見
た
と
お

り
、
検
察
官
は
、
か
か
る
親
族
の
利
益
を
代
弁
す
る
者
で
は
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
相
続
じ
た
い
は
、
認
知
の
さ
き
に
あ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
実
子
関
係
の
存
否
が
問
題
と
な
る
認
知
訴
訟
に
お
い
て
、

相
続
の
問
題
が
直
接
と
り
上
げ
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
相
続
に
関
わ
り
の
あ
る
か
か
る
親
族
に
と
っ
て
は
、
そ
の
認
知
訴

訟
の
帰
す
う
に
よ
り
、
自
己
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
ら
は
、
と
う
ぜ
ん
、
訴
訟
の
な
り
ゆ
き
に
は
、
な
み
な
み

な
ら
ぬ
関
心
を
も
っ
て
い
る
。
な
ら
ば
、
か
か
る
親
族
を
、
訴
訟
の
そ
と
に
お
い
た
ま
ま
に
し
て
お
く
べ
き
で
は
な
い
。

そ
の
理
由
は
、
ま
さ
に
、
死
後
認
知
訴
訟
に
お
い
て
被
告
の
地
位
に
つ
く
検
察
官
の
性
質
に
よ
る
。
こ
の
こ
と
を
、
処
分
の
取
消
訴

訟
に
お
け
る
実
質
的
な
被
告
と
な
る
行
政
庁
の
担
当
官
と
の
比
較
に
お
い
て
、
論
証
し
て
み
よ
う
。

ひ
と
つ
は
、
検
察
官
の
不
熱
心
に
な
り
が
ち
な
訴
訟
追
行
で
（
５３
）

あ
る
。
取
消
訴
訟
に
お
い
て
は
、
み
ず
か
ら
の
が
わ
の
し
た
処
分
の
適

法
性
を
維
持
す
る
こ
と
に
、
行
政
庁
の
担
当
官
は
必
死
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、「
め
ん
つ
」
が
か
か
っ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
検
察
官
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
な
事
情
に
よ
り
、
い
わ
ば
形
式
的
に
、
死
後
認
知
訴
訟
の
被
告
の
地
位

に
つ
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
取
消
訴
訟
に
お
け
る
行
政
庁
の
担
当
官
ほ
ど
熱
心
に
訴
訟
追
行
を
し
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
責
め
ら
れ
る

べ
き
も
の
で
は
な
い
。
な
ら
ば
、
訴
訟
参
加
さ
せ
れ
ば
、
確
実
に
、
検
察
官
よ
り
熱
心
に
訴
訟
追
行
す
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
か
か
る
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親
族
に
、
訴
訟
追
行
さ
せ
れ
ば
、
よ
り
実
体
的
真
実
の
解
明
に
や
く
だ
つ
は
ず
で
あ
る
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
検
察
官
の
不
知
で
あ
る
。
検
察
官
は
、
父
も
し
く
は
母
の
死
後
、（
や
む
な
く
）
事
案
に
つ
い
て
不
知
の
ま
ま
、

被
告
の
地
位
に
つ
く
。
も
ち
ろ
ん
、
職
権
に
よ
り
事
実
関
係
を
調
査
す
る
が
、
こ
れ
も
、
み
ず
か
ら
の
が
わ
の
し
た
処
分
に
つ
い
て
、

処
分
の
基
礎
と
な
る
資
料
を
あ
ら
か
た
保
有
し
た
ま
ま
被
告
の
地
位
に
つ
く
、
取
消
訴
訟
に
お
け
る
行
政
庁
の
担
当
官
と
は
、
事
案
の

熟
知
の
度
合
い
が
ま
っ
た
く
こ
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
む
し
ろ
、
死
亡
し
た
父
も
し
く
は
母
の
周
囲
に
い
て
、
事
情
を
熟
知

し
て
い
る
可
能
性
の
た
か
い
か
か
る
親
族
を
、
最
初
か
ら
訴
訟
参
加
さ
せ
訴
訟
追
行
さ
せ
た
ほ
う
が
、
実
体
的
真
実
の
解
明
の
「
ち
か

み
ち
」
で
あ
る
。

検
察
官
に
お
け
る
か
よ
う
な
事
情
は
、
裁
判
所
も
、
よ
う
い
に
察
知
し
う
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
か
か
る
親
族
が
事
情
に
く
わ

し
く
、
認
知
の
結
果
に
な
み
な
み
な
ら
ぬ
関
心
を
よ
せ
て
い
る
こ
と
も
、
裁
判
所
は
承
知
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
か
か
る

親
族
に
訴
訟
追
行
さ
せ
れ
ば
、
実
体
的
真
実
を
あ
き
ら
か
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
、
そ
の
事
実
が
、
か
か
る
親
族
を
強
制
的
に

訴
訟
参
加
さ
せ
る
と
い
う
職
権
を
、
裁
判
所
に
行
使
さ
せ
る
誘
因
と
な
り
う
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
三
）
人
事
訴
訟
に
お
け
る
職
権
告
知
と
強
制
参
加
の
関
係

一

改
正
人
訴
法
で
は
、
一
五
条
で
、
利
害
関
係
人
の
訴
訟
参
加
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
項
で
、「
検
察
官
を
被

告
と
す
る
人
事
訴
訟
に
お
い
て
、
訴
訟
の
結
果
に
よ
り
相
続
権
を
害
さ
れ
る
第
三
者
…
…
…
…
を
当
該
人
事
訴
訟
に
参
加
さ
せ
る
こ
と

が
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
被
告
を
補
助
さ
せ
る
た
め
、
決
定
で
、
そ
の
利
害
関
係
人
を
当
該
人
事
訴
訟
に
参
加

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。

人
訴
法
は
民
訴
法
の
特
則
で
あ
る
の
で
、民
訴
法
の
補
助
参
加
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
の
は
と
う
ぜ
ん
で
、そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

べ
つ
に
一
五
条
の
規
定
が
お
か
れ
た
の
は
、
一
五
条
が
、
裁
判
所
が
、
職
権
で
利
害
関
係
人
に
訴
訟
参
加
を
強
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
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こ
と
を
明
記
す
る
た
め
に
、
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
構
造
的
、
内
容
的
に
は
、
行
訴
法
二
二
条
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
改
正
人
訴
法
で
は
、
さ
ら
に
、
行
訴
法
に
は
な
い
規
定
が
お
か
れ
た
。
訴
訟
告
知
の
規
定
で
あ
る
。
同
法

二
八
条
で
は
、「
裁
判
所
は
、
人
事
に
関
す
る
訴
え
が
提
起
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
利
害
関
係
人
で
あ
っ
て
、
父
が
死
亡
し
た
後
に
認

知
の
訴
え
が
提
起
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
子
そ
の
他
の
相
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
も
の
に
対

し
、
訴
訟
が
係
属
し
た
こ
と
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
訴
訟
記
録
上
そ
の
利
害
関
係
人
の
氏
名
及
び
住
所
又
は
居
所
が
判

明
し
て
い
る
場
合
に
限
る
」
と
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
よ
う
す
る
に
、
た
だ
、
訴
訟
係
属
の
む
ね
を
訴
訟
当
事
者
以
外
の
利
害
関
係
人
に

告
知
す
る
と
い
う
だ
け
の
手
続
で
あ
る
。

問
題
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
一
五
条
の
強
制
参
加
の
手
続
以
外
に
、
か
よ
う
な
訴
訟
告
知
の
手
続
が
規
定
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

一
五
条
の
利
害
関
係
人
の
強
制
参
加
、
そ
し
て
、
そ
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
行
訴
法
二
二
条
の
職
権
に
よ
る
第
三
者
の
訴
訟
参
加
は
、
そ

の
手
続
の
一
環
と
し
て
、
利
害
関
係
人
・
第
三
者
に
、
裁
判
所
が
、
訴
訟
係
属
の
む
ね
を
告
知
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
と
う
ぜ
ん
に
、

ふ
く
ま
れ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
と
く
に
訴
訟
告
知
が
べ
つ
に
規
定
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
訴
訟
告
知
じ
た
い
に
、
と
く
べ

つ
の
意
味
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。
以
下
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
じ
っ
く
り
検
討
し
て
み
よ
う
。

二

順
番
と
し
て
、
民
訴
法
で
は
、
利
害
関
係
人
が
補
助
参
加
す
る
の
は
、
す
べ
て
、
利
害
関
係
人
か
ら
の
補
助
参
加
の
申
出
に
よ
る

こ
と
を
、
原
則
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
利
害
関
係
人
か
ら
補
助
参
加
の
申
出
が
な
け
れ
ば
、
利
害
関
係
人
の
補
助
参
加
は
な

い
。
人
事
訴
訟
も
、
民
事
訴
訟
に
立
脚
す
る
か
ぎ
り
、
こ
の
原
則
は
ま
ぬ
が
れ
な
い
。

よ
う
す
る
に
、
補
助
参
加
す
る
か
し
な
い
か
は
、
利
害
関
係
人
の
任
意
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
は
、
補
助
参
加
す
る
か
ど
う
か
が
利
害
関
係
人
の
意
思
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
か
か
る
訴
訟
が
現
在
行
わ

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
利
害
関
係
人
に
わ
か
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
利
害
関
係

人
は
、
補
助
参
加
す
る
気
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
け
っ
き
ょ
く
、
そ
の
機
会
を
逸
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
民
訴
法
の
シ
ス
テ
ム
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に
お
い
て
は
、
利
害
関
係
人
に
深
刻
な
訴
訟
が
提
起
さ
れ
て
も
、
訴
訟
外
に
い
る
利
害
関
係
人
に
、
裁
判
所
か
ら
、
そ
の
旨
が
通
知
さ

れ
る
と
い
う
よ
う
に
は
、
な
っ
て
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
同
法
五
三
条
に
、
訴
訟
当
事
者
か
ら
の
訴
訟
告
知
の
手
続
は
、
規
定
さ
れ
て

い
る
が
、
こ
れ
は
、
訴
訟
当
事
者
が
そ
の
必
要
を
感
じ
た
と
き
に
行
う
も
の
で
あ
っ
て
、
か
な
ら
ず
、
訴
訟
当
事
者
か
ら
の
訴
訟
告
知

が
あ
る
こ
と
を
保
障
し
た
も
の
で
は
（
５４
）

な
い
。

改
正
人
訴
法
で
は
、
強
制
参
加
の
手
続
が
、
民
訴
法
の
原
則
と
は
べ
つ
に
規
定
さ
れ
た
の
で
、
こ
の
手
続
に
よ
れ
ば
、
利
害
関
係
人

へ
訴
訟
告
知
が
あ
る
こ
と
を
ふ
く
め
て
、
利
害
関
係
人
は
（
強
制
的
に
）
補
助
参
加
す
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
こ
れ
も
、
裁
判
所
が

職
権
で
強
制
参
加
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
か
な
ら
ず
、
か
か
る
措
置
が
と
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
保
障
し
た

も
の
で
は
な
い
。

そ
こ
で
、
人
訴
法
に
お
い
て
、
強
制
参
加
の
手
続
と
は
べ
つ
に
、
職
権
告
知
の
手
続
が
規
定
さ
れ
た
こ
と
は
、
き
わ
め
て
重
要
な
意

味
を
も
つ
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
利
害
関
係
人
に
は
、
強
制
参
加
の
手
続
が
と
ら
れ
る
か
い
な
か
に
関
わ
り
な
く
、
か
な
ら
ず
、
訴

訟
係
属
の
旨
が
告
知
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
保
障
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
も
と
も
と
民
事
訴
訟
で
は
、
補
助
参
加
は
、

利
害
関
係
人
か
ら
の
申
出
に
よ
り
行
わ
れ
て
き
た
の
で
、
訴
訟
係
属
の
事
実
を
知
る
こ
と
で
、
利
害
関
係
人
は
、
補
助
参
加
す
る
か
ど

う
か
を
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
事
訴
訟
に
お
い
て
は
、
こ
の
職
権
告
知
が
き
ち
ん
と
行
わ
れ
る
と
い
う

保
障
が
、
利
害
関
係
人
に
対
す
る
手
続
保
障
と
し
て
、
も
っ
と
も
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
手
続
保
障
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
は
、
さ
ら
に
、
ふ
か
い
意
味
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
認
知
の
訴
え
が
提
起
さ
れ
た
と

い
う
こ
と
を
告
知
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
利
害
関
係
人
が
、（
期
待
さ
れ
る
）
自
己
の
相
続
分
が
、
か
な
り
減
額
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り

う
る
と
い
う
予
測
を
た
て
る
こ
と
が
で
き
、（
期
待
さ
れ
る
）
相
続
分
を
あ
て
こ
ん
だ
無
用
の
損
害
の
発
生
を
、
未
然
に
予
防
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
、
筆
者
は
、
こ
の
職
権
告
知
の
手
続
が
き
ち
ん
と
行
わ
れ
れ
ば
、
裁
判
所
が
強
制
参
加
の
職
権
を
行
使
す
る
必
要
性
は
、
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ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
つ
ぎ
と
お
り
で
あ
る
。
裁
判
所
が
、
職
権
に
よ
り
利
害
関
係
人
を
強

制
参
加
さ
せ
る
主
た
る
目
的
は
、（
形
式
的
な
当
事
者
で
あ
る
）
検
察
官
よ
り
は
、
認
知
の
基
礎
と
な
る
事
実
関
係
に
く
わ
し
い
は
ず

の
利
害
関
係
人
を
、
訴
訟
に
引
き
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
実
体
的
真
実
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
に
資
す
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
と

こ
ろ
が
、
Ａ
な
る
者
が
（
死
亡
し
た
）
Ｂ
の
子
で
あ
る
こ
と
の
認
知
を
求
め
る
訴
え
を
提
起
し
た
と
い
う
こ
と
が
、
Ｂ
か
ら
の
相
続
分

を
有
す
る
利
害
関
係
人
に
告
知
さ
れ
た
場
合
、
認
知
に
よ
り（
期
待
さ
れ
る
）自
己
の
相
続
分
に
重
大
な
影
響
が
あ
る
利
害
関
係
人
は
、

認
知
を
阻
止
し
う
る
証
拠
・
情
報
を
保
有
す
る
か
ぎ
り
、
み
ず
か
ら
補
助
参
加
を
申
し
出
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
で
あ
る
な
ら
ば
、裁

判
所
が
利
害
関
係
人
を
強
制
参
加
さ
せ
る
ま
で
も
な
く
、
か
か
る
訴
訟
が
係
属
し
た
と
い
う
こ
と
を
利
害
関
係
人
に
訴
訟
告
知
す
る
だ

け
で
、
右
の
よ
う
な
目
的
は
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

（
３３
）
参
照
、
新
山
・
前
掲
（
注（
５
）参
照
）
三
七
八
頁
以
下
。

（
３４
）
「
二
重
効
果
的
行
政
処
分
」
の
概
念
分
析
に
つ
い
て
は
、
新
山
・
前
掲
（
注（
５
）参
照
）
九
〇
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
３５
）
行
政
処
分
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
え
に
、
第
三
者
が
訴
訟
参
加
す
る
必
要
性
が
つ
よ
く
認
め
ら
れ
る
の
は
、
二
重
効
果
的
行
政
処
分
に
よ

り
規
律
さ
れ
る
法
律
関
係
に
お
い
て
で
あ
る
こ
と
は
、
新
山
・
前
掲
（
注（
５
）参
照
）
三
八
九
頁
以
下
で
行
っ
た
。

（
３６
）
実
質
的
な
争
い
は
、
処
分
の
名
あ
て
人
で
あ
る
（
取
消
訴
訟
の
）
第
三
者
と
こ
の
処
分
の
取
消
し
を
求
め
る
原
告
（＝

処
分
に
つ
い
て
の

第
三
者
）
の
あ
い
だ
に
あ
る
。
そ
の
争
い
の
解
決
と
し
て
、
処
分
取
消
訴
訟
と
い
う
手
段
を
選
択
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
行
訴
法
の
し
く
み
か

ら
、
国
―
―
実
質
的
に
は
行
政
庁
―
―
に
対
す
る
訴
え
に
な
る
。
こ
れ
は
、
実
質
的
な
争
い
の
解
決
か
ら
は
ず
れ
た
図
式
の
よ
う
で
あ
る
が
、

行
政
処
分
の
性
質
・
意
味
を
考
え
た
場
合
、
さ
ほ
ど
不
合
理
で
は
な
い
。
処
分
と
し
て
、
行
政
庁
は
、
第
三
者
と
原
告
の
あ
い
だ
の
対
立
関

係
に
つ
い
て
の
公
権
的
判
断
を
下
す
こ
と
で
、
ひ
と
つ
の
解
決
を
は
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
解
決
に
納
得
が
い
か
な
い
が

わ
の
者
に
は
、
あ
く
ま
で
処
分
の
適
法
性
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
国
（
行
政
庁
）
を
相
手
に
、
処
分
の
解
決
の
取
消
し
を
求
め
る
こ
と
で
、

裁
判
所
に
よ
る
べ
つ
の
解
決
を
期
待
す
る
し
か
、
途
は
の
こ
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

（
３７
）
行
政
処
分
が
、
ひ
と
つ
の
、
行
政
庁
に
よ
る
公
権
的
法
判
断
作
用
で
あ
る
こ
と
は
、
論
を
ま
た
な
い
。
行
政
庁
は
、
そ
の
判
断
の
た
め
に
、

職
権
で
事
実
関
係
の
包
括
的
な
調
査
を
行
う
。
そ
し
て
、
得
ら
れ
た
事
実
に
法
の
あ
て
は
め
を
行
い
、
処
分
の
内
容
を
定
め
、
所
定
の
方
式
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に
従
い
、
処
分
を
行
う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
処
分
を
行
っ
た
行
政
庁
は
、
被
告
国
の
実
質
的
被
告
と
し
て
、
み
ず
か
ら
の
行
っ
た
判

断
が
た
だ
し
い（
適
法
）こ
と
の
主
張
・
証
明
に
つ
と
め
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
け
っ
し
て
む
ず
か
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

処
分
の
基
礎
と
な
る
資
料
の
大
半
は
、
処
分
の
申
請
者
か
ら
提
出
さ
せ
る
な
ど
し
て
、
み
ず
か
ら
の
保
有
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。

（
３８
）
こ
の
こ
と
は
、
新
山
・
前
掲
（
注（
５
）参
照
）
三
九
五
頁
以
下
で
、
行
政
手
続
に
お
け
る
職
権
探
知
原
則
お
よ
び
関
係
人
の
協
力
義
務
の

理
論
を
用
い
て
、
論
証
し
た
。

（
３９
）
そ
も
そ
も
の
根
本
的
状
況
を
考
え
る
と
、
そ
の
者
に
権
利
・
利
益
を
付
与
す
る
処
分
が
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
じ
た
い
が
、
そ
の
者
と
行

政
庁
の
あ
い
だ
で
、
処
分
の
要
件
の
す
べ
て
が
充
足
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
の
事
実
的
・
法
的
解
明
が
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の

で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
そ
の
事
実
的
・
法
的
解
明
が
、
訴
訟
に
お
い
て
否
定
さ
れ
よ
う
と
い
う
事
態
に
お
ち
い
っ
た
と
き
に
、
そ
の
者
に

お
い
て
、
さ
ら
に
、
処
分
の
要
件
の
充
足
の
、
べ
つ
の
事
実
的
あ
る
い
は
法
的
根
拠
を
提
示
し
う
る
と
は
、
考
え
に
く
い
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
の
論
証
に
つ
い
て
は
、
新
山
・
前
掲
（
注（
５
）参
照
）
四
六
六
頁
以
下
―
―
注（
５１７
）―
―
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
４０
）
行
政
訴
訟
に
お
い
て
第
三
者
を
訴
訟
参
加
さ
せ
る
こ
と
の
目
的
に
つ
い
て
は
、
実
体
的
真
実
の
探
究
の
た
め
と
い
う
こ
と
を
中
心
に
お
く

と
い
う
立
場
は
、
美
濃
部
達
吉
博
士
、
田
中
二
郎
博
士
、
雄
川
一
郎
博
士
ま
で
一
貫
し
て
い
た
。
こ
の
分
析
に
つ
い
て
は
、
新
山
・
前
掲

（
注（
５
）参
照
）
二
八
八
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
４１
）
こ
れ
が
、
行
政
訴
訟
に
お
い
て
第
三
者
を
訴
訟
参
加
さ
せ
る
こ
と
の
重
要
な
目
的
で
あ
る
こ
と
が
、
明
確
に
さ
れ
た
の
は
、
雄
川
一
郎
博

士
か
ら
で
、
行
政
事
件
訴
訟
法
制
定
に
さ
い
し
て
は
、
こ
れ
が
第
三
者
の
訴
訟
参
加
の
第
一
位
の
目
的
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
杉
本
良
吉
『
行

政
事
件
訴
訟
法
の
解
説
』（
一
九
六
三
年
）
七
七
頁
以
下
。

（
４２
）
処
分
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
え
の
被
告
と
な
る
国
（
行
政
庁
）
が
、
み
ず
か
ら
の
し
た
行
政
処
分
の
適
法
性
を
証
明
し
、
処
分
を
維
持
し

て
く
れ
る
こ
と
で
、
取
消
訴
訟
の
そ
と
に
い
る
第
三
者
（＝
処
分
の
名
あ
て
人
）
は
、
自
己
の
法
的
地
位
が
覆
滅
す
る
こ
と
は
な
い
、
と
い

う
関
係
に
た
つ
。
そ
の
意
味
で
、（
取
消
訴
訟
の
）
第
三
者
へ
の
授
益
的
処
分
の
取
消
訴
訟
で
は
、
国
（
行
政
庁
）
は
、
第
三
者
の
「
訴
訟

担
当
官
」
の
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。

（
４３
）
認
知
訴
訟
で
は
、
も
っ
ぱ
ら
、「
父
子
関
係
の
証
明
」
と
い
う
命
題
を
め
ぐ
っ
て
審
理
が
行
わ
れ
る
。
こ
と
が
ら
の
性
質
上
、「
母
に
よ
る

原
告
の
出
産
」
の
証
明
は
さ
ほ
ど
困
難
で
は
な
い
が
、
右
の
命
題
の
証
明
は
き
わ
め
て
困
難
で
、「
母
は
た
し
か
、
父
は
不
た
し
か
」
と
い

う
法
諺
も
生
ま
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
ん
に
ち
で
は
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
に
た
か
い
証
明
力
が
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、（
と
く
に
死
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後
認
知
訴
訟
で
は
）
つ
ね
に
か
か
る
鑑
定
が
可
能
で
あ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
伝
統
的
に
、
死
後
認
知
訴
訟
で
行
わ
れ
て
き
た
証
明
の
概
要

は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
―
―
倉
田
卓
次
「
父
子
関
係
の
証
明
」（
鈴
木
忠
一＝

三
ケ
月
章
『
新
・
実
務
民
事
訴
訟
法
講
座
８
』（
一
九
八

一
年
）
所
収
）
三
五
一
頁
以
下
に
よ
る
が
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
お
よ
び
判
例
注
記
は
、
筆
者
が
く
わ
え
た
―
―
。

主
要
的
間
接
事
実
と
さ
れ
て
き
た
の
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
一
）
父
と
母
の
情
交
の
存
在
（
父
が
、
原
告
の
母
の
懐
胎
期
に
、
妊
娠
可
能
な
交
接
を
、
母
と
行
っ
た
と
い
う
事
実
の
存
在
）

（
二
）
他
男
と
の
情
交
の
不
存
在
（
原
告
の
母
が
、
懐
胎
期
に
、
妊
娠
可
能
な
交
接
を
、
他
男
と
行
っ
た
と
い
う
事
実
の
不
存
在
）

（
三
）
積
極
的
補
強
事
実

①
心
証
補
強
的
間
接
事
実
群
（
母
の
職
業
や
日
ご
ろ
の
生
活
態
度
な
ど
か
ら
の
心
証
）

②
認
知
的
言
動
（
父
に
、
じ
ぶ
ん
の
子
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
た
よ
う
な
言
動
―
―
仕
送
り
を
し
て
い
た
、
名
前
を
つ
け
た
な

ど
―
―
が
あ
っ
た
）

③
身
体
的
デ
ー
タ
（
血
液
型
検
査
に
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
か
な
り
た
か
い
推
認
力
が
あ
り
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
に
つ
い
て
は
、
ほ

ぼ
一
〇
〇
％
ち
か
い
推
認
力
が
あ
る
よ
う
だ
が
、
判
例
で
、
な
お
信
頼
性
が
確
立
し
て
い
な
い
と
し
て
、
こ
れ
を
排
斥
し

た
も
の
が
あ
る
―
―
大
分
地
判
平
成
九
年
一
一
月
一
二
日
判
例
タ
イ
ム
ス
九
七
〇
号
二
二
五
頁
―
―
）

（
四
）
消
極
的
補
強
事
実
―
―
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
、
血
液
型
検
査
に
よ
り
父
子
関
係
が
否
定
さ
れ
る
場
合
は
、
ほ
ぼ
一
〇
〇
％
の
推
認
力
が

あ
る

（
４４
）
鈴
木
忠
一
『
非
訟
・
家
事
事
件
の
研
究
』（
一
九
七
一
年
）
一
一
三
頁
以
下
に
、
興
味
ぶ
か
い
記
述
が
さ
れ
て
い
る
。
い
わ
く
、「
筆
者
が

昭
和
三
三
年
か
ら
昭
和
三
五
年
ま
で
東
京
地
方
裁
判
所
の
人
事
訴
訟
部
の
裁
判
官
と
し
て
勤
務
し
た
経
験
を
記
せ
ば
、（
旧
）
人
訴
法
第
五

条
三
項
に
基
づ
く
事
件
及
び
期
日
の
通
知
は
検
察
官
（
対
応
す
る
東
京
地
方
検
察
庁
検
事
正
）
に
対
し
て
為
さ
れ
て
ゐ
た
が
、
検
察
官
は
こ

れ
に
応
じ
て
立
会
又
は
意
見
を
述
べ
る
こ
と
は
全
く
な
か
っ
た
。
然
し
検
察
官
が
当
事
者
で
あ
る
事
件
、
そ
れ
も
主
と
し
て
検
察
官
を
被
告

と
す
る
認
知
事
件
（
民
法
七
八
七
・
人
訴
法
二
七
・
三
二
Ⅱ
・
二
Ⅲ
。
…
…
…
…
）
の
場
合
は
、
検
察
官
自
ら
出
頭
し
て
答
弁
及
び
事
実
関

係
に
つ
い
て
認
否
を
す
る
が
、
原
告
の
出
生
し
た
事
実
の
み
を
認
め
そ
の
他
の
事
実
は
す
べ
て
不
知
（
否
認
）
と
な
る
の
が
普
通
で
、
被
告

た
る
検
察
官
か
ら
事
実
上
の
主
張
乃
至
証
拠
の
申
出
を
為
す
例
は
殆
ど
な
か
っ
た
。
以
上
は
、
個
人
的
経
験
に
す
ぎ
な
い
が
、
同
僚
に
聞
き

合
は
せ
て
見
た
結
果
は
他
の
裁
判
所
で
も
大
体
同
様
で
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。」

（
４５
）
岡
垣
「
人
事
訴
訟
に
お
け
る
正
当
な
当
事
者
」（
鈴
木
忠
一＝

三
ケ
月
章
監
修
『
新
・
実
務
民
事
訴
訟
法
講
座
八
』（
一
九
八
一
年
））
三
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二
〇
頁
以
下
で
は
、「
死
後
認
知
に
つ
い
て
利
害
関
係
を
有
す
る
第
三
者
が
認
知
を
争
う
た
め
に
は
、
民
訴
六
四
条
に
よ
る
補
助
参
加
を
し

て
、
検
察
官
の
訴
訟
活
動
に
協
力
す
る
ほ
か
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
第
三
者
が
認
知
の
訴
え
に
お
い
て
な
ん
ら
防
衛
を
す
る
機
会
も
与
え
ら
れ

な
い
ま
ま
に
認
知
の
判
決
が
確
定
す
る
と
、
後
に
紛
争
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
」
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
死
後
認
知
に
と
も
な
う
利
害
関
係
―
―
相
続
関
係
―
―
と
い
う
の
は
、
か
な
り
切
実
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。
ま
た
、
認
知
訴
訟
の
段
階
で
、
か
か
る
利
害
関
係
人
を
補
助
参
加
さ
せ
て
お
か
な
け
れ
ば
、
か
な
り
た
か
い
確
率
で
、
利
害
関
係
人
か

ら
後
訴
が
提
起
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
わ
か
る
。
こ
れ
が
、
民
事
の
「
ど
ろ
ど
ろ
し
た
」
関
係
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
４６
）
行
政
訴
訟
に
第
三
者
が
訴
訟
参
加
す
る
場
合
は
、
裁
判
所
の
許
可
（
決
定
）
に
よ
る
と
い
う
の
が
、
行
政
裁
判
法
時
代
か
ら
の
一
貫
し
た

立
場
で
あ
る
。
こ
の
分
析
に
つ
い
て
は
、
新
山
・
前
掲
（
注（
５
）参
照
）
二
八
四
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
４７
）
筆
者
が
何
人
も
の
実
務
家
に
聞
い
た
範
囲
で
は
、
わ
が
国
の
実
務
で
、
じ
っ
さ
い
に
、
裁
判
所
が
職
権
で
第
三
者
に
訴
訟
参
加
を
命
じ
た

例
は
、
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
い
う
こ
と
は
、
か
り
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
裁
判
所
が
か
か
る
職
権
を
行
使
す
る
の
は
、
き

わ
め
て
「
ま
れ
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

裁
判
例
に
お
い
て
第
三
者
の
訴
訟
参
加
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
大
半
は
、
第
三
者
か
ら
の
訴
訟
参
加
の
申
立
て
に
対
す
る
裁
判
所

の
決
定
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
。
裁
判
所
が
第
三
者
に
訴
訟
参
加
を
命
じ
る
職
権
の
行
使
が
裁
判
例
に
お
い
て
問
題
と
な
る
の
は
、
そ
の

職
権
が
行
使
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
第
三
者
が
訴
訟
参
加
す
る
機
会
を
失
っ
た
と
主
張
す
る
、「
第
三
者
の
再
審
の
訴
え
」
だ
け

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
訴
え
が
提
起
さ
れ
た
の
は
、
こ
れ
ま
で
、
わ
ず
か
二
件
―
―
―
大
阪
高
判
昭
和
四
四
年
一
月
三
〇
日
行

集
二
〇
巻
一
号
一
一
五
頁
、
東
京
地
判
平
成
一
〇
年
七
月
一
六
日
判
例
時
報
一
六
五
四
号
四
一
頁
―
―
―
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
も
、
裁
判
所
が
か
か
る
職
権
を
行
使
す
る
例
が
す
く
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
間
接
的
に
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
同

時
に
、
裁
判
所
が
か
か
る
職
権
を
行
使
し
な
か
っ
た
こ
と
で
、
訴
訟
参
加
す
る
機
会
が
失
わ
れ
た
こ
と
を
不
当
に
思
う
と
い
う
意
識
が
、
国

民
の
が
わ
に
も
ま
っ
た
く
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
４８
）
杉
本
・
前
掲
（
注（
４１
）参
照
）
七
七
頁
以
下
。

（
４９
）
三
四
条
に
規
定
さ
れ
た
「
第
三
者
の
再
審
の
訴
え
」
も
、
再
審
で
あ
る
以
上
、
訴
訟
参
加
で
き
な
か
っ
た
第
三
者
が
、
通
常
に
利
用
で
き

る
救
済
方
法
で
は
な
く
、
非
常
の
不
服
申
立
方
法
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
再
審
事
由
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
判
決
を
有
利
に
変
更
す
る

も
の
で
は
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
従
前
の
訴
訟
で
提
出
し
た
と
し
て
も
、
判
決
の
結
果
が
変
わ
ら
な
い
も
の
は
排
除
さ
れ
る
。
参
照
、
南
博
方

＝

高
橋
滋
『
条
解
行
政
事
件
訴
訟
法
〔
第
３
版
〕』（
二
〇
〇
六
年
）
四
三
三
頁
〔
新
山
執
筆
〕。
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（
５０
）
旧
人
事
訴
訟
手
続
法
に
お
い
て
、
死
後
認
知
訴
訟
で
検
察
官
が
被
告
と
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
注（
２０
）を
参
照
さ
れ
た

い
。こ

の
こ
と
に
つ
い
て
、
岡
垣
「
人
事
訴
訟
に
お
け
る
検
察
官
の
地
位
（
一
）」（
同
『
人
事
訴
訟
の
研
究
』（
一
九
八
〇
年
）
所
収
）
一
〇

七
頁
以
下
で
は
、
民
法
お
よ
び
人
事
訴
訟
手
続
法
の
制
定
さ
れ
た
明
治
三
一
年
当
時
に
は
、
公
益
の
代
表
者
た
る
検
察
官
が
当
事
者
適
格
を

も
つ
以
外
に
、
他
の
適
当
な
機
関
が
な
か
っ
た
た
め
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
現
在
（
一
九
八
〇
年
当
時
）
で
は
、
国

じ
し
ん
が
当
事
者
ま
た
は
参
加
人
と
な
る
訴
訟
に
つ
い
て
は
、
法
務
大
臣
が
国
を
代
表
し
、
同
大
臣
は
、
そ
の
訴
訟
に
関
与
さ
せ
る
た
め
、

所
部
の
職
員
ま
た
は
行
政
庁
の
職
員
を
指
定
す
る
と
い
う
制
度
が
設
け
ら
れ
―
―
「
国
の
利
害
に
関
係
の
あ
る
訴
訟
に
つ
い
て
の
法
務
大
臣

の
権
限
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
二
年
法
一
九
四
）
―
―
、
多
数
の
専
門
的
職
員
が
配
置
さ
れ
て
い
る
の
で
、
旧
態
依
然
と
し
て
、
検
察
官

に
当
事
者
適
格
を
与
え
、
そ
の
あ
や
ま
り
な
き
遂
行
を
要
求
す
る
の
は
、
あ
ま
り
に
も
実
情
を
無
視
す
る
も
の
で
あ
る
と
、
岡
垣
判
事
は
、

指
摘
さ
れ
て
い
た
。

（
５１
）
注（
１９
）参
照
。

（
５２
）
認
知
訴
訟
の
本
質
が
な
に
で
あ
る
の
か
は
、
民
事
訴
訟
理
論
に
お
い
て
、
な
お
、
争
い
―
―
確
認
訴
訟
説
と
形
成
訴
訟
説
―
―
が
あ
る
よ

う
で
あ
る
。
松
本
・
前
掲
（
注（
６
）参
照
）
三
三
五
頁
に
よ
れ
ば
、
形
成
訴
訟
説
は
、
認
知
の
訴
え
を
、
自
然
的
血
縁
関
係
に
も
と
づ
く
法

律
上
の
親
子
関
係
の
形
成
を
め
ざ
す
訴
え
、
と
解
し
て
い
る
が
、
法
は
、
自
然
的
血
縁
関
係
の
存
在
を
基
礎
に
法
律
上
の
親
子
関
係
を
認
め

て
い
る
の
で
、
認
知
の
訴
え
で
も
っ
と
も
重
要
な
の
は
、
自
然
的
血
縁
関
係
の
存
在
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
訴
訟
の
審
理
の
中
心
は
、

自
然
的
血
縁
関
係
の
存
在
の
確
認
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
。

こ
の
考
え
で
い
く
と
、
真
の
、
あ
る
い
は
、
客
観
的
な
「
自
然
的
血
縁
関
係
の
存
在
」
を
確
認
す
る
と
い
う
こ
と
が
、「
公
益
」
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
。

（
５３
）
参
照
、
注（
４４
）。

（
５４
）
民
事
訴
訟
に
お
け
る
「
訴
訟
告
知
」
の
制
度
は
、
け
っ
し
て
、
訴
訟
の
そ
と
に
い
る
利
害
関
係
人
に
親
切
な
も
の
と
は
い
え
な
い
よ
う
で

あ
る
。
現
在
の
民
事
訴
訟
理
論
で
は
、
参
加
的
効
力
と
結
び
つ
け
て
論
じ
ら
れ
る
「
訴
訟
告
知
」
は
、
は
っ
き
り
い
っ
て
、
訴
訟
当
事
者
の

た
め
の
制
度
で
あ
る
と
理
解
し
た
ほ
う
が
、
わ
か
り
や
す
い
。

補
助
参
加
が
問
題
と
な
る
事
例
で
は
、
現
在
、
訴
訟
当
事
者
の
あ
い
だ
で
争
わ
れ
て
い
る
法
律
関
係
と
、
も
う
ひ
と
つ
、
そ
の
法
律
関
係

に
密
接
に
か
ら
ん
だ
、
利
害
関
係
人
の
法
律
関
係
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
ふ
た
つ
が
密
接
に
か
ら
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
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三

行
政
事
件
訴
訟
法
の
さ
ら
な
る
改
正
に
む
け
て

（
一
）
改
正
人
事
訴
訟
法
に
対
す
る
行
政
法
か
ら
の
評
価
と
反
省

一

こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
、
婚
姻
、
養
子
縁
組
、
親
子
と
い
っ
た
身
分
関
係
の
確
定
・
形
成
を
め
ざ
す
人
事
訴
訟
は
、
実
体
的
真
実

の
探
究
と
い
う
こ
と
が
つ
よ
く
要
請
さ
れ
、
公
益
―
―
事
実
関
係
の
解
明
―
―
―
―
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
わ
か
っ
た
。
そ

の
意
味
で
は
、
行
政
訴
訟
の
目
的
あ
る
い
は
特
質
と
さ
れ
て
き
た
と
（
５５
）

こ
ろ
と
、
つ
う
ず
る
も
の
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
の
ゆ
え

に
、
死
後
認
知
訴
訟
で
検
察
官
が
被
告
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
に
よ
り
、
国
（
行
政
庁
）
が
被
告
と
さ
れ
る
処
分
の

取
消
訴
訟
の
場
合
と
、
お
な
じ
現
象
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
お
な
じ
く
、
訴
訟
の
結
果
に
切
実
な
利
害
関
係
を
有
す
る
者
が
、

訴
訟
の
そ
と
に
お
か
れ
る
と
い
う
現
象
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
が
、
旧
人
事
訴
訟
手
（
５６
）

続
法
で
問
題
視
さ
れ
、
か
か
る
利
害
関
係
人
に
補
助
参
加
し
よ
う
と
思
え
ば
で
き
る
機
会
を
与
え
る

ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
訴
訟
当
事
者
の
あ
い
だ
の
訴
訟
の
結
果
し
だ
い
で
、
訴
訟
当
事
者
の
い
っ
ぽ
う
―
―
主
た
る
当
事
者
―
―
か

ら
、
ま
ち
が
い
な
く
利
害
関
係
人
に
対
す
る
後
訴
が
提
起
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
関
係
に
お
い
て
、
補
助
参
加
、
訴
訟

告
知
、
参
加
的
効
力
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
主
た
る
当
事
者
に
と
っ
て
な
に
が
問
題
か
と
い
う
と
、
利
害
関
係
人
に
対
し
て
後
訴
を
提
起
し
た
と
し
て
も
、
前
訴
に
お
い
て

下
さ
れ
た
判
断
―
―
判
決
―
―
を
、
利
害
関
係
人
が
尊
重
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
う
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
民
事
訴
訟

で
は
、
既
判
力
は
訴
訟
当
事
者
に
し
か
お
よ
ば
な
い
の
で
、
と
う
ぜ
ん
で
は
あ
る
。

そ
こ
で
、
な
ん
と
か
前
訴
の
そ
と
に
い
る
利
害
関
係
人
に
も
、
前
訴
に
お
い
て
下
さ
れ
た
判
断
を
尊
重
さ
せ
よ
う
と
い
う
の
が
、「
訴
訟

告
知＝

参
加
的
効
力
」
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
民
事
訴
訟
に
お
け
る
訴
訟
告
知
は
、
訴
訟
当
事
者
か
ら
の
利
害
関
係
人
へ
の
告
知
で
あ
る
。

そ
れ
に
よ
り
、
利
害
関
係
人
に
前
訴
へ
補
助
参
加
す
る
こ
と
を
う
な
が
し
、（
補
助
参
加
し
よ
う
が
し
ま
い
が
）
主
た
る
当
事
者
と
な
ら
ん

で
、
前
訴
に
お
い
て
主
張
・
証
明
を
つ
く
し
て
争
っ
た
以
上
、
前
訴
の
結
果
を
、
後
訴
に
お
い
て
尊
重
し
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、ゆ

る
さ
な
い
と
い
う
参
加
的
効
力
を
生
ぜ
し
め
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
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と
い
う
、
ま
さ
に
そ
の
た
め
に
、
裁
判
所
に
職
権
告
知
を
義
務
づ
け
る
制
度
が
新
設
さ
れ
、
さ
ら
に
、
改
正
人
（
５７
）

訴
法
で
も
維
持
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
筆
者
が
、
こ
の
こ
と
を
た
か
く
評
価
す
る
者
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

二

そ
れ
で
は
、
こ
の
、
職
権
告
知
の
手
続
が
改
正
人
訴
法
に
ひ
き
つ
づ
き
規
定
さ
れ
た
こ
と
を
、
行
政
法
の
観
点
か
ら
評
価
し
て
み

よ
う
。

ひ
と
つ
は
、
国
家
が
関
わ
る
（
５８
）

訴
訟
で
、
裁
判
所
に
訴
訟
の
そ
と
に
い
る
者
に
対
す
る
配
慮
を
義
務
づ
け
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

被
告
は
検
察
官
で
あ
る
が
、
実
質
的
な
紛
争
の
当
事
者
は
べ
つ
に
い
る
と
い
う
考
慮
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
者
を
、

職
権
告
知
↓
補
助
参
加
と
い
う
手
法
で
訴
訟
に
引
き
込
む
こ
と
で
、
紛
争
の
抜
本
的
解
決
を
は
か
ろ
う
と
す
る
た
め
に
、
裁
判
所
に
積

極
的
関
与
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
が
、
考
え
て
み
る
と
、
こ
れ
は
、
裁
判
所
が
い
っ
ぽ
う
の
当
事
者
の
が
わ
に
補
助
参
加
す
る
こ
と
を

う
な
が
す
措
置
を
と
る
こ
と
で
あ
り
、
厳
格
に
当
事
者
主
義
の
貫
か
れ
る
民
事
訴
訟
の
領
域
で
は
、
画
期
的
な
こ
と
で
あ
る
。

し
か
る
に
、
よ
り
つ
よ
く
国
家
が
関
わ
る
取
消
訴
訟
に
お
い
て
、
か
か
る
第
三
者
に
対
す
る
配
慮
が
希
薄
で
あ
る
の
は
、
遺
憾
な
こ

と
で
あ
る
。
取
消
判
決
の
効
力
に
よ
り
権
利
を
侵
害
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
第
三
者
が
、
処
分
の
取
消
訴
訟
の
そ
と
に
い
る
こ
と
は
、
行

訴
法
に
お
い
て
も
認
識
さ
れ
、
二
二
条
の
職
権
訴
訟
参
加
の
規
定
に
具
体
化
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
職
権
が
行
使
さ
れ
た
例
は

ほ
と
ん
ど
な
い
。
考
え
て
み
れ
ば
、
も
っ
ぱ
ら
処
分
の
適
法
性
審
査
に
終
始
す
る
取
消
訴
訟
の
審
理
に
お
い
て
は
、
審
理
の
結
果
に
深

刻
な
利
害
関
係
を
も
つ
者
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
直
接
、
処
分
の
適
法
性
に
は
関
わ
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
裁
判
所
の
視
界
に
は
、
か

か
る
第
三
者
は
入
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
筆
者
が
問
題
に
し
た
い
の
は
、
行
政
庁
が
あ
や
ま
っ
て
訴
訟
外
の
第
三
者
に
授
益
的

な
行
政
処
分
を
し
て
、
そ
れ
が
取
り
消
さ
れ
る
こ
と
で
（
処
分
を
あ
て
こ
ん
で
投
資
し
た
よ
う
な
）
不
測
の
損
害
を
こ
う
む
ろ
う
と
し

て
い
る
第
三
者
に
、
裁
判
所
が
ま
っ
た
く
な
ん
の
配
慮
も
し
な
い
の
は
、
お
な
じ
国
家
の
機
関
と
し
て
、
裁
判
所
は
、
あ
ま
り
に
冷
淡

で
は
な
い
の
か
。
お
な
じ
く
、
国
家
機
関
の
検
察
官
が
被
告
と
な
る
人
事
訴
訟
に
お
い
て
は
、
訴
訟
の
そ
と
に
い
る
利
害
関
係
人
ま
で

目
を
く
ば
り
な
が
ら
、
処
分
の
取
消
訴
訟
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
は
、
取
り
消
そ
う
と
す
る
処
分
の
名
あ
て
人
で
あ
る
第
三
者
に
、
な
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ぜ
、
か
く
も
無
関
心
で
い
ら
れ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
（
５９
）

あ
る
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
あ
ら
た
に
（
行
訴
法
二
二
条
の
職
権
訴
訟
参
加
に
な
ら
っ
た
）「
強
制
参
加
」
の
手
続
を
新
設
し
な
が
ら
、
い
っ

ぽ
う
で
、
職
権
告
知
の
手
続
を
べ
つ
に
規
定
し
た
ま
ま
維
持
し
た
こ
と
で
あ
る
。
筆
者
は
、
職
権
訴
訟
参
加
と
訴
訟
係
属
の
通
知
の
関

係
に
つ
い
て
、
す
で
に
あ
き
ら
か
に
し
（
６０
）

た
が
、
裁
判
所
が
第
三
者
を
職
権
で
訴
訟
参
加
さ
せ
る
場
合
に
は
、
と
う
ぜ
ん
、
そ
の
前
提
と

し
て
、
第
三
者
に
は
か
か
る
取
消
訴
訟
が
係
属
し
て
い
る
旨
が
通
知
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
理
論
的
に
は
、
職
権
告
知
は
、
職
権
訴

訟
参
加
の
規
定
の
な
か
に
包
括
さ
れ
、
べ
つ
に
規
定
す
る
必
要
は
な
い
と
い
え
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
強
制
参
加
の
規
定
と
は
べ
つ

に
、
職
権
告
知
の
規
定
が
維
持
さ
れ
た
の
は
、
訴
訟
の
そ
と
に
い
る
が
訴
訟
の
結
果
に
利
害
関
係
を
有
す
る
者
に
と
っ
て
は
、
か
か
る

訴
訟
が
係
属
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
通
知
し
て
や
る
こ
と
が
、
い
わ
ば
最
低
限
の
手
続
保
障
で
あ
る
と
い
う
、
た
だ
し
い
認
識
に
た

っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
こ
と
を
、
行
政
訴
訟
の
反
省
の
う
え
に
評
価
す
る
と
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
職
権
訴
訟
参
加
の
規
定
い
っ
ぽ
ん
で
あ
る
行

訴
法
の
も
と
で
は
、
け
っ
き
ょ
く
、
か
か
る
職
権
を
裁
判
所
が
行
使
す
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
の
ひ
と
つ
と
し

て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
裁
判
所
が
職
権
で
第
三
者
に
訴
訟
参
加
を
命
ず
る
場
合
は
、（
当
事
者
、
第
三
者
の
意
見
を
聞
く
な
ど
の
慎
重

な
手
続
を
ふ
ん
だ
う
え
で
の
）
決
定
に
よ
る
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
裁
判
所
に
重
大
な
決
意
が
い
る

と
い
う
こ
と
で
（
６１
）

あ
る
。
こ
の
事
情
は
、
人
事
訴
訟
に
お
い
て
こ
れ
か
ら
強
制
参
加
が
運
用
さ
れ
て
い
く
に
あ
た
っ
て
も
、
お
な
じ
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
申
出
に
よ
る
補
助
参
加
の
み
が
行
わ
れ
て
き
た
民
事
訴
訟
で
は
、
訴
訟
の
推
移
に
切
実
な
関
心
を
い
だ
く
は

ず
の
利
害
関
係
人
に
は
、
か
か
る
訴
訟
が
係
属
し
た
と
い
う
こ
と
通
知
し
さ
え
す
れ
ば
、
ほ
ぼ
、
そ
の
者
は
補
助
参
加
の
申
出
を
し
て

く
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
場
合
に
、
職
権
告
知
を
う
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
申
出
を
し
な
い
者
を
、
む
り
や
り
訴
訟
に
引
き
込

む
必
要
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
い
っ
ぽ
う
で
考
え
れ
ば
、
第
三
者
に
対
す
る
手
続
保
障
の
中
心
は
、
や
は
り
、
職
権
告
知
で
あ

る
と
い
う
結
論
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
第
三
者
か
ら
の
申
立
て
に
よ
る
訴
訟
参
加
の
み
が
行
わ
れ
て
き
た
取
消
訴
訟
に
お
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い
て
も
、
お
な
じ
で
あ
る
。

（
二
）
行
政
事
件
訴
訟
法
の
さ
ら
な
る
改
正
に
む
け
た
提
言

一

筆
者
は
、
ま
え
に
、
処
分
を
取
り
消
す
判
決
に
よ
り
直
接
に
法
的
地
位
を
覆
滅
さ
れ
る
関
係
に
あ
る
第
三
者
に
対
す
る
、
最
小
限

の
手
続
保
障
と
し
て
、「
職
権
告
知
」
を
裁
判
所
に
義
務
づ
け
る
こ
と
を
、
二
二
条
お
よ
び
三
四
条
に
も
り
こ
ん
で
ほ
し
い
と
提
言
し

（
６２
）

た
。
い
ま
、
あ
ら
た
め
て
、
改
正
人
訴
法
二
八
条
の
規
定
を
参
考
に
、
以
下
の
こ
と
が
検
討
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
提
言
す
る
し
だ

い
で
あ
る
。

二

そ
の
趣
旨
、
お
よ
び
、
改
正
の
要
点
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

〔
趣
旨
〕

名
あ
て
人
に
権
利
・
利
益
を
付
与
し
た
行
政
処
分
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
え
が
、
名
あ
て
人
以
外
の
者
か
ら
提
起
さ
れ
た
と
き

は
、
た
だ
ち
に
、
そ
の
旨
を
、
裁
判
所
が
、
職
権
に
よ
り
名
あ
て
人
に
「
告
知
」
し
、
名
あ
て
人
が
、
か
よ
う
な
訴
訟
が
係
属
し
た

こ
と
を
認
知
し
、
損
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
な
ど
の
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
訴
訟
参
加
の
申
立
て
を

す
る
ど
う
か
考
慮
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

〔
改
正
の
要
点
〕

１
、
行
訴
法
二
二
条
に
つ
い
て

現
行
二
二
条
一
項
に
、「
名
あ
て
人
に
と
っ
て
授
益
的
な
処
分
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
え
が
提
起
し
た
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
た

だ
ち
に
、
名
あ
て
人
に
、
訴
訟
が
係
属
し
た
こ
と
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
」
と
い
う
こ
と
を
、
そ
う
入
す
る
。
も
し
く
は
、
別
条

を
た
て
、
そ
こ
に
規
定
す
る
。

２
、
行
訴
法
三
四
条
に
つ
い
て
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現
行
三
四
条
一
項
の
、「
自
己
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
に
よ
り
訴
訟
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
」

の
ま
え
に
、「
裁
判
所
か
ら
の
訴
訟
係
属
の
通
知
を
う
け
な
か
っ
た
な
ど
」
を
入
れ
、「
裁
判
所
か
ら
の
訴
訟
係
属
の
通
知
を
う
け
な

か
っ
た
な
ど
、
自
己
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
に
よ
り
訴
訟
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
」
と
す
る
。

（
５５
）
こ
れ
は
、
と
く
に
、
行
政
事
件
訴
訟
特
例
法
時
代
か
ら
行
政
事
件
訴
訟
法
制
定
直
後
に
か
け
て
、
田
中
二
郎
博
士
や
雄
川
一
郎
博
士
に
よ

っ
て
強
調
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
あ
と
は
、
実
体
的
真
実
の
探
究
と
い
う
こ
と
を
行
政
訴
訟
の
主
要
な
目
的
に
す
え
る
立
場

は
、
あ
ま
り
見
あ
た
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
じ
た
い
が
、
わ
が
国
の
行
政
訴
訟
の
理
論
の
発
展
に
お
い
て
興
味
ぶ
か
い
こ
と
が
ら

で
あ
る
の
で
、
筆
者
の
こ
の
あ
と
の
研
究
に
お
い
て
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
解
明
し
た
い
と
思
う
。

（
５６
）
平
成
八
年
法
一
一
〇

（
５７
）
平
成
一
五
年
法
一
〇
九

（
５８
）
民
事
の
法
律
関
係
に
関
す
る
紛
争
に
、
国
家
の
機
関
で
あ
る
検
察
官
が
介
入
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
歴
史
的
に
、
ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス

に
お
い
て
、
争
い
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
参
照
、
鈴
木
・
前
掲
（
注（
４４
）参
照
）
九
九
頁
以
下
。

（
５９
）
参
照
、
新
山
・
前
掲
（
注（
５
）参
照
）
五
三
七
頁
以
下
。

（
６０
）
参
照
、
新
山
・
前
掲
（
注（
５
）参
照
）
五
四
一
頁
以
下
。

（
６１
）
参
照
、
新
山
・
前
掲
（
注（
５
）参
照
）
五
四
二
頁
。

（
６２
）
参
照
、
新
山
・
前
掲
（
注（
５
）参
照
）
五
六
七
頁
以
下
。

（
し
ん
や
ま
・
か
ず
お＝

本
学
教
授
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