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井

上
、

正

治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
　
し
　
が
　
ぎ

　
　
　
わ
た
く
し
は
、
　
「
刑
事
訴
訟
法
原
論
」
に
お
い
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
「
し
か
し
、
特
別
訴
訟
条
件
の
欠
鋏
を
理
由
と
す
る

　
　
公
訴
棄
却
の
裁
判
（
例
、
親
告
罪
に
付
告
訴
の
欠
鉄
を
理
由
と
す
る
公
訴
棄
却
の
裁
判
）
は
等
し
く
形
式
上
の
裁
判
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、

　
　
一
般
の
場
合
と
は
少
々
性
質
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
す
な
わ
ち
、
親
告
罪
に
つ
き
告
訴
の
欠
歓
を

　
　
理
由
と
す
る
公
訴
棄
却
の
裁
判
は
、
消
極
的
に
、
進
ん
で
被
告
事
件
の
審
判
を
拒
む
裁
判
た
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
更
に
、
被
告
事
件
怯
当

　
　
該
親
告
罪
だ
る
点
以
外
で
は
犯
罪
を
構
成
す
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
確
定
す
る
積
極
的
性
質
を
有
す
る
。
蓋
し
、
被
告
事
件
が
同

　
　
一
性
を
害
し
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
は
第
三
一
二
条
の
手
続
を
へ
て
自
由
に
犯
罪
事
実
を
認
定
し
得
る
の
で
あ
っ
て
、
も
し

　
　
も
、
公
訴
事
実
が
非
親
告
罪
で
あ
る
な
ら
ば
そ
0
ま
ま
有
罪
判
決
を
な
し
得
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
一
般
に
特
別
訴
訟

　
　
条
件
の
欠
欲
を
理
由
と
す
る
公
訴
棄
却
の
裁
判
は
、
形
式
上
の
裁
判
た
る
に
か
か
わ
ら
す
本
質
上
、
　
く
①
爵
巷
窟
①
o
Q
p
畠
①
艮
。
・
魯
①
繭
身
口
ぴ
q

　
　
た
る
性
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ぎ
問
題
は
・
公
訴
棄
却
の
裁
判
に
か
ぎ
ら
ず
・
管
轄
違
の
そ
れ
に
つ
い
て
も
同
様

　
　
で
あ
る
。
あ
わ
せ
て
、
形
式
裁
判
の
内
容
的
確
定
力
と
称
し
得
よ
う
か
。
こ
の
内
容
的
確
定
力
な
る
用
語
は
、
団
藤
教
授
の
命
名
に
か
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　

　
　
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
同
教
授
も
ま
た
、
　
「
裁
判
が
形
式
的
確
定
力
を
発
生
す
る
と
、
こ
れ
に
と
も
な
っ
て
そ
の
意
思
表
示
的

説　
　
内
容
も
確
定
的
と
な
る
。
こ
れ
を
か
り
に
内
容
的
確
定
力
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
。
実
体
的
裁
判
は
む
ろ
ん
の
こ
と
、
形
式
的
裁
判
も

論　
　
内
容
的
確
定
力
を
発
生
す
る
ゆ
し
た
が
っ
て
、
公
訴
棄
却
、
管
轄
違
等
の
純
手
続
的
形
式
裁
判
が
確
定
し
た
と
き
も
、
の
ち
に
事
実
の
変
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ソ

　
更
が
な
い
か
ぎ
り
、
お
な
じ
事
項
に
り
い
て
異
る
裁
判
は
許
ざ
れ
な
い
の
で
あ
る
し
と
説
明
さ
れ
る
。

説
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）
　
　
　
（
五
）
　
　
　
　
　
　
（
六
）

論
こ
う
い
う
見
解
は
、
森
承
認
さ
れ
て
い
る
と
．
」
ろ
素
て
よ
か
ろ
う
が
、
べ
ー
リ
錺
や
ヒ
ル
シ
；
エ
ー
ル
ト
に
鑑
て
は
、
特

　
別
に
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
ザ
ウ
エ
ル
の
強
い
反
対
が
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
わ
が
国
で
も
反
対
説
の
な
か
っ
た
わ
け
で
も

　
　
　
　
　
　
　

　
　
な
い
し
、
ま
た
細
く
分
析
し
て
み
れ
ば
、
そ
う
簡
単
な
問
題
で
は
な
い
よ
う
に
思
う
。
果
し
て
、
形
式
裁
判
に
も
内
容
的
確
定
力
が
あ
る

　
　
か
ら
、
お
な
じ
事
項
に
つ
い
て
「
異
る
裁
判
」
は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
か
、
或
は
逆
に
、
お
な
じ
事
項
に
つ
い
て
は
「
審
判
の
重
復
」

　
　
を
さ
け
よ
う
と
す
る
だ
け
の
理
由
か
ら
生
じ
た
制
度
を
、
た
ん
に
内
容
的
確
定
力
ど
呼
ん
で
い
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
か
。
若
し
前

　
者
だ
と
す
れ
ば
実
体
的
確
定
力
と
の
問
に
矛
盾
を
来
す
こ
と
は
な
い
か
。
た
と
え
ば
、
追
訴
で
は
、
強
姦
罪
を
認
定
し
つ
つ
告
訴
の
欠
欲

　
　
を
理
由
に
公
訴
棄
却
の
判
決
を
し
た
場
合
、
後
訴
に
お
い
て
強
姦
傷
害
罪
を
認
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
か
。
も
し
可
能
だ

　
　
と
す
れ
ぽ
、
前
訴
と
後
訴
と
の
判
断
に
お
け
る
内
容
的
不
一
致
は
い
か
に
調
整
さ
る
べ
き
も
の
か
。
本
稿
は
こ
れ
ら
の
点
を
解
決
す
る
こ

　
　
と
を
目
的
と
し
つ
つ
、
ひ
い
て
は
、
既
判
力
理
論
の
研
究
に
た
い
す
る
一
つ
の
資
料
に
供
し
た
い
と
思
う
。
　
　
　
　
．

　
　
　
そ
の
た
め
に
は
、
先
ず
、
　
い
わ
ゆ
る
実
体
的
確
定
力
に
い
う
「
実
休
の
確
定
性
」
と
は
何
を
い
う
か
を
考
え
て
お
か
な
く
て
は
な
ら

　
　
な
い
。
蓋
し
、
実
体
的
確
定
力
は
、
い
ま
問
題
に
す
る
裁
判
の
内
容
的
確
定
力
に
ふ
く
ま
れ
つ
つ
、
い
わ
ぽ
一
つ
の
内
容
た
る
実
体
的
法

　
律
関
係
に
つ
い
て
の
確
定
性
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
彼
此
、
同
じ
よ
う
に
構
成
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
結
論
を
先
に
述

　
　
べ
て
お
け
ば
、
噛
裁
判
の
内
容
的
確
定
力
は
、
確
定
し
た
裁
瓢
の
規
準
性
を
理
由
に
生
じ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
と
は
別
に
訴
訟
手
続
の
混

　
幽
乱
を
さ
け
よ
う
と
す
る
た
め
に
の
み
、
か
よ
う
な
訴
訟
法
的
擬
制
を
必
要
と
す
る
以
外
の
も
の
で
は
な
い
。
い
い
か
え
れ
ば
、
一
つ
の
制

　
度
で
あ
っ
て
、
既
判
力
の
理
論
的
帰
結
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
政
策
的
考
慮
い
か
ん
に
よ
っ
て
、
具
体
的
な
場
合
そ
れ
ぞ
れ
い
か
に
制
度

　
を
求
め
れ
ば
足
り
る
か
に
よ
り
、
結
論
を
異
に
す
る
。
刑
事
裁
判
と
民
事
裁
判
の
相
連
も
出
よ
う
し
、
同
じ
刑
事
裁
判
に
お
い
て
も
、
実

　
体
的
裁
判
と
形
式
裁
判
と
の
欄
で
は
、
こ
こ
に
も
ま
た
差
異
が
耽
る
こ
と
に
な
る
。
“
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○

・論．説

　
（
∴
）
　
井
上
・
情
事
刑
事
訴
訟
法
原
論
．
（
昭
二
七
年
）
二
輔
三
頁
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
ど
5
い
う
わ
け
か
わ
が
国
で
は
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
て
い
る

　
・
　
・
と
こ
ろ
を
み
な
い
。

　
（
二
）
　
団
藤
・
刑
事
訴
訟
法
綱
要
（
昭
輔
八
年
）
四
七
七
頁
。
こ
こ
に
、
　
『
「
内
容
的
確
定
力
」
の
語
は
私
の
命
名
に
か
か
る
も
の
で
あ
っ
て
、
　
一
般
に

　
　
　
は
用
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
』
と
、
さ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‘

　
（
三
）
　
団
藤
・
新
刑
事
訴
訟
法
綱
要
五
訂
版
（
昭
二
八
年
）
一
二
六
頁
。

　
（
四
）
　
李
沼
α
新
刑
事
訴
訟
法
要
講
増
訂
＝
二
心
（
昭
一
一
年
）
ご
四
】
頁
。
牧
野
．
刑
事
訴
訟
法
改
訂
一
＝
一
回
（
昭
一
五
年
）
　
一
六
一
一
二
頁
。
卒
招

　
　
　
博
士
は
、
こ
れ
を
も
＝
糎
の
実
体
的
確
定
力
と
称
さ
れ
る
が
、
　
丹
碧
と
し
て
語
弊
の
あ
る
こ
と
は
、
　
す
で
た
団
藤
教
授
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い

　
　
　
る
，
（
団
蕨
・
刑
事
訴
訟
法
綱
要
三
一
七
頁
参
照
）
ゆ

　
（
五
）
　
切
巴
嘗
∞
　
”
】
）
o
鼻
ω
o
ゴ
。
ω
幻
①
言
げ
ω
簿
肩
p
暁
℃
「
o
国
。
。
慶
召
①
o
げ
け
”
一
㊤
卜
。
c
。
”
ω
●
b
。
コ

　
（
山
ハ
）
　
国
一
幟
ω
O
げ
h
O
一
円
噂
O
O
一
血
臣
噌
O
げ
⑦
b
O
”
ω
．
唄
G
Q
h
h
・
　
．

　
（
七
）
・
ω
効
β
①
♪
O
同
ロ
ロ
α
一
鋤
σ
q
Φ
口
鎚
o
u
。
℃
N
o
凶
。
ω
ω
冠
①
o
げ
紳
9
一
㊤
卜
◎
⑩
・
ψ
卜
。
①
一
h
h
・

　
（
八
）
　
宮
本
。
刑
事
訴
訟
法
穴
綱
（
昭
＝
年
）
三
，
一
七
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
既
判
が
説
に
た
い
し
、
実
体
法
的
既
判
力
説
と
訴
訟
的
既
判
力
説
の
争
⑪
あ
る
こ
と
は
今
更
論
じ
る
ま
で
も
な
い
。
そ
の
是
非
に
つ
き

こ
．
」
で
深
入
す
べ
ぎ
．
、
審
は
な
い
が
、
結
論
的
に
は
、
、
確
定
藷
箕
体
的
規
蓼
創
設
す
る
と
亙
る
具
体
的
規
範
説
を
正
し
と
す

る
。

　
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
さ
し
あ
た
り
、
・
訴
訟
の
客
体
（
国
．
o
N
①
乙
。
η
・
σ
q
Φ
σ
9
①
疑
蜜
巳
）
に
ふ
れ
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
，
い
。

訴
権
論
に
お
い
て
、
公
法
的
訴
権
学
説
は
、
私
法
的
訴
権
学
説
を
克
服
し
て
成
立
し
た
が
、
ヴ
ア
ッ
ハ
は
、
権
利
保
護
請
求
権
な
る
一
つ
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》

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

　
　
の
公
権
を
考
え
出
し
み
こ
れ
を
以
て
訴
権
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
に
し
て
も
、
彼
に
は
、
公
権
た
る
権
利
保
護
請
求
権
と
訴
訟
上

説　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
三
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
0

　
　
の
請
求
と
が
必
し
も
峻
別
さ
れ
て
い
た
と
は
い
い
得
な
い
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
私
法
上
の
請
求
権
の
獲
存
が
見
受
け
ら
れ
る
欠
点
が
2

日
過
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
あ
る
。
こ
の
点
、
ヘ
ル
ヴ
ィ
ッ
ヒ
は
、
権
利
保
護
請
求
権
か
ら
こ
の
訴
訟
法
上
の
請
求
を
切
り
放
し
は
し
た
が
、
そ
れ
以
上
に
、
訴
訟
上
　
’
2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
の
請
求
を
体
系
的
に
毒
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
つ
揺
し
か
し
・
か
よ
う
に
訴
訟
上
の
請
求
を
位
置
づ
け
得
な
く
て
は
、
妻
的
実
傷

　
　
体
形
威
の
段
階
に
お
い
て
、
執
行
名
義
に
よ
っ
て
発
効
す
る
国
家
権
力
が
何
故
債
務
者
に
服
従
を
強
い
得
る
か
、
そ
の
内
的
根
拠
を
示
し
　
3
1

　
　
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
デ
ー
ゲ
ン
コ
ル
プ
が
執
行
権
を
論
じ
る
に
あ
た
り
、
執
行
権
を
債
務
名
義
と
実
体
上
の
請
求
権
と
の
結
合
に
あ
る
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
と
し
た
こ
と
は
正
し
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
の
実
体
上
の
請
求
権
の
発
展
た
る
訴
訟
上
の
請
求
は
、
一
体
誰
か
ら
誰
に
対
し
て
主
張
さ

・
れ
る
の
で
あ
る
か
。
も
し
、
か
り
に
、
原
告
か
ら
裁
判
所
に
た
い
し
て
主
張
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
、
ヴ
ァ
ッ
ハ
の
誤
謬
と
同
じ
よ
う
に
、

　
　
す
で
に
抹
殺
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ガ
イ
プ
は
、
当
事
者
．
の
訴
お
よ
び
申
立
の
中
に
は
、
実
は
二
つ
の
全
然
独
立
し
た
法
的
行
為
が
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
在
し
、
一
は
国
家
に
た
い
す
る
権
利
保
護
の
要
求
で
あ
り
、
他
は
義
務
者
に
た
い
す
る
請
求
権
の
行
使
で
あ
る
、
と
な
七
て
い
る
。
そ
し

　
　
て
、
前
者
は
、
訴
訟
法
の
支
配
に
服
し
、
後
者
は
実
体
法
の
支
配
に
服
す
る
。
し
か
も
両
者
は
原
則
と
し
て
併
列
的
で
あ
る
。
た
だ
、
そ

　
　
れ
で
は
、
訴
訟
に
お
け
る
実
体
的
関
係
が
裁
判
に
た
い
し
あ
ま
り
に
も
疏
遠
と
な
っ
て
し
ま
う
。
実
体
的
関
係
が
訴
訟
の
対
象
た
り
得
な

　
け
れ
ば
、
判
決
手
続
の
意
義
は
全
く
存
し
な
い
。
そ
こ
で
、
中
村
教
授
は
、
　
『
一
般
に
「
訴
」
は
、
国
家
に
対
す
る
権
利
保
護
の
為
め
の

判
決
の
蒔
父
求
で
あ
り
、
「
請
求
」
（
訴
訟
法
上
の
意
味
に
お
い
て
の
）
は
、
そ
の
「
訴
」
の
内
容
を
為
す
こ
と
に
異
論
繁
い
σ
で
あ
る
が
、
従
来
、
訴

　
訟
上
の
請
求
」
概
念
の
定
立
し
な
か
っ
た
結
果
と
し
て
、
こ
の
関
係
が
、
案
外
、
瞬
脈
の
裡
に
放
零
せ
ら
れ
て
あ
っ
た
。
私
は
「
訴
訟
上

　
　
の
請
求
」
を
以
て
、
以
上
述
べ
た
如
く
解
し
、
こ
れ
を
以
て
純
然
た
る
実
体
法
上
の
「
権
利
主
張
」
と
解
す
る
と
同
時
に
、
　
「
訴
」
を
以

　
　
て
「
こ
の
権
利
主
張
に
基
き
、
そ
の
権
利
主
張
を
実
現
す
べ
き
内
容
を
有
つ
「
権
利
保
護
の
要
求
」
　
（
判
決
の
申
立
）
と
解
す
る
。
即
ち
原
⇔

　
告
は
、
訴
の
提
起
に
よ
り
相
手
方
に
対
七
各
種
の
類
型
に
従
え
る
実
体
法
上
の
権
利
主
張
を
為
す
と
同
時
に
、
裁
判
所
に
よ
り
て
代
表
せ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
　

　
　
ら
れ
る
国
家
に
対
し
て
は
、
こ
の
権
利
主
張
を
実
現
す
べ
き
内
容
を
有
つ
判
決
を
求
め
る
申
立
を
為
す
と
看
る
の
で
あ
る
」
と
主
張
さ
れ

　
　
た
。
そ
し
て
、
こ
う
い
う
訴
訟
観
を
実
体
法
・
訴
訟
法
対
立
二
元
観
（
d
g
餌
房
B
話
）
と
称
さ
れ
た
こ
と
拡
周
く
人
の
知
る
と
こ
ろ
で
あ

　
　
る
。
教
授
の
学
説
は
、
そ
の
い
わ
ゆ
る
権
利
主
張
を
以
て
訴
訟
物
と
さ
れ
る
点
、
ガ
イ
プ
の
遠
く
及
ば
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
多
く
の
教

　
　
え
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。
「
し
か
し
、
そ
の
二
元
観
の
た
め
に
、
訴
訟
法
理
論
の
考
察
に
あ
た
り
、
．
実
体
法
的
な
る
見
解
の
不
当
に
支
配
す

　
　
る
虞
は
、
依
然
疑
な
レ
と
し
な
脈
α
u
そ
も
そ
も
、
対
立
す
る
当
事
者
に
利
益
関
係
の
争
の
あ
る
以
上
、
た
ん
な
る
実
体
法
上
の
主
観
的
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

　
　
識
を
相
手
に
強
制
す
る
わ
妙
忙
は
い
か
な
い
。
訴
訟
に
お
い
て
は
、
客
観
葡
認
識
こ
そ
存
在
の
根
拠
で
あ
る
。
裁
判
に
よ
っ
て
確
定
す
る

　
　
ま
で
は
、
文
字
ど
お
り
「
主
張
」
が
存
在
す
る
に
と
ど
ま
り
、
原
則
と
し
て
法
律
関
係
を
規
整
し
得
る
力
を
も
た
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、

　
　
訴
訟
物
は
権
利
主
張
で
あ
り
、
そ
れ
は
原
告
か
ち
被
告
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
に
は
正
し
い
も
の
が
あ
る
。

　
　
　
そ
こ
で
、
教
授
の
見
解
を
か
り
れ
ば
、
刑
事
訴
訟
に
お
い
て
も
、
訴
訟
の
客
体
は
、
　
「
刑
罰
権
の
主
張
」
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
れ
は

　
　
原
告
か
ら
被
告
に
た
い
し
て
向
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
裁
判
所
と
原
告
、
裁
判
所
と
被
告
と
の
間
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　

　
　
実
体
審
判
の
申
立
を
介
し
て
、
コ
面
的
な
法
律
関
係
が
認
め
ら
れ
る
。
ビ
ュ
雪
ロ
ー
の
訴
訟
法
律
関
係
説
は
、
ゴ
ー
ル
ト
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の

　
　
　
　
　
　
　
コ
こ

　
　
指
摘
す
る
如
く
、
そ
れ
が
公
法
的
な
法
律
関
係
を
説
明
し
得
な
い
と
こ
ろ
に
欠
陥
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
訴
訟
と
実
体
と
．
の
關
係
を
切
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
こ

　
　
放
し
た
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
。
　
こ
の
矛
盾
は
、
原
告
と
被
告
と
の
間
に
、
刑
罰
権
の
主
張
を
認
め
る
こ
と
に
よ
り
救
わ
れ
よ
う
。
　
た

　
　
だ
」
裁
制
に
よ
っ
て
客
観
に
す
る
ま
で
は
、
ど
こ
ま
で
も
一
つ
の
「
主
張
」
で
あ
っ
て
、
客
観
的
認
識
を
ま
っ
て
は
じ
め
て
刑
罰
権
は
実

　
　
在
す
る
に
至
る
、
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
　
　
そ
れ
故
、
裁
判
所
の
形
成
す
べ
き
実
体
と
は
、
こ
の
刑
罰
権
の
主
張
の
当
否
に
あ
る
。
も
っ
と
も
隔
検
察
官
た
る
原
告
は
、
刑
罰
権
の

説　
　
主
張
を
な
す
に
は
、
そ
の
原
因
た
る
事
実
を
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
裁
判
所
は
、
刑
罰
権
の
主
張
の
当
否
を
判
断
す
る
に
は
、

－
論

　
　
そ
の
原
因
た
る
事
実
の
主
張
の
存
否
を
判
断
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
　
民
事
訴
訟
手
続
の
よ
う
に
、
．
弁
論
主
義
の
支
配
す
る
と
こ
ろ
で
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論説

は
、
訴
訟
資
料
（
℃
目
o
N
①
器
馨
。
庸
Y
た
る
事
実
は
当
事
者
の
主
張
を
ま
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
当
事
者
の
主
張
が
あ
っ
て
も
、

そ
れ
が
そ
の
ま
ま
裁
判
所
の
心
証
と
な
る
，
の
で
は
な
い
。
裁
判
所
と
し
て
は
、
自
ら
確
信
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
．
は
じ
め
て
当
事
者
に

よ
っ
て
主
張
さ
れ
だ
事
実
を
裁
判
の
資
料
と
な
し
得
る
。
こ
こ
に
証
明
行
為
の
必
要
が
生
じ
る
。
当
事
者
に
争
が
あ
れ
ば
証
明
す
る
と
い

う
こ
と
は
、
事
実
と
し
て
は
一
応
正
し
い
と
し
て
も
、
理
論
的
に
も
そ
う
だ
と
は
い
え
な
い
。
こ
の
聞
の
事
情
を
岩
松
最
高
裁
判
所
判
事

は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
殻
　
）
「
訴
訟
に
お
い
て
・
事
実
の
真
否
が
調
査
さ
れ
る
は
・
裁
判
所
が
そ
の
真
否
に
つ
意
証
を
得
る
た
め
で

あ
り
、
裁
判
所
に
か
か
る
心
証
を
得
せ
し
め
る
当
事
者
の
行
為
を
証
明
と
い
う
。
そ
し
て
一
般
に
訴
訟
で
事
実
の
証
明
が
要
求
せ
ら
れ
る

の
は
、
当
事
者
閥
に
そ
の
事
実
の
真
否
に
つ
き
争
が
あ
る
か
ら
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
争
あ
る
事
実
に
つ
き
証
明
が
必
要
と
せ
ら
れ
る
と

い
う
こ
と
自
体
は
正
し
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
唯
成
法
上
し
か
い
い
得
る
と
い
う
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
本
来
訴
訟
上
事
実
の
証
明

が
要
求
せ
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
事
実
が
裁
判
所
の
な
す
べ
き
三
段
論
法
た
る
裁
判
の
小
前
提
を
な
す
も
の
で
あ
る
に
拘
わ
ら
ず
、
非
当
事

的
立
場
に
あ
る
裁
判
所
は
、
当
該
事
実
の
存
否
に
つ
き
何
等
の
知
識
を
も
有
し
な
い
こ
と
が
通
例
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
認
識
な
く
し
て

は
到
底
裁
判
を
為
し
得
な
い
か
ら
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
裁
判
所
は
裁
刹
上
有
効
に
自
白
さ
れ
た
事
実
に
つ
．
い
て
は
、
そ
の
真
否
に
つ

き
何
等
判
断
す
る
こ
と
な
く
、
9
と
れ
を
裁
判
の
基
礎
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
場
合
事
実
認
定
の
問
題
ば
起
ら
ず

従
っ
て
ま
た
証
明
の
問
題
を
生
ず
る
余
地
が
な
い
。
ま
た
、
当
事
者
が
口
頭
弁
論
で
相
手
方
の
主
張
し
た
事
実
を
明
ら
か
に
争
わ
ず
、
ま

た
こ
れ
を
争
う
意
思
の
顕
わ
れ
な
い
と
き
は
、
こ
れ
を
自
白
し
た
も
の
と
看
徹
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
（
民
訴
一
四
〇
条
一
項
）
、
こ
の

場
合
も
亦
証
明
の
間
題
を
生
じ
な
い
。
そ
し
て
更
に
法
律
は
当
事
者
が
相
手
方
の
主
張
し
た
事
実
を
知
ら
な
い
旨
を
陳
述
し
た
と
き
は
、

・
こ
れ
を
争
っ
た
も
の
と
推
定
し
て
い
る
（
同
条
二
項
）
。
然
る
に
口
頭
弁
論
に
お
け
る
相
手
方
の
事
実
主
張
に
対
す
る
当
事
者
の
態
度
は
、

e
こ
れ
を
認
め
る
か
（
自
白
）
、
⇔
こ
れ
を
争
う
か
（
否
認
）
、
⇔
不
知
を
以
て
答
え
る
か
、
四
何
等
の
応
答
も
し
な
い
か
、
こ
の
四
つ

い
す
れ
か
の
場
合
に
尽
き
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
前
掲
法
規
の
存
す
る
限
り
、
e
及
び
四
の
場
合
は
自
白
あ
る
こ
と
と
な
り
、
⇔
及
び
⇔
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’　
　
　
の
場
合
は
争
い
た
る
こ
と
と
な
り
、
現
行
訴
訟
法
上
、
相
手
方
の
事
実
主
張
に
対
す
る
態
度
は
結
局
自
白
す
る
か
争
う
か
二
者
い
ず
れ
か

　
　
　
圃
の
場
合
あ
る
の
み
と
い
う
結
果
を
来
た
し
、
し
か
も
自
白
あ
る
場
合
に
は
証
明
の
問
題
を
生
じ
な
い
か
ら
、
争
い
あ
る
場
合
に
の
み
証
明

　
　
　
が
要
求
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
争
あ
る
が
故
に
証
明
を
要
す
と
い
う
こ
と
は
、
輩
寛
弁
論
主
義
の
要
請
に
基
ず
く
立
法
上

■

　
　
　
の
措
置
に
由
来
す
る
結
果
に
外
な
ら
な
い
の
で
み
っ
て
、
事
理
当
然
の
結
果
で
は
な
い
。
裁
判
所
に
顕
著
な
事
実
に
つ
き
証
明
の
問
題
を
．

　
　
　
生
じ
な
い
こ
と
が
、
そ
の
事
実
に
つ
き
当
事
者
間
に
争
な
ぎ
こ
と
に
よ
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
思
え
ば
、
そ
の
聞
の
消
息
を
窺
う
に
足
る

　
　
　
で
あ
ろ
う
。
し
か
よ
う
に
、
証
明
が
、
裁
判
所
の
心
証
を
形
成
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
れ
ば
、
自
由
心
証
主
義
を
と
る
以
上
、
か
り
に
そ

　
　
　
の
判
断
が
社
会
的
に
安
当
す
る
も
の
で
あ
っ
鳳
㌫
把
当
該
裁
判
所
じ
た
い
の
判
断
た
る
こ
と
を
免
れ
な
い
。
既
に
裁
判
所
の
確
定
し
た
厨
一

　
　
　
事
件
の
判
断
が
、
他
の
事
件
の
判
断
の
前
提
問
題
を
な
し
て
も
、
前
の
裁
判
所
の
判
断
が
後
の
裁
判
所
の
判
断
を
拘
束
し
得
な
い
理
由
は
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
五
）

　
　
　
こ
に
あ
る
。
そ
の
事
情
は
、
民
事
裁
判
と
刑
事
裁
判
と
の
関
係
に
お
い
て
も
全
く
同
様
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
裁
判
所
境
内
そ
の
判
断
の
前
提

　
　
　
な
る
べ
ぎ
事
実
は
、
こ
れ
を
自
己
の
心
証
と
な
る
ま
で
自
由
に
形
成
し
得
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
、
元
来
公
法
に
ぞ
く
す
る
刑
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
エ
ハ
）
．

　
　
　
に
お
い
て
も
、
訴
訟
に
お
い
て
具
体
化
し
た
事
実
が
第
三
者
に
ま
で
効
力
を
及
ぼ
し
得
な
い
理
由
が
あ
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
極
端
に
い

　
　
　
え
ば
、
も
し
刑
事
訴
訟
手
続
に
お
け
る
一
事
不
再
理
の
制
度
の
如
き
も
の
が
な
け
れ
ば
、
裁
判
の
内
容
は
他
の
い
か
な
る
裁
判
所
の
判
断

　
　
　
を
さ
え
拘
束
し
得
な
く
と
も
少
し
も
不
思
議
で
は
な
い
。
こ
の
点
は
非
常
に
重
要
な
こ
と
で
あ
っ
て
、
一
事
不
再
理
の
効
力
は
、
裁
判
の

　
　
　
確
定
性
か
ら
、
必
然
的
に
導
き
出
さ
れ
る
論
理
で
あ
る
が
如
く
に
考
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
わ
た
く
し
は
、
か
つ
て
、
　
「
確
定
判
決
5
3

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
の
効
力
」
を
論
じ
た
際
、
「
そ
こ
で
、
問
擾
、
雲
不
再
理
の
原
則
を
従
来
ど
お
り
実
体
的
確
定
力
の
効
果
と
解
す
べ
き
か
、
或
締
⑳

　　

@
手
続
的
に
形
式
的
確
定
力
の
効
果
と
解
す
べ
き
か
、
ζ
り
占
｛
に
憂
約
さ
れ
よ
・
ク
。
わ
苓
し
は
、
新
を
、
後
者
の
見
解
笠
っ
べ
出
。
頑

説
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
に
至
っ
た
。
．
そ
の
理
由
は
、
実
体
的
確
定
力
の
限
界
主
事
不
轟
の
限
界
と
を
別
に
考
え
る
方
が
合
理
的
で
⑬

　
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
別

　
　
　
あ
る
と
思
う
に
至
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
実
体
的
確
定
力
は
裁
判
所
の
判
断
内
容
の
規
準
性
で
あ
る
ゆ
そ
れ
故
、
判
断
さ
れ
な
い
内
容
に
つ



　
　
い
て
は
、
い
か
に
判
断
が
可
能
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
規
準
性
を
認
む
べ
き
で
は
な
い
。
し
か
る
に
一
．
事
不
再
理
の
効
力
は
、
あ
る
程
度
裁

説　
　
判
所
の
判
断
か
ら
逸
脱
し
た
部
分
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
及
ぼ
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
被
告
人
は
甚
し
い
不
利
益

論　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
モ
　

　
　
を
蒙
む
る
。
…
…
結
局
、
実
体
的
確
定
力
の
効
果
と
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る
吋
部
的
効
力
と
し
て
執
行
力
だ
け
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
L

　
　
と
な
し
た
こ
と
を
想
起
さ
れ
た
い
。
　
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
確
定
判
決
は
、
具
体
的
規
範
の
創
設
と
し
て
既
判
力
を
生
じ
る
。
　
し
か

　
　
し
、
そ
れ
も
、
訴
訟
物
が
刑
罰
権
の
主
張
た
る
以
上
、
こ
の
主
張
さ
れ
た
刑
罰
権
の
客
観
化
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
旦
ハ
体
的
規
範

　
　
が
刑
罰
権
の
客
観
化
で
あ
れ
ば
、
そ
の
規
準
性
も
、
こ
の
刑
罰
権
の
実
体
的
関
係
を
廻
る
当
事
者
以
外
に
は
及
び
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
裁

　
　
判
が
、
こ
の
限
界
を
こ
え
て
、
な
ん
ら
か
の
拘
束
力
を
有
す
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
後
述
の
如
く
、
既
判
力
じ
た
い
の
理
論
的
必
然
性
で
は

　
　
な
い
。
か
よ
う
な
意
味
で
、
「
実
体
法
的
既
判
力
説
に
は
賛
成
し
が
た
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
む
し
ろ
、
訴
訟
法
的
既
判
力
説
を
も
こ
え
て
、

　
　
裁
判
に
具
体
的
規
範
の
創
設
を
認
め
る
。
・
そ
し
て
、
裁
判
は
確
定
す
る
と
、
原
告
た
る
検
察
官
嫉
同
一
事
件
に
つ
き
新
た
め
て
刑
罰
権
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
主
張
を
な
す
べ
き
利
益
を
失
う
こ
と
に
な
り
、
被
告
人
は
刑
罰
権
に
服
従
せ
ざ
る
を
得
な
い
義
務
を
妥
当
つ
け
る
。
執
行
機
関
が
、
判
決

　
　
の
内
容
に
応
じ
て
刑
罰
を
執
行
せ
ざ
る
を
得
な
い
義
務
は
、
訴
訟
法
上
の
裁
判
所
の
判
断
内
容
か
ら
生
じ
る
義
務
で
は
な
く
、
別
の
国
法
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
〇
）

　
　
の
義
務
に
す
ぎ
な
い
。
い
わ
ん
や
、
裁
判
所
の
刑
罰
権
の
存
否
に
関
す
る
判
断
の
規
準
性
が
対
世
的
効
力
を
も
つ
．
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

　
　
こ
れ
を
要
す
る
に
、
一
つ
の
裁
判
は
、
　
「
裁
判
」
の
本
質
か
ら
、
そ
の
裁
判
を
こ
え
て
規
準
性
を
も
ち
得
る
も
の
で
は
な
く
、
更
に
、
裁

　
　
判
が
規
準
性
を
有
す
る
限
界
に
つ
い
て
も
、
訴
訟
物
は
刑
罰
権
の
主
張
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
前
提
た
る
に
と
ど
ま
る
裁
判
の
理
由
は
、
こ

　
　
れ
ま
た
具
体
的
規
範
と
は
な
ら
な
い
。
裁
判
の
内
容
的
確
定
力
を
考
え
る
に
は
、
以
上
の
と
と
は
甚
だ
重
要
で
あ
る
。

　
　
　
（
一
）
　
≦
鋤
o
F
団
①
ω
富
8
目
漏
昌
σ
q
鋸
ロ
琶
把
6
F
一
。
。
c
。
㊤
”
o
Q
●
一
α
・

　
　
　
（
こ
）
　
で
く
Q
o
7
工
9
昌
島
ぴ
賃
。
劃
一
》
ω
●
謡
ρ
G
。
刈
G
。

　
　
　
（
三
）
　
缶
。
目
浅
智
臣
昌
ω
葺
g
ゲ
¢
ロ
山
丙
冨
σ
q
厭
①
o
ゲ
計
ω
・
一
盟
…
U
①
甥
。
皆
ρ
ピ
。
冨
び
琴
7
b
6
山
剛
」
ω
●
一
α
O
》
旨
目
・
一
・
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．
（
四
）
幽
く
σ
q
ご
U
2
ω
①
】
び
ρ
諺
蕊
℃
≡
o
『
ω
噸
一
α
c
ゐ
》
昌
ヨ
・
“

（
五
）
　
U
o
α
q
①
昌
閃
。
ぎ
”
し
彫
①
津
鼠
σ
q
①
遷
日
§
＜
一
な
増
。
器
ψ
ρ
ω
・
一
〇
〇
津
●

（
六
）
O
・
量
智
9
譲
。
含
け
量
σ
・
・
ぼ
窪
・
。
呂
》
霧
℃
讐
9
・
ぴ
。
蕪
曹
贔
毯
僧
ω
・
お

（
七
）
　
中
村
・
訴
と
請
求
並
に
既
判
力
（
昭
二
四
年
目
．
一
二
九
－
一
三
〇
頁

（
八
）
．
た
と
え
ば
、
「
死
者
ヲ
馨
ト
シ
テ
訴
ヲ
提
起
シ
タ
ル
場
ム
ニ
於
テ
モ
其
・
死
者
・
相
続
人
ハ
当
釜
山
・
馨
ト
ナ
ル
モ
・
よ
」
（
繭
誰

．
莞
根
肇
五
）
と
い
・
判
例
に
賛
意
を
表
握
る
が
（
前
右
書
＝
こ
六
頁
、
な
お
町
村
・
民
事
判
例
研
究
四
〇
〇
頁
以
下
、
）
こ
の
点
は
、
峯
教
祭
、
舌
・
わ
に
よ
り

　
　
何
人
を
当
事
者
と
し
て
訴
訟
に
関
与
さ
せ
、
裁
判
所
が
何
人
を
名
宛
人
と
し
て
判
決
す
べ
き
か
を
確
定
す
べ
き
も
の
で
、
単
に
訴
訟
物
に
つ
い
て
の

　　
ﾈ
何
人
書
馨
与
る
誉
よ
・
な
嚢
た
る
…
は
許
さ
れ
遜
（
兼
子
●
判
例
民
事
訴
訟
法
・
昭
二
五
年
・
一
七
頁
）
と
い
わ
れ
る
非
繋
そ
の
凄
「

　
　
安
嵩
ず
る
と
考
え
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
、

・
（
九
）
　
兼
子
ρ
民
事
法
研
究
（
昭
一
五
年
）
一
八
三
頁
参
照
。
兼
子
教
授
は
「
請
求
権
と
債
務
名
義
」
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

　
　
興
味
深
い
。

　
（
一
〇
）
　
訴
訟
法
律
関
係
学
に
、
一
面
説
ρ
二
面
説
．
三
面
説
の
区
別
の
あ
る
こ
と
は
剃
に
論
じ
て
お
い
た
（
井
上
・
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
既
判
力
に
つ

　
　
　
い
て
●
法
政
研
究
一
六
巻
一
・
二
合
併
号
艦
昭
二
三
年
二
九
頁
）

（
二
、
）
　
Ω
o
缶
ω
9
日
冠
！
℃
呂
器
ω
。
・
巴
ω
男
①
9
邑
9
σ
q
o
し
㊤
曽
”
ψ

（
一
二
）
　
原
告
と
被
告
と
の
問
に
Y
刑
罰
権
の
主
張
な
る
関
係
を
認
め
れ
ば
、
多
く
の
点
で
訴
訟
の
考
察
に
役
立
っ
。
ま
す
、
刑
罰
権
の
観
念
の
し
か
た

　
　
「
い
か
ん
に
よ
り
、
原
告
た
る
べ
き
も
の
を
決
定
で
き
る
し
、
同
じ
く
国
家
を
代
表
し
な
が
ら
、
刑
罰
権
の
主
体
た
る
検
察
官
と
司
法
権
の
主
体
た
る

　
　
　
裁
判
所
と
を
果
然
と
区
別
し
て
考
う
べ
き
こ
と
に
な
る
。
裁
判
所
が
職
権
を
副
訳
的
に
し
て
、
訴
訟
の
邉
行
を
当
事
者
に
委
ね
て
も
、
刑
罰
権
の
主

　
　
体
が
検
察
官
た
る
以
上
、
少
し
も
矛
盾
を
感
じ
な
い
。
当
事
者
、
王
義
は
か
よ
う
に
し
て
訴
訟
構
造
の
土
か
ら
も
是
認
で
き
る
。
有
罪
の
蓋
然
性
ぷ
公

　
　
　
訴
権
の
理
由
条
件
た
る
こ
と
も
、
刑
罰
権
の
主
張
か
ら
生
れ
る
。
鼠
輩
な
る
証
明
の
差
異
も
逃
逆
罰
権
の
主
張
と
い
う
面
に
お
い
て
、
そ
の
限
り
に
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の
み
嚴
格
な
る
証
明
を
要
し
、
嚴
格
な
る
証
明
を
構
成
要
件
的
事
実
に
限
る
必
然
性
は
畠
て
来
な
い
。
更
に
、
ま
た
、
免
訴
が
、
実
体
に
関
係
す
る

　
　
　
と
い
わ
れ
る
の
も
、
そ
わ
が
刑
罰
権
の
「
主
張
」
を
許
さ
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
公
訴
の
時
効
が
、
「
未
確
定
」
の
刑
罰
権
が
時
効
に
、
係
る
と
さ
れ

　
　
　
る
の
も
、
こ
の
刑
罰
権
の
主
張
が
時
効
に
係
る
こ
と
で
あ
レ
、
刑
罰
権
の
主
張
が
公
訴
権
の
内
容
を
な
す
以
上
、
・
公
訴
権
が
清
滅
す
る
。
訴
訟
条
件

　
　
　
も
、
刑
罰
権
の
主
張
に
関
る
条
件
と
実
体
審
判
申
立
の
条
件
を
区
画
し
得
よ
う
。
と
れ
ら
一
々
に
つ
い
て
ば
、
別
に
稿
を
改
め
て
考
え
た
い
と
思

　
　
5
0

（
】
三
）
　
岩
松
9
民
事
裁
判
に
お
け
る
判
断
の
限
界
（
法
曹
時
報
五
巻
三
号
。
昭
二
八
年
）
一
〇
頁
以
下

（
一
四
）
　
＜
魁
●
ω
騨
＝
o
さ
騨
ρ
○
こ
ω
・
ご
臨
魯

（
］
五
）
　
訓
導
裁
判
が
形
成
訴
訟
で
あ
る
揚
合
は
別
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
形
成
判
決
の
確
定
以
前
に
、
刑
事
裁
判
が
同
一
事
件
を
判
断
の
前
提
と
せ

　
　
　
ざ
る
を
得
な
い
揚
合
に
は
、
自
由
に
判
断
で
き
る
（
兼
子
・
判
例
艮
事
訴
訟
法
七
四
頁
参
照
）
。

－
（
一
六
）
　
李
揚
助
教
授
は
、
既
判
力
に
つ
い
て
の
具
体
的
規
範
説
に
た
い
し
、
本
丈
の
如
き
疑
を
摩
し
て
お
ら
馳
る
が
、
か
り
に
具
体
的
規
範
説
を
と
つ

　
　
　
て
も
、
こ
の
点
答
え
得
な
い
も
の
で
は
な
い
（
李
揚
・
刑
事
理
訴
法
講
義
（
二
）
・
昭
二
八
年
。
ニ
ニ
一
頁
参
照
）
。

（
　
七
）
　
井
上
・
確
定
判
決
の
効
力
（
刑
事
法
講
座
六
巻
）
　
…
二
四
〇
一
一
頁

（
一
八
．
）
　
齊
藤
教
授
お
よ
び
奉
場
助
教
授
は
、
刑
の
執
行
力
を
も
つ
て
、
既
判
力
の
効
果
と
せ
す
、
複
玉
確
定
の
形
成
力
と
さ
わ
る
（
齊
藤
・
刑
事
訴
訟

　
　
法
学
一
七
八
頁
、
卒
揚
・
前
掲
書
ニ
ニ
○
頁
）
。
し
か
し
、
こ
れ
は
疑
わ
し
い
（
井
上
・
前
揚
繭
一
二
四
一
頁
）
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
当
然

　
　
無
効
の
判
決
に
は
何
散
執
行
力
を
生
じ
な
い
の
か
。
蓋
し
、
導
然
無
効
の
判
決
は
、
被
告
人
の
刑
罰
権
へ
の
服
従
義
務
を
「
妥
当
」
づ
け
な
い
か
ら

　
　
　
で
あ
る
。

，
（
一
九
）
幽
兼
子
。
民
事
訴
訟
法
e
（
昭
二
四
年
）
二
二
ご
頁
参
照

（
二
〇
）
　
挙
揚
助
教
授
は
、
有
罪
判
決
が
対
第
三
者
的
効
力
を
も
つ
こ
と
の
た
め
に
、
執
行
力
を
形
成
力
と
考
え
ら
れ
る
（
卒
場
・
前
掲
書
二
一
九
頁
、

　
　
　
一
＝
二
頁
）
。
そ
し
て
、
そ
の
例
と
し
て
、
後
の
訴
訟
に
お
い
て
犯
罪
な
し
と
主
張
し
て
累
犯
加
重
を
免
わ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
る
。
し
か
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し
、
累
犯
加
重
は
、
　
「
執
存
ヲ
終
り
又
ハ
執
行
ノ
免
除
ア
リ
タ
ル
じ
こ
と
そ
れ
じ
た
い
を
理
由
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
前
提
た
る
剣
決
の
当
否

・
を
別
に
問
わ
な
い
こ
と
を
刑
法
が
規
定
す
る
だ
け
の
こ
と
で
、
理
由
に
は
な
ら
な
い
。
た
だ
、
刑
事
裁
剣
は
、
　
一
見
対
世
的
効
力
を
も
つ
か
に
み
え

る
。
こ
わ
は
、
刑
事
裁
判
の
本
質
が
、
・
確
認
訴
訟
で
は
な
く
し
て
形
成
訴
訟
た
る
こ
と
に
よ
る
。
こ
の
点
無
罪
の
裁
判
と
い
え
ど
も
異
ら
な
い
。
李

場
助
教
授
は
、
無
罪
の
裁
判
を
確
認
的
だ
と
さ
わ
る
が
賛
成
で
き
な
い
。
こ
の
点
、
縁
組
無
効
確
認
の
裁
判
を
想
起
さ
わ
た
い
。
形
威
訴
訟
の
本
質

は
、
裁
判
に
よ
っ
て
解
決
す
る
ま
で
、
何
人
も
権
利
叉
は
法
律
関
係
の
存
否
を
主
張
し
得
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
兼
子
教
授
の
言
を
か
り
れ
ば
、
「
そ

の
効
果
が
訴
以
外
に
お
い
て
当
然
に
は
認
め
ら
わ
す
、
常
に
独
立
に
訴
訟
を
経
て
判
決
を
通
じ
て
の
み
主
張
、
確
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
わ
ば

等
し
く
形
成
判
決
に
よ
る
形
成
の
効
果
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
，
（
兼
子
・
前
掲
書
七
四
頁
）
。
そ
し
て
又
形
成
訴
訟
に
お
い
て
は
、
訴
訟
適
格
者

は
限
ら
れ
る
。
と
く
に
、
刑
事
裁
判
に
お
い
て
は
v
検
察
官
だ
け
が
原
告
た
る
適
格
を
有
し
、
．
そ
の
上
検
察
配
置
一
体
の
原
則
が
存
す
る
た
め
、
　
一

た
ん
判
決
が
あ
れ
ば
、
最
早
、
こ
れ
に
容
評
し
こ
栖
を
争
う
余
地
が
な
く
、
そ
の
結
果
と
し
で
、
そ
の
法
律
事
実
的
効
果
（
日
9
ぴ
。
ω
討
民
。
・
蕊
鱒
巨
σ
q
）

或
は
反
射
的
効
果
（
涛
①
自
。
層
三
H
犀
§
α
q
）
と
し
て
、
そ
の
法
律
状
態
を
承
認
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
か
つ
て
判
例
が
、
行
政
裁
判
所
の
判
決

の
覧
三
者
的
勢
に
つ
き
、
漠
然
と
対
世
的
で
あ
を
と
を
指
摘
し
条
（
昭
一
五
年
六
月
↓
九
日
民
集
一
九
巻
九
九
九
頁
）
、
義
は
馨
で
あ
る
。
わ
た
く
し
が
、
刑

事
裁
判
の
対
世
的
効
力
と
い
っ
て
い
る
の
は
（
井
上
・
刑
事
訴
訟
法
・
昭
二
九
年
・
一
九
〇
頁
）
、
　
こ
の
意
味
に
解
さ
れ
た
い
。
も
っ
と
も
、
判
決

に
対
偉
的
効
力
は
な
く
．
と
も
、
　
他
の
裁
判
所
の
裁
判
を
、
　
主
知
の
み
な
ら
す
理
由
に
つ
い
て
も
、
　
証
拠
と
な
し
得
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い

（大

W
八
巻
七
七
頁
参
照
）
。
蕊
は
苗
草
力
の
魁
で
あ
っ
て
、
畠
心
証
義
を
と
る
呈
、
嚢
で
あ
る
。
た
だ
、
証
拠
努
を
い
か
に

制
限
す
べ
き
か
と
い
う
現
行
法
上
の
態
度
に
応
τ
て
、
若
干
の
例
外
は
生
じ
る
（
江
家
・
刑
事
証
拠
法
の
基
礎
理
論
・
昭
二
六
年
。
一
一
八
頁
以
下

参
照
）
。
　
な
お
、
　
♂
く
粛
ヨ
。
お
’
O
O
飾
Φ
o
h
自
く
置
。
ご
o
P
一
㊤
畠
●
励
一
の
ご
餌
参
照
。

二

形
式
裁
判
の
内
容
的
確
定
力
を
考
え
る
に
当
り
、
ま
ず
、
具
体
的
に
例
を
あ
げ
よ
う
。
親
告
罪
に
つ
き
告
訴
を
欠
く
た
め
公
訴
棄
却
の
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の

論説

判
決
を
得
た
場
合
を
考
え
る
。
も
っ
と
も
こ
の
場
合
で
も
、
訴
訟
の
進
行
に
応
じ
て
細
分
で
ぎ
る
。
第
一
は
、
起
訴
状
の
訴
因
が
明
ら
か

に
親
告
罪
た
る
に
か
か
わ
ら
ず
告
訴
を
欠
く
場
合
。
第
二
は
、
訴
因
は
非
親
告
罪
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
明
瞭
に
親
告
罪
と
考
え
ら
れ
る
場

合
。
強
姦
傷
害
の
事
実
を
訴
因
と
し
な
が
ら
、
一
見
し
て
傷
害
の
事
実
が
否
定
さ
れ
る
よ
う
な
乏
き
。
第
三
は
「
、
証
拠
に
よ
っ
て
認
定
さ

れ
た
事
実
が
親
告
罪
で
あ
る
が
、
告
訴
の
追
完
の
な
い
場
合
（
告
訴
の
追
完
を
認
め
る
立
場
に
立
っ
て
）
。
　
こ
れ
ら
の
場
合
、
裁
判
所
の

判
断
と
し
て
は
何
が
確
定
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
か
。
　
第
一
の
場
合
は
、
．
そ
の
主
張
さ
れ
て
い
る
事
実
は
強
姦
罪
で
あ
る
こ
と
を
確
定
す

る
。
も
っ
と
も
、
裁
判
所
と
し
て
は
、
別
に
証
拠
に
よ
る
認
定
を
し
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
そ
の
事
件
は
強
姦
罪
以
外
に
は
犯
罪
と
な

ら
な
い
、
「
こ
と
を
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
事
情
は
、
第
二
の
場
合
に
も
異
ら
な
い
。
た
だ
第
三
の
場
合
に
は
、
実
体
形
成
の

結
果
、
当
該
事
件
は
強
姦
罪
以
外
に
は
犯
罪
と
な
ら
な
い
こ
と
ま
で
確
定
す
る
。
す
な
わ
ち
、
第
．
三
の
場
合
は
、
裁
判
所
の
判
断
ば
、
事

実
的
形
成
お
よ
び
法
的
形
成
の
二
つ
の
面
に
わ
た
り
確
定
さ
れ
る
が
、
前
二
者
は
、
た
だ
、
法
的
形
成
の
面
に
つ
い
て
の
み
内
容
を
確
定

す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
ら
ば
、
こ
の
判
断
内
容
の
確
定
は
、
後
訴
に
た
い
し
い
か
な
る
影
響
を
及
ぼ
す
か
。

　
さ
き
に
も
＝
言
ふ
れ
た
如
く
、
刑
事
訴
訟
手
続
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
一
事
不
再
理
の
原
則
が
制
度
と
し
て
存
在
し
な
い
と
す
れ
ば
、

前
野
の
後
訴
に
た
い
す
る
拘
束
力
（
国
b
9
巳
暢
評
ω
㌶
費
）
は
全
く
存
し
な
い
は
す
で
あ
る
。
　
裁
判
所
と
し
て
は
、
訴
が
あ
れ
ば
必
ず
裁
判

し
な
け
れ
ば
な
ら
す
、
裁
判
の
た
め
め
法
的
事
実
的
形
成
は
裁
判
所
の
全
く
自
由
な
る
心
証
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
か
ら
。
蓋
し
、
裁
判
所

と
し
て
は
、
相
手
方
の
主
張
を
心
証
と
し
得
な
く
て
は
、
そ
れ
を
訴
訟
資
料
に
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。
　
か
よ
う
な
意
味

で
、
自
由
心
証
主
義
に
は
合
理
性
が
あ
る
。
も
し
こ
れ
を
制
限
す
る
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
別
の
政
策
的
な
配
慮
に
も
’
と
つ
く
結
果
で

あ
る
。
法
定
証
拠
主
義
は
か
よ
う
に
し
て
生
れ
る
。
そ
れ
の
み
で
心
な
い
。
自
由
心
証
主
義
を
原
則
と
す
る
制
度
の
中
に
お
い
て
も
、
か

り
に
、
密
訴
が
後
塵
に
た
い
し
、
な
ん
ら
の
影
響
力
を
も
た
な
い
と
す
る
と
、
多
く
の
矛
盾
に
直
面
す
る
結
果
と
な
る
。
或
は
、
裁
判
所

の
判
断
が
統
一
を
失
う
こ
と
忙
よ
り
裁
判
の
権
威
を
失
墜
す
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
し
、
或
は
、
国
民
は
、
再
度
の
審
判
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
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㌔

　
と
に
よ
っ
て
人
身
の
自
由
を
失
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
或
は
ま
た
、
国
家
と
し
て
は
、
同
一
事
件
を
重
ね
て
審
判
す
る
こ
と
に
よ
り
、
訴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
訟
経
済
に
も
反
す
る
結
果
と
な
る
つ
こ
れ
ら
の
訴
訟
法
上
の
理
念
な
り
目
的
を
ど
う
考
慮
す
る
か
に
よ
っ
て
、
制
度
と
し
て
、
前
訴
の
後

　
訴
に
た
い
す
る
拘
東
力
が
考
、
兄
出
さ
れ
る
。
そ
れ
故
、
重
要
な
こ
と
は
、
前
訴
の
後
軍
に
た
い
す
る
拘
束
力
を
制
度
と
し
て
是
認
す
る
こ
「

　
と
轍
、
裁
判
そ
り
も
の
の
規
準
性
か
ら
ア
。
プ
リ
オ
リ
ー
に
生
じ
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
と
と
で
あ
る
つ
蓋
し
、
確
定
裁
判
の
規
準
．

　
性
は
、
さ
き
に
も
述
べ
た
如
く
、
、
訴
診
物
に
つ
き
、
そ
れ
故
、
’
訴
訟
物
だ
る
実
体
的
法
律
関
係
を
廻
る
当
事
者
の
聞
に
の
み
生
じ
る
に
と

　
ど
ま
る
か
ら
。
　
　
　
　
　
　
　
　
卜
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。

　
　
　
か
つ
て
、
民
事
事
件
に
つ
．
い
て
、
大
審
院
は
、
二
事
不
再
理
ナ
ル
抗
弁
ハ
、
裁
判
所
が
其
ノ
為
シ
タ
ル
裁
判
二
期
束
セ
ラ
レ
同
一
事
件

　
　
二
付
確
定
判
決
二
反
ス
ル
裁
判
ヲ
為
ス
コ
ー
ヲ
得
ザ
ル
，
結
果
、
新
訴
が
権
利
保
護
ノ
要
件
ヲ
訣
如
ス
ル
コ
ト
ヲ
理
由
ー
シ
テ
其
ノ
請
求
ヲ

　
排
斥
ス
ベ
キ
モ
ノ
ナ
ル
コ
ー
ヲ
抗
争
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
本
案
ノ
抗
弁
ニ
シ
テ
訴
ノ
不
適
法
ナ
ル
コ
ト
ヲ
理
由
ト
ス
ル
抗
弁
二
三

　
　
ズ
。
従
テ
裁
判
所
が
此
ノ
抗
弁
ヲ
理
由
ア
リ
ト
判
定
シ
タ
ー
キ
．
ハ
串
刺
棄
却
ノ
判
決
ヲ
為
ス
ベ
グ
訴
ヲ
不
適
法
ト
シ
テ
却
下
ス
ベ
キ
ニ
非

ザ
ル
コ
喜
ヲ
侯
姿
」
（
昭
八
年
五
月
二
三
日
民
衆
＝
一
巻
一
二
五
四
頁
）
と
判
決
し
た
．
．
こ
の
判
決
が
、
権
利
保
馨
件
の
欠
鋏
を
も
つ
て
、
つ
ね
に
訴
の
適
法

　
　
要
件
で
は
な
く
、
請
求
を
理
由
あ
ら
し
め
る
た
め
の
要
件
と
な
す
点
は
大
い
に
疑
が
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
訴
訟
的
権
利
保
護
要
件
も
訴
訟
要

　
　
件
も
、
と
も
に
な
ん
ら
請
求
の
当
否
に
関
係
な
く
、
そ
の
外
側
に
あ
っ
て
、
そ
の
前
提
を
な
宏
に
す
ぎ
な
い
か
ら
。
そ
れ
は
そ
れ
と
し

　
　
て
、
．
「
裁
判
所
が
其
ノ
為
シ
タ
ル
裁
判
二
野
束
セ
ラ
レ
確
定
判
決
二
反
ス
ル
裁
判
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
」
ぬ
、
と
あ
た
か
も
、
裁
判
、
」
と
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
に
民
事
裁
判
に
お
い
て
さ
え
、
い
わ
ゆ
る
一
事
不
再
理
の
効
力
を
認
め
馬
し
か
も
こ
れ
を
既
判
力
の
本
来
の
効
果
と
考
え
よ
う
と
す
る
か

　
・
の
態
度
の
み
え
る
こ
と
は
誤
謬
で
あ
ろ
う
。
民
事
訴
訟
に
お
い
て
は
、
訴
訟
物
た
る
権
利
又
は
法
律
，
関
係
の
存
否
が
、
一
度
確
定
さ
れ
て
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し
、
そ
う
か
と
い
っ
て
、
民
事
裁
判
に
お
煽
て
も
、
直
ち
に
、
前
々
の
後
膨
に
た
い
す
る
拘
束
力
を
全
然
無
視
す
る
わ
け
に
は
“
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蜘

説論
い
．
無
視
し
て
し
隻
ぽ
、
裁
判
の
間
選
る
結
論
奮
じ
て
私
塗
の
法
律
関
係
を
混
乱
芒
め
る
か
ら
で
あ
る
．
そ
．
、
で
、
後
訴
に
鋤

　
　
お
，
い
て
は
、
訟
訴
の
裁
判
の
内
容
に
拘
束
せ
む
れ
る
こ
と
と
せ
ざ
る
を
錫
な
い
。
そ
れ
故
、
原
告
が
か
つ
て
敗
訴
の
判
決
を
受
け
た
事
件
　
4
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
．

　
　
と
同
一
の
請
求
原
因
に
基
い
て
訴
を
提
起
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
後
請
求
を
理
由
あ
ら
し
め
る
事
情
の
発
生
し
な
い
以
上
（
そ
の
限
り
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
員

　
　
は
本
案
の
審
理
が
許
さ
れ
る
）
、
裁
判
所
は
請
求
棄
却
の
本
案
裁
判
を
な
す
べ
き
で
あ
る
。
　
と
に
か
く
、
本
案
裁
判
を
な
し
得
る
と
こ
ろ
　
2

　
　
に
・
民
事
裁
判
の
特
徴
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
刑
事
裁
判
と
な
る
と
大
分
事
情
を
異
に
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
民
事
裁
判
で
は
、
以
上
の
如

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
韻

　
　
く
・
直
接
前
訴
の
判
断
「
内
容
」
匹
拘
束
力
を
後
訴
に
認
め
て
さ
え
お
け
ば
、
そ
れ
で
、
訴
訟
制
度
の
混
乱
を
救
う
こ
と
に
な
る
が
、
刑

　
　
事
裁
判
で
は
そ
の
程
度
で
は
足
り
な
い
。
毛
続
の
段
階
の
上
か
ち
も
、
も
っ
と
早
く
、
拘
束
力
を
認
め
て
裁
判
の
重
復
を
阻
止
し
な
く
て

　
　
は
な
ら
な
い
。
蓋
し
、
と
こ
で
は
、
裁
判
が
、
被
告
入
σ
入
身
の
侵
害
を
伴
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
　
「
訴
」
そ
の
も
の
を
許
さ
な
い

　
　
で
・
既
に
判
決
の
確
定
し
た
同
一
事
仲
を
改
め
て
起
訴
す
れ
ば
、
そ
の
訴
を
不
適
法
と
判
断
し
て
説
訟
匹
係
属
を
阻
止
す
べ
き
で
あ
る
。

　
　
こ
れ
が
一
事
不
再
理
の
効
力
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
民
事
裁
判
に
お
い
て
も
、
原
告
が
前
訴
に
お
い
て
勝
訴
し
て
い
る

　
　
な
ら
ば
、
新
訴
を
不
適
法
と
し
て
却
下
す
べ
き
で
あ
る
が
ギ
こ
の
場
合
で
竜
、
刑
事
裁
判
の
如
く
、
そ
の
理
由
を
直
接
一
事
不
再
理
の
原

　
則
に
求
め
る
の
で
は
な
い
。
．
民
事
裁
判
で
、
訴
を
却
下
す
る
理
由
は
、
勝
訴
判
決
の
存
在
が
権
利
保
護
の
利
益
を
失
う
か
ら
に
ほ
か
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
な
い
。
“
事
不
再
理
の
原
財
が
・
刑
事
裁
判
に
お
い
て
細
み
支
配
す
る
こ
と
は
、
た
ん
に
民
事
裁
判
に
お
い
て
は
同
一
事
件
と
い
う
こ
と

　
　
が
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
は
な
く
、
・
そ
れ
以
上
に
、
　
刑
事
裁
判
手
続
が
深
く
人
身
の
自
由
と
関
連
す
る
特
質
に
由
来
す

　
　
る
。
そ
の
結
果
、
前
訴
の
拘
束
力
を
考
え
る
に
お
い
て
も
、
　
一
は
裁
判
の
「
内
容
」
と
し
て
考
え
、
他
は
「
記
し
の
適
法
性
、
す
な
わ
ち

　
　
訴
権
と
し
て
扱
う
。
　
民
事
裁
判
お
よ
び
刑
事
裁
判
の
本
質
を
そ
れ
ぞ
れ
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
り
、
制
度
を
異
に
す
る
の
で
あ
る
。
　
い
わ



　
ば
、
そ
の
相
違
は
目
的
々
配
慮
以
外
に
は
な
い
。
或
は
、
こ
の
点
、
も
と
も
と
裁
判
に
規
準
性
が
あ
る
の
で
、
そ
う
い
う
目
的
々
配
慮

　
　
を
可
能
に
す
る
、
と
説
明
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
　
し
か
し
、
そ
れ
は
正
当
で
は
な
い
。
　
蓋
し
、
前
訴
の
拘
束
力
を
経
験
的
に
説
明

　
　
す
る
こ
と
を
否
定
す
れ
ば
、
そ
の
規
範
的
な
効
力
が
、
規
範
た
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
裁
判
所
お
よ
び
当
事
者
の
み
を
拘
束
す
る
に
と
層

　
　
ど
ま
る
の
か
、
そ
の
相
対
性
を
解
き
得
な
い
。
　
さ
ら
に
ま
た
郎
元
来
、
既
判
力
を
生
す
べ
き
は
ず
の
な
い
判
決
の
理
由
に
つ
い
て
も
、
，

　
　
判
断
の
衝
突
を
さ
け
る
た
め
、
な
に
ほ
ど
か
の
考
慮
を
要
す
る
場
合
が
あ
る
。
　
債
権
者
が
、
保
証
人
に
た
い
し
主
た
る
債
務
者
の
債
務

　
　
の
弁
済
を
求
め
る
給
付
の
訴
に
お
い
て
保
証
人
が
敗
訴
し
た
た
め
、
保
証
人
が
更
に
主
た
る
債
務
者
に
求
償
を
求
め
る
た
め
給
付
の
訴
を

　
　
提
起
し
て
こ
れ
ま
た
敗
訴
す
れ
ば
、
保
証
入
手
し
て
は
債
権
者
に
弁
済
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
求
償
を
求
め
得
な
い
結
果
と
な
ろ
う
。
或

　
　
は
柔
だ
、
売
買
の
無
効
を
垂
垂
に
、
　
原
告
が
被
告
に
既
に
引
き
渡
し
た
物
品
の
返
還
を
求
め
て
勝
訴
し
た
後
、
今
度
は
逆
に
、
そ
れ
で

　
　
は
被
告
が
原
告
に
支
払
つ
た
代
金
の
返
還
を
求
ぬ
る
新
訴
に
お
い
て
、
　
も
し
売
買
が
有
効
肥
し
て
敗
訴
す
れ
ば
、
　
こ
こ
で
も
ま
た
前
と

　
　
同
じ
よ
う
な
矛
盾
に
立
ち
至
る
で
あ
ろ
う
。
　
こ
れ
ら
の
場
合
は
い
ず
れ
も
一
概
に
、
判
決
の
理
由
に
は
既
判
力
は
生
じ
な
い
と
捨
て
去

　
　
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
。
　
実
体
法
的
既
判
力
説
は
、
か
か
る
事
例
に
存
す
る
矛
盾
を
解
決
し
よ
う
と
し
て
強
く
主
張
さ
れ
た
の
で
あ
っ

　
　
允
。
　
訴
訟
法
的
既
判
力
説
に
立
脚
す
る
人
々
も
、
、
い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
前
の
裁
判
の
拘
束
性
を
説
明
す
る
が
、
そ
の
際
、
前
訴
の
裁

　
　
判
の
規
準
性
だ
け
に
直
接
理
由
を
求
め
よ
う
と
す
れ
ば
、
判
決
の
「
理
由
」
に
は
既
判
力
は
生
じ
な
い
と
い
う
だ
け
で
、
解
決
さ
れ
な

　
　
い
結
果
ど
な
ろ
う
。
」
或
は
又
、
所
有
権
移
転
登
記
請
求
の
訴
又
は
所
有
権
確
認
の
訴
の
原
告
が
敗
訴
七
且
つ
判
決
が
売
買
契
約
が
有
効
で

　
　
あ
る
こ
と
従
っ
て
所
有
権
が
被
告
に
移
転
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
も
、
原
告
の
登
記
請
求
権
な
い
し
は
所
有
権
不
存
在
が
確
定
さ
れ
た

説
　
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
の
理
由
た
る
べ
き
売
買
契
約
の
有
効
又
は
所
有
権
の
移
転
は
確
定
さ
れ
な
い
。
そ
れ
故
・
前
訴
の
被
告
が
・
新
訴
で

論　
　
原
告
と
し
て
建
物
の
牧
去
を
請
求
す
る
訴
を
提
起
し
、
売
買
契
約
の
有
効
を
主
張
し
且
つ
所
有
権
の
自
己
に
ぞ
く
す
る
こ
と
を
主
張
と
し
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て
も
、
前
事
件
の
原
告
た
る
被
告
は
、
自
ら
の
所
有
権
診
た
る
こ
と
を
主
張
で
き
な
い
が
、
売
買
契
約
の
無
効
を
主
張
す
る
こ
と
は
で
き

三論
　
よ
う
。
そ
れ
故
、
同
一
の
売
買
契
約
が
前
条
件
に
お
い
て
は
有
効
と
料
断
さ
れ
」
、
後
の
事
体
で
は
無
効
と
判
断
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
同
一

　　

ｨ
の
所
有
葉
第
三
者
に
移
転
し
た
わ
け
で
も
な
い
の
に
、
当
事
訂
い
ず
れ
に
碧
し
な
い
と
い
う
窺
象
を
生
じ
る
（
舗
泄
樺

　
講
手
量
）
。
こ
れ
ら
の
例
に
お
い
て
、
問
題
に
な
る
の
は
前
壷
の
判
決
の
理
由
に
；
の
拘
纏
を
認
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
、

　
　
判
決
の
理
由
は
さ
ぎ
に
述
べ
た
如
く
、
判
断
の
前
提
を
な
す
に
す
ぎ
な
い
の
で
、
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
既
判
力
は
及
ば
な
い
と
反
機
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
イ
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
よ
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
学
説
は
こ
れ
を
考
慮
し
て
、
も
つ
ば
ら
、
制
度
的
に
、
或
は
中
間
確
認
の
訴
や
反
訴
に
よ
り
、
或
は
補

　
　
助
参
加
に
よ
っ
て
解
決
を
計
り
、
或
は
既
判
力
に
禁
反
言
を
認
め
て
矛
盾
を
除
こ
う
と
す
る
。
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
制
度
が
前
訴
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

　
　
て
利
用
さ
れ
て
い
な
い
限
り
、
矛
盾
を
矛
盾
と
し
て
認
め
ざ
る
を
得
な
い
結
果
と
な
る
。
結
局
、
前
訴
の
後
訴
に
た
い
す
る
拘
束
力
は
、

　
　
具
体
的
な
場
合
を
考
慮
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
解
決
を
計
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
お
っ
て
、
決
し
て
、
裁
判
の
規
準
性
を
理
由
に
、
一
律
に
解

　
　
決
さ
れ
得
る
も
の
で
は
な
い
。

　
　
　
か
よ
う
に
考
え
て
来
る
と
、
形
式
裁
判
の
内
容
的
確
定
力
も
v
い
ろ
い
ろ
の
訴
訟
目
的
を
具
体
的
に
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
り
結
論
づ
け

　
　
ら
れ
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
民
事
裁
判
に
お
い
て
は
、
前
婦
と
矛
盾
す
る
裁
判
さ
え
し
な
け
れ
ば
足
り
た
。
こ
れ
に
対
し
、
刑

　
事
裁
判
に
お
い
て
は
、
人
身
の
保
護
か
ら
訴
を
さ
え
提
起
さ
せ
な
い
。
し
か
し
、
前
訴
に
お
い
て
告
訴
の
欠
敏
を
理
由
に
公
訴
を
棄
却
さ

　
　
れ
た
場
合
に
は
、
い
ま
だ
実
体
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
判
断
を
へ
で
い
な
い
の
で
、
改
め
て
訴
を
提
起
で
き
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
　
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

　
　
だ
、
そ
の
際
、
或
は
、
前
当
の
裁
判
に
あ
ら
わ
れ
た
法
律
的
判
断
と
異
る
判
断
を
主
張
し
、
或
は
そ
れ
と
異
る
事
実
的
・
法
律
的
形
成
を

　
主
張
す
る
こ
と
帳
、
跡
↓
事
忌
純
朴
に
お
い
で
幡
・
こ
れ
を
許
さ
な
い
こ
と
と
す
る
必
要
が
あ
る
・
感
恩
の
裁
判
所
が
、
或
は
、
一
定
の

　
事
実
を
強
姦
罪
と
判
断
し
た
の
に
新
訴
に
お
い
て
「
こ
の
同
一
の
事
実
を
」
強
姦
傷
害
罪
ど
主
張
し
、
或
は
、
証
拠
に
よ
っ
て
強
姦
罪
を
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●

　
認
定
し
た
の
に
「
同
一
の
証
拠
の
下
で
」
強
姦
傷
害
罪
を
主
張
し
た
の
で
は
、
被
告
人
の
人
権
を
侵
さ
る
こ
と
に
も
な
る
し
訴
訟
経
済
に

　
　
　
　
　
ニ
　

　
も
反
す
る
。
だ
か
ら
、
そ
れ
ら
を
考
慮
し
て
ハ
拘
束
性
の
限
度
を
求
め
れ
ば
新
訴
を
不
適
法
な
も
の
と
し
て
、
第
三
三
八
条
第
四
号
で
公

　
訴
棄
却
の
判
決
を
す
べ
き
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
形
式
裁
判
の
内
容
的
確
定
力
と
は
こ
れ
だ
け
の
こ
と
で
あ
り
、
訴
訟
の
理
念
に
立
脚
し
て

　
目
［
的
々
に
考
慮
さ
れ
た
制
度
に
と
ど
ま
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
∵

　
　
な
お
、
団
藤
教
授
は
、
　
「
公
訴
棄
却
、
管
轄
違
の
純
手
続
的
形
式
裁
判
が
確
定
し
た
と
き
も
～
の
ち
に
事
実
の
変
更
が
な
い
か
魁
り
、

　
お
な
董
薯
つ
い
て
寒
隷
は
許
ざ
れ
な
い
」
（
傍
点
筆
者
）
と
さ
れ
る
。
前
号
が
籍
違
な
ら
ば
、
後
訴
も
ま
た
管
鐘
の
裁
判
を
す
べ

　
き
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
れ
ば
賛
成
し
が
た
い
。
前
訴
の
判
断
内
容
は
、
直
接
後
妻
の
裁
判
所
の
判
断
内
容
を
拘
束
す
る
の
で
は

　
な
く
、
検
察
官
が
、
　
「
事
実
の
変
更
が
な
い
か
ぎ
り
、
お
な
じ
事
項
に
つ
い
て
異
る
」
主
張
を
な
し
得
な
い
拘
束
の
、
反
射
的
効
果
が
後

　
訴
の
裁
判
所
に
及
ん
で
．
実
体
裁
判
を
阻
止
す
る
だ
け
で
あ
る
。
刑
事
裁
判
の
特
異
性
か
ら
さ
き
に
述
べ
た
民
事
裁
判
σ
拘
束
性
と
は
異

　
　
る
結
果
を
生
じ
る
。

　
　
　
　
　
　
ミ
　

　
　
ザ
ウ
エ
ル
は
、
形
式
裁
判
の
拘
束
性
を
論
じ
て
、
も
し
そ
れ
だ
け
の
こ
と
な
ら
、
訴
訟
行
為
の
一
回
性
の
原
則
か
ら
当
然
の
こ
と
で
あ

　
り
、
そ
れ
以
上
に
、
実
体
的
既
判
力
お
よ
び
そ
の
特
殊
な
効
果
と
は
関
係
を
も
た
な
い
と
な
す
。
そ
し
て
、
訴
の
適
法
性
の
問
題
は
、
大

　
体
証
拠
調
を
し
な
く
て
も
解
決
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
点
か
ら
労
力
や
費
用
の
、
浪
費
も
な
い
の
で
、
再
訴
を
拘
束
し
な
く
と
も
訴
訟
経

　
済
に
反
し
な
い
。
又
、
当
事
者
の
科
益
か
ら
み
て
も
、
適
法
性
の
問
題
は
、
し
ば
し
ば
事
情
も
変
る
の
で
、
前
訴
に
拘
束
さ
れ
な
け
れ
ば

　
　
な
ら
な
い
こ
と
は
却
っ
て
好
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
裁
判
の
権
威
か
ら
し
て
も
，
、
そ
れ
が
強
調
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の

説
　
は
、
実
体
裁
判
に
つ
い
て
だ
け
で
あ
る
と
な
す
。
そ
の
結
果
、
後
事
の
裁
判
所
で
、
前
訴
の
判
断
を
無
視
し
て
実
体
裁
判
を
な
し
て
も
、

論
　
そ
れ
は
適
法
で
あ
る
と
さ
え
い
う
。
【
ザ
ウ
ェ
ル
が
、
い
わ
ゆ
る
形
式
裁
判
の
拘
束
性
を
デ
回
性
の
原
則
の
適
用
い
が
い
の
も
の
で
は
な
い
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論説

と
主
張
し
た
こ
ど
は
、
，
わ
れ
わ
れ
の
如
く
考
え
れ
ば
甚
だ
興
味
深
い
’
。
そ
う
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
彼
の
ご
と
く
前
罪
の
抱
束
性
を
軽
視
す

る
こ
と
に
は
疑
が
あ
る
。
か
り
に
訴
の
適
法
性
の
判
断
は
証
拠
調
を
必
要
と
し
な
い
と
い
っ
て
も
、
　
「
大
体
」
．
の
場
合
に
と
ど
ま
り
、
と

き
に
よ
っ
て
は
、
証
拠
調
の
結
果
、
訴
訟
条
件
の
判
断
に
直
薗
す
る
こ
と
も
あ
る
。
或
は
又
、
当
事
者
の
利
益
を
考
え
て
も
、
ザ
ゥ
エ
ル

は
検
察
宮
の
起
訴
の
正
篇
を
念
頭
に
お
く
だ
け
で
あ
り
、
被
告
人
が
同
一
の
問
題
で
再
三
審
判
に
さ
ら
さ
れ
る
危
険
に
は
全
然
考
慮
を
及

ぼ
し
て
潔
い
な
い
。
そ
う
考
、
騰
れ
ば
、
　
「
原
則
と
し
て
」
同
’
一
事
件
に
関
す
る
限
り
、
後
の
裁
判
所
は
面
訴
の
判
断
を
尊
重
し
て
公
訴
を

　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

棄
却
す
べ
き
で
あ
り
凸
実
体
裁
判
を
す
べ
き
で
は
な
い
。

（
一
）
通
読
判
例
は
、
登
記
甕
の
栗
に
お
け
る
訴
訟
物
巖
縫
登
記
請
毒
爲
限
す
る
が
（
齢
諮
課
甚
六
郎
日
）
、
季
教
授
翌

　
　
部
の
判
例
に
は
、
つ
ね
に
、
実
質
上
の
権
利
関
係
の
存
否
じ
た
い
が
請
求
の
主
内
容
を
な
し
v
沫
消
訂
正
な
ど
に
協
力
す
べ
き
冒
の
請
求
は
技
術
的

　　

ﾉ
嘉
に
呈
し
て
な
葬
る
に
と
ど
ま
る
と
す
る
（
兼
子
前
褐
判
例
民
事
訴
訟
法
二
九
二
頁
大
判
昭
｝
二
年
四
月
七
ロ
目
民
集
】
↓
ハ
巻
三
九
八
頁
）
。
言
い
う
轟
も
、
実
は
、
登
記
葉
権

　
’
と
そ
の
背
後
に
あ
る
実
質
的
権
利
関
係
の
】
元
的
解
決
が
目
的
々
に
考
慮
さ
れ
て
い
る
結
果
で
は
あ
る
ま
い
か
℃

（
二
）
　
準
野
助
教
授
は
、
　
「
訴
訟
条
件
の
基
礎
と
な
る
事
実
は
、
当
然
手
続
法
上
の
事
実
で
あ
る
が
、
訴
訟
の
客
体
が
基
礎
と
な
る
こ
と
も
あ
る
。
…
：
・

　
　
こ
の
ば
あ
い
、
…
…
訴
因
に
よ
っ
て
決
す
べ
き
か
、
証
拠
に
よ
つ
て
決
す
べ
き
か
の
問
題
が
お
こ
る
。
蕾
法
の
下
で
は
、
こ
の
両
者
に
区
別
が
な
か

　
　
つ
た
の
で
、
結
局
は
証
拠
が
標
準
と
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
れ
で
は
、
無
罪
の
ば
あ
い
ば
訴
訟
条
件
も
な
い
こ
と
に
な
り
実
体
審
理
が
絡
ら
な
け
れ
ば

　
　
訴
訟
条
件
の
存
否
が
わ
か
ら
す
、
形
式
裁
判
に
内
容
的
確
定
力
を
、
認
め
る
と
き
に
は
実
体
的
確
定
力
と
の
矛
盾
を
・
さ
け
る
た
め
客
体
に
関
す
る
部
分

　　

�
ﾁ
擦
外
す
る
の
に
無
業
あ
る
等
の
難
が
あ
っ
た
・
現
行
法
の
下
で
は
・
訴
訟
の
男
舞
肇
と
す
べ
き
で
あ
る
」
（
讐
赫
擦
喉
」
・

　
　
と
さ
れ
た
。
現
行
法
の
下
で
は
、
訴
訟
の
対
象
た
る
訴
因
を
標
準
と
し
て
訴
訟
条
件
を
判
断
す
べ
き
も
の
と
さ
わ
る
こ
ど
は
、
原
則
と
し
て
は
正
し

　
　
い
。
し
か
し
・
・
訴
因
変
更
の
手
続
が
あ
る
以
上
・
証
拠
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
事
実
を
基
準
に
し
て
、
訴
訟
条
件
の
有
無
を
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
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な
い
立
合
も
当
然
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
揚
合
、
そ
の
判
断
の
内
容
的
確
定
力
と
後
の
実
体
的
確
定
力
ど
矛
盾
す
る
場
合
が
あ
る
と
虞
れ
る
の
で
あ
れ

　
　
ば
、
訴
因
を
標
準
に
し
た
揚
合
で
も
、
裁
判
所
の
法
的
判
断
は
こ
れ
を
切
り
放
さ
な
く
て
は
同
じ
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
内
容
的
確
定
力
と
実
体
的
確

　
　
定
力
と
の
問
に
は
矛
盾
は
存
し
な
い
。
矛
盾
が
あ
る
と
考
え
る
の
は
、
内
容
的
確
定
力
が
「
裁
判
所
」
を
拘
束
す
る
と
な
す
か
ら
で
あ
る
。
本
丈
で

　
　
そ
の
非
な
る
こ
と
は
指
摘
し
た
。

（
三
）
　
o
Ω
9
蛋
①
き
①
．
鉾
O
こ
o
D
6
b
σ
の
一
鴇
．

む

す

び

　
　
　
従
来
、
形
式
裁
判
の
内
容
的
確
定
力
を
考
え
る
に
お
い
て
も
、
豪
し
も
深
い
反
省
を
と
も
な
わ
な
い
き
ら
い
が
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、

　
　
簡
単
に
、
確
定
思
料
の
効
力
の
一
種
と
し
て
事
を
論
じ
て
来
た
が
、
実
は
た
ん
に
、
一
回
性
の
原
則
の
適
用
以
上
の
も
の
で
は
な
い
。
結

　
　
局
、
訴
訟
理
念
を
目
的
々
に
考
え
て
、
そ
の
上
で
、
制
度
を
ど
う
按
配
す
る
か
だ
け
の
，
問
題
で
あ
り
、
そ
う
い
う
態
度
は
、
裁
判
の
拘
束

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O

　
　
力
を
孝
兄
る
際
・
形
式
裁
判
の
み
な
ら
ず
実
体
裁
判
に
つ
い
て
も
共
通
で
あ
醗
こ
れ
ら
の
制
度
を
一
括
し
て
裁
判
の
内
容
的
確
定
力

　
　
と
称
す
る
の
は
自
由
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
吋
容
的
確
定
力
ひ
い
て
は
董
の
規
準
性
か
ら
逆
に
前
賢
の
後
患
に
た
い
す
る
拘
束
性
が

　
　
　
　
　
‘
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
r
二
）

　
　
演
繹
さ
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。
そ
℃
て
、
形
式
裁
判
の
内
陣
的
確
定
力
も
、
つ
ま
り
、
，
目
的
々
に
考
慮
し
て
、
検
察

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
踊

　
　
官
の
起
訴
に
た
い
す
る
一
種
の
拘
束
性
と
し
て
お
け
ば
足
り
る
。
そ
の
結
果
、
　
「
は
し
が
き
」
で
問
題
に
し
た
よ
う
な
、
前
訴
の
裁
判
の
　
鋤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
如

説
　
内
容
的
確
定
力
と
後
訴
の
裁
判
の
実
体
的
確
定
力
と
の
衝
突
は
、
な
に
も
矛
盾
と
み
惹
べ
ぎ
も
の
で
は
な
く
、
な
ん
ら
の
障
害
た
り
得
な
　
三

論
　
い
帰
結
と
し
て
解
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
1

「



㌔

O

論説

（
、
一
）
　
こ
う
い
う
観
点
か
ら
圃
事
不
再
理
の
効
力
を
考
え
た
の
が
、
井
上
・
打
揚
判
決
の
確
定
力
で
あ
っ
た
。

（
二
）
　
そ
の
意
味
で
、
ド
イ
ツ
大
審
院
が
、
　
「
判
決
は
請
求
じ
た
い
に
関
す
る
も
の
の
み
な
ら
す
、
訴
訟
条
件
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
既
判
力
あ

　
　
る
限
り
、
問
題
に
な
っ
た
訴
訟
条
件
に
関
す
る
裁
判
は
、
同
じ
事
情
の
下
で
新
し
く
提
起
さ
れ
た
訴
に
も
及
ぶ
」
（
臼
≦
、
●
一
。
。
㊤
c
。
獅
躰
。
。
）
と
な
す
の
に

　
　
は
反
対
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
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