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公
害
の
民
事
的
救
済
と
因
果
関
係

徳
本

鎮

一二三四

問
題
の
所
在

公
害
に
お
け
る
因
果
関
係
の
法
的
意
味

い
わ
ゆ
る
蓋
然
性
説
と
無
過
失
責
任

む
す
び問

題
の
所
在

　
　
　
一
　
い
わ
く
カ
ド
ミ
ウ
ム
公
害
、
B
H
C
公
害
な
ど
、
今
日
、
次
々
に
発
生
す
る
、
い
わ
ゆ
る
公
害
に
対
し
て
、
法
的
な
意
味
で
の
、

　
　
そ
し
て
特
に
民
事
的
救
済
の
面
に
お
け
る
公
害
を
、
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
は
、
そ
れ
自
身
一
つ
の
問
題
と
い
っ
て
よ
い
。
わ
が
国
の

　
　
公
害
に
も
っ
と
も
近
似
す
る
英
米
法
の
ニ
ユ
1
サ
ン
ス
に
お
い
て
も
、
ニ
ュ
ー
サ
ン
ス
と
は
、
パ
ソ
屋
の
店
先
に
群
が
る
ハ
エ
の
不
快
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
か
ら
、
原
子
力
災
害
に
至
る
ま
で
と
、
そ
の
種
類
は
、
き
わ
め
て
広
範
囲
に
及
ん
で
い
る
。
ま
た
、
わ
が
国
で
は
、
目
下
の
と
こ
ろ
、
実

　
　
体
法
と
し
て
の
公
害
民
事
特
別
救
済
制
度
は
立
法
化
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
な
い
。
そ
の
か
ぎ
り
で
は
、
す
く
な
く
と
も
民
事
的
救
済
の
面

説　
　
に
お
い
て
は
、
公
害
も
、
い
わ
ば
一
つ
の
目
的
々
概
念
と
し
て
理
解
し
、
で
き
る
だ
け
救
済
を
容
易
な
ら
し
め
る
よ
う
な
意
味
・
内
容
を

論
与
え
れ
ば
・
そ
れ
で
＋
分
で
あ
る
と
い
う
立
場
も
・
い
ち
お
う
正
当
と
い
え
魂
・
し
か
し
・
さ
き
に
公
害
対
策
基
本
法
が
制
定
さ
れ
・
し
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論説

か
も
、
同
法
に
基
づ
く
公
害
発
生
源
や
工
業
立
地
に
対
し
て
の
行
政
的
規
制
の
諸
制
度
の
み
な
ら
ず
、
た
と
え
ば
、
公
害
に
係
る
健
康
被

害
の
救
済
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
四
年
法
律
第
九
〇
号
）
や
、
公
害
紛
争
処
理
法
（
期
課
醤
な
ど
の
、
直
接
、
公
害
被
害
者
の
警
に

か
か
わ
る
諸
制
度
が
整
備
さ
れ
る
に
及
ぶ
と
、
こ
れ
ら
の
救
済
制
度
と
の
関
連
に
お
い
て
、
い
き
お
い
民
事
的
救
済
の
面
に
お
い
て
も
、

公
害
の
意
味
の
明
確
さ
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
　
こ
の
点
は
、
　
本
稿
の
直
接
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
で
は
な

い
。
　
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
以
下
の
説
明
を
容
易
な
ら
し
め
る
た
め
、
　
公
害
対
策
基
本
法
二
条
に
い
う
公
害
は
例
示
的
に
解
す
べ
き
も

の
と
し
て
、
以
下
で
は
、
さ
し
あ
た
り
、
公
害
と
は
、
人
為
行
為
に
よ
り
、
大
気
水
、
土
地
（
地
盤
お
よ
び
土
壌
を
さ
し
民
法
八
六
条
に
い
う
土
地
と
は
異
な
る
）
な
ど
の

生
活
環
境
の
汚
染
な
い
し
殿
軍
を
通
じ
て
、
人
の
財
産
的
・
精
神
的
利
益
侵
害
と
し
て
現
わ
れ
る
各
種
損
害
を
い
う
と
い
う
ふ
う
に
理
解

　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
二
　
と
こ
ろ
で
、
公
害
の
意
味
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
公
害
の
現
状
を
直
視
し
た
場
合
、
公
害
対
策
の
基

本
的
な
在
り
方
が
、
公
害
予
防
に
あ
る
こ
と
は
、
述
べ
る
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
は
、
い
わ

ば
事
前
の
対
策
と
し
て
の
、
　
公
害
発
生
源
や
工
業
立
地
に
対
す
る
一
律
的
な
行
政
上
の
規
制
が
も
っ
と
も
効
果
的
で
あ
る
。
　
し
た
が
っ

て
、
今
後
、
こ
の
よ
う
な
行
政
上
の
規
制
が
、
い
っ
そ
う
適
正
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
同
時
に
、
行
政
上
の
規
制

が
、
公
害
対
策
と
し
て
、
そ
れ
以
上
の
も
の
で
あ
り
え
な
い
こ
と
に
つ
い
て
も
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
意
味
は
、
行
政

上
の
規
制
が
、
既
に
発
生
し
て
い
る
公
害
に
対
し
て
、
そ
し
て
、
よ
り
直
接
に
は
、
公
害
に
よ
っ
て
殿
損
さ
れ
た
被
害
者
の
財
産
的
・
精

神
的
利
益
の
救
済
に
対
し
て
は
、
な
ん
ら
か
か
わ
り
あ
い
を
持
た
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
将
来
の
事
柄
と
し
て
は
、
右

の
よ
う
な
公
害
規
制
の
適
正
化
が
は
か
ら
れ
れ
ば
、
そ
の
限
度
で
、
公
害
の
発
生
は
回
避
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
　
し
か
し
、
　
そ
れ
と
て

も
、
日
進
月
歩
の
生
産
活
動
の
発
展
の
下
で
、
ま
っ
た
く
不
測
の
事
態
が
生
じ
な
い
と
は
い
い
き
れ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ

て
、
こ
こ
に
第
二
の
公
害
対
策
と
し
て
の
、
そ
し
て
、
い
わ
ば
事
後
の
対
策
と
も
い
う
べ
き
公
害
被
害
者
の
民
事
的
救
済
が
問
題
と
な
つ
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て
く
る
わ
け
で
あ
る
ひ
と
同
時
に
、
公
害
被
害
者
の
民
事
酌
救
済
ば
、
た
ん
に
特
定
被
害
者
の
救
済
だ
け
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
闘

接
的
で
は
あ
る
が
、
公
害
の
一
般
予
防
そ
れ
自
体
と
し
て
も
機
能
す
る
事
柄
で
あ
る
。
こ
の
関
係
は
、
公
害
犯
罪
者
処
罰
の
一
般
予
防
効

果
に
類
似
す
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
今
後
の
公
害
予
防
対
策
は
、
行
政
的
規
制
、
民
事
的
救
済
、
刑
事
的
処
罰
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
所
を
え

た
、
い
わ
ば
全
体
と
し
て
の
公
害
予
防
法
と
い
う
観
点
に
お
い
て
整
備
・
拡
充
す
べ
き
も
の
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
三
　
民
事
的
救
済
の
一
般
予
防
機
能
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
民
事
的
救
済
そ
れ
自
体
が
、
公
害
対
策
の
重
要
な
課
題
で
あ
る
こ
と
は
、

右
に
の
べ
る
と
お
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
公
害
の
被
害
類
型
と
し
て
の
一
つ
の
特
徴
が
、
侵
害
行
為
の
継
続
性
に

あ
る
こ
と
か
ら
、
公
害
の
民
事
的
救
済
の
一
つ
の
方
法
は
、
現
に
生
じ
つ
つ
あ
る
公
害
の
差
止
請
求
で
あ
り
、
い
ま
一
つ
の
方
法
は
損
害

填
補
と
し
て
の
賠
償
請
求
で
あ
都
ゲ
そ
し
て
、
公
害
民
事
特
別
救
済
制
度
の
な
い
今
日
、
原
則
法
と
し
て
の
民
法
が
、
公
害
の
民
事
的
救

済
と
交
錯
す
る
場
面
も
、
こ
の
よ
う
な
差
止
請
求
、
損
害
填
補
、
さ
ら
に
は
、
そ
れ
ら
が
契
約
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
た
場
合
の
、
い
わ
ゆ

る
公
害
和
解
契
約
を
め
ぐ
っ
て
で
あ
る
こ
と
は
述
べ
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
そ
の
う
ち
、
前
者
の
差
止
請
求
に
つ
い
て
は
、
被
侵
害
利
益

の
物
権
・
債
権
・
人
格
権
な
ど
の
類
別
に
と
ら
わ
れ
な
い
差
止
請
求
の
構
成
、
認
容
か
棄
却
か
で
は
な
く
必
要
性
に
応
じ
て
認
め
ら
れ
る

部
分
的
差
止
請
求
の
構
成
、
お
露
び
必
要
に
応
じ
て
認
め
ら
れ
る
部
分
的
差
止
請
求
を
容
易
な
ら
し
め
る
た
め
の
差
止
請
求
に
代
る
補
償

請
求
の
構
成
齢
ビ
の
可
否
が
問
題
と
な
る
。
後
者
の
損
害
填
補
に
つ
い
て
は
・
い
わ
ゆ
る
無
過
失
賠
償
責
任
理
論
の
構
成
、
共
同
不
法
行

為
に
お
け
る
責
任
の
集
中
と
負
担
の
公
平
と
の
調
整
的
構
成
、
金
銭
賠
償
方
法
と
並
ん
で
の
原
状
回
復
方
法
の
構
成
な
ど
の
可
否
が
問
題

と
な
る
。
ま
た
、
公
害
和
解
契
約
に
つ
い
て
は
、
賠
償
予
定
額
の
公
示
、
増
減
請
求
の
構
成
の
可
否
が
問
題
と
な
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ

れ
立
場
は
異
な
る
が
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
、
解
釈
理
論
と
し
て
、
さ
ら
に
は
立
法
理
論
と
し
て
提
唱
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
が
、
公
害
の
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

事
的
救
済
を
め
ぐ
る
昨
今
の
学
説
の
、
一
般
的
傾
向
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
公
害
の
民
事
的

救
済
を
め
ぐ
る
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
対
し
て
は
、
そ
の
い
ず
れ
と
も
共
通
し
、
し
か
も
、
そ
の
出
発
点
と
も
い
う
べ
き
事
柄
と
し
て
因
果
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曼ム．

面田 口

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

関
係
と
い
う
問
題
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
契
約
事
件
と
異
な
り
、
公
害
の
よ
う
な
権
利
侵
害
事
件
は
、
い
わ
ば
権
利
・
義
務
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
魏

な
い
人
と
人
と
の
間
に
権
利
・
義
務
を
創
設
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
権
利
・
義
務
の
な
い
人
と
人
と
の
間
に
権
利
・
義
務
を
創
設

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鶴

す
る
紐
帯
が
、
こ
の
場
合
に
は
、
ま
さ
に
因
果
関
係
に
ほ
か
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
因
果
関
係
は
、
公
害
の
民
事
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
↑

救
済
の
出
発
点
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
限
界
を
画
す
る
存
在
と
い
っ
て
も
よ
い
。
の
み
な
ら
ず
、
公
害
の
民
事
的
救
済
を
め
ぐ
る
因
果
　
一

関
係
も
・
た
ん
に
以
上
に
と
ど
ま
れ
ば
格
別
の
こ
と
・
そ
こ
に
は
・
さ
5
に
次
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
・
す
な
わ
ち
・
す
で
に
指
摘
引
ω

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
6

る
よ
う
に
、
公
害
は
、
大
気
、
水
、
土
地
な
ど
の
生
活
環
境
の
汚
染
な
い
し
殿
損
を
通
じ
て
、
人
の
財
産
的
・
精
神
的
利
益
の
侵
害
を
も

た
ら
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
原
因
行
為
と
結
果
と
の
関
係
は
、
か
な
り
間
接
的
な
も
の
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

公
害
に
あ
っ
て
は
、
本
来
は
特
定
の
人
の
利
益
侵
害
に
結
び
つ
く
は
ず
の
も
の
が
、
た
ん
に
生
活
環
境
そ
れ
自
体
の
侵
害
に
と
ど
ま
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
牽
、
▼
、
（
8
）

認
識
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
が
決
し
て
す
く
な
く
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
、
も
と
も
と
公
害
は
、
い
わ
ば
間
接
被
害

で
あ
る
と
い
う
特
殊
性
も
あ
っ
て
、
そ
の
因
果
関
係
の
、
き
わ
め
て
不
明
確
な
点
に
、
一
つ
の
特
徴
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
場
合

の
因
果
関
係
の
取
り
扱
い
、
と
く
に
、
そ
の
裁
判
の
場
で
の
取
り
扱
い
を
ど
の
よ
う
に
す
る
か
に
よ
っ
て
は
、
結
果
と
し
て
、
公
害
の
民

事
的
救
済
は
き
わ
め
て
因
難
な
も
の
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
四
　
公
害
の
民
事
的
救
済
に
お
け
る
因
果
関
係
の
以
上
の
よ
う
な
問
題
か
ら
、
直
接
に
は
、
鉱
害
賠
償
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

が
、
か
つ
て
、
わ
た
く
し
は
、
学
説
上
、
い
わ
ゆ
る
蓋
然
性
説
と
呼
ば
れ
る
見
解
を
提
唱
し
、
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
見
解
が
、
そ
の
ま
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

公
害
に
お
い
て
も
承
認
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
指
摘
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
今
日
、
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
多
く
の
学
説
に
よ
っ
て
支
持
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

れ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
が
、
な
か
に
は
傾
聴
に
価
す
る
批
判
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
反
面
、
今
日
の
公
害
の
実
状
は
、
た
ん

に
蓋
然
性
説
と
い
う
よ
う
な
解
釈
理
論
だ
け
で
十
分
な
の
か
と
い
う
疑
問
を
い
だ
か
せ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
以
下
、
あ
ら
た
め
て
、
公

害
の
民
事
的
救
済
を
め
ぐ
る
因
果
関
係
に
つ
い
て
、
検
討
を
試
み
る
次
第
で
あ
る
。



公害の民事的救済と因果関係（徳本）

（
1
）
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
プ
ラ
イ
ベ
イ
ト
・
ニ
ュ
ー
サ
ン
ス
に
つ
い
て
は
、
徳
本
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
プ
ラ
イ
ベ
イ
ト
・
ニ
ュ
；
サ
ン
ス
概
説
」

　
ジ
ュ
リ
ス
ト
三
二
六
号
五
六
頁
以
下
、
三
二
八
号
七
一
頁
以
下
（
加
藤
編
・
公
害
法
の
研
究
二
巻
所
収
予
定
）
、
加
藤
編
・
注
釈
民
法
一
九
巻
一

　
七
四
頁
以
下
（
徳
本
）
な
ど
に
説
明
し
た
。

（
2
）
た
と
え
ば
、
加
藤
編
・
公
害
法
の
生
成
と
展
開
四
頁
以
下
（
加
藤
）
な
ど
が
そ
の
例
で
あ
る
。

（
3
）
公
害
対
策
基
本
法
に
も
と
つ
く
諸
制
度
、
こ
と
に
紛
争
処
理
、
被
害
者
救
済
の
制
度
実
施
を
め
ぐ
っ
て
、
同
法
二
条
の
公
害
の
定
義
が
問
題
で

　
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
、
徳
本
「
公
害
対
策
基
本
法
の
問
題
点
」
法
律
時
報
三
九
巻
＝
号
二
九
頁
に
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な

　
お
、
公
害
対
策
基
本
法
二
条
で
は
、
い
わ
ゆ
る
鉱
害
の
う
ち
、
地
盤
沈
下
の
み
を
、
同
法
に
い
う
公
害
か
ら
除
く
も
の
と
し
て
お
り
、
本
文
に
指

　
摘
す
る
と
こ
ろ
も
、
こ
れ
に
し
た
が
う
も
の
で
あ
る
。
た
ゴ
し
、
こ
の
点
は
、
今
後
、
同
法
の
改
正
に
あ
た
っ
て
、
十
分
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ

　
る
。

（
4
）
公
害
の
民
事
的
救
済
の
方
法
に
つ
い
て
の
、
総
論
的
な
指
摘
は
、
谷
口
・
徳
本
・
西
原
・
沢
井
「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
公
害
」
私
法
三
〇
号
六
二
頁

　
以
下
、
七
四
頁
以
下
（
徳
本
）
、
佐
藤
・
西
原
編
・
公
害
対
策
－
一
六
頁
以
下
（
徳
本
）
な
ど
、
差
止
請
求
、
差
止
請
求
に
代
る
補
償
の
理
論
な

　
ど
に
つ
い
て
は
、
徳
本
「
公
害
の
私
法
的
救
済
一
継
続
的
侵
害
行
為
の
救
済
方
法
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
一
三
号
九
八
頁
以
下
（
戒
能
編
・
公
害
法

　
の
研
究
一
〇
七
頁
所
収
）
、
損
害
の
填
補
に
つ
い
て
は
、
徳
本
「
過
失
の
衣
を
着
た
無
過
失
の
理
論
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
一
九
六
九
年
二
月
号
六
四

・
頁
な
ど
を
各
参
照
。
　
も
ら

（
5
）
こ
の
点
に
つ
い
て
、
沢
井
教
授
は
、
私
見
の
差
止
に
代
る
補
償
の
理
論
を
、
単
に
、
将
来
の
確
定
も
た
損
害
の
填
補
を
目
的
と
す
る
も
の
、
と
理

　
解
し
て
お
ら
れ
る
（
沢
井
・
公
害
の
私
法
的
研
究
一
五
六
頁
注
ω
）
。
教
授
の
引
用
さ
れ
る
拙
稿
の
表
現
は
た
し
か
に
誤
解
を
ま
ね
く
紅
そ
れ
が

　
あ
っ
た
が
、
し
か
し
、
別
の
と
こ
ろ
で
も
指
摘
し
て
お
い
た
よ
う
に
（
た
と
え
ば
、
前
掲
私
法
三
〇
号
七
九
頁
、
九
州
大
学
法
政
学
会
編
・
新
法

　
学
概
論
轡
九
六
頁
（
徳
本
）
、
前
掲
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
ニ
ュ
ー
サ
ン
ス
概
説
②
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
三
二
八
頁
七
六
頁
な
ど
）
、

　
差
止
に
代
る
補
償
の
理
論
は
、
単
に
将
来
の
損
害
の
填
補
を
目
的
と
す
る
の
み
な
ら
ず
、
こ
れ
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
、
部
分
的
差

　
止
と
も
い
う
べ
き
、
現
実
の
必
要
性
に
即
し
た
柔
軟
な
差
止
を
可
能
な
ら
し
め
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
つ
も
り
で
あ
る
。

（
6
）
公
害
の
民
事
的
救
済
を
め
ぐ
る
昨
今
の
学
説
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
加
藤
編
・
前
掲
公
害
法
の
生
成
と
展
開
、
沢
井
・
前
掲
書
、
戒
能
編

　
　
。
前
掲
書
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
五
八
号
（
特
集
「
公
害
」
）
、
法
律
時
報
四
〇
巻
一
〇
号
（
特
集
「
公
害
訴
訟
の
諸
問
題
」
）
な
ど
を
参
照
。
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（
7
）
佐
藤
・
西
原
編
・
前
掲
書
一
八
頁
（
徳
本
）
。

（
8
）
た
と
え
ば
、
大
都
市
の
広
域
的
な
ス
モ
ッ
グ
や
、
ヘ
ド
ロ
公
害
な
ど
α

（
9
）
徳
本
「
鉱
害
賠
償
に
お
け
る
因
果
関
係
」
法
政
研
究
二
七
巻
二
一
四
合
併
号
六
七
頁
（
戒
能
編
・
前
掲
書
六
三
頁
所
収
）
。

（
－
o
）
九
州
大
学
法
政
学
会
編
・
前
掲
書
一
九
六
頁
（
徳
本
）
、
加
藤
編
・
注
釈
民
法
一
九
巻
一
七
四
頁
、
一
二
五
頁
（
徳
本
）
、
佐
藤
・
西
原
編
・

　
前
掲
書
一
八
頁
（
徳
本
）
な
ど
。

（
1
1
）
加
藤
編
・
前
掲
公
害
法
の
生
成
と
展
開
二
九
頁
（
加
藤
）
、
同
書
四
一
六
頁
（
淡
路
）
、
西
原
「
公
害
に
対
す
る
私
法
的
救
済
の
特
質
と
機
能
」

　
法
律
時
報
三
九
巻
七
号
一
〇
頁
、
と
く
に
一
二
頁
（
戒
能
編
・
前
掲
書
三
四
頁
以
下
）
、
牛
山
「
公
害
訴
訟
と
因
果
関
係
論
」
法
律
時
報
四
〇

　
巻
一
〇
号
一
五
頁
、
と
く
に
｝
八
頁
（
戒
能
編
・
前
掲
書
八
五
頁
以
下
）
、
沢
井
・
前
掲
書
二
二
三
頁
な
ど
。
な
お
、
実
務
で
も
こ
の
立
場
を
支

　
持
し
よ
う
と
す
る
動
き
の
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
昭
和
四
十
五
年
四
月
一
日
衆
議
院
産
業
公
害
対
策
特
別
委
員
会
に
お
け
る
、
矢
口
最
高
裁
判

　
所
長
官
代
理
者
の
、
林
議
員
に
対
す
る
答
弁
の
中
で
も
示
さ
れ
て
い
る
（
六
三
国
会
衆
議
院
産
業
公
害
対
策
特
別
委
員
会
議
録
六
号
二
頁
参
照
）

（
1
2
）
東
・
公
害
に
よ
る
賠
償
請
求
の
訴
訟
（
司
法
研
究
報
告
書
ニ
ニ
輯
一
号
）
八
六
頁
及
び
九
四
頁
注
⑳
、
小
栗
「
賠
償
請
求
の
要
件
」
法
律
時
報

　
四
〇
巻
一
〇
号
九
頁
。
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二
　
公
害
に
お
け
る
因
果
関
係
の
法
的
意
味

　
一
　
差
止
請
求
で
あ
れ
、
損
害
賠
償
請
求
で
あ
れ
、
公
害
の
民
事
的
救
済
に
あ
っ
て
は
、
因
果
関
係
と
い
う
こ
と
が
、
い
わ
ば
、
そ
の

出
発
点
と
な
る
こ
と
、
し
か
し
、
そ
の
出
発
点
と
な
る
べ
き
因
果
関
係
が
、
き
わ
め
て
不
明
確
な
点
に
公
害
の
一
つ
の
特
徴
が
あ
り
、
し

た
が
っ
て
、
因
果
関
係
の
取
り
扱
い
を
、
そ
し
て
、
特
に
裁
判
の
場
に
お
け
る
取
り
扱
い
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
が
重
要
な
問
題
に

な
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
る
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
検
討
を
試
み
る
に
当
っ
て
は
、
そ
の
前
提
と
も
い
う
べ
き
、
公
害
の
民
事

的
救
済
に
当
っ
て
、
因
果
関
係
の
問
題
と
な
る
そ
の
具
体
的
場
面
、
そ
し
て
、
よ
り
直
接
に
は
、
そ
の
具
体
的
場
面
に
お
け
る
因
果
関
係

の
法
的
意
味
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
お
く
こ
と
が
必
要
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。



公害の民事的救済と因果関係（徳本）

　
公
害
の
民
事
的
救
済
の
う
ち
、
差
止
請
求
に
つ
い
て
は
、
損
害
賠
償
請
求
の
場
合
と
異
な
り
、
従
来
、
学
説
上
、
因
果
関
係
と
い
う
こ

と
は
ほ
と
ん
ど
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
公
害
の
よ
う
に
因
果
関
係
の
不
明
確
な
も
の
に
あ
っ
て
は
、
侵
害
行
為
の

差
止
の
場
合
で
も
、
ま
ず
因
果
関
係
の
有
無
と
い
う
こ
と
が
裁
判
上
の
重
要
な
争
点
と
な
り
や
す
い
。
つ
ま
り
、
侵
害
に
対
し
て
誰
を
し

て
差
止
を
さ
せ
る
か
は
、
結
局
、
因
果
関
係
の
存
在
を
ぬ
き
に
し
て
は
確
定
し
え
な
い
こ
と
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
い
わ
ゆ
る
差

止
請
求
に
代
る
補
償
が
問
題
に
な
る
場
合
は
、
な
お
さ
ら
の
こ
と
と
い
え
よ
う
。
同
じ
よ
う
な
事
情
は
、
損
害
賠
償
請
求
の
場
合
に
も
認
め

ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
従
来
、
損
害
賠
償
請
求
と
因
果
関
係
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て
賠
償
範
囲
の
確
定
と
い
う
観
点
か
ら
取

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

り
上
げ
る
と
い
う
の
が
多
く
の
学
説
の
傾
向
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
理
論
的
に
は
責
任
成
立
要
件
と
し
て
の
因
果
関
係
が
問
題
に
な
り
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
1
4
）

る
こ
と
は
述
べ
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
そ
し
て
、
賠
償
範
囲
の
確
定
と
し
て
の
因
果
関
係
と
責
任
成
立
要
件
と
し
て
の
因
果
関
係
と
の
関

係
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
必
ず
し
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
近
時
に
あ
っ
て
は
後
述
の
よ
う
に
両
者
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

別
個
の
も
の
と
理
解
す
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
学
説
も
な
い
で
は
な
い
。
た
し
か
に
、
法
適
用
と
い
う
観
点
か
ら
か
ら
い
え
ば
、
一
方

は
賠
償
範
囲
の
確
定
と
し
て
の
因
果
関
係
で
あ
り
、
他
方
は
責
任
成
立
要
件
と
し
て
の
因
果
関
係
で
あ
る
か
ら
、
法
適
用
場
面
の
相
違
と

い
う
意
味
で
は
両
者
が
別
個
の
も
の
と
い
う
理
解
は
、
あ
な
が
ち
間
違
い
と
も
い
え
な
い
。
し
か
し
、
も
と
も
と
、
両
者
が
、
そ
の
出
発

か
ら
別
個
の
も
の
と
い
う
理
解
で
あ
れ
ば
、
か
な
り
疑
問
の
残
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
あ
る
原
因
と
そ
の
結
果
の
系
列

と
い
う
点
で
は
、
両
者
は
、
本
来
、
同
一
の
系
列
で
あ
り
、
た
だ
、
そ
の
同
一
の
系
列
を
賠
償
範
囲
の
確
定
と
い
う
観
点
か
ら
み
る
か
責
任

成
立
要
件
と
い
う
観
点
か
ら
み
る
か
の
相
違
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
賠
償
範
囲
の
確
定
と
し
て
の
因

果
関
係
も
責
任
成
立
要
件
と
し
て
の
因
果
関
係
も
本
来
、
同
一
の
も
の
で
あ
り
、
た
だ
法
適
用
上
の
場
面
の
相
違
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
な

ら
ば
、
理
論
的
に
は
、
一
方
の
因
果
関
係
の
存
在
は
、
そ
の
ま
ま
他
方
の
因
果
関
係
の
存
在
を
、
ま
た
、
他
方
の
因
果
関
係
の
存
在
は
、

そ
の
ま
ま
一
方
の
因
果
関
係
の
存
在
を
、
そ
れ
ぞ
れ
示
す
も
の
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
関
係
は
、
た
と
え
ば
英
米
不
法
行
為
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法
に
お
け
る
　
零
。
×
ぎ
g
。
陣
Φ
o
鍵
ω
①
　
が
責
任
成
立
要
件
を
意
味
す
る
と
同
時
に
賠
償
範
囲
の
確
定
を
意
味
す
る
の
と
同
様
と
も
い
い
う

る
。
た
だ
具
体
的
裁
判
の
場
に
お
い
て
は
、
た
と
え
ば
因
果
関
係
の
存
在
す
る
こ
と
の
比
較
的
明
白
な
通
常
の
日
常
生
活
を
め
ぐ
っ
て
生

ず
る
よ
う
な
損
害
賠
償
請
求
に
あ
っ
て
は
、
因
果
関
係
は
、
責
任
成
立
要
件
と
し
て
よ
り
も
、
も
っ
ぱ
ら
賠
償
範
囲
の
確
定
と
い
う
観
点

に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
も
ち
や
す
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
公
害
の
よ
う
に
因
果
関
係
の
不
明
確
な
損
害
賠
償
請
求
に
あ
っ
て
は
、
因
果

関
係
は
、
賠
償
範
囲
の
確
定
と
い
う
観
点
に
お
い
て
も
、
も
ち
ろ
ん
重
要
な
問
題
と
な
る
が
、
さ
ら
に
、
そ
の
前
提
判
断
と
も
い
う
べ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

責
任
成
立
要
件
と
い
う
観
点
に
お
い
て
、
よ
り
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
今
日
、
公
害
の
因
果
関
係
理
論
が
、
主
と
し
て

損
害
賠
償
請
求
の
責
任
成
立
要
件
と
い
う
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
も
右
の
よ
う
な
事
情
に
も
と
つ
く
も
の
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ

う
Q二

こ
の
よ
う
に
、
よ
り
具
体
的
に
は
、
歪
請
求
の
成
立
（
差
止
請
求
に
代
る
補
償
を
含
む
。
以
下
も
同
様
）
、
損
害
賠
償
請
求
の
成
立
お
よ
び
賠
償
藷
の

確
定
を
め
ぐ
っ
て
、
　
そ
れ
ぞ
れ
問
題
と
な
っ
て
く
る
公
害
の
民
事
的
救
済
に
お
け
る
因
果
関
係
も
、
　
そ
れ
自
体
の
法
的
意
味
に
つ
い
て

は
、
原
則
的
に
は
、
そ
の
他
の
一
般
の
権
利
侵
害
に
お
け
る
そ
れ
と
異
な
る
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
因
果
関

係
は
、
加
害
者
の
原
因
行
為
と
被
害
者
の
損
害
と
の
間
に
存
在
す
る
原
因
結
果
の
関
係
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
因

果
関
係
は
、
い
わ
ゆ
る
相
当
因
果
関
係
を
も
つ
て
判
断
す
る
と
い
う
の
が
、
従
来
の
通
説
・
判
例
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り

で
あ
る
。
そ
し
て
、
た
と
え
ば
加
藤
教
授
に
よ
れ
ば
、
　
「
相
当
因
果
関
係
が
あ
る
と
さ
れ
る
の
は
、
第
一
に
、
そ
の
行
為
が
な
け
れ
ば
そ

の
損
害
が
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
認
め
ら
れ
、
か
つ
、
第
二
、
そ
の
よ
う
な
行
為
が
あ
れ
ば
通
常
は
そ
の
よ
う
な
損
害
が
生
じ
る
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

ろ
う
と
認
め
ら
れ
る
場
合
」
を
い
う
と
さ
れ
て
い
る
。
同
様
に
、
判
例
も
「
ア
ル
行
為
が
具
体
的
ノ
場
合
ニ
オ
イ
テ
、
一
定
ノ
結
果
タ
ル

損
害
ヲ
生
ズ
ル
ノ
原
因
ヲ
ナ
シ
タ
場
合
ニ
ハ
、
コ
レ
ラ
抽
象
的
二
観
察
シ
テ
一
般
的
に
同
種
ノ
結
果
タ
ル
損
害
ヲ
生
ジ
得
ル
可
能
性
ヲ
有

ス
ル
場
合
ニ
オ
イ
テ
ハ
、
ソ
ノ
損
害
が
行
為
者
ノ
直
接
ノ
結
果
タ
ル
ト
間
接
ノ
結
果
タ
ル
ト
ヲ
問
ワ
ズ
、
ソ
ノ
行
為
ト
結
果
ト
ノ
間
二
因
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（
1
8
）

果
関
係
存
ス
ル
モ
ノ
デ
ア
ル
」
と
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
相
当
因
果
関
係
説
が
通
説
・
判
例
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
そ
の
よ
り
細
部
に

お
い
て
は
、
か
な
り
の
差
異
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
相
当
因
果
関
係
説
の
、
い
わ
ば
一
般
論
と
し
て
の
こ
れ
ら

の
問
題
に
立
ち
入
る
こ
と
は
さ
し
ひ
か
え
た
い
。
し
た
が
っ
て
、
以
下
で
は
、
直
接
、
公
害
と
の
関
係
に
つ
い
て
重
要
と
思
わ
れ
る
因
果

関
係
の
法
的
意
味
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
こ
の
よ
う
に
通
説
・
判
例
に
よ
れ
ば
、
　
差
止
請
求
の
成
立
、
　
損
害
賠
償
請
求
の
成
立
お
よ
び
賠
償
範
囲
の
確
定
に
お
け
る
因
果
関
係

は
、
い
ず
れ
も
相
当
因
果
関
係
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
近
時
、
公
害
の
民
事
的
救
済
を
め
ぐ
る
因
果
関

係
に
つ
い
て
、
責
任
成
立
要
件
と
し
て
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
は
自
然
的
な
い
し
事
実
的
因
果
関
係
を
、
そ
し
て
賠
償
範
囲
の
確
定
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

い
て
は
相
当
因
果
関
係
を
、
そ
れ
ぞ
れ
使
い
わ
け
て
採
用
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
注
目
す
べ
き
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の

少
数
説
に
お
け
る
、
そ
れ
ぞ
れ
の
因
果
関
係
の
意
味
、
そ
し
て
、
な
ぜ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
因
果
関
係
を
使
い
わ
け
る
の
か
な
ど
の
点
は
必
ず

し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
も
し
、
こ
の
少
数
説
の
立
場
が
責
任
成
立
を
容
易
に
す
る
た
め
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
わ
が
国
の
相

当
因
果
関
係
説
は
、
そ
の
相
当
性
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
前
掲
学
説
・
判
例
か
ら
も
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
か
な
り
客
観
的
に
評
価
し
よ

う
と
す
る
立
場
が
支
配
的
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
た
と
え
ば
民
法
四
一
六
条
二
項
の
特
別
損
害
に
つ
い
て
も
、
通
常
生
す
べ
き
損
害
に
加

重
し
て
特
別
損
害
を
賠
償
さ
せ
る
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
か
ら
原
因
行
為
者
の
予
見
可
能
性
を
考
慮
し
よ
う
と
す
る
立
場
が
少
な
く
な
い

と
こ
ろ
で
あ
緬
ゲ
ま
た
、
両
者
の
因
果
関
係
を
区
別
し
た
場
合
に
は
、
成
立
要
件
と
し
て
の
自
然
的
な
い
し
事
実
的
因
果
関
係
は
、
い
わ

ば
無
限
に
拡
が
る
の
に
対
し
て
、
賠
償
範
囲
の
確
定
は
相
当
因
果
関
係
で
も
っ
て
限
界
づ
け
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
理
論
的
に
は
賠
償
す

べ
き
損
害
は
皆
無
と
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
責
任
成
立
は
認
め
ら
れ
る
と
い
う
場
面
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
矛

盾
で
あ
り
、
．
し
た
が
っ
て
、
そ
の
場
合
に
は
、
や
は
り
責
任
不
成
立
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
し
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
の

場
合
の
責
任
不
成
立
を
決
定
す
る
因
果
関
係
は
、
　
自
然
的
な
い
し
事
実
的
因
果
関
係
で
は
な
く
、
　
賠
償
す
べ
き
損
害
を
皆
無
と
評
価
し
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た
、
つ
ま
り
相
当
因
果
関
係
そ
の
も
の
、
も
し
く
は
、
そ
の
実
質
的
効
果
と
み
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
と
な
り
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

説　
　
み
て
く
る
と
、
責
任
成
立
要
件
と
し
て
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
は
自
然
的
な
い
し
事
実
的
因
果
関
係
を
、
ま
た
賠
償
範
囲
の
確
定
と
し
て

論　
　
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
は
相
当
因
果
関
係
を
と
い
う
少
数
説
の
立
場
は
、
き
わ
め
て
示
唆
に
富
む
見
解
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
、
な
お

　
　
検
討
す
べ
き
多
く
の
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
　
し
か
し
、
反
面
、
そ
れ
で
は
通
説
・
判
例
の
立
場
、
す
な
わ
ち
、
す
べ
て
の
場
合
の
因
果
関
係
を
相
当
因
果
関
係
と
し
て
考
え
て
ゆ
こ

　
　
う
と
す
る
立
場
に
つ
い
て
も
、
ま
っ
た
く
問
題
が
な
い
か
と
い
え
ば
必
ず
し
も
そ
う
と
は
い
え
な
い
。
そ
れ
は
、
公
害
に
お
け
る
相
当
因

　
　
果
関
係
と
い
う
も
の
の
見
方
に
つ
い
て
で
あ
り
、
同
時
に
、
そ
れ
は
公
害
に
お
け
る
因
果
関
係
の
不
明
確
さ
と
い
わ
れ
る
意
味
と
か
か
わ

　
　
り
を
も
つ
事
柄
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
般
に
公
害
に
お
け
る
因
果
関
係
の
不
明
確
さ
と
い
う
と
き
、
主
と
し
て
公
害
の
自
然
科
学
的

　
　
因
果
関
係
の
不
明
確
さ
を
指
す
の
が
通
常
で
あ
る
。
た
し
か
に
公
害
に
お
け
る
自
然
科
学
的
不
明
確
さ
と
い
う
の
は
、
き
わ
め
て
顕
著
な

　
　
特
徴
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
指
摘
は
決
し
て
間
違
い
で
は
な
い
。
し
か
し
、
公
害
に
お
け
る
因
果
関
係
の
不
明
確
さ
と
い

　
　
う
意
味
が
、
た
だ
、
そ
れ
だ
け
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
正
当
な
理
解
と
は
い
い
が
た
い
。
す
な
わ
ち
、
す
，
で
に
指
摘
す

　
　
る
よ
う
に
、
公
害
は
、
人
為
行
為
に
よ
り
、
大
気
、
水
、
土
地
な
ど
の
生
活
環
境
の
汚
染
な
い
し
濫
悪
を
通
じ
て
、
人
の
財
産
的
・
精
神

　
　
的
利
益
の
侵
害
と
し
て
現
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
通
常
の
権
利
侵
害
と
異
な
り
、
い
わ
ば
間
接
的
侵
害
と
い
う
性

　
　
質
を
内
在
し
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
原
因
行
為
と
結
果
と
の
間
に
は
、
多
く
の
因
果
関
係
の
介
入
す
る
余
地
が
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
因
果
関

　
　
係
は
、
た
ん
に
右
の
よ
う
な
自
然
科
学
的
因
果
関
係
に
と
ど
ま
ら
ず
、
形
式
的
に
は
独
立
人
格
と
し
て
の
人
を
媒
介
と
す
る
場
合
も
少
な

　
　
く
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
今
日
、
社
会
問
題
と
な
り
つ
つ
あ
る
カ
ド
ミ
ウ
ム
公
害
に
つ
い
て
、
仮
り
に
製
錬
会
社
か
ら
の
カ
ド
ミ

　
　
ウ
ム
に
よ
る
身
体
に
対
す
る
影
響
が
あ
っ
た
も
の
と
し
て
、
そ
の
場
合
の
仮
定
的
な
一
つ
の
因
果
関
係
図
を
画
い
て
み
れ
ば
、
ほ
ぼ
次
の

　
　
よ
う
に
な
る
。
製
錬
会
社
（
法
人
）
口
法
人
理
事
の
作
為
・
不
作
為
行
為
（
一
原
料
供
給
者
、
工
場
施
行
者
、
下
請
事
業
者
な
ど
の
作
為
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・
不
作
為
行
為
）
H
会
社
被
用
者
の
作
為
・
不
作
為
行
為
一
工
場
か
ら
の
カ
ド
ミ
ウ
ム
の
排
出
r
水
・
大
気
な
ど
を
通
じ
て
の
カ
ド
、
・
・
ウ

ム
の
拡
散
－
河
川
・
海
・
土
壌
な
ど
へ
の
カ
ド
ミ
ウ
ム
の
沈
澱
一
米
・
野
菜
・
漁
介
類
へ
の
カ
ド
ミ
ウ
ム
の
混
入
i
カ
ド
、
・
・
ウ
ム
混
入
食

品
の
採
取
者
の
作
為
・
不
作
為
行
為
（
1
ー
カ
ド
ミ
ウ
ム
混
入
食
品
小
売
店
の
作
為
・
不
作
為
行
為
一
消
費
者
に
よ
る
カ
ド
、
・
・
ウ
ム
混
入
食

品
の
使
用
）
一
食
用
者
の
体
内
で
の
カ
ド
ミ
ウ
ム
の
病
理
作
用
ー
カ
ド
ミ
ウ
ム
に
よ
る
身
体
に
対
す
る
影
響
－
財
産
的
・
精
神
的
利
益
の

侵
害
（
図
式
の
鯉
は
契
約
の
介
入
す
る
部
分
）
。
こ
の
図
か
ら
も
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
こ
に
は
、
た
ん
に
自
然
科
学
的
な
因
果
関
係
の

み
な
ら
ず
、
多
く
の
形
式
的
に
は
独
立
人
格
と
し
て
の
人
の
媒
介
が
み
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
人
の
媒
介
は
、
通
常

は
、
様
々
な
型
の
契
約
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
自
然
科
学
的
な
因
果
関
係
に
対
し
て
、
い
わ
ば
社
会
的
因
果
関
係

と
も
呼
ぶ
べ
き
存
在
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
右
の
よ
う
な
人
の
媒
介
、
つ
ま
り
社
会
的
因
果
関
係
は
、
そ
の
場
合
の
権
利
侵
害
保
護
の
請

求
の
在
り
方
に
よ
っ
て
、
か
な
り
変
化
の
み
ら
れ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
か
り
に
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
場
合
を
考
え
る
と
、
た

と
え
ば
、
民
法
四
一
五
条
の
債
務
不
履
行
責
任
ど
し
て
小
売
店
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
請
求
し
て
い
く
場
合
、
民
法
七
一
五
条
の
被
用
者

の
不
法
行
為
と
し
て
使
用
者
の
損
害
賠
償
を
請
求
し
て
い
く
場
合
、
民
法
四
四
条
の
理
事
の
不
法
行
為
と
し
て
法
人
の
損
害
賠
償
を
請
求

し
て
い
く
場
合
、
　
お
よ
び
、
　
企
業
（
法
人
）
そ
れ
自
身
の
不
法
行
為
と
し
て
民
法
七
〇
九
条
で
損
害
賠
償
を
請
求
し
て
い
く
場
合
な
ど

で
、
そ
れ
ぞ
れ
、
そ
の
場
合
の
媒
介
す
る
人
、
つ
ま
り
社
会
的
因
果
関
係
は
異
な
り
、
右
の
順
序
で
い
え
ば
、
後
の
請
求
に
な
る
ほ
ど
、

そ
こ
に
媒
介
す
る
人
の
社
会
的
因
果
関
係
を
認
め
る
範
囲
は
広
く
な
っ
て
く
る
。
も
ち
ろ
ん
、
現
行
の
民
法
の
下
で
、
企
業
（
法
人
）
そ

れ
自
身
を
原
因
行
為
者
と
し
て
民
法
七
〇
九
条
に
よ
る
損
害
賠
償
の
請
求
が
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
そ
れ
自
身
一
つ
の
課
題
と
い
っ
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
か
り
に
従
来
の
よ
う
に
民
法
四
四
条
も
し
く
は
七
一
五
条
を
通
じ
て
い
く
と
し
て
も
、
そ
の
限
度
で
の
、
そ
こ
，

に
媒
介
す
る
人
の
社
会
的
因
果
関
係
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
公
害
の
因
果
関
係
は
、
自
然

科
学
的
因
果
関
係
と
、
そ
こ
に
媒
介
す
る
人
、
つ
ま
り
社
会
的
因
果
関
係
と
の
複
合
的
な
因
果
関
係
と
い
う
よ
う
に
も
み
ら
れ
る
べ
き
存
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論説

在
で
あ
る
。
そ
し
て
、
公
害
に
お
け
る
因
果
関
係
が
、
た
ん
に
自
然
科
学
的
因
果
関
係
に
と
ど
ま
ら
ず
、
さ
ら
に
、
そ
こ
に
媒
介
す
る
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
o
D

の
社
会
的
因
果
関
係
を
も
認
め
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
と
、
現
実
の
事
件
に
お
け
る
後
者
の
不
明
確
さ
は
、
あ
る
意
味
で
は
前
者
の
不
明
狛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6
2

確
さ
に
お
と
ら
な
い
と
も
い
い
う
る
。
し
た
が
っ
て
ま
た
公
害
に
お
け
る
因
果
関
係
の
不
明
確
さ
と
い
う
こ
と
の
立
．
喋
も
、
た
ん
旨
然
↑

科
学
的
因
果
関
係
の
不
明
確
さ
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
人
の
媒
介
に
よ
る
、
つ
ま
り
社
会
的
因
果
関
係
の
不
明
確
　
【

さ
を
も
含
め
て
の
意
味
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
理
解
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
・
も
っ
と
も
・
公
害
に
お
け
る
自
然
科
学
⑫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
6

的
因
果
関
係
、
社
会
的
因
果
関
係
、
お
よ
び
、
そ
れ
ら
の
不
明
確
さ
の
問
題
は
、
何
に
も
公
害
に
か
ぎ
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
今
日
、
公

害
と
並
ん
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
欠
陥
自
動
車
事
故
、
　
欠
陥
食
品
事
故
を
は
じ
め
と
し
て
、
　
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
広
く
一
般
企
業
損

害
の
民
事
的
救
済
に
当
っ
て
は
、
い
ず
れ
も
共
通
し
て
提
起
さ
れ
る
問
題
と
い
っ
て
よ
い
。
し
た
が
っ
て
、
す
で
に
特
別
の
民
事
救
済
制

度
を
も
つ
、
た
と
え
ば
鉱
害
賠
償
や
（
鉱
一
〇
九
条
以
下
）
、
原
勇
損
害
賠
償
（
書
影
）
な
ど
に
お
い
て
は
、
立
法
に
な
じ
み
や
す
い
特
に
社
会
的

因
果
関
係
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
、
い
わ
ゆ
る
責
任
の
集
中
な
い
し
画
一
化
と
い
う
形
で
、
そ
の
不
明
確
さ
に
よ
る
被
害
者
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

不
利
益
を
救
済
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
問
題
は
、
　
さ
き
ほ
ど
の
通
説
・
判
例
の
い
う
相
当
因
果
関
係
で
あ
る
が
、
　
ま

ず
、
そ
の
第
一
点
は
、
公
害
の
民
事
的
救
済
を
め
ぐ
る
相
当
因
果
関
係
に
つ
い
て
は
、
た
ん
に
自
然
科
学
的
因
果
関
係
の
み
な
ら
ず
、
そ

こ
に
媒
介
す
る
形
式
的
に
は
独
立
人
格
と
し
て
の
人
に
つ
い
て
、
い
わ
ば
社
会
的
因
果
関
係
と
も
い
う
べ
き
、
因
果
の
系
列
を
認
め
る
必

要
の
あ
る
こ
と
を
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
点
は
、
そ
こ
に
媒
介
す
る
形
式
的
に
は
独
立
人
格
と
し
て
の

人
に
つ
い
て
、
そ
の
社
会
的
因
果
関
係
性
を
認
め
て
い
く
範
囲
は
、
い
ち
お
う
、
原
因
企
業
者
へ
の
賠
償
責
任
集
中
の
程
度
に
よ
っ
て
定

ま
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
三
点
は
、
そ
の
場
合
の
原
因
企
業
者
へ
の
賠
償
責
任
集
中
の
程
度
は
、
す
ぐ
れ
て
立
法
政
策
上

の
事
柄
と
と
い
っ
て
よ
い
が
、
解
釈
論
と
し
て
み
た
場
合
に
は
、
前
述
の
鉱
害
賠
償
制
度
や
原
子
力
損
害
賠
償
制
度
の
趣
旨
を
類
推
す
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

ぽ
、
公
害
の
観
点
か
ら
の
原
因
企
業
の
危
険
性
の
程
度
に
よ
る
と
い
う
ふ
う
に
い
い
う
る
こ
と
で
あ
る
。
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（
1
3
）
た
と
え
ば
、
末
弘
・
債
権
各
論
一
〇
五
九
頁
、
我
妻
・
事
務
管
理
・
不
当
利
得
・
不
法
行
為
（
新
法
学
全
集
）
一
五
二
頁
、
松
坂
・
民
法
捏
要

　
債
権
各
論
（
新
版
）
二
四
〇
頁
、
宗
宮
・
不
法
行
為
論
九
四
頁
な
ど
。

（
1
4
）
こ
の
点
は
、
前
掲
注
（
1
3
）
に
指
摘
し
た
各
学
説
に
あ
っ
て
も
、
一
応
こ
れ
を
述
べ
る
も
の
が
多
い
。
な
お
、
加
藤
・
不
法
行
為
（
法
律
学
全

　
集
）
一
五
二
頁
、
注
釈
民
法
一
九
巻
三
八
頁
（
加
藤
）
参
照
。

（
1
5
）
沢
井
・
前
掲
書
二
二
一
頁
。
な
お
、
加
藤
編
・
前
掲
公
害
法
の
生
成
と
展
開
四
一
五
頁
（
淡
路
）
参
照
。

（
6
1
）
零
。
惹
ヨ
2
。
8
0
磐
ω
o
　
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
＝
鉾
需
一
碧
α
冒
ヨ
①
ρ
↓
冨
冨
毛
o
h
↓
o
諄
ω
〈
巳
卜
。
も
一
一
認
塗
≦
・
炉
零
。
。
。
ω
Φ
び

　
↓
冨
ピ
署
9
↓
。
二
ω
　
（
ω
山
①
F
）
℃
N
。
。
b
。
鉾
　
な
ど
。
な
お
、
本
文
に
指
摘
す
る
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
佐
藤
・
西
原
編
・
前
掲
書
一
八
頁

　
　
（
徳
本
）
で
も
の
べ
た
。

（
1
7
）
加
藤
・
不
法
行
為
一
五
四
頁
。
な
お
、
我
妻
・
前
掲
書
・
一
五
四
頁
。

（
1
8
）
大
判
大
正
九
年
四
月
一
二
日
、
民
録
二
六
輯
五
二
七
頁
。
な
お
同
旨
大
判
大
正
九
年
一
〇
月
一
八
日
附
録
二
六
輯
一
五
五
五
頁
。

（
1
9
）
沢
井
・
前
掲
書
二
二
一
頁
。
な
お
、
加
藤
編
・
前
掲
公
害
法
の
生
成
と
展
開
四
一
五
頁
（
淡
路
）
参
照
。

（
2
0
）
た
と
え
ば
、
於
保
・
債
権
総
論
（
法
律
学
全
集
）
一
二
九
頁
以
下
、
加
藤
・
前
掲
書
一
五
頁
以
下
な
ど
。
な
お
、
こ
の
点
を
め
ぐ
る
問
題
点
に

　
つ
い
て
は
、
平
井
「
債
務
不
履
行
責
任
の
範
囲
に
関
す
る
構
成
9
」
法
協
八
○
巻
六
号
七
七
三
頁
以
下
参
照
。

（
2
1
）
徳
本
・
前
掲
「
鉱
害
賠
償
に
お
け
る
因
果
関
係
」
一
七
〇
頁
、
加
藤
編
・
注
釈
民
法
一
九
巻
一
一
六
頁
以
下
（
徳
本
）
各
参
照
。
な
お
欠
陥
車

　
事
故
に
つ
い
て
は
、
椿
「
欠
陥
車
と
民
事
責
任
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
三
二
号
二
五
頁
、
森
島
「
自
動
車
の
製
造
者
責
任
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
三
二
号
三

　
二
頁
各
参
照
。

（
2
2
）
そ
こ
に
介
在
す
る
人
の
、
因
果
関
係
を
認
む
べ
き
場
合
の
あ
る
こ
と
は
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
呼
ぶ
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
ド
イ
ツ
法
（
植

　
林
「
ド
イ
ツ
法
上
の
因
果
関
係
論
」
法
律
時
報
三
二
巻
九
号
一
九
頁
以
下
）
や
、
英
米
法
（
≦
。
ド
・
零
。
ω
器
さ
。
ウ
。
罫
冨
幽
。
卑
）
で
は
、
か

　
な
り
早
く
か
ら
認
め
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
わ
が
国
で
は
、
責
任
成
立
要
件
と
い
う
観
点
か
ら
の
因
果
関
係
の
検
討
が
従
来
あ

　
ま
り
試
み
ら
れ
て
い
な
い
た
め
に
、
こ
の
点
は
ほ
と
ん
ど
と
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
が
な
く
、
た
ゴ
比
較
的
こ
の
点
を
考
慮
す
る
も
の
と
し
て
、
戒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ

　
能
「
不
法
行
為
に
お
け
る
因
果
関
係
と
コ
ン
ス
ピ
ラ
シ
ー
」
我
妻
先
生
還
暦
記
念
論
文
集
上
二
八
三
頁
以
下
な
ど
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

36　（2－6　●63）　201



払貢冊 説

三
　
い
わ
ゆ
る
蓋
然
性
説
と
無
過
失
責
任

　
一
　
以
上
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
事
柄
は
、
公
害
の
民
事
的
救
済
を
め
ぐ
っ
て
因
果
関
係
が
問
題
と
な
る
具
体
的
場
面
は
、
差
止

請
求
の
成
立
、
損
害
賠
償
請
求
の
成
立
お
よ
び
賠
償
範
囲
の
確
定
に
つ
い
て
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
場
合
の
因
果
関
係
の
法
的
意
味

は
、
い
ち
お
う
通
説
・
判
例
に
従
っ
て
相
当
因
果
関
係
と
解
す
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
の
相
当
因
果
関
係
の
な
か
に
は
、
自
然
科
学
的
因
果

関
係
の
み
な
ら
ず
、
そ
こ
に
媒
介
す
る
形
式
上
は
独
立
人
格
と
し
て
の
人
の
社
会
的
因
果
関
係
を
も
含
み
う
る
場
合
の
あ
る
こ
と
、
お
よ

び
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
公
害
に
お
け
る
因
果
関
係
の
不
明
確
さ
と
い
う
こ
と
の
意
味
も
、
た
ん
に
自
然
科
学
的
因
果
関
係
の
不
明
確
さ

と
い
う
に
と
ど
ま
ら
な
い
で
、
こ
の
よ
う
な
社
会
的
因
果
関
係
を
も
含
め
て
の
不
明
確
さ
の
意
味
で
あ
る
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
公
害
の
民
事
的
救
済
の
、
　
い
わ
ば
出
発
点
と
も
い
う
べ
き
因
果
関
係
に
つ
い
て
、
　
右
の
よ
う
な
諸
事
情
が
考
え
ら
れ
る
と

き
、
そ
の
因
果
関
係
の
取
り
扱
い
、
そ
し
て
特
に
裁
判
の
場
に
お
け
る
取
り
扱
い
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
は
、
公
害
の
民
事
的
救
済
の

運
命
に
と
っ
て
、
き
わ
め
て
重
要
な
問
題
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
般
に
権
利
侵
害
の
救
済
を
求
め
る
に
当
っ
て
は
、

そ
の
成
立
要
件
に
該
当
す
る
事
実
が
主
張
・
立
証
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
し
て
、
当
面
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
は
、
救
済
を
求
め
る
者
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

つ
ま
り
原
告
被
害
者
が
挙
証
責
任
を
負
う
と
い
う
の
が
、
従
来
の
通
説
・
判
例
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
場
合
の
立
証
に
つ
い
て
は
、
裁
判

官
の
、
い
わ
ゆ
る
自
由
心
証
の
も
と
に
、
た
だ
当
該
事
項
が
、
い
ち
お
う
確
か
ら
し
い
と
の
推
測
を
え
た
状
態
、
つ
ま
り
疏
明
で
は
不
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

分
で
あ
り
、
裁
判
官
を
し
て
確
信
を
え
さ
せ
る
状
態
、
つ
ま
り
証
明
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
、
こ
れ
ま
た
通
説
で
あ
る
。
も

っ
と
も
確
信
を
え
さ
せ
る
状
態
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
反
対
の
可
能
性
の
絶
無
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
社
会
の
通
常
人
が
日
常
生
活

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ゐ
　

に
お
い
て
そ
の
程
度
の
判
断
を
え
た
と
き
は
、
そ
の
判
断
を
安
心
し
て
生
活
の
基
礎
に
し
う
る
程
度
の
も
の
を
い
う
と
解
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
問
題
に
な
る
の
は
、
も
し
、
こ
の
よ
う
な
立
証
に
つ
い
て
の
通
説
・
判
例
の
立
場
が
そ
の
ま
ま
公
害
の
民
事
的
救
済
を
め
ぐ
る
因
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果
関
係
に
つ
い
て
も
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
す
れ
ば
、
さ
き
に
み
ら
れ
た
よ
う
な
自
然
科
学
的
、
社
会
的
両
面
に
わ
た
る
因
果
関
係
の

不
明
確
さ
か
ら
、
原
告
被
害
者
は
、
多
く
の
立
証
上
の
困
難
に
遭
遇
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
こ
の
点
の
立
証
不
備
だ
け
で
敗
訴
と
な
り

か
ね
な
い
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
関
係
は
、
か
り
に
公
害
賠
償
責
任
が
原
因
企
業
者
の
無
過
失
責
任
で
あ
っ
た
と
し
て
も
変
り
の

な
い
こ
と
は
指
摘
す
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
そ
こ
で
、
公
害
の
よ
う
な
被
害
に
あ
っ
て
は
、
被
害
者
の
民
事
的
救
済
を
は
か
る
こ
と
が
公

平
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ぎ
り
、
右
の
よ
う
な
問
題
は
、
将
来
の
立
法
理
論
と
し
て
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
現
在
の
解
釈
理
論
と
し
て

も
、
そ
れ
が
可
能
な
限
度
で
、
そ
の
解
決
が
試
み
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
解
決
の
一
つ
の
法
技
術
と
し
て
登

場
す
る
の
が
、
因
果
関
係
理
論
を
め
ぐ
る
、
い
わ
ゆ
る
蓋
然
性
説
で
あ
る
。
こ
の
蓋
然
性
説
は
、
も
と
も
と
鉱
害
賠
償
の
因
果
関
係
を
め

ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
た
理
論
で
あ
る
が
、
公
害
対
策
基
本
法
二
条
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
、
鉱
害
も
公
害
の
一
類
型
と
い
っ
て
よ
く
、
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

た
が
っ
て
、
公
害
の
民
事
的
救
済
に
お
い
て
も
、
そ
の
ま
ま
採
用
し
う
る
理
論
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
蓋
然
性
説
の
お
お
ま

か
な
内
容
は
、
立
証
困
難
に
よ
る
原
告
被
害
者
の
民
事
的
救
済
上
の
不
利
益
を
で
き
る
だ
け
さ
け
る
た
め
、
　
（
イ
）
原
告
被
害
者
の
、
公

害
原
因
行
為
と
損
害
と
の
間
の
因
果
関
係
の
立
証
は
、
そ
こ
に
因
果
関
係
の
存
在
す
る
こ
と
の
、
か
な
り
な
程
度
の
蓋
然
性
を
示
す
程
度

で
十
分
で
あ
り
、
　
（
ロ
）
原
告
被
害
者
の
、
こ
の
よ
う
な
立
証
の
結
果
、
立
証
の
現
実
の
必
要
性
が
被
告
に
生
じ
、
も
し
、
被
告
に
お
い

て
、
そ
こ
に
因
果
関
係
の
な
い
こ
と
に
つ
い
て
証
明
し
え
な
い
場
合
に
は
、
そ
れ
で
も
っ
て
因
果
関
係
の
存
在
を
認
定
し
う
る
も
の
と
解

そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
解
し
て
も
、
原
告
被
害
者
側
の
、
　
被
告
企
業
内
容
の
不
案
内
さ
、
　
公
害
知
識
の
低

さ
、
訴
訟
資
力
の
乏
し
さ
な
ど
の
事
情
、
反
面
、
被
告
企
業
者
側
の
、
企
業
内
容
の
精
通
さ
、
高
度
の
知
識
・
技
術
を
備
え
た
技
術
者
の

存
在
、
訴
訟
資
力
の
豊
か
さ
な
ど
の
事
情
を
、
そ
れ
ぞ
れ
考
慮
し
た
場
合
、
あ
な
が
ち
公
平
を
失
す
る
と
も
い
い
が
た
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
こ
と
で
あ
る
。

　
二
　
と
こ
ろ
で
蓋
然
性
説
を
め
ぐ
る
第
一
の
問
題
点
は
、
右
の
内
容
か
ら
も
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
実
質
的
に
は
と
も
か
く
、
形
式
的
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な
挙
証
責
任
は
、
や
は
り
通
説
・
判
例
に
従
っ
て
原
告
被
害
者
が
負
う
も
の
と
解
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は

形
式
的
に
も
挙
証
責
任
を
被
告
に
負
担
さ
せ
た
ら
と
い
う
見
解
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
将
来
の
公
害
特
別
民
事
救
済
制
度
に

お
い
て
は
と
も
か
く
、
現
在
の
民
法
を
前
提
に
す
る
か
ぎ
り
、
そ
の
よ
う
に
解
す
根
拠
規
定
は
見
当
た
ら
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
契
約
事

件
と
異
な
り
．
権
利
侵
害
事
件
に
お
い
て
は
、
因
果
関
係
が
権
利
・
義
務
の
な
い
人
と
人
と
の
間
に
権
利
・
義
務
を
創
設
す
る
紐
帯
に
な

る
こ
と
は
、
す
で
に
指
摘
す
る
と
お
り
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
将
来
の
公
害
特
別
民
事
救
済
制
度
に
お
い
て
も
、
今
よ
り
も
立
証
の
内

容
を
軽
減
す
る
よ
う
に
立
法
化
す
る
必
要
の
あ
る
こ
と
は
次
に
述
べ
る
と
お
り
で
あ
る
が
、
挙
証
責
任
を
被
告
に
負
担
さ
す
こ
と
が
で
き

る
か
ど
う
か
は
、
か
な
り
疑
問
の
残
る
と
こ
ろ
と
い
え
よ
う
。

　
蓋
然
性
説
を
め
ぐ
る
第
二
の
問
題
点
は
、
こ
の
考
え
方
が
、
も
と
も
と
、
ド
イ
ツ
鉱
害
賠
償
法
に
お
け
る
牢
ぎ
既
鋤
。
一
①
一
じ
d
Φ
≦
巴
ω
の

法
理
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
形
式
的
に
は
、
従
来
、
わ
が
国
で
は
事
実
上
の
推
定
も
し
く
は
一
応
の
推
定
と
呼
ば
れ
て

い
る
も
の
の
一
応
用
場
面
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
そ
の
か
ぎ
り
で
は
、
事
柄
は
、
な
お
自
由
心
証
の
範
囲
内
の
こ

　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

と
と
い
っ
て
よ
い
。
た
だ
、
従
来
の
わ
が
国
の
事
実
上
の
推
定
理
論
に
あ
っ
て
は
、
事
実
上
の
推
定
が
相
手
方
の
反
証
で
も
っ
て
覆
さ
れ

る
と
解
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
蓋
然
性
説
に
あ
っ
て
は
、
因
果
関
係
の
な
か
り
し
こ
と
が
証
明
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
覆
さ
れ
な
い
と
解

す
る
点
が
異
な
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
き
わ
め
て
法
律
上
の
推
定
に
近
似
す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に

進
ん
で
法
律
上
の
推
定
と
解
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
の
見
解
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
点
も
、
さ
き
の
挙
証
責
任
の
場
合

と
同
様
に
、
将
来
の
公
害
特
別
民
事
救
済
制
度
の
も
と
に
あ
っ
て
は
と
も
か
ぐ
、
現
在
の
民
法
を
前
提
に
す
る
か
ぎ
り
、
そ
の
よ
う
に
解

す
る
根
拠
規
定
は
発
見
し
が
た
い
と
こ
ろ
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
蓋
然
性
説
を
め
ぐ
る
第
三
の
問
題
点
は
、
蓋
然
性
説
に
お
け
る
、
か
な
り
な
程
度
の
蓋
然
性
を
示
す
立
証
と
は
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

う
な
立
証
を
い
う
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
蓋
然
性
説
を
よ
り
実
効
性
あ
る
も
の
と
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
点
の
検
討
の
望
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ま
し
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
か
り
に
、
い
ち
お
う
の
基
準
を
示
す
に
し
て
も
、
そ
の
た
め
に
は
、

各
種
各
様
と
い
っ
て
よ
い
公
害
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
　
特
に
自
然
科
学
上
の
十
分
な
検
討
が
あ
っ
て
初
め
て
可
能
に
な
る
問
題
で
あ

る
。
た
と
え
ば
、
鉱
害
賠
償
に
お
け
る
蓋
然
性
説
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
も
、
そ
こ
で
は
長
い
沿
革
が
あ
る
だ
け
に
十
分
な
自
然
科
学
上

の
鉱
害
学
の
体
系
が
用
意
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
、
今
日
、
問
題
が
少
な
く
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
つ
ま
り
事
柄
は
、
そ

れ
ほ
ど
個
別
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
点
の
検
討
は
、
今
後
の
公
害
科
学
の
発
展
に
ま
つ
こ
と
と
し
て
、

こ
こ
で
は
、
大
変
、
誤
解
を
受
け
や
す
い
表
現
で
は
あ
る
が
、
さ
し
あ
た
っ
て
、
か
な
り
な
程
度
の
蓋
然
性
を
示
す
立
証
と
は
、
疏
明
の

域
は
越
え
る
け
れ
ど
も
、
な
お
証
明
に
は
至
ら
な
い
程
度
の
立
証
を
い
う
と
す
る
に
と
ど
め
る
。

　
蓋
然
性
説
を
め
ぐ
る
第
四
の
問
題
点
は
、
蓋
然
性
説
と
共
同
不
法
行
為
と
の
関
係
で
あ
る
。
し
か
し
、
共
同
不
法
行
為
だ
か
ら
と
い
っ

て
、
そ
の
因
果
関
係
を
め
ぐ
る
蓋
然
性
説
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
特
に
差
異
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
か
ぎ
り
で
は
蓋
然
性
説
は
、

単
独
不
法
行
為
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
共
同
不
法
行
為
で
あ
れ
、
い
ず
れ
も
、
　
原
則
と
し
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
事
柄
と
い
っ
て
よ
い
。
　
た

だ
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
近
時
、
公
害
を
め
ぐ
る
共
同
不
法
行
為
に
お
け
る
因
果
関
係
の
立
証
に
つ
い
て
は
、
原
告
被
害
者
は
、
共
同
不

法
行
為
者
各
人
の
行
為
と
損
害
と
の
間
で
は
な
く
、
共
同
行
為
と
損
害
と
の
間
の
因
果
関
係
を
立
証
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
見
解
が
提
起
さ

　
　
　
　
（
2
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
…
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鉤
）

れ
て
お
り
、
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
立
場
を
支
持
す
る
学
説
も
見
受
け
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
場
合
の
共
同
行
為
の
意
味
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な

い
の
で
正
確
に
は
い
え
な
い
が
、
た
と
え
ば
数
人
で
人
を
殴
打
し
た
が
そ
の
う
ち
の
誰
が
現
実
に
殴
打
し
た
か
不
明
で
あ
る
と
い
う
よ
う

に
、
つ
ま
り
共
同
行
為
そ
の
も
の
の
存
在
が
明
白
で
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
見
解
は
、
い
ち
お
う
正
当
ど
い
え
る
。
し
か
し
、
多
く
の
公

害
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
も
と
も
と
共
同
行
為
の
存
在
そ
の
も
の
が
不
明
確
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
そ
の
点
が
争
点
と
な
る
も

の
に
つ
い
て
、
右
の
よ
う
な
見
解
が
、
ど
れ
だ
け
有
効
で
あ
る
か
は
、
か
な
り
疑
問
の
残
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
か
り
に
右
の

よ
う
な
見
解
に
立
っ
た
と
し
て
も
、
蓋
然
性
説
そ
の
も
の
の
適
用
に
は
、
な
ん
ら
変
り
の
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

36（2－6●67） 205



論．説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

　
三
　
以
上
が
、
蓋
然
性
説
の
、
お
お
ま
か
な
る
内
容
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
を
め
ぐ
る
主
要
な
問
題
点
で
あ
る
。
し
か
し
、
蓋
然
性
説

の
理
解
を
よ
り
い
っ
そ
う
容
易
に
す
る
た
め
に
は
、
さ
ら
に
公
害
の
民
事
的
救
済
に
お
け
る
因
果
関
係
に
つ
い
て
蓋
然
性
説
を
適
用
す
る

こ
と
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
同
時
に
、
そ
の
こ
と
は
、
将
来
の
公
害
民
事
特
別
救
済
制
度
に
お
け
る
因
果
関
係
の

在
り
方
を
検
討
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
右
の
説
明
か
ら
も
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
き
わ
め
て
形
式
的
に
蓋
然
性
説
を
取
り
上
げ
た
場
合
、
蓋
然
性
説
は
、
た
だ
事
実

上
の
推
定
も
し
く
は
一
応
の
推
定
と
い
う
手
続
法
上
の
一
法
技
術
に
過
ぎ
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
蓋
然
性
説
は
何
に
も

因
果
関
係
に
と
ど
ま
ら
ず
、
後
述
の
故
意
・
過
失
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
さ
ら
に
広
く
一
般
の
法
律
要
件
該
当
事
実
の
立
証
に
、
す
べ
て

適
用
可
能
な
事
柄
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
蓋
然
性
説
を
実
質
的
に
取
り
上
げ
る
場
合
、
つ
ま
り
、
通
常
人
の
日
常
生
活
を
通
じ
て
の

権
利
侵
害
と
異
な
り
、
公
害
、
そ
し
て
、
さ
ら
に
は
公
害
を
含
む
広
く
一
般
企
業
損
害
に
お
い
て
、
な
ぜ
蓋
然
性
説
を
問
題
に
す
る
か
と

い
え
ば
、
そ
れ
は
、
結
局
、
公
害
を
含
む
こ
れ
ら
一
般
企
業
損
害
に
特
有
な
自
然
科
学
的
、
社
会
的
両
面
に
わ
た
る
因
果
関
係
の
不
明
確

さ
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
結
果
さ
れ
る
被
害
者
の
民
事
的
救
済
上
の
不
利
益
の
回
避
、
言
葉
を
か
え
れ
ば
、
公
平
な
権
利
侵
害

の
保
護
と
い
う
、
い
わ
ば
実
体
法
上
の
在
り
方
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
説
明
か
ら
容
易
に
理
解
さ
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
蓋
然
性
説
は
、
現
行
民
法
を
前
提
と
す
る
、
手
続
法
上
の
一
法
技
術
で
あ
る
事
実
上
の
推
定
と
い
う
名
の
衣

を
着
た
公
平
な
権
利
侵
害
保
護
の
た
め
の
一
解
釈
理
論
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
蓋
然
性
説
の
実
質
的
な
意
味
が
、

こ
の
よ
う
に
、
現
行
民
法
を
前
提
と
す
る
、
手
続
法
上
の
一
法
技
術
で
あ
る
事
実
上
の
推
定
と
い
う
名
の
衣
を
着
た
公
平
な
権
利
侵
害
保
護

の
た
め
の
一
解
釈
理
論
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
そ
こ
に
は
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
問
題
が
提
起
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
現
行
民
法
を
前
提
に
す
れ
ば
こ
そ
、
公
平
な
権
利
侵
害
保
護
の
た
め
に
事
実
上
の
推
定
と
い
う
名
の
衣
を
着
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
公
害

の
民
事
的
救
済
を
め
ぐ
る
囚
果
関
係
は
、
将
来
に
お
い
て
も
、
こ
の
ま
ま
で
よ
b
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
で
類
似
の
醐
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題
を
提
起
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
や
は
り
公
害
を
含
む
広
く
一
般
企
業
損
害
に
お
い
て
一
つ
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
故
意
・
過
失
を
め

ぐ
る
事
実
上
の
推
定
理
論
が
あ
る
。
わ
が
国
に
お
け
る
故
意
・
過
失
を
め
ぐ
る
事
実
上
の
推
定
理
論
は
、
い
わ
ゆ
る
過
失
責
任
か
ら
無
過
失

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

責
任
へ
の
一
つ
の
過
渡
的
在
り
方
と
し
て
、
過
去
の
一
時
期
に
か
な
り
提
唱
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
、
あ
ま
り
進
展
を
み
な

い
ま
ま
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
同
理
論
の
、
き
わ
め
て
顕
著
な
発
展
を
み
せ
て
い
る
の
は
ア
メ
リ
カ
不
法
行
為
法
の
ネ
グ
リ
ゼ

ソ
ス
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
閑
①
ω
甘
ω
p
一
ε
巳
樽
霞
　
の
法
則
が
企
業
損
害
賠
償
に
お
け
る
過
失
責
任
か
ら
無
過
失
責
任
へ
の
一

過
渡
的
在
り
方
と
し
て
ば
か
り
で
な
く
、
た
と
え
ば
、
エ
ー
レ
ン
ツ
バ
イ
ク
教
授
の
表
現
に
よ
れ
ば
、
同
法
則
の
活
用
に
よ
り
、
企
業
損

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

害
賠
償
に
お
け
る
ネ
グ
リ
ゼ
ソ
ス
は
、
　
過
失
の
衣
を
着
た
無
過
失
責
任
と
も
み
ら
れ
る
存
在
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
そ
の
意
味
で

鳳
、
本
稿
の
蓋
然
性
説
が
、
　
た
ん
に
因
果
関
係
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
　
さ
ら
に
公
害
の
民
事
的
救
済
を
め
ぐ
る
故
意
・
過
失
に
つ
い
て

も
、
現
行
民
法
を
前
提
と
す
る
か
ぎ
り
、
今
後
、
大
い
に
活
用
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
指
摘
し
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
し
か
し
、
そ
の

点
は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
蓋
然
性
説
も
、
故
意
・
過
失
に
お
け
る
事
実
上
の
推
定
理
論
と
同
様
に
、
い
ち
お

う
過
失
責
任
か
ら
無
過
失
責
任
へ
の
一
過
渡
的
責
任
形
能
に
お
け
る
因
果
関
係
理
論
と
い
っ
て
も
よ
い
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
た
だ
、

こ
の
点
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
故
意
・
過
失
に
つ
い
て
は
無
過
失
責
任
理
論
な
い
し
制
度
が
あ
り
う
る
の
に
対
し
て
因

果
関
係
に
つ
い
て
は
無
因
果
関
係
責
任
理
論
な
い
し
制
度
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
権
利
侵
害
と
し
て
の
民
事
責
任

に
あ
っ
て
は
因
果
関
係
は
そ
の
出
発
で
あ
り
限
界
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
将
来
、
ど
の
よ
う
な
公
害
特
別
民
事
救
済

制
度
が
考
え
ら
れ
よ
う
と
も
、
　
そ
れ
が
民
事
責
任
の
形
式
に
と
ど
ま
る
か
ぎ
り
因
果
関
係
を
無
視
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
か
ら
で
あ

る
。
さ
り
と
て
公
害
に
顕
著
な
自
然
科
学
的
、
社
会
的
両
面
に
わ
た
る
因
果
関
係
の
不
明
確
さ
は
、
将
来
に
お
い
て
も
、
た
だ
蓋
然
性
説

の
適
用
に
と
ど
ま
る
と
い
う
に
し
て
は
、
あ
ま
り
に
も
、
そ
の
程
度
が
深
刻
に
過
ぎ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
た
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
と
こ

ろ
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
公
害
の
民
事
的
救
済
を
め
ぐ
る
因
果
関
係
の
将
来
の
在
る
べ
き
姿
は
、
結
局
、
蓋
然
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性
説
の
修
正
の
な
か
に
そ
の
一
つ
の
現
実
的
形
態
を
意
い
出
さ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な

蓋
然
性
説
の
修
正
に
つ
い
て
、
さ
し
あ
た
り
、
こ
こ
で
指
摘
さ
れ
る
こ
と
は
、
以
下
の
二
点
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
公
害
の
因
果
関
係

の
う
ち
、
比
較
的
、
立
法
技
術
と
し
て
容
易
と
思
わ
れ
る
社
会
的
因
果
関
係
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
原
因
企
業
者
へ
の
責
任
の
集
中
な
い

し
画
一
化
と
い
う
形
で
制
度
的
に
解
決
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
場
合
の
集
中
な
い
し
画
一
化
さ
れ
る
、

つ
ま
り
因
果
の
系
列
の
担
い
手
と
な
る
媒
介
す
る
人
に
つ
い
て
、
も
し
実
質
的
な
責
任
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
内
部
的
な
求
償
関
係
と
し
て

処
理
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
そ
の
二
は
、
比
較
的
、
立
法
技
術
と
し
て
困
難
と
思
わ
れ
る
自
然
科
学
的
因
果
関
係
の
部
分
に

つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
原
則
的
に
は
蓋
然
性
説
の
適
用
が
残
ら
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の

場
合
に
も
蓋
然
性
説
の
適
用
を
、
い
っ
そ
う
容
易
な
ら
し
め
る
た
め
、
一
つ
に
は
で
き
る
だ
け
実
体
法
上
の
推
定
規
定
を
設
け
る
こ
と
、

お
よ
び
、
い
ま
一
つ
に
は
、
・
結
果
と
し
て
、
そ
の
こ
と
を
容
易
な
ら
し
め
る
、
つ
ま
り
公
害
科
学
調
査
機
関
を
設
置
す
べ
き
で
あ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
制
度
化
は
、
さ
き
に
も
取
り
上
げ
た
鉱
害
賠
償
制
度
や
原
子
力
損
害
賠
償
制
度
、
と
り
わ
け
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

題
の
多
い
石
炭
鉱
害
賠
償
制
度
に
あ
っ
て
は
、
か
な
り
早
い
時
期
か
ら
見
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
と
同
時
に
、
公
害
の
民
事
的
救
済

に
お
け
る
因
果
関
係
を
め
ぐ
る
蓋
然
性
説
が
、
今
後
、
こ
の
よ
う
な
形
に
修
正
、
発
農
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
た
場
合
、
そ
の
場
合
の
蓋

然
性
説
の
指
向
す
る
と
こ
ろ
は
、
結
局
、
原
因
企
業
者
の
公
害
の
観
点
か
ら
の
危
険
性
の
究
明
に
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
そ
れ
は
原

因
企
業
者
の
公
害
の
観
点
か
ら
の
危
険
責
任
の
追
求
に
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
そ
の
意
昧
で
は
、
一
般
に
原
因
企
業
者
の
危
険
責
任
と

解
さ
れ
て
い
る
、
い
わ
ゆ
る
無
過
失
責
任
は
、
伝
統
的
な
過
失
責
任
の
た
ん
に
故
意
・
過
失
と
い
う
主
観
的
側
面
に
お
け
る
修
正
形
と
し

て
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
因
果
関
係
と
い
う
客
観
的
側
面
に
お
け
る
右
の
よ
う
な
修
正
形
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
、
自
己
を
貫
徹
し
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

る
存
在
で
あ
る
と
も
い
い
う
る
こ
と
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
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（
2
3
）
た
と
え
ば
、
田
中
・
証
拠
法
六
〇
頁
、
同
「
立
証
責
任
の
分
配
に
関
す
る
大
審
院
判
例
」
法
協
四
九
巻
五
号
三
頁
、
中
島
孝
道
・
挙
証
責
任
の

　
研
究
六
頁
、
兼
子
・
民
事
訴
訟
法
大
系
二
八
二
頁
三
ケ
月
・
民
事
訴
訟
法
（
法
律
学
全
集
）
四
「
二
頁
な
ど
。

（
2
4
）
た
と
え
ば
兼
子
・
前
掲
書
二
四
一
頁
、
三
ケ
月
・
前
掲
書
三
八
一
頁
な
ど
。

（
2
5
）
三
ケ
月
・
前
掲
書
四
〇
一
頁
、
な
お
近
藤
「
証
拠
の
証
明
力
」
民
事
訴
訟
法
講
座
二
巻
五
八
八
頁
以
下
も
、
結
局
、
三
ケ
月
教
授
の
指
摘
と
同

　
趣
旨
と
解
さ
れ
る
。

（
2
6
）
前
掲
注
（
9
）
　
（
1
0
）
参
照
。

（
2
7
）
こ
の
点
に
つ
い
て
、
東
・
前
掲
書
八
六
頁
は
、
公
害
に
つ
い
て
私
見
の
よ
う
な
立
場
を
認
め
る
こ
と
は
、
公
害
従
来
の
実
務
上
当
然
視
さ
れ
る

　
こ
と
だ
、
と
い
う
よ
う
に
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
、
前
掲
注
（
2
4
）
に
引
用
す
る
学
説
か
ら
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
、
東
判
事

　
が
前
提
と
さ
れ
る
中
島
・
挙
証
責
任
の
研
究
九
三
頁
に
お
け
る
「
蓋
然
的
心
証
」
は
、
同
書
一
五
〇
頁
以
下
の
説
明
で
も
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、

　
必
ず
し
も
、
民
事
訴
訟
一
般
の
原
則
と
い
う
も
の
で
も
な
い
よ
う
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
同
判
事
の
指
摘
に
は
多
少
疑
問
の
の
こ
る
と
こ
ろ
で

　
あ
る
。

（
2
8
）
こ
の
よ
う
な
点
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
は
、
牛
山
・
前
掲
論
文
、
法
律
時
報
四
〇
巻
一
〇
号
一
九
頁
な
ど
が
あ
る
。

（
2
9
）
東
・
前
掲
書
八
七
頁
以
下
。

（
3
0
）
牛
山
「
公
害
に
お
け
る
因
果
関
係
、
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
五
八
号
三
八
五
頁
。

（
3
1
）
小
栗
・
前
掲
論
文
法
律
時
報
四
〇
巻
「
○
号
九
頁
の
指
摘
は
、
必
ず
し
も
明
瞭
で
は
な
い
が
、
私
見
の
蓋
然
性
説
は
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ

　
る
。

（
3
2
）
末
川
「
一
応
の
推
定
と
自
由
な
心
証
」
続
民
法
論
集
三
三
二
頁
以
下
、
牧
野
「
法
律
的
方
法
と
し
て
の
推
定
」
法
律
に
於
け
る
価
値
の
論
理
二

　
四
五
頁
以
下
、
我
妻
・
前
掲
書
一
一
四
頁
な
ど
。

（
3
3
）
鋭
｝
国
再
9
N
≦
巴
σ
q
・
Z
£
一
茜
。
コ
8
三
9
0
旨
密
葺
け
亘
。
。
鼻

（
3
4
）
石
炭
鉱
害
を
め
ぐ
る
責
任
の
集
中
に
つ
い
て
て
は
、
徳
本
・
前
掲
「
鉱
害
賠
償
を
め
ぐ
る
因
果
関
係
」
一
七
九
頁
以
下
参
照
。
ま
た
、
科
学
調

　
査
機
関
に
つ
い
て
は
、
臨
時
石
炭
鉱
害
復
旧
法
九
七
条
の
二
に
よ
る
鉱
害
調
査
員
制
度
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

（
3
5
）
加
藤
編
・
注
釈
民
法
一
九
巻
一
一
五
頁
以
下
（
徳
本
）
。

36　（2－6　●71）　209



論説

四
　
む
す
び

　
一
　
以
上
、
本
稿
は
、
公
害
の
民
事
的
救
済
に
お
け
る
因
果
関
係
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
試
み
て
ぎ
た
。
そ
の
大
要
は
、
結
局
、
公

害
の
民
事
的
救
済
の
出
発
と
な
り
、
ま
た
限
界
と
も
な
る
べ
き
、
そ
し
て
自
然
科
学
的
、
社
会
的
両
面
に
わ
た
る
因
果
関
係
の
不
明
確
さ

と
い
う
特
徴
を
前
提
と
し
て
、
よ
り
公
平
な
民
事
的
救
済
を
実
現
す
た
め
に
は
、
解
釈
理
論
と
し
て
、
さ
ら
に
は
立
法
理
論
と
し
て
、
そ

の
因
果
関
係
を
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
え
ば
よ
い
の
か
と
い
う
ご
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
以
上
の
よ
う
な
検
討
を
、
こ
こ
で
、
い
ま
一
度

ふ
り
か
え
っ
た
場
合
、
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
や
は
り
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
従
来
の
、
い
わ
ゆ
る

無
過
失
責
任
理
論
に
つ
い
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
公
害
と
い
わ
ず
広
く
一
般
企
業
損
害
賠
償
に
つ
い
て
無
過
失
責
任
理
論
が
提
唱
さ
れ

た
の
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
新
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
従
来
の
学
説
に
み
ら
れ
た
無
過
失
責
任
理
論
が
、
い
ず
れ

も
、
そ
の
問
題
の
視
点
を
、
も
っ
ぱ
ら
伝
統
的
な
過
失
責
任
の
主
観
的
成
立
要
件
と
し
て
の
故
意
・
過
失
か
ら
無
過
失
へ
と
い
う
点
に
お

い
て
い
た
こ
と
は
否
定
し
が
た
い
と
こ
ろ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
・
い
。
し
か
し
、
い
ま
、
公
害
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
そ
の
因
果
関
係
に
つ

い
て
以
上
の
よ
う
な
検
討
を
試
み
た
場
合
、
い
わ
ゆ
る
無
過
失
責
任
理
論
が
一
般
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
も
し
、
そ
の
本
体
を
原
因
企

業
者
の
危
険
責
任
に
も
と
つ
く
公
平
な
損
害
分
担
に
お
く
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
、
伝
統
的
な
過
失
責
任
の
、
た
ん
に
主
観
的
側
面
に
お
け
る
、

つ
ま
り
故
意
・
過
失
か
ら
無
過
失
へ
と
い
う
修
正
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
さ
ら
に
客
観
的
側
面
に
お
け
る
、
つ
ま
り
因
果
関
係
に
つ

い
て
も
本
稿
で
提
起
さ
れ
る
よ
う
な
修
正
が
加
え
ち
れ
て
こ
そ
、
は
じ
め
て
、
よ
り
可
能
な
も
の
と
な
る
こ
と
は
、
あ
ら
た
め
て
指
摘
す

る
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
事
柄
を
、
あ
ま
り
に
も
具
体
的
法
適
用
と
い
う
観
点
か
ら
離
れ
て
理
解
し
が
ち
で

あ
っ
た
従
来
の
無
過
失
責
任
論
は
、
十
分
、
反
省
さ
れ
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
同
時
に
、
蓋
然
性
説
の
、
そ
も
そ
も
の
出
発
で
あ

る
「
鉱
害
賠
償
に
お
け
る
因
果
関
係
」
の
本
来
の
意
図
も
、
鉱
害
賠
償
調
度
と
い
う
一
つ
の
具
体
的
無
過
失
賠
償
制
度
を
通
じ
て
の
右
の
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よ
う
な
従
来
の
無
過
失
責
任
理
解
へ
の
反
省
に
あ
っ
た
わ
け
で
も
あ
る
。

　
二
　
と
こ
ろ
で
、
公
害
の
民
事
的
救
済
に
お
け
る
因
果
関
係
の
検
討
は
、
い
ち
お
う
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
民
事
的

救
済
を
広
義
に
解
し
て
、
つ
ま
り
民
事
責
任
の
わ
く
を
越
え
て
考
え
る
場
合
に
は
、
そ
こ
に
は
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
さ
き
に
公
害
に
係
る
健
康
被
害
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
設
け
ら
れ
た
こ
と
は
、
す
で
に
「
問
題
の
所
在
」
で
も
指
摘
し
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
今
後
、
同
法
が
、
た
と
え
ば
石
炭
鉱
害
に
お
け
る
無
資
力
調
整
交
付
金
制
度
や
復
旧
制
度
な
ど
の
よ
う
に
、
い

っ
そ
う
整
備
・
拡
充
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
点
は
と
も
か
く
と
し
て
、
同
法
の
運
用
に
あ
た
っ
て
は
、
原
因
企
業

者
の
行
為
と
は
き
り
は
な
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
な
お
公
害
と
認
定
さ
れ
る
た
め
の
、
き
わ
め
て
特
殊
な
因
果
関
係
が
必
要
と
な
っ
て
く
る

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
場
合
の
因
果
関
係
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
は
、
　
そ
れ
自
身
一
つ
の
課
題
と
い
っ
て
よ
い
。
　
し
か

し
、
そ
の
点
の
検
討
は
、
本
稿
の
範
囲
を
越
え
る
も
の
と
い
っ
て
よ
く
、
同
法
の
法
律
的
性
質
と
と
も
に
機
会
を
あ
ら
た
め
て
取
り
上
げ

る
こ
と
と
し
て
、
こ
こ
で
は
、
た
だ
、
問
題
の
指
摘
に
と
ど
め
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
四
十
五
年
九
月
二
〇
日
）
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