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民
事
訴
訟
と
経
験
科
学
的
研
究

一

本

稿

の

目

的

二
幾
つ
か
の
実
際
的
問
題

三
裁
判
の
社
会
学
的
理
論
に
む
け
て
1

川
島
博
士
の
理
論
の
検
討

本
稿
の
目
的

裁
判
と
い
う
制
度
は
、
民
事
お
よ
び
刑
事
の
領
域
で
、
ま
た
、
行
政
権
の
行
使
に
対
し
て
、
ま
た
は
、
そ
の
一
環
と
し
て
、
人
々
の
間

の
対
立
の
幾
ら
か
の
部
分
を
解
決
し
、
軽
減
す
る
た
め
に
、
用
い
ら
れ
て
き
た
。

本
稿
で
は
、
私
は
そ
の
よ
う
な
裁
判
と
い
う
制
度
が
、
経
験
的
な
事
実
の
探
究
お
よ
び
そ
の
応
用
を
め
ざ
す
と
い
う
立
場
か
ら
は
、
い

か
に
把
握
さ
れ
る
べ
き
か
、
に
つ
い
て
問
題
に
し
、
そ
の
答
え
に
つ
き
ひ
と
つ
の
方
向
を
述
べ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
い
。

裁
判
と
い
う
制
度
は
、
も
ち
ろ
ん
、
様
々
な
観
点
か
ら
把
握
さ
れ
う
る
。
例
え
ば
、
変
化
す
る
社
会
の
中
で
、
裁
判
の
持
つ
べ
き
理

念
、
裁
判
を
支
え
る
精
神
は
い
か
に
あ
り
う
る
か
、
ま
た
、
い
か
に
あ
る
べ
き
か
、
と
い
う
問
題
は
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
裁
判
の
制

度
、
す
な
わ
ち
司
法
制
度
の
、
様
々
な
国
々
で
の
成
立
•
発
展
・
現
状
等
を
追
跡
す
る
こ
と
は
、
わ
が
国
の
司
法
制
度
の
課
題
や
欠
陥
を

(
2
)
 

理
解
す
る
こ
と
に
役
立
つ
。
こ
う
し
た
作
業
は
、
民
訴
法
学
の
枠
の
内
外
で
広
く
行
わ
れ
て
い
る
。
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し
か
し
、
こ
れ
ら
の
作
業
は
、
「
裁
判
」
と
い
う
事
実
を
直
接
に
問
題
と
し
て
、
そ
の
性
質
を
厳
密
に
確
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は

な
い
。
こ
の
意
味
で
の
事
実
の
研
究
が
、
民
訴
法
学
で
み
ら
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
り
、
一
般
に
は
、
「
経
験
科
学
的
」
な
事
実
認
定
の
某

準
は
、
民
訴
法
学
に
お
い
て
は
、
受
け
容
れ
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
民
事
訴
訟
を
通
じ
て
私
権
が
保
護
さ
れ
、
私

法
秩
序
が
維
持
さ
れ
る
、
と
い
う
主
張
は
、
厳
密
な
意
味
で
事
実
が
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

民
訴
法
学
に
お
い
て
は
、
事
実
は
、
法
学
上
の
問
題
、
い
い
か
え
る
と
、
法
解
釈
や
法
命
題
の
主
張
の
前
提
と
し
て
、
探
究
さ
れ
る
。

こ
の
こ
と
が
「
過
度
に
」
事
実
に
係
り
合
う
こ
と
へ
の
抑
制
と
な
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
事
実
の
確
定
と
い
う
こ

と
が
法
学
上
の
問
題
に
と
っ
て
独
自
の
意
義
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
裁
判
制
度
が
、
あ
る
機
能

ー
—
紛
争
解
決
と
か
、
法
の
実
現
と
か
ー
|
'
を
果
た
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
問
題
は
本
来
的
に
事
実
の
問
題
で
あ
る
。
事
実
を
追

求
す
る
こ
と
の
意
義
の
ひ
と
つ
は
、
誤
っ
た
事
実
の
上
に
立
つ
価
値
評
価
を
矯
正
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
目

(
3
)

．
 

的
は
、
事
実
が
「
真
理
追
求
の
精
神
」
を
も
っ
て
確
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
最
も
よ
く
果
た
さ
れ
る
の
で
あ
る
、
と
い
わ
れ
る
。
そ
し

て
、
法
解
釈
が
一
種
の
価
値
評
価
で
あ
る
こ
と
は
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

民
訴
法
学
に
お
け
る
、
事
実
の
役
割
に
つ
い
て
、
ほ
ぼ
以
上
の
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
裁
判
と
い
う
事
実
を
厳
密
に
か
つ
系

統
的
に
解
明
し
て
い
く
と
い
う
作
業
は
、
必
要
か
つ
有
益
な
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
作
業
は
、
あ
ま
り
進
め
ら
れ
て
い
な
い
。
と

く
に
、
裁
判
と
い
う
現
象
そ
の
も
の
の
、
事
実
上
の
構
造
を
解
明
し
よ
う
と
い
う
作
業
は
、
そ
の
必
要
性
が
唱
え
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
あ
ま
り
な
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
れ
は
、
裁
判
と
い
う
も
の
が
多
く
の
側
面
を
持
つ
複
雑
な
現
象
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
結
果
、
そ
の
い
か
な
る
側
面
に
焦
点
を
あ
て
て

研
究
を
組
織
化
し
て
い
く
か
、
に
つ
い
て
の
合
意
が
成
立
し
難
い
こ
と
に
も
一
因
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
困
難
を
の
が
れ
る
た
め
に

は
、
探
究
さ
れ
る
べ
き
問
題
が
何
で
あ
る
か
、
ま
た
、
そ
の
分
析
の
視
点
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
、
自
覚
的
な
考
察
を
重
ね
て

い
く
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
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か
の
例
で
あ
る
。

、l
l'

ー（
 

以
下
で
は
、
私
は
、
広
い
意
味
で
の
法
学
の
中
で
、
経
験
科
学
的
な
研
究
が
、
さ
し
あ
た
り
適
合
的
で
あ
り
生
産
的
で
あ
る
よ
‘う
に
見

え
る
若
干
の
問
題
を
指
摘
す
る
こ
と
に
す
る
。
次
に
、
私
は
、
「
裁
判
」
の
問
題
に
つ
い
て
最
も
体
系
的
に
述
べ
て
い
る
も
の
の
ひ
と
つ

で
あ
る
川
島
武
宜
博
士
の
理
論
を
、
そ
の
よ
う
な
諸
問
題
に
て
ら
し
て
批
判
的
に
検
討
す
る
。
最
後
に
、
以
上
の
こ
と
を
甚
礎
と
し
て
、

裁
判
の
法
社
会
学
理
論
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
若
干
の
示
唆
を
行
う
こ
と
に
す
る
。

(

1

)

戒
能
通
孝
「
法
廷
技
術
」
潮
見
俊
隆
編
・
戒
能
通
孝
著
作
集

m
『裁
判
』

（
日
本
評
論
社
・
昭
五
二
）
三
頁
な
ど
。

(2
)

こ
の
作
業
は
三
ヶ
月
章
教
授
に
よ
り
最
も
自
覚
的
に
行
わ
れ
て
き
た
。
三
ヶ
月
章
「
日
本
に
お
け
る
近
代
的
司
法
制
度
の
創
設
と
展
開
」
利
谷

信
義
編
・
法
学
文
献
選
集
5
『
法
と
裁
判
』（
学
陽
書
房
・
昭
四
七
）
六

0
頁
な
ど
。

(

3

)

グ
ナ
ー
ル
・
ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル

(
G
u
n
n
e
r

M
y
r
d
a
l
)
『社
会
科
学
と
価
値
判
断
』（
竹
内
書
店
新
社
・
昭
四
六
）
六
六
頁
。
ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
は
そ

キ

ッ
ク

こ
で
「
事
実
が
拒
否
す
る
の
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
。

兼
子
一

11

竹
下
守
夫
『
裁
判
法

〔
新
版
〕』（
有
斐
閣
・
昭
五
三
）
な
ど
。

社
会
学
的
分
析
は
、
目
標
を
追
求
す
る
行
為
と
そ
の
社
会
的
環
境
と
の
間
の
関
連
性
と
相
互
作
用
を
、
全
体
と
し
て
ま
た
は
部
分
的

(5
)
 

に
、
問
題
に
す
る
。
か
か
る
分
析
は
、
い
か
に
し
て
、
法
的
現
象
と
り
わ
け
裁
判
と
い
う
も
の
に
適
用
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
問
い
に
対
し
て
は
、
理
論
的
一
般
的
な
答
え
よ
り
も
、
そ
の
適
用
が
実
際
的
見
地
か
ら
も
有
望
な
、
具
体
的
な
問
題
領
域
を
示
す

こ
と
が
、
よ
り
有
益
で
あ
ろ
う
。
以
下
は
、
裁
判
制
度
の
作
動
の
中
で
、
広
汎
に
、
ま
た
し
ば
し
ば
生
じ
て
く
る
種
類
の
問
題
の
い
く
つ

故
田
辺
公
二
判
事
は
、
自
身
の
経
験
に
甚
づ
い
て
、
大
都
市
の
民
事
裁
判
と
地
方

（茨
城
県
）
の
そ
れ
を
比
較
す
る
場
合
、
地
方

(

4

)

 

幾
つ
か
の
実
際
的
問
題
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(
6
)
 

に
お
い
て
は
「
民
事
裁
判
が
た
し
か
に
民
衆
の
地
域
社
会
の
な
か
に
活
き
て
働
い
て
い
る
と
い
う
事
実
」
を
指
摘
し
て
い
る
。
田
辺
判
事

は
、
「
地
方
の
裁
判
」
が
大
都
市
に
比
べ
て
い
く
ら
か
テ
ン
ポ
が
速
い
（
証
拠
調
期
日
が
い
れ
や
す
い
）
と
述
べ
て
い
る
が
、
同
判
事
に
印

象
つ
け
ら
れ
た
こ
と
は
、
制
度
そ
れ
自
体
の
動
作
の
差
異
で
あ
る
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
「
当
事
者
本
人
が
訴
訟
の
結
果
に
つ
い
て
注
ぐ

関
心
の
強
さ
が
は
っ
き
り
感
じ
ら
れ
る
こ
と
」
で
あ
り
、

「
こ
の
農
業
県
に
多
い
、
農
民
同
士
の
間
の
慰
藉
料
請
求
訴
訟
や
親
族
間
の
農

地
の
争
い
な
ど
の
場
合
に
は
、
民
事
裁
判
の
結
果
が
、
農
民
の
強
い
注
意
を
ひ
き
、
そ
の
地
域
社
会
の
規
範
意
識
、
さ
ら
に
倫
理
観
念
に

す
ら
現
実
に
影
響
を
及
ぽ
し
て
い
る
こ
と
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
L

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
同
判
事
は
、
「
特
に
農
民
間
の
争
い

の
場
合
な
ど
…
…
当
事
者
が
判
決
正
本
を
弁
護
士
か
ら
も
ら
っ
て
い
く
と
、
こ
れ
を
囲
ん
で
関
係
者
が
集
ま
り
、
裁
判
所
は
こ
ん
な
こ
と

を
い
っ
て
い
る
と
か
、
わ
し
の
証
言
は
い
っ
こ
う
信
用
さ
れ
て
い
な
い
ぞ
と
い
っ
た
具
合
に
、
非
常
な
関
心
を
も
っ
て
、
判
決
文
を
よ

み
、
か
つ
検
討
す
る
…
…
。
そ
し
て
、
何
の
理
由
も
示
さ
ず
に
、
い
き
な
り
証
言
を
『
信
用
し
な
い
』
と
切
り
捨
て
た
部
分
や
、
結
論
に

あ
ま
り
影
響
の
な
い
前
お
き
、
も
し
く
は
傍
論
的
な
事
実
の
判
示
の
な
か
に
あ
る
、
ち
ょ
っ
と
し
た
不
正
確
な
認
定
な
ど
が
、
当
事
者
の

(9
)
 

裁
判
に
対
す
る
心
服
の
度
合
に
案
外
強
く
影
響
す
る
…
…
」
と
い
っ
た
事
実
を
、
同
地
の
弁
護
士
へ
の
調
査
に
基
づ
い
て
伝
え
て
い
る
。

さ
て
、
田
辺
判
事
が
述
べ
て
い
る
も
の
は
、
裁
判
の
過
程
や
結
果
に
対
し
て
も
た
れ
る
、
事
実
上
の
関
心
の
強
さ
で
あ
る
、
と
い
え
よ

う
。
田
辺
判
事
を
印
象
づ
け
た
の
は
、
こ
の
地
方
で
は
、
「
わ
れ
わ
れ
が
想
像
す
る
よ
り
は
る
か
に
」
こ
の
関
心
が
強
い
、
と
い
う
こ
と

で
あ
っ
た
。

(10
)
 

か
か
る
現
実
が
な
ぜ
生
じ
て
い
る
の
か
、
を
理
解
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る

。

少
な
く
と
も
そ
れ
が
ー
—
'

田
辺
判
事
の
文
章
か
ら
読
み

(11
)
 

と
れ
る
よ
う
に
ー
|
'
裁
判
官
の
「
光
栄
」
や
「
生
き
が
い
」
に
関
係
す
る
事
実
で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
も
重
要
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

ー
ー
こ
れ
も
田
辺
判
事
が
示
唆
し
試
み
て
い
る
よ
う
に
|

|
か
か
る
現
実
の
理
解
の
上
に
訴
訟
制
度
を
改
善
す
る
方
策
の
提
案
や
評
価
が

(12
)
 

行
わ
れ
る
こ
と
も
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。

(2) 

労
働
委
員
会
の
手
続
は
、
合
理
的
な
見
地
か
ら
想
像
さ
れ
る
よ
り
も
、
な
ぜ
遅
延
し
が
ち
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
故
吾
妻
光
俊
教
授
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は
、
中
央
労
働
委
員
会
の
委
員
と
し
て
の
経
験
に
甚
づ
き
、
制
度
自
体
の
不
備
と
目
さ
れ
る
原
因
と
並
ん
で
、

「
わ
が
国
不
当
労
働
行
為

(13
)
 

事
件
の
性
格
」
を
挙
げ
て
い
る
。
吾
妻
教
授
は
、
わ
が
国
の
不
当
労
働
行
為
事
件
が
生
じ
労
働
委
員
会
に
持
ち
込
ま
れ
る
状
況
に
お
い
て

は
、
典
型
的
に
「
労
働
側
の
未
熟
か
つ
非
系
統
的
な
組
合
活
動
な
い
し
争
議
行
為
と
、
経
営
者
側
の
組
合
運
動
に
対
す
る
前
近
代
的
な
反

(14
)
 

感
や
無
理
解
と
が
交
錯
し
、
相
互
の
悪
循
環
に
よ

っ
て
極
点
に
達
す
る
こ
と
の
な
か
に
、
激
し
い
感
情
的
要
素
が
か
も
し
出
さ
れ
る
」
と

指
摘
す
る
。
吾
妻
教
授
に
よ
れ
ば
、
か
か
る
「
感
情
過
多
の
性
格
」
に
遅
延
の
「
主
因
」
が
あ
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

「
労
働
委

員
会
の
審
問
手
続
に
た
ず
さ
わ
っ
た
経
験
を
持
つ
ほ
ど
の
人
は
、
証
人
尋
問
の
過
程
で
、
労
使
が
、

相
対
し
て
い
る
か
を
知
る
の
で
あ
る
。
証
人
尋
問
に
お
い
て
、

い
か
に
強
い
対
立
感
情
を
も

っ
て、

い
ず
れ
か
の
証
人
が
全
く
い
つ
わ
り
の
証
言
を
し
て
い
る
と
し
か
考
え
ら

れ
な
い
場
合
の
比
率
が
高
い
こ
と
は
、
労
使
が
鋭
い
対
立
感
情
の
ま
ま
に
、
労
働
委
員
会
を
、
公
正
な
判
定
の
場
と
し
て
よ
り
は
勝
敗
を

争
う
場
と
し
て
意
識
し
て
い
る
こ
と
を
物
語
る
…
…
。
…
…
対
立
意
識
は
、
労
働
委
員
会
の
遅
延
を
い
と
わ
ぬ
こ
と
ま
で
、
労
使
を
駆
り

立
て
、
ぽ
う
大
な
数
に
上
る
証
人
申
請
が
行
わ
れ
、
ま
た
、
初
審
再
審
を
通
じ
て
同
一
証
人
の
証
言
が
反
復
さ
れ
る
。
し
か
も
、
こ
の
傾

向
は
、
従
来
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
た
使
用
者
側
の
作
戦
と
し
て
生
ず
る
の
み
で
は
な
く
、
時
と
し
て
、
労
働
側
に
も
手
続
の
遅
延
を
い
と

(15
)
 

わ
ぬ
態
度
を
み
る
の
で
あ
る
」
。

吾
妻
教
授
が
注
目
し
た
事
実
は
、
次
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
手
続
の
当
事
者
の
と
る
べ
き
行
動
は
、
部
分
的
に
は
そ
の
手
続
の

め
ざ
す
べ
き
目
的
に
よ
っ
て
、
ま
た
、
部
分
的
に
は
当
事
者
の
置
か
れ
て
い
る
と
公
式
に
想
定
さ
れ
て
い
る
状
況
へ
の
考
慮
に
よ
っ
て
定

ま
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
労
働
委
員
会
制
度
に
お
い
て
は
、
当
事
者
は
、
想
定
さ
れ
期
待
さ
れ
た
行
動
を
と
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、

事
件
の
迅
速
な
処
理
と
い
う
、
労
働
委
員
会
に
公
式
に
期
待
さ
れ
て
い
る
理
想
を
く
つ
が
え
し
、
異
な
っ
た
新
し
い
争
い
の
パ
タ
ーI
ン

（労
働
委
員
会
を
、
感
情
の
ま
ま
に
勝
負
を
争
う
場
と
み
る
こ
と
か
ら
生
ず
る
パ
タ
ー
ン
）
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
。
吾
妻
教
授
の
主
張
は
、
労

働
委
員
会
の
手
続
の
遅
延
と
い
う
現
象
が
こ
の
新
し
い
争
い
の
パ
タ
ー
ン
の
中
に
あ
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と

(16
)
 

い
う
こ
と
で
あ
る
、
と
い
え
よ
う
。
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わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
提
案
お
よ
び
そ
の
基
礎
に
あ
る
説
明
を
批
判
的
に
検
討
す
る
た
め
に
は
、
不
当
労
働
行
為
事
件
の
関
係
者
の
行
為

の
交
錯
を
、
そ
の
社
会
的
環
境
と
の
関
連
で
、
正
確
に
調
べ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。

③
あ
る
種
の
法
律
事
件
は
、
公
式
の
判
決
や
裁
定
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
和
解
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、

と
し
ば
し
ば
主
張
さ
れ
る
。
和
解
が
望
ま
し
い
方
法
で
あ
る
と
い
う
こ
の
主
張
は
、
何
ら
か
の
理
論
的
な
根
拠
か
ら
主
張
さ
れ
る
と
同

様
、
と
り
わ
け
、
当
該
の
手
続
の
実
務
に
お
い
て
和
解
が
広
く
行
わ
れ
て
い
る
、
と
い
う
事
実
の
認
識
を
機
縁
と
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
が

例
え
ば
大
和
哲
夫
教
授
は
、
労
働
委
員
会
に
お
い
て
「
和
解
と
い
う
不
可
解
な
、
そ
れ
で
い
て
面
白
い
解
決
方
法
が
、
引
き
つ
づ
い
て

(18
)
 

全
体
の
九
割
近
く
を
占
め
る
と
い
う
現
象
」
に
注
意
を
促
し
た
の
ち
、
そ
の
原
因
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
不
当
労

働
行
為
事
件
は
、
多
く
中
小
企
業
に
発
生
す
る
が
、
そ
の
中
小
企
業
に
お
け
る
労
働
組
合
は
、
中
小
企
業
と
大
企
業
と
の
間
の
社
会
的
・

経
済
的
格
差
を
甚
礎
に
も
ち
、
そ
れ
を
是
認
す
る
意
識
を
強
く
持
っ
て
い
る
。
「
こ
れ
ら
を
甚
と
す
る
年
功
序
列
賃
金
や
終
身
雇
用
制
度

(19
)
 

の
環
境
で
は
、
企
業
一
家
的
秩
序
が
普
遍
的
で
あ
る
」
。
組
合
の
結
成
は
、
こ
の
よ
う
な
秩
序
を
背
景
と
す
る
と
き
に
は
、
こ
の
秩
序
に

「
反
抗
す
る
よ
う
な
形
」
に
な
り
、
組
合
員
は
、
解
雇
な
ど
の
取
扱
い
を
受
け
た
者
に
対
し
て
も
、

「解
雇
を
当
然
と
す
る
よ
う
な
雰
囲

気
」
を
持
つ
と
と
も
に
、
こ
の
者
自
身
に
と
っ
て
も
、
「
解
雇
は
、
こ
れ
ま
で
積
み
重
ね
て
き
た
年
功
を
断
ち
切
る
こ
と
を
意
味
す
る
」

(20
)
 

の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
不
当
労
働
行
為
事
件
に
お
け
る
和
解
は
、
大
和
教
授
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
第
一
に
、
被
解
雇
者
等
の
受
入
れ
工
作

の
努
力
の
た
め
の
手
段
で
あ
り
、
第
二
に
、
そ
れ
が
不
成
功
の
場
合
に
、
年
功
の
利
益
と
団
結
権
と
の
間
の
取
引
手
段
で
あ
る
、
と
解
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
和
解
と
い
う
紛
争
解
決
方
法
の
望
ま
し
さ
や
危
険
性
を
評
価
す
る
た
め
に
は
、
と
り
わ
け
、
事
実
に
即
し
て
和
解
の

(21
)
 

原
因
や
過
程
、
そ
の
諸
帰
結
が
研
究
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
も
い
え
よ
う

4
 

多
い
。

「
現
代
型
」
の
紛
争
な
い
し
訴
訟
の
存
在
が
近
年
、
指
摘
さ
れ
る
。
ま
た
、
社
会
に
多
様
な
形
式
で
生
起
し
う
る
諸
紛
争
と
訴
訟
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と
い
う
の
で
あ
る
。

(22
)
 

な
い
し
法
制
度
と
の
関
連
が
、
広
く
注
意
を
ひ
く
よ
う
に
な
っ
た
。

例
え
ば
、
北
川
善
太
郎
教
授
は
、
「
取
引
社
会
」
な
い
し

「
取
引
紛
争
」
と
い
う
社
会
的
パ
タ
ー
ン
の
中
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
「
現
代

(23
)
 

型
」
消
費
者
訴
訟
が
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
す
る
。
北
川
教
授
に
よ
れ
ば
、
「
取
引
紛
争
」
に
お
い
て
は
、
そ
の
解
決
に
あ
た
っ

て、

「
ビ
ジ
ネ
ス
の
永
続
性
」、
「
コ
ス
ト
問
題
」、
企
業
活
動
の
コ
ス
ト
面
の
判
断
、
「
技
術
問
題
」
等
々
の
要
因
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で

(24) 

あ
る
、
と
い
う
性
質
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
と
く
に
取
引
社
会
に
お
い
て
は
、
裁
判
は

「
機
能
的
に
は
中
間
項
で
あ
る
」
と
い
う
限

(25
)
 

定
さ
れ
た
役
割
を
果
た
し
え
た
に
す
ぎ
な
い
。
消
費
者
紛
争
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
「
取
引
紛
争
」
と
し
て
の
性
質
に
変
化
が
み
ら

れ
、
こ
の
こ
と
が
、
行
政
庁
や
業
界
団
体
に
よ
る
苦
情
処
理
制
度
の
発
達
、
裁
判
制
度
の
よ
り
頻
繁
な
利
用

（そ
れ
は
、
立
法
・
行
政
の
対

(26
)
 

応
の
遅
れ
を
補
う
、
「
代
理
」
作
用
を
期
待
さ
れ
て
の
も
の
だ
と
さ
れ
る
）
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
の
だ
、
と
主
張
さ
れ
る
。

同
様
に
、
村
松
岐
夫
教
授
は
、
公
害
問
題
を
例
と
し
て
、
都
市
の
生
活
環
境
の
領
域
に
お
け
る
法
と
訴
訟
の
発
展
を
、
住
民
運
動
の
法

(27
)

（

28
)
 

制
度
へ
の
関
わ
り
合
い
を
背
景
と
し
て
論
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
村
松
教
授
に
よ
れ
ば
、
住
民
運
動
は
、
第

一
に
、
社
会
生
活
の
都

市
化
に
よ
り
孤
立
し
た
個
人
を
再
び
集
団
に
組
織
化
し
ハ
人
々
に
対
し
て
「
有
効
性
の
感
覚
」
を
一
般
的
に
与
え
た
。
第
二
に
、
そ
れ
は

既
存
の
社
会
・
政
治
体
系
に
よ
っ
て
無
視
さ
れ
て
い
た
新
し
い
利
益
を
明
確
化
し
、
伝
達
し
た
。
第
三
に
、
そ
れ
は
様
々
な
性
質
の
権
力

(29
)
 

を
、
潜
在
化
し
て
い
た
資
源
か
ら
ひ
き
出
し
た
。
住
民
運
動
は
、
そ
の
成
果
と
し
て
、

三
種
の
法
変
化
を
生
み
出
し
た
。
す
な
わ
ち
、
第

一に、
｛
住
民
運
動
の
あ
り
方
や
、
そ
れ
が
強
く
主
張
し
た
価
値
に
対
応
し
て
、
従
来
利
用
さ
れ
な
か
っ
た
法
制
度
が
利
用
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
り
、
利
用
の
さ
れ
方
が
変
わ
っ
た
り
し
た
。
第
二
に
、
既
存
の
法
の
中
で
保
障
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
新
し
い
利
益
に
、
法
的
な
保

障
が
及
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
第
三
に
、
行
政
と
市
民
と
の
関
係
の
法
的
関
係
に
変
化
を
も
た
ら
そ
う
と
す
る
提
案
が
行
わ
れ
つ
つ
あ
る
、

わ
れ
わ
れ
は
、
か
か
る
主
張
を
よ
り
十
分
に
吟
味
す
る
た
め
に
は
、
紛
争
や
訴
訟
の
甚
礎
と
な
る
様
々
な
社
会
関
係
の
構
造
を
詳
し
く

調
べ
、
そ
こ
に
働
く
い
か
な
る
力
が
人
々
を
訴
訟
に
向
か
わ
せ
た
か
等
を
よ
り
明
ら
か
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
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と
こ
ろ
で
、

一
般
的
に
い
う
と
、
以
上
に
概
観
し
た
よ
う
な
作
業
の
た
め
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
、
も
は
や
、
制
度
の
公
式
の
個
々
の
構

造
や
理
念
ー
ー
＇
例
え
ば
、
不
当
労
働
行
為
審
査
手
続
は
「
迅
速
性
」
や
「
簡
易
性
」
を
理
念
と
す
る
、
と
い
わ
れ
る
ー
ー
が
、
現
実
に
行

(30
)
 

わ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
に
満
足
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
事
実
、
右
に
述
べ
た
諸
研
究
に
お
い
て
は
、
分
析

の
視
点
は
、
法
制
度
の
側
の
み
に
は
置
か
れ
て
い
ず
、
社
会
生
活
の
側
か
ら
の
法
制
度
へ
の
要
求
、
ま
た
は
社
会
生
活
と
法
制
度
と
の
関

わ
り
合
い
の
態
様
に
、
主
と
し
て
置
か
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、
社
会
生
活
の
中
か
ら
、
い
か
な
る
形
で
、
法
制

度
へ
の
要
求
が
生
じ
て
き
う
る
か
は
、
理
論
的
に
重
大
な
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
考
え
方
か
ら
は
、
訴
訟
制
度
の
動
作
の
態
様
の
分
析
も
ま
た
、
不
可
欠
な
作
業
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
社
会
生
活
か
ら
生

み
出
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
対
立
を
処
理
し
う
る
も
の
の
よ
う
に
訴
訟
を
親
念
す
る
こ
と
は
現
実
的
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。
紛
争
が
有
効
に
解

(31
)
 

決
さ
れ
る
た
め
に
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
そ
れ
に
象
徴
的
な
縮
減
が
加
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
で
あ
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
、

紛
争
解
決
の
た
め
の
社
会
体
系
は
、
独
自
の

「作
動
規
則
」
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。
こ
の
「
作
動
規
則
」
は
、
個
々
の
紛
争
解
決
メ
カ
ニ

ズ
ム
が
ま
と
ま
り
を
持
つ
も
の
と
し
て
存
在
す
る
た
め
に
必
須
の
条
件
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
解
決
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
解
決
可
能
な
紛
争

(32
)
 

の
範
囲
や
解
決
の
実
効
性
に
、
自
ら
限
界
を
画
す
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
訴
訟
制
度
の
機
能
の
問
題
は
、
制
度
と
社
会
生
活
と
の
双
方
を
視
野
に
入
れ
う
る
視
点
を
必
要
と
す
る
、
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
こ
に
、
法
社
会
学
の
理
論
的
寄
与
が
な
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
一
領
域
が
あ
る
、
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
川
島
武
宜
博
士
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
て
き
た
裁
判
の
法
社
会
学
的
理
論
は
近
代
的
・
西
欧
的
な
構
想
に
立
脚
し
た
裁
判
制
度

と
そ
れ
が
作
用
す
る
環
境
と
し
て
の
日
本
社
会
の
構
造
と
の
双
方
を
一

貫
し
て
問
題
と
し
て
き
た
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
理
論
に
、
手
が
か

ら
れ
る
。

の
た
め
に
は
、
様
々
な
領
域
を
通
じ
て
、
法
や
訴
訟
の
機
能
を
比
較
し
、
人
々
に
法
や
訴
訟
の
利
用
が
必
要
と
さ
れ
る
に
至
る
事
情
や
、

法
や
訴
訟
の
制
度
が
そ
れ
ら
の
人
々
の
必
要
に
応
え
う
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
等
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
と
い
う
作
業
が
重
要
に
な
る
、
と
考
え
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れ
る
た
め
の
方
向
を
探
っ
て
み
た
い
と
考
え
る
。

り
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
次
節
で
は
、
こ
の
理
論
の
検
討
を
通
し
て
、
法
社
会
学
的
思
考
の
よ
り
十
分
な
寄
与
が
な
さ

(
5
)

に
o
n
a
r
d
B
r
8
m
や

Philip
Selznick
,
 Sociology; 

T
e
x
t
 w
i
t
h
 A
d
a
p
t
e
d
 R
e
a
d
i
n
g
s
,
 6th 

edition
.
 Harp≪"r
や

R
o
w
,
1977. 

(
6
)

田
辺
公
二
「
地
方
の
民
事
裁
判
の
感
想
」
『
民
事
訴
訟
の
動
態
と
背
景
』
（
弘
文
堂
・
昭
四

0
)
三
四
九
頁
。
こ
の
論
文
自
体
が
発
表
さ
れ
た
の

は
昭
和
三
九
年
で
あ
る
。

(

7

)

田
辺
・
前
掲
書
三
四
九
頁
。

(
8
)
田
辺
•
前
掲
書
三
五
0
頁
。

(
9
)
田
辺
•
前
掲
書
三
五
一
頁
。

(10)

田
辺
判
事
は
、
こ
の
現
象
が
、
「
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
伝
統
」
の
も
と
で
は
、
法
や
裁
判
が
、
「
民
衆
の
道
徳
生
活
に
対
す
る
国
家
の
一
般
的
指

示
な
い
し
教
訓
」
と
し
て
受
け
取
ら
れ
が
ち
で
あ
る
、
と
い
う
事
情
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
し
つ
つ
、
法
理
論
等
も
、
よ
か

れ
あ
し
か
れ
、
こ
の
現
実
と
の
関
係
で
再
考
慮
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
示
唆
し
て
い
る
。
前
掲
書
三
五
二
し
三
頁
。

(
1
1
)田
辺
•
前
掲
書
三
五
一
頁
。

(

1

2

)

「
人
格
訴
訟
」
と
「
商
業
訴
訟
」
と
い
う
周
知
の
分
類
論
は
、
か
か
る
考
察
か
ら
、
民
事
訴
訟
に
は
、
「
少
々
手
間
や
費
用
を
つ
い
や
し
て
も
、

得
心
の
ゆ
く
ま
で
徹
底
的
に
審
理
さ
れ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
」
（
田
辺
•
前
掲
書
三
五
四
頁
）
前
者
と
、
「
判
決
に
よ
っ
て
正
邪
を
た
だ
す
な
ど
と

い
う
要
素
は
な
く
、
と
も
か
く
迅
速
に
債
務
名
義
な
り
、
現
実
の
弁
済
を
え
れ
ば
よ
い
と
い
う
に
つ
き
る
」
（
同
三
五
三
頁
）
後
者
が
あ
る
、
と
い
う

事
実
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
は
「
二
種
の
異
な
る
タ
イ
プ
の
訴
訟
を
一
括
し
て
扱
う
」
と
い
う
裁
判
の
現
状
へ
の
批
判
を
基
礎

づ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
（
同
三
五
三
ー
五
頁
）
。

こ
れ
ら
の
議
論
の
中
に
は
、
今
な
お
、
真
剣
に
考
慮
さ
れ
検
証
さ
れ
る
べ
き
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
、
と
私
に
は
思
わ
れ
る
。

(
1
3
)
吾
妻
光
俊
「
労
働
委
員
会
の
機
能
と
そ
の
限
界
」
日
本
労
働
協
会
雑
誌
八
四
号
（
昭
四
一
）
二
頁
、
同
「
不
当
労
働
行
為
制
度
に
お
け
る
二
律

背
反
」
日
本
労
働
法
学
会
誌
三
二
号
（
昭
四
一
）
三
頁
。

(
1
4
)吾
妻

•
前
掲
論
文
「
労
働
委
員
会
の
機
能
と
そ
の
限
界
」
七
頁

。
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(15)

前
注
(
1
4
)

同
所
。

(16)

前
注
(
1
4
)
論
文
三
頁
。
な
お
、
こ
の
主
張
は
、

一
六
頁
に
述
べ
ら
れ
て
い
た
。

(17)

民
事
訴
訟
の
領
域
に
お
け
る
和
解
の
動
態
に
つ
い
て
は
、
太
田
知
行
11

穂
積
忠
夫
「
紛
争
解
決
方
法
と
し
て
の
訴
訟
上
の
和
解
」
『
法
社
会
学
の

現
代
的
課
題
』
（
岩
波
書
店
・
昭
四
六
）
二
八
五
頁
な
ど
を
参
照
せ
よ
。
和
解
を
含
む
「
自
主
的
解
決
」
の
諸
側
面
に
つ
い
て
の
私
な
り
の
理
解
は
、

樫
村
志
郎
「
自
主
的
解
決
」
岩
波
講
座
基
本
法
学
8

（
昭
五
八
）
九
一
頁
に
述
べ
た
。

(18)

大
和
哲
夫
「
労
働
委
員
会
の
審
査
機
能
の
回
顧
と
展
望
」
日
本
労
働
協
会
雑
誌
八
四
号
（
昭
四
一
）
四
六
頁
・
五
五
頁
。

(19)

大
和
・
前
掲
論
文
五
六
頁
。

(20)

前
注
(19)
同
所
。

(
2
1
)樫
村
・

前
掲
論
文
九
四
頁
に
お
い
て
、
私
は
、
こ
の
こ
と
に
簡
単
に
触
れ
た
。

•

(22)

第
二
東
京
弁
護
士
会
紛
争
処
理
機
関
等
対
策
委
員
会
「
紛
争
処
理
機
関
等
の
研
究
」
判
夕
三
五
九
ー
三
六
二
号
（
昭
五
三
）
、
萩
原
金
美
「
訴
訟

外
の
紛
争
解
決
制
度
に
つ
い
て
」
争
点
（
昭
五
四
）
二

0
頁
、
「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

《紛
争
解
決
と
裁
判
〉〉
」
民
商
七
五
巻
一
号
（
昭
五
三
）
三
頁
、
平

井
宜
雄
「
現
代
法
律
学
の
課
題
」
平
井
宜
雄
編
『
法
律
学
』
（
日
本
評
論
社
・
昭
五
四
）
七
頁
な
ど
。

(23)

北
川
善
太
郎
「
取
引
社
会
に
お
け
る
紛
争
解
決
ー
消
費
者
問
題
を
中
心
と
し
て
ー
」
民
商
七
五
巻
一
号
（
昭
五
三
）
六
頁
。

(
2
4
)
北
川

・
前
掲
論
文
七
頁
。

(
2
5
)

北
川

・
前
掲
論
文
九
頁
。

(26)

北
川
・
前
掲
論
文
一
四
し
六
頁
。

(
2
7
)村
松
岐
夫
「
非
取
引
社
会
に
お
け
る
モ
デ
ル
ー
住
民
運
動
を
中
心
に
—
」
民
商
七
五
巻
一
号
（
昭
五
三
）
二

0
頁
。

(28)

村
松
・
前
掲
論
文
二
四
ー
七
頁
。

(
2
9
)村
松
•
前
掲
論
文
二
八
し
九
頁
。

(30)

不
当
労
働
行
為
制
度
の
実
効
性
の
問
題
に
つ
い
て
、
私
は

S
百
ro
K
a
s
h
i
m
u
r
a
^
T^
h
e
 Effectivene稔

0f
Legal 
Control 
in 
J
a
p
a
n
e
s
e
 
L
a
ぎ
r、

M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 Relations: 
A
 S
t
u
d
y
 
of 
Dispute 
Processing 
under 
the J
a
p
a
n
e
s
e
'Unfair 
L
a
b
o
r
 Practice
'
L
a
w
"
 (1
)

,
 

(

2

)

 

K
o
b
e
 Univer, 

一
般
的
に
は
、
吾
妻
光
俊
「
不
当
労
働
行
為
制
度
の
実
効
化
」
一
橋
論
叢
四
三
巻
（
昭
三
五
）
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概

観

裁
判
の
社
会
学
的
理
論
に
む
け
て
|

|
川
島
博
士
の
理
論
の
検
討

sity 
L
a
w
 R
e
v
i
e
w
 N
o
.1
6
 (1982

)•No

.17 

(forthcoming
)
.
に
涼
1

べ
た
。

(

3

1
)

多
く
の
紛
争
過
程
に
は
「
争
い
の
事
実
や
争
点
を
組
織
化
す
る
確
立
さ
れ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
使
用
に
よ
る
何
ら
か
の
形
で
の
縮
減

(narrow,

ing)
」
が
含
ま
れ
て
い
る
、
と
の
指
摘
が
あ
る
。
L
百
n
M
a
t
h
e
r
 &
 
B•Yngvesson

' L̂aguage

, 

A
u
d
i
e
n
c
e
,
 an

d
 
the 
Transformation 
of 
Dispute"
 

に
w

a
n
d
 Society 
R
e
v
i
e
w
 
vol.15 
(
1
9
8
0ー

8
1
):
7
7
5
,
 p.7

8
3
.
 

(32
)

「
紛
争
解
決
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
お
よ
び
そ
の

「作
動
規
則
」
な
ど
の
概
念
に
つ
き
、
樫
村
・
前
掲
論
文
「
自
主
的
解
決
」
九
六
し
七
頁
を
み
よ
。
な

お
「
制
度
」
の
概
念
に
つ
い
て
、

H
e
l
m
u
tSche~sky^

Ẑur 

soziologischen 
Theorie 
der 
Institution"
 in 
his 
Die 
Soziologen 
u
n
d
 das 
Recht. 

w
g
t
d
e
t
z
c
h
e
r
 V
e
r
l
a
g
,
 19

8
0
.
 p.2

1
5
.
A

・ゲ
ー
レ

ン
『人
間
学
の
探
究
』（
紀
伊
国
屋
書
店
・
昭
五
五
）一

七
八

i
九
二
頁
を
も
参
照
せ
よ
。

(33
)
 

川
島
博
士
の
「
裁
判
」
の
理
論
的
分
析
は
、
一
九
六

0
年
代
の
論
文
を
中
心
に
、
多
く
の
業
績
の
中
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
本
来

は
、
こ
れ
ら
の
業
績
は
、
そ
れ
ら
の
間
の
内
在
的
関
連
に
従
っ
て
全
体
的
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
直

接
に
は
一
九
七
一
年
以
後
に
展
開
さ
れ
た
、
同
博
士
の
最
近
の
理
論
に
検
討
の
対
象
を
限
定
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
の
理
由
は
、
そ
れ

以
前
の
業
績
に
対
し
て
は
一
般
的
な
研
究
が
既
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
ほ
か
、
少
な
く
と
も
裁
判
に
関
し
て
は
、
最
近
の
理
論

が
、
碁
本
的
に
は
以
前
の
業
績
か
ら
の
連
続
的
発
展
の
結
果
で
あ
る
、
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

一
九
七

0
年
以
前
の
川
島
博
士
の
理
論
は
、

「
権
利
・
義
務
」
と

「
政
治
権
力
の
サ
ン
ク
シ

ョ
ン
」
を
、
法
の

「
内
容
」
と

「
サ
ン
ク

（お
）

シ
ョ
ン
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
特
質
と
み
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
九
七

0
年
以
後
、
こ
の
枠
組
み
は
大
幅
に
改
め
ら

れ
、
法

（「
社
会
的
動
態
と
し
て
の
『
法
』
と
よ
ば
れ
る
）
は
、

「
社
会
制
御

(social
control
)
」
と

「
争
い
処
理

(conflict
resolution
)
 
J

と
い

う
二
種
の
過
程
の
「
組
合
せ
」
と
し
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
視
角
は
、
こ
の
二
つ
の
過
程
が

「
現
代
の
法
」
、
と
く
に
そ
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こ
で
の

「法
技
術
・
法
制
度
l

そ
れ
が
法
律
学
の
研
究
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
|
|
に
と
っ
て
最
も
関
係
が
深
い
も
の
で
あ

(38
)
 

る
」
と
い
う
理
由
か
ら
採
用
さ
れ
た
、
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
視
角
の
も
と
で
「
裁
判
」
が
い
か
に
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
を
検

討
し
、
ま
た
、
更
な
る
発
展
の
示
唆
を
私
な
り
に
ひ
き
出
す
こ
と
が
課
題
で
あ
る
。

ま
ず
一
般
的
に
、
「
社
会
規
範
」
が
定
義
さ
れ
る
。
そ
れ
は

「
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
の
事
実
の
認
知
も
し
く
は
情
報
が
そ
の
認
知
主
体
な
い

、
、
、
、
、

し
情
報
受
け
手
の
行
動
決
定
に
対
し
制
御
機
能
を
有
す
る
…
…
と
い
う
こ
と
も
し
く
は
制
御
機
能
が
社
会
か
ら
期
待
…
…
さ
れ
て
い
る
と

(39
)
 

い
う
こ
と
」
を
現
実
に
は
意
味
す
る
、
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
行
為
者
の
行
為
に
対
し
て
そ
の
行
為
を
是
認
ま
た
は
非
難
す
る
行

為
（
こ
れ
が
「
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
」
と
よ
ば
れ
る
）
が
行
わ
れ
る
場
合
が
存
在
す
る
（
こ
の
事
実
は

「社
会
制
御
の
原
型
」
と
よ
ば
れ
る
）
が
、
こ
の

事
実
が
第
三
の
行
為
者
に
認
知
ま
た
は
伝
達
さ
れ
る
と
、
こ
の
者
が
、

「
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
」
に
対
し
て
自
ら
の
行
為
を
調
整
す
る

（ま
た

は
そ
の
可
能
性
が
生
ず
る
）、
と
い
う
こ
と
に
な
る
ー

|↓
)
の
事
実
が
、
事
実
上
の
存
在
と
し
て
の
「
社
会
規
範
」
な
の
で
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
さ
ら
に
別
の
種
類
の
存
在
が
、
こ
の
理
論
に
導
入
さ
れ
る
。
第

一
は
「
規
範
情
報
」
で
あ
り
、
こ
れ
は

「
一
定
の
行
為
モ
デ
ル

(S
)
 

に
対
す
る
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
主
体
の
一
定
の
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
の
可
能
性
」
を
伝
達
す
る
「
情
報
」
で
あ
る
。
こ
の

「
規
範
情
報
」
も
、
そ
の

伝
達
に
よ
っ
て
、
受
け
手
の
行
動
が
調
整
さ
れ
る
と
い
う
効
果
に
、
そ
の
「
現
実
性
」
を
持
つ
も
の
と
さ
れ
る
。
こ
の
伝
達
は
、
受
け
手

に
対
し
、

「予
期
さ
れ
た
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
」
と
し
て
作
用
す
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、
「
社
会
規
範
」
以
外
に
導
入
さ
れ
る
第
二
の
存
在
は
、

「
規
範
命
題
L

で
あ
る
。
「
規
範
命
題
」
は
、

「
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
の
可
能
性

（蓋
然
性
）
を
直
接
に
は
含
ま
な
い
で
単
に
あ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
の

(41
)
 

行
為
の
要
請
の
み
を
含
む
情
報
」
を
言
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
規
範
命
題
の
社
会
制
御
機
能
」
は
‘
―
つ
に
は
、
そ
れ
が

「
サ
ン

ク
シ
ョ
ン
」
の
可
能
性
に
つ
い
て
の
情
報
を
直
接
的
に
は
含
ま
な
い
と
は
い
え
、
多
く
の
場
合
に
は
間
接
的
・
実
質
的
に
は
そ
れ
を
示
唆

し
て
い
る
」
故
に
、
予
期
さ
れ
た
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
現
実
性
を
持
つ
こ
と
に
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
「
伝
達
は
、

2

川
島
博
士
の
理
論

一
定
の
条
件
の
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も
と
に
、
そ
の
伝
達
の
受
け
手
の
側
に
、
そ
の
規
範
命
題
を
順
守
す
る
つ
よ
い
心
理
的
条
件
づ
け
を
つ
く
る
に
至
る
」
こ
と
に
あ
る
、
と

、
、
、
、
、
、

さ
れ
る
。
こ
の
つ
よ
い
条
件
づ
け
と
は
、
「
社
会
的
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
に
よ
る
心
理
的
動
機
づ
け
な
し
に
、
単
な
る
条
件
反
射
に
よ
っ
て
規

範
命
題
が
順
守
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
進
ん
で
、
不
順
守
（
違
反
）
に
対
す
る
意
識
的
（
自
党
的
）
抑
制
す
ら
成
立
し
、
そ
の
抑
制

に
も
か
か
わ
ら
ず
不
順
守
が
あ
る
と
『
後
悔
』
と
か
『
自
責
』
と
呼
ば
れ
る
心
理
的
反
応
を
生
ず
る
こ
と
が
あ
る
」
と
い
う
も
の
で
あ

り
、
「
法
」
は
、
と
く
に
こ
の
「
規
範
命
題
」
に
特
有
の
、
「
強
力
な
」
制
御
類
型
の
｝
高
度
に
技
術
化
」
さ
れ
た
重
要
な
一
部
分
で
あ

る
、
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
基
礎
の
上
で
、
「
法
」
の
分
析
が
行
わ
れ
る
。
ま
ず
、
こ
の
理
論
で
は
、
法
過
程
の
全
体
は
、

御
」
）
で
あ
る
と
さ
れ
、
他
の
社
会
諸
制
御
に
対
す
る
そ
の
特
質
は
、
「
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
の
実
行
を
承
認
す
る
か
否
か
を
決
定
す
る
行
為
」

（
「
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
決
定
」
）
が
存
在
し
、
か
つ
、
そ
れ
が
「
『
争
い
』
当
事
者
の
『
権
利
』
に
関
す
る
判
断
」
で
あ
る
、
と
い
う
点
に
あ
る
と

'

（
心
）

さ
れ
る

ま
た
、
そ
の
特
質
は
次
の
こ
と
に
も
あ
る
、
と
さ
れ
る
。
「
『
法
』
に
特
有
な
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
決
定
に
対
す
る
社
会
制
御
は
、
サ
ン
ク
シ

一
個
の
社
会
制
御
（
「
法
的
制

ョ
ン
決
定
の
た
め
の
規
準
が
予
め
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
決
定
者
に
『
課
せ
ら
れ
』
て
い
る
す
な
わ
ち
、
判
断
規
準
に
関
す
る
規
範
情
報
な

い
し
規
範
命
題
（
い
わ
ゆ
る
裁
判
規
範
）
の
伝
達
と
、
そ
の
逸
脱
に
対
す
る
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
（
特
に
今
日
で
は
、
そ
の
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
に
関
す
る

情
報
の
伝
達
）
と
い
う
二
重
の
情
報
の
伝
達
が
あ
る
ー
ー
＇
と
い
う
点
に
、
そ
の
構
造
上
の
特
質
を
持
っ
て
い
る
」
。
す
な
わ
ち
、
裁
判
官

は
、
裁
判
官
を
「
情
報
名
宛
人
」
と
す
る
規
範
的
情
報
（
「
裁
判
規
範
」
）
に
よ
っ
て
制
御
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

法
的
社
会
制
御
は
、
し
か
し
、
「
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
決
定
」
を
介
す
る
形
で
の
み
行
わ
れ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
川
島
博
士

に
よ
れ
ば
、
「
法
規
範
」
は
、

一
般
社
会
構
成
員
に
と
っ
て
は
、
彼
ら
を
「
情
報
名
宛
人
」
と
す
る
規
範
的
情
報
（
「
行
為
規
範
」
）
で
あ

り
、
ま
た
、
当
事
者
ま
た
は
一
般
社
会
構
成
員
は
、
「
法
的
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
決
定
」
ま
た
は
「
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
実
行
」
を
「
認
知
」
す
る

こ
と
に
よ
り
、
制
御
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。



348 

る）。
し
て
、
「
法
」
の
「
中
心
問
題
」
は
、
社
会
構
成
員
に
、
各
々
の
「
専
属
的
利
益
」
に
つ
い
て
の
「
争
い
」
を
許
さ
な
い
こ
と
で
あ
る
、
と
示
唆
さ
れ
て
い

川
島
博
士
に
よ
れ
ば
、
「
争
い
」
の
中
に
は
「
或
る
結
論
が
正
し
い
か
否
か
を
議
論
で
証
明
す
る
こ
と
」
を
競
い
合
う
も
の
（
「
紛
争
」

（
鉛
）

と
よ
ば
れ
る
）
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
言
論
…
…
の
次
元
で
『
正
当
性
』
．
と
い
う
価
値
を
論
理
的
に
争
う
」
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で

も
、
「
ま
ず
或
る
『
争
い
』
が
存
在
し
、
．
そ
の
当
事
者
が
そ
の
争
い
目
標
に
到
達
す
る
た
め
の
…
…
争
い
行
為
の
ひ
と
つ
と
し
て
」
行
わ

れ
る
場
合
が
重
要
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
『
権
利
に
関
す
る
議
論
の
争
い
』
な
い
し
『
法
規
範
に
関
す
る
議
論
の
争
い
』
に

対
す
る
判
定
に
よ
っ
て
『
争
い
』
を
処
理
す
る
」
こ
と
が
、
「
法
な
い
し
裁
判
に
固
有
な
社
会
過
程
」
の
中
心
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
意
味
で
の
「
裁
判
」
の
特
色
は
私
な
り
に
ま
と
め
れ
ば
、
以
下
の
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
第
一
に
、
そ
れ
は
「
裁

(47) 

定
」
の
一
種
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
「
争
い
当
事
者
以
外
の
者
」
（
第
三
者
）
の
「
決
定
」
に
よ
る
「
争
い
」
の
終
結
で
あ
る
。
「
調

停
に
お
い
て
は
、
第
三
者
た
る
調
停
人
が
争
い
を
終
結
さ
せ
る
た
め
に
当
事
者
に
提
示
す
る
解
決
案
に
対
し
て
は
、
争
い
当
事
者
に
は
同

意
す
る
か
拒
否
す
る
か
の
選
択
が
の
こ
さ
れ
て
い
る
が
、
裁
定
に
対
し
て
は
争
い
当
事
者
に
は
そ
の
よ
う
な
選
択
は
の
こ
さ
れ
て
い
な

い
。
言
い
か
え
れ
ば
、
『
そ
の
争
い
当
事
者
に
と
っ
て
は
、
裁
定
に
し
た
が
っ
て
争
い
を
処
理
さ
せ
る
社
会
制
御
が
存
在
す
る
』
」
の
だ
、

と
さ
れ
る
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、

第
二
に
、
「
争
い
」
が
「
紛
争
」
で
あ
る
場
合
、
「
そ
の
よ
う
な
争
い
そ
の
も
の
は
、
議
論
の
次
元
で
の
判
定
で
処
理
す
る
こ
と
が
可
能

（
侶
）

で
あ
る
（
こ
れ
は
「
自
生
的
dispute

が
成
立
し
て
い
る
場
合
」
と
よ
ば
れ
る
）
。

＇し
か
し
、
「
争
い
」
当
事
者
が
、
「
争
い
」
目
標
の
正
当
性
を

主
張
し
て
い
な
い
場
合
（
「
即
事
的
争
い
」
）
に
お
い
て
も
、
今
日
の
裁
判
に
お
い
て
は
「
権
力
者
は
『
争
い
』
を
裁
定
の
対
象
と
す
る
こ

、
、
、
、

と
に
よ
っ
て
、
言
わ
ば
他
律
的
に
争
い
当
事
者
間
に

d
i
s
p
u
t
e

を
成
立
さ
せ
る
」
と
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
d
i
s
p
u
t
e

の

裁

定

特

さ
て
「
争
い
処
理
」
と
い
う
視
角
か
ら
は
、
裁
判
は
次
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
。
ま
ず
一
般
的
に
は
、
「
争
い
処
理
」
（
ま
た
は
「
争
い

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

ヽ

(45)

の
解
決
」
）
と
は
「
既
に
発
生
し
た
『
争
い
』
を
『
争
い
』
行
為
に
よ
っ
て
で
な
く
終
結
さ
せ
る
こ
と
」
を
指
す
、
と
さ
れ
る
（
こ
れ
に
関
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に
そ
の
制
度
ー
ー
は
、
暴
力
に
よ
る
争
い
の
処
理
を
抑
止
す
る
機
能
（
裁
判
に
よ
っ
て
敗
れ
る
こ
と
に
よ
る
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
の
予
測
が
、
争
い
当

事
者
に
入
力
の
行
使
を
差
し
ひ
か
え
さ
せ
る
、
と
い
う
制
御
機
能
）
を
有
す
る
の
み
な
ら
ず
、

『
即
事
的
争
い
』
を
『
紛
争
』
(
d
i
s
p
u
te
)

に
転
化

さ
せ
る
機
能
（
力
に
よ
る
争
い
な
ら
ば
敗
れ
る
で
あ
ろ
う
弱
者
も
、
裁
判
に
よ

っ
て
勝
つ
場
合
の
相
手
方
に
対
す
る
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
の
予
測
に
よ

っ
て、

争
い
を
裁
判
上
の

『紛
争
』
に
転
化
さ
せ
る
、
と
い
う
制
御
機
能
）
を
有
す
ノる
」
か
ら
で
あ
る
。

第
三
に
、
「
裁
判
を
と
お
し
て
、
『
権
利
』
を
構
成
要
素
と
す
る
規
範
（
特
殊
1
1

法
的
な
行
為
規
範
）
が
分
化
し
成
立
す
る
」
と
さ
れ
て
い

(49
)
 

る
。
そ
れ
は
、
こ
こ
で
は
何
ら
か
の
意
味
で
、
「
紛
争
」
を
前
提
と
す
る
主
観
的
表
象
を
指
す
も
の
と
い
え
る
。
そ
れ
は
、
五
つ
の

「
次

元
」
に
お
い
て
存
在
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
第

一
の
次
元
で
は
、
そ
れ
は
「
争
い
の
場
面
に
お
け
る
紛
争
を
前
提
と
し
て
い
る
と
さ
れ

る
。
第
二
の
次
元
で
は
、
「
権
利
」
は
争
い
当
事
者
が
「
争
い
目
標
の
正
当
な
甚
礎
な
い
し
根
拠
と
し
て
意
識
す
る
も
の
で
あ
り
」
、
例

え
ば
、
自
己
の
財
産
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
に
、
賠
償
な
ど
を
求
め
る
こ
と
を
「
正
し
い
」
と
す
る
感
情
の
甚
礎
に
あ
る
、
そ
の
財
産
へ
の

支
配
の
意
識
な
ど
を
指
す
と
さ
れ
る
。
第
三
の
次
元
で
は
、

「
争
い
当
事
者
間
に
力
の
均
衡
が
存
在
」
す
る
と
い
う
条
件
の
も
と
で
、
第

二
の
次
元
に
お
け
る
「
感
情
や
意
識
」
が
、

「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
に
お
い
て
記
号
化

（言
語
的
に
表
現
）
さ
れ
る
」
。
第
四
の
次
元
で

は
、
「
『
権
利
』
に
か
か
わ
る
争
い
を
、
力
の
争
い
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
『
権
利
』
を
根
拠
と
し
て
す
な
わ
ち
、
議
論
の
争
い
と
そ

、
、
、
、
、

の
判
定
と
に
よ
っ
て
ー
—

解
決
す
る
必
要
が
現
実
に
登
場
し
て
き
た
と
き
、
そ
れ
ら
の
『
権
利
』
は
そ
の
判
定
の
規
準
と
し
て
意
識
さ
れ

承
認
さ
れ
」
る
こ
と
に
な
る
。
同
時
に
、
そ
の
『
権
利
』
は
、
例
え
ば
判
決
理
由
に
よ
り
、
外
形
的
か
つ
安
定
的
な
型
態
を
与
え
ら
れ

る
、
と
さ
れ
る

（
こ
れ
は
、
「
習
俗
の
規
範
の
次
元
」
と
も
よ
ば
れ
て
い
る
）。

第
五
の
次
元
に
お
い
て
は
、
次
の
こ
と
が
起
こ
る
。
習
俗
の
規

範
に
依
拠
し
て
裁
判
す
る
こ
と
は
、
習
俗
が
多
様
化
し
、
ま
た
変
化
す
る
社
会
で
は
難
し
く
な
る
。
こ
の
必
要
に
応
じ
て
、
「
裁
判
規
範
」

が
「
人
為
的
・
技
術
的
に
構
成
さ
れ
る
」
こ
と
に
な
る
。
こ
の
次
元
で
は

「権
利
」
は
、
「
記
号
体
系
」
で
あ
り
、

「純
枠
に
親
念
的
な
存

在
」
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、

「
権
利
」
は
よ
り
下
位
の
次
元
に
お
け
る
権
利
が
、
よ
り
上
位
の
次
元
に
お
け
る
権
利
の
甚
礎
と
な
る
、
と
い
う
関
連
が
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面
で
も
そ
れ
が
現
実
化
す
る
こ
と
が
あ
る
。

④
 

③
 あ

る
裁
判
官
に
よ
り
、
当
事
者
の
関
与
を
排
除
し
て
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
処
理
す
る
」
も
の
で
あ
る
。

裁
判
は
、
「
即
事
的
争
い
」
も

「
紛
争
」
と
し
て
、
正
当
性
を
判
定
す
る

「裁
定
」
に
よ
っ
て
「
処
理
す
る
」
こ
と
が
で
き
る
。

「
権
利
」
は
、
「
紛
争
」
に
お
い
て
当
事
者
が
認
識
す
る

「
正
当
性
の
根
拠
」
の
様
々
な
規
範
平
面
で
の
象
徴
で
あ
る
。
そ
の

一
種
で
あ
る
「
裁
判
規
範
」
は
、
裁
判
過
程
を
制
御
す
る
た
め
に
、
人
為
的
に
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

「
裁
判
規
範
」
の
平
面
で
あ
る
権
利
が
承
認
さ
れ
る
と
、
「
法
的
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
の
期
待
」
を
媒
介
と
し
て
、
習
俗
規
範
の
平

②
 

①
 
裁
判
は
、

「
紛
争
」
す
な
わ
ち

「
争
い
目
標
の
正
当
性
」
を
当
事
者
が
争
う
争
い
を
、
正
当
性
の
判
定
を
当
事
者
以
外
の
者
で

②
裁
判
は
「
争
い
処
理
」
を
行
う
。

③
 

②
 

①
 

考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
各
次
元
は
、
権
利
の
異
な
っ
た
平
面
で
あ
り
ー
ー
川
五
島
博
士
の
以
前
の
用
語
を
用
い

れ
ば
1

異
な
っ
た
「
存
在
型
態
」
を
示
す
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

(50
)
 

裁
判
の
第
四
の
特
色
は
、
次
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
裁
判
規
範
の
平
面
で
あ
る
権
利
が
承
認
さ
れ
る
と
、

「
法
的
サ
ン
ク
シ
ョ

ン
の
期
待
」
を
媒
介
と
し
て
「
社
会
生
活
上
の
行
動
」
が
影
響
さ
れ
、
習
俗
規
範
の
次
元
で
の
「
権
利
」
の
成
立
を
促
す
。
し
か
し
、

「
法
的
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
の
期
待
」
が
な
い
、
ま
た
は
弱
い
場
合
に
は
そ
れ
は
習
俗
規
範
の
次
元
に
お
い
て
現
実
化
し
が
た
い
、
と
さ
れ
る
。

川
島
博
士
の
理
論
に
お
い
て
、
裁
判
と
い
う
現
象
は
以
上
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
要
約
さ
れ
よ
う
。

裁
判
は
「
社
会
制
御
」
の
一
局
面
で
あ
る
。

裁
判
官
は
、
「
裁
判
規
範
」
に
よ
っ
て
制
御
さ
れ
て
い
る
。

当
事
者
は
、
裁
判
官
の
決
定
、
す
な
わ
ち
「
裁
定
」
に
よ
っ
て
制
御
さ
れ
て
い
る
。

一
般
市
民
は
、
「
行
為
規
範
」
に
よ
っ
て
、
ま
た
「
裁
定
」
や
そ
の
「
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
実
行
」
に
つ
い
て
の
「
規
範
情
報
」
に

よ
っ
て
、
制
御
さ
れ
る
。
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川
島
博
士
の
理
論
に
対
し
て
は
、
い
く
つ
か
の
疑
問
が
提
起
さ
れ
う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
一
に
、
社
会
制
御
と
い
う
概
念
を
法
を
説
明
す
る
た
め
に
用
い
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
川
島
博
士
は
、
社
会
制

御
に
四
つ
の
類
型
を
区
別
す
る
。
そ
の
際
、

「
規
範
情
報
」
お
よ
び

「規
範
命
題
」
と
い
う
類
型
が
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
こ
れ
ら
は
、

「情
報
」
が
独
立
し
て
制
御
機
能
を
持
つ
場
合
で
あ
り
、
法
や
道
徳
の
存
在
態
様
を
近
似
的
に
示
し
て
い
る
、
と
い

う
理
由
に
よ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
に

「情
報
」
が
独
立
し
て
制
御
機
能
を
持
つ
、
と
考
え
る
べ
き
か
ど
う
か
は
難
し
い
問

題
で
あ
り
、
送
り
手
を
潜
在
的
に
せ
よ
特
定
‘す
る
こ
と
が

一
般
的
に
は
有
益
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

第
二
に
、
よ
り
一
般
的
に
は
、
社
会
制
御
の
よ
り
微
視
的
な
構
造
が
追
求
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
川
島
博
士
の
理
論

に
お
い
て
、
社
会
制
御
が
「
機
能
す
る
」
た
め
の
経
験
的
要
件
は
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
結
果
、
法
に
人
々
が
従
う
た
め
の
動
機

づ
け
等
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
ど
ん
な
条
件
の
も
と
で
形
成
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
は
理
論
的
に
扱
わ
れ
え
な
い
。
こ
の
た
め

に
、
法
か
ら
の
逸
脱
の
発
生
や
制
御
と
い
う
問
題
が
、
実
質
的
に
取
り
扱
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ
る
。

第
三
に
、
こ
れ
ら
の
点
は
裁
判
の
理
解
を
限
定
し
て
い
る
、
と
思
わ
れ
る
。
「
紛
争
L

の
概
念
は
、
内
在
的
な
対
立
に
よ
っ
て
動
か
さ

れ
る
過
程
と
し
て
の
側
面
に
お
い
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
何
が
争
い
の
主
題
で
あ
る
か
と
い
う
面
か
ら
、

「
力
の
争
い
」
と
対
比
さ
れ
る

意
味
的
な
構
造
の
あ
り
方
に
着
目
し
て
、
構
成
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。「
権
利
」
が

「紛
争
」
を
前
提
す
る
と
い
う
主
張
も
、

「紛

争
」
の
こ
の
よ
う
な
把
握
に
依
拠
し
、
そ
れ
が
利
益
の
緊
張
や
対
抗
の
状
況
を
反
映
す
る
構
造
を
も
つ
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

第
四
に
、
裁
判
が
当
事
者
に
よ
る
関
与
を
排
除
す
る
こ
と
に
特
色
を
も
つ
紛
争
処
理
で
あ
る
、
と
い
う
主
張
は

一
面
的
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。
む
し
ろ
、
当
事
者
は
、
あ
る
特
定
の
法
の
解
釈
が
法
曹
の
間
に
受
容
さ
れ
た
ル
ー
ル
や
よ
り

一
般
的
な
理
性
の
見
地
か
ら
正
当
化

さ
れ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
裁
判
官
の
意
思
決
定
に
独
特
な
形
で
関
与
し
う
る
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の

よ
う
な
正
当
性
の
論
証
が
裁
判
過
程
の
展
開
の
中
で
当
事
者
に
よ
り
な
さ
れ
る
、
と
い
う
側
面
は
、
他
の
決
定
に
な
い
裁
判
の
特
色
で
あ

3

検

討
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づ
け
て
き
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
川
島
博
士
の
理
論
に
お
い
て
、
法
過
程
の
通
時
的
な
変
化
・
展
開
と
い
う
側
面
は
、

る
傾
向
が
あ
る
、
と
い
っ
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
理
論
は
、
法
が
概
ね
人
々
に
と
っ
て
拘
束
的
で
あ
る
、
と
い
う
事
実
、
お
よ

び
法
が
利
益
の
対
立
を
調
節
す
る
た
め
に
適
し
た
意
味
上
の
構
造
を
持
つ
と
い
う
事
実
か
ら
出
発
し
、
そ
れ
ら
の
甚
本
的
な
事
実
を
組
み

合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
の
あ
り
方
を
示
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
法
過
程
が
、
か
か
る
静
的
な
説
明
に
よ
っ
て
尽
く
さ
れ
る
も
の
か
ど
う
か
は
問
題
で
あ
る
。

例
え
ば
、
川
島
博
士
の
理
論
の
中
に
は
、
社
会
の
要
求
・
習
俗
等
の
中
間
的
規
範
、
そ
し
て
国
家
法
規
範
と
い
っ
た
、
法
の
階
層
と
い

う
考
え
方
が
含
ま
れ
て
い
る
。
特
定
の
規
範
は
、
こ
れ
ら
の
階
層
の
間
を
、
上
昇
（
国
家
法
に
と
り
い
れ
ら
れ
る
）
ま
た
は
下
降
（
国
家
法
が

習
俗
化
す
る
）
す
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
従
来
か
ら
、
こ
の
種
の
問
題
、

つ
ま
り
「
生
け
る
法
」
が
い
か
に
し
て
国
家
法
に
な
る
の
か
、

(52) 

ま
た
は
そ
の
逆
、
と
い
う
問
題
に
対
し
て
は
、
明
確
な
理
論
は
構
成
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
理
論
の
有
効
性
を
限
界

法
的
過
程
の
動
的
・
通
時
的
な
側
面
を
あ
ら
わ
す
も
の
は
、
（
過
程
と
し
て
の
）
紛
争
、
主
張
、
討
論
、
事
実
認
定
過
程
、
解
決
の
受
容

等
の
現
象
で
あ
る
。
私
に
は
、
川
島
博
士
の
理
論
は
こ
れ
ら
の
現
象
の
分
析
に
よ
っ
て
補
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
思
わ
れ
る
の
で
あ

る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
り
、
二
に
指
摘
し
た
諸
問
題
は
、
よ
り
容
易
に
研
究
さ
れ
う
る
、
と
思
わ
れ
る
。

(33)

川
島
博
士
の
、
法
と
社
会
に
関
す
る
一
般
的
・
体
系
的
説
明
は
、
「
法
社
会
学
に
お
け
る
法
の
存
在
構
造
」
（
昭
二
四
）
川
島
武
宜
著
作
集
第
ー

巻
（
岩
波
書
店
・
昭
五
七
）
―
-
四
頁
。
（
以
下
、
引
用
は
す
べ
て
著
作
集
の
頁
で
行
う
こ
と
と
し
、
巻
数

(
I
i
w
)
と
頁
の
み
表
示
す
る
こ
と
に

す
る
。
な
お
、
著
作
の
発
表
年
を
タ
イ
．
ト
ル
の
あ
と
に
示
す
）
。
「
法
社
会
学
序
説
（
講
義
）
」
（
昭
三
二
）
II-
四
二
頁
、
「
順
法
精
神
」
（
昭
三
四
）

W

―
―
二
頁
等
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
く
に
裁
判
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
「
社
会
構
造
と
裁
判
」
（
昭
三
五
）

m二
頁
、
「
裁
判
過
程
と

日
本
社
会
」
（
昭
三
六
）

m三
0
頁
、
「
日
本
人
の
法
意
識
」
（
昭
四
二
）
W
ニ
ニ
六
頁
（
と
く
に
第
五
章
）
な
ど
で
あ
る
。

(51) 

る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

一
般
的
に
無
視
さ
れ
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川
島
武
宜
「
『
法
』
の
社
会
学
的
理
論
の
墓
礎
づ
け
ー
法
的
社
会
制
御
を
中
心
と
し
て
ー
」
（
昭
四
七
）

II
二
六

0
頁
、
「
争
い
と
そ
の
処
理
」

（
昭
四
七
）

II-
六
0
頁
、
「
『
法
』
の
科
学
理
論
」
（
昭
五
二
、
昭
五
七
に
加
筆
さ
れ
た
）

II
二
九
七
頁
、
「
争
い
と
裁
判
」
（
昭
五
二
）

Ill-
九
三
頁
。

(35)

六
本
佳
平
「
戦
後
法
社
会
学
に
お
け
る
『
生
け
る
法
』
理
論
」
石
井
紫
郎
編
『
日
本
近
代
法
史
講
義
』
（
青
林
書
院
新
社
・
昭
四
七
）
二
四
一

頁
。
同
「
法
社
会
学
に
お
け
る
法
の
概
念
」
潮
見
俊
隆
編
・
社
会
学
講
座
9

『
法
社
会
学
』
（
昭
四
九
）
三
一
頁
。

(

3

6

)

例
え
ば
、
「
従
来
『
法
』
と
よ
ば
れ
て
き
た
現
象
に
は
大
き
く
わ
け
て
二
つ
の
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
の
―
つ
は
『
権
利
』
の
保
護
・
調
整
を
内
容

と
す
る
規
範
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
規
範
内
容
の
平
面
に
お
け
る
『
法
』
の
概
念
で
あ
り
、
も
う
―
つ
は
、
組
織
さ
れ
た
政
治
権
力
の
強
制
と
い
う
サ

ン
ク
シ
ョ
ン
を
伴
う
規
範
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
の
平
面
に
お
け
る
『
法
』
の
概
念
で
あ
る
」
川
島
武
宜
「
法
と
道
徳
」
（
昭
三
四
）

II

九
四
頁
・
一
〇
八
頁
。

(37)

川
島
武
宜
「
『
法
』
の
科
学
理
論
」
（
昭
五
二
）

II
二
九
七
頁
・
三
一
六
頁
。

(38)

前
注
(37)
同
所
。

、

(39)

前
注
(37)
論
文
三
二
三

i
四
頁
。
ま
た
、
三
二
九
ー
三
三
頁
。

(40)

前
注
(37)
論
文
三
三
七
し
八
頁
。

(

4

1

)

前
注
(37)
論
文
三
三
九
ー
四

0
頁。

(

4

2

)

前
注
(37)
論
文
三
四
三
頁
・
三
四
七
頁
。

・

(43)

前
注
(37)
論
文
三
五
ニ
ー
三
頁
。

(
4
4
)

前
注
(37)
論
文
三
五
四
頁
。
同
所
の
図
を
み
よ
。

(45)

川
島
武
宜
「
争
い
と
裁
判
」
（
昭
五
二
）

Ill-
九
三
頁
・
一
九
九
頁
。

(46)

前
注
(45)
論
文
二

0
ニ
ー
三
頁
。

(47)

前
注
(45)
論
文
ニ
ニ
ニ
頁
。

(48)

前
注
(45)
論
文
二
三
一
頁
。

(49)

前
注
(45)
論
文
二
四

0
ー
一
頁
。

(50)

前
注
(45)
論
文
二
四
五
頁
。

(34) 
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(
5
1
)

例
え
ば
、
ロ
ン

・
フ
ラ
ー

(
L
o
n
L
,
 Fuller)

は
、
「
紛
争
当
事
者
に
証
拠
と
理
性
的
論
証
の
提
示
の
機
会
を
保
障
し
よ
う
と
す
る
制
度
的
枠
組

の
中
で
決
定
が
行
な
わ
れ
る
」
こ
と
を
裁
判
、
行
政
的
審
判
廷
、
仲
裁
等
（
裁
定

(adjudication
)
と
総
称
さ
れ
る
）
の
特
質
で
あ
る
、
と
す
る
。

L
o
n
 
L. 
Fuller
^
T^
h
e
 F
o
r
m
s
 a
n
d
 
Limits 
of 
Adjudication"
 in 
his 
T
h
e
 Principles 
of 
Social 
O
r
d
e
r
(edited 
b
y
 
K. 
I. 
W
i
n
s
t
o
n
)
.
 Du

k
e
 

University 
Press
,
 

• 
1
9
8
1
.
 
p
p
.
 93
-
4
:
 
-¥t-6

た
、
仝
口
理
的
な
決
定
そ
れ
自
体
を
動
的
に
構
成
し
よ
う
と
す
る
努
力
も
見
ら
れ
る
。
R
.
A
.
 W
 asserstrom 

T
h
e
 Judicial 
Decision
,
 To

w
a
r
d
s
 a
 T
h
e
o
r
y
 
of 
Legal 
Justification
,
 Stanford 

University 
Press
,
 19

6
1
.
 
D
a
v
i
d
 
Collingridge
,
 Critical 

Ikcision 
M
a
k
i
n
g
,
 A
 N
e
w
 T
h
8
r
y
 of 
Social 
C
h
o
i
c
e
.
 Francis 

Pinter
,
 19

8
2
.

な
ど
。

(52)

「
そ
れ
ぞ
れ
の
権
利
規
範
の
体
系
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
利
益
の
た
め
に
存
在
し
て
い
ま
す
。
社
会
に
お
け
る
利
益
の
対
立
は
、
権
利
規
範
の
対
立
と

し
て
あ
ら
わ
れ
、
権
利
の
自
己
防
衛
或
い
は
自
己
拡
張
は
、
権
利
規
範
相
互
の
あ
い
だ
の
戦
い

（
ひ
ろ
い
意
味
で
の
）
を
ひ
き
お
こ
し
ま
す
。
こ
の

よ
う
に
し
て
、
権
利
規
範
を
め
ぐ
る
諸
々
の
力
の
対
立

・

緊
張
•
発
動
が
お
こ
り
ま
す
。
政
治
権
力
に
よ
る
権
利
規
範
の
サ
ン
ク
シ

ョ

ン
と
い
う
現

象
は
、
こ
の
力
関
係
に
お
い
て
き
わ
め
て
重
要
な
機
能
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
の
で
す
。」

川
島
武
宜
「
法
社
会
学
序
説
（
講
義
）
」

（昭
三
二
）

II
二

四
九
ー
五
0
頁
。
こ
こ
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
生
け
る
法
（
権
利
規
範
）
と
国
家
法
（
国
家
的
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
う
け
る
規
範
）
と
の
関
係
は
、
諸

の
社
会
的
勢
力
の
間
の
対
立
拮
抗
と
い
う
一
般
的
過
程
の
中
に
あ
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
に
と
ど
ま

っ
て
い
た
と
思
わ
れ

る
。
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