
一
七
一

民
事
訴
訟
に
お
け
る
法
人
格
の
な
い
社
団
の
当
事
者
能
力
に
つ
い
て
（
古
積
）

民
事
訴
訟
に
お
け
る
法
人
格
の
な
い
社
団
の
当
事
者
能
力
に
つ
い
て

古 
 

積 
 

健 

三 

郎

Ⅰ
 
は
じ
め
に

Ⅱ
 
訴
訟
担
当
構
成
の
問
題

Ⅲ
 
固
有
適
格
構
成
の
問
題

Ⅳ
 
固
有
適
格
構
成
と
訴
訟
担
当
構
成
と
の
止
揚
の
議
論

Ⅴ
 
お
わ
り
に

Ⅰ 

は
じ
め
に

筆
者
は
、
別
稿
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
「
権
利
能
力
な
き
社
団
」
の
財
産
帰
属
形
態
は
、
そ
の
単
独
所
有
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
り
、

民
事
訴
訟
法
二
九
条
の
規
律
も
社
団
が
独
立
の
権
利
主
体
と
な
り
う
る
点
か
ら
導
か
れ
る
旨
を
主
張
し
た
。
す
な
わ
ち
、
判
例
は
、
社
団

の
財
産
は
全
構
成
員
に
総
有
的
に
帰
属
す
る
と
い
う
命
題
を
採
用
し
つ
つ
も
、
そ
の
具
体
的
な
結
論
を
見
る
限
り
、
社
団
自
体
へ
の
権
利

帰
属
を
容
認
し
て
い
る
に
等
し
い
こ
と
、
ま
た
、
法
人
法
定
主
義
（
法
律
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
要
件
を
充
足
し
た
団
体
だ
け
に
法
人
格
が
認
め
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ら
れ
る
と
い
う
原
理
）
の
下
で
も
社
団
へ
の
権
利
帰
属
を
認
め
る
の
は
十
分
に
可
能
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た）（
（

。
こ
の
よ
う
に
社
団
の
単
独
所

有
を
正
面
か
ら
認
め
る
結
論
は
、
す
で
に
民
法
学
説
に
お
い
て
は
主
張
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り）（
（

、
そ
れ
自
体
決
し
て
目
新
し
い
も
の
で
は

な
い
。
た
だ
、
従
前
の
議
論
に
加
え
て
筆
者
の
立
論
に
意
味
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
判
例
の
具
体
的
結
論
と
社
団
の
単
独
所
有
と

の
整
合
性
を
明
ら
か
に
し
、
ま
た
、
法
人
法
定
主
義
と
の
関
係
を
論
じ
た
点
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
が
、
近
時
の
訴
訟
法
学
説
に
目
を
転
じ
て
み
る
と
、
そ
こ
で
は
、
訴
訟
に
お
け
る
社
団
の
当
事
者
能
力
な
い
し
当
事
者
適
格
を
、

あ
く
ま
で
係
争
物
た
る
財
産
が
全
構
成
員
に
帰
属
す
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
権
利
者
た
る
全
構
成
員
の
た
め
の
訴
訟
担
当
と
し
て
基
礎

づ
け
る
見
解
が
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る）（
（

。
し
か
も
、
最
近
の
訴
訟
法
学
説
で
は
、
社
団
の
当
事
者
能
力
な
い
し
適
格
を
こ
れ
に
帰
す
る

固
有
の
利
益
を
根
拠
と
し
て
基
礎
づ
け
な
が
ら
、
な
お
権
利
は
全
構
成
員
に
総
有
的
に
帰
属
す
る
と
し
、
そ
の
た
め
に
、
全
構
成
員
に
よ

る
訴
訟
の
可
能
性
と
の
関
係
を
検
討
し
つ
つ
、
社
団
の
受
け
た
判
決
の
全
構
成
員
に
対
す
る
効
力
を
肯
定
す
る
見
解
が
現
れ
て
い
る）（
（

。
そ

の
一
方
で
、
社
団
の
当
事
者
適
格
を
そ
の
固
有
適
格
と
し
て
位
置
づ
け
る
と
し
て
も
、
訴
訟
担
当
と
し
て
位
置
づ
け
る
と
し
て
も
、
訴
訟

上
の
取
扱
い
は
基
本
的
に
変
わ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
、
社
団
の
提
起
し
た
訴
訟
に
お
い
て
は
、
ど
ち
ら
の
構
成
に
よ
る
と

し
て
も
、
構
成
員
の
厳
格
な
特
定
は
不
要
で
あ
る
と
い
う
見
解
も
現
れ
て
い
る）（
（

。

し
か
し
、
近
代
的
社
団
が
構
成
員
の
人
格
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
点
に
か
ん
が
み
れ
ば
、
全
構
成
員
に
権
利
が
帰
属
す
る
と

し
な
が
ら
、
社
団
に
訴
訟
の
固
有
の
利
益
を
認
め
る
と
い
う
の
は
疑
問
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
社
団
の
固
有
適
格
を
肯
定
し

つ
つ
、
な
お
か
つ
全
構
成
員
に
よ
る
訴
訟
の
可
能
性
を
論
ず
る
よ
う
な
構
成
自
体
、
い
た
ず
ら
に
問
題
を
複
雑
化
さ
せ
る
に
す
ぎ
な
い
の

で
は
な
い
か
。
他
方
で
、
社
団
の
当
事
者
適
格
を
訴
訟
担
当
と
し
て
構
成
す
る
見
解
は
、
確
か
に
、
権
利
が
全
構
成
員
に
帰
属
す
る
と
い

う
そ
の
出
発
点
か
ら
は
明
快
で
あ
る
。
し
か
し
、
問
題
は
、
社
団
は
い
か
な
る
根
拠
を
も
っ
て
全
構
成
員
の
権
利
に
つ
き
訴
訟
担
当
者
た
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る
地
位
に
つ
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
で
あ
る
。
社
団
が
構
成
員
の
人
格
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
以
上
、
社
団
が
構
成
員
の
権
利

に
つ
い
て
管
理
処
分
権
を
有
す
る
と
い
う
よ
う
な
法
定
訴
訟
担
当
は
当
然
に
は
認
め
ら
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
他
方
で
、
社
団
の
当
事
者

適
格
を
構
成
員
の
授
権
に
基
づ
く
任
意
的
訴
訟
担
当
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
も
、
そ
の
授
権
は
権
利
者
た
る
全
構
成
員
に
よ
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
判
例
の
事
案
で
は
そ
の
よ
う
な
厳
格
な
授
権
な
ど
求
め
ら
れ
て
い
な
い
点
か
ら
は）（
（

、
任
意
的
訴
訟
担
当
構
成
に

も
大
き
な
疑
問
が
残
る
。

さ
ら
に
、
い
か
な
る
構
成
に
よ
る
と
し
て
も
社
団
の
訴
え
に
お
い
て
構
成
員
の
厳
格
な
特
定
を
不
要
と
す
る
立
論
も
疑
問
で
あ
る
。
仮

に
社
団
自
体
に
権
利
が
帰
属
す
る
が
ゆ
え
に
そ
の
当
事
者
適
格
が
容
認
さ
れ
る
と
い
う
な
ら
ば
、
こ
れ
と
切
り
離
さ
れ
た
構
成
員
を
訴
訟

に
お
い
て
特
定
す
る
必
要
な
ど
も
と
も
と
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
前
述
の
よ
う
に
、
最
近
の
固
有
適
格
構
成
は
、
社
団
の
訴
え
の
背
後

に
は
全
構
成
員
に
帰
属
す
る
権
利
が
存
在
す
る
こ
と
を
容
認
し
、
し
か
も
、
社
団
に
よ
る
訴
訟
の
判
決
の
効
力
が
構
成
員
に
も
及
ぶ
と
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
社
団
の
訴
え
は
構
成
員
自
身
の
権
利
を
左
右
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
訴

え
に
お
い
て
各
構
成
員
の
特
定
を
要
求
し
な
い
と
な
れ
ば
、
権
利
者
自
ら
が
全
く
関
与
し
な
い
と
こ
ろ
で
そ
の
権
利
が
左
右
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
か
ね
な
い
。
訴
訟
担
当
構
成
に
至
っ
て
は
、
ま
さ
に
社
団
は
構
成
員
の
権
利
に
つ
い
て
訴
え
を
提
起
す
る
以
上
、
各
構
成
員
を
訴

え
に
お
い
て
特
定
し
な
い
こ
と
な
ど
理
論
的
に
許
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
訴
訟
法
学
説
が
各
構
成
員
の
厳
格
な
特
定
を
不
要
と
す
る
理
由

の
一
つ
に
は
、
多
数
の
構
成
員
を
擁
し
て
そ
の
変
動
も
伴
う
社
団
の
訴
訟
に
お
い
て
、
そ
の
構
成
員
を
特
定
す
る
こ
と
は
煩
雑
す
ぎ
る
と

い
う
実
際
上
の
便
宜
が
あ
る
よ
う
で
あ
る）（
（

。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
便
宜
だ
け
を
も
っ
て
、
本
来
の
権
利
者
を
明
ら
か
に
し
な
い
訴
訟
が

理
論
的
に
ど
う
し
て
許
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
近
時
の
訴
訟
法
学
説
の
問
題
点
を
洗
い
出
し
、
改
め
て
、
社
団
は
権
利
主
体
と
な
り
う
る
が
ゆ
え
に
訴
訟
の
当
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事
者
能
力
な
い
し
適
格
を
有
し
う
る
こ
と
を
強
調
し
た
い
。
近
時
の
訴
訟
法
学
説
を
詳
し
く
検
討
す
る
と
、
上
記
の
よ
う
な
問
題
が
生
ず

る
原
因
は
、
結
局
、
法
人
格
の
な
い
社
団
に
は
権
利
が
帰
属
せ
ず
、
権
利
は
全
構
成
員
に
総
有
的
に
帰
属
す
る
、
と
い
う
命
題
に
拘
泥
す

る
点
に
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

Ⅱ 
訴
訟
担
当
構
成
の
問
題

（　

序

民
事
訴
訟
法
二
九
条
に
関
す
る
従
来
の
通
説
の
理
解
は
、
訴
訟
を
通
じ
て
社
団
自
体
が
権
利
主
体
と
し
て
認
め
ら
れ
る
が
ゆ
え
に
そ
の

当
事
者
能
力
が
容
認
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た）（
（

。
こ
れ
は
、
ま
さ
に
社
団
が
自
己
の
権
利
に
つ
い
て
訴
え
を
提
起
す
る
が
ゆ
え
に
、

そ
の
当
事
者
適
格
も
容
認
さ
れ
る
と
い
う
立
場
で
あ
り
、
こ
こ
で
の
当
事
者
適
格
は
社
団
固
有
の
も
の
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
か

か
る
見
解
は
、
訴
え
の
提
起
が
な
さ
れ
な
い
限
り
社
団
は
権
利
主
体
に
は
な
ら
な
い
点
に
お
い
て
、
訴
え
以
前
に
実
体
法
的
に
社
団
が
権

利
主
体
と
な
り
う
る
こ
と
を
認
め
る
私
見
と
は
異
な
る
が
、
社
団
の
権
利
主
体
性
を
容
認
す
る
点
に
お
い
て
は
私
見
と
共
通
し
て
い
る
。

し
か
し
、
最
高
裁
が
、「
門
中
事
件
」）

（
（

に
お
い
て
、
社
団
に
は
権
利
能
力
が
な
い
以
上
、
こ
れ
に
は
所
有
権
は
帰
属
せ
ず
、
所
有
権
は

全
構
成
員
に
総
有
的
に
帰
属
す
る
と
い
う
立
場
を
と
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
社
団
の
訴
え
を
全
構
成
員
の
た
め
に
す
る
訴
訟
担
当
と
す
る
見

解
が
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た）（1
（

。
さ
ら
に
、
入
会
団
体
に
関
す
る
判
例）（（
（

も
、
入
会
団
体
に
よ
る
所
有
権
の
確
認
請
求
を
所
有
権
が
全
構

成
員
に
総
有
的
に
帰
属
す
る
こ
と
の
確
認
請
求
と
し
て
捉
え
た
た
め
に
、
社
団
の
当
事
者
適
格
を
訴
訟
担
当
と
し
て
位
置
づ
け
る
見
解
は

い
っ
そ
う
有
力
と
な
っ
た）（1
（

。
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確
か
に
、
全
構
成
員
が
権
利
者
で
あ
る
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
れ
と
は
別
の
社
団
の
訴
え
は
訴
訟
担
当
と
見
る
の
が
素
直
で
は
あ
る
。
し

か
し
、
問
題
は
、
訴
訟
担
当
の
要
件
、
す
な
わ
ち
法
定
訴
訟
担
当
で
あ
れ
ば
構
成
員
の
権
利
に
つ
い
て
社
団
が
管
理
処
分
権
を
有
す
る
と

い
う
こ
と
、
ま
た
、
任
意
的
訴
訟
担
当
で
あ
れ
ば
全
構
成
員
に
よ
る
訴
え
提
起
へ
の
授
権
が
、
は
た
し
て
実
際
の
判
例
の
事
案
に
お
い
て

充
足
さ
れ
て
い
る
の
か
、
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
訴
訟
担
当
構
成
を
主
張
す
る
学
説
が
こ
の
点
に
つ
き
い
か
な
る
説
明
を
試
み

て
き
た
の
か
を
概
観
し
つ
つ
、
そ
の
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

（　

各
説
の
検
討

（
（
）
民
事
訴
訟
法
の
規
定
を
法
定
訴
訟
担
当
の
根
拠
と
す
る
説

ま
ず
、
早
く
か
ら
社
団
の
訴
え
を
訴
訟
担
当
と
し
て
位
置
づ
け
た
長
井
判
事
は
、「
権
利
能
力
な
き
社
団
」
に
は
文
字
通
り
権
利
は
帰

属
し
え
ず
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
民
事
訴
訟
法
が
社
団
に
当
事
者
能
力
を
認
め
た
趣
旨
は
、
権
利
者
た
る
社
団
構
成
員
に
代
わ
っ
て
訴

え
を
提
起
し
う
る
権
限
を
社
団
に
与
え
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
説
明
を
し
て
い
た）（1
（

。
こ
れ
は
、
当
事
者
能
力
に
関
す
る
民
事
訴
訟
法
の
規

定
自
体
が
法
定
訴
訟
担
当
の
根
拠
と
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
伝
統
的
通
説
を
支
持
す
る
高
橋
教
授
も
、
社
団
の
訴
え
を
訴
訟
担
当

と
し
て
位
置
づ
け
る
の
で
あ
れ
ば
、
民
事
訴
訟
法
二
九
条
が
か
か
る
訴
訟
担
当
を
容
認
し
た
も
の
と
解
す
る
以
外
に
な
い
と
い
う
見
解
を

示
し
て
い
る）（1
（

。

長
井
説
は
、「
権
利
能
力
な
き
社
団
」
に
権
利
が
帰
属
す
る
の
は
背
理
で
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
社
団
へ
の
権
利
帰
属
を
前
提
に
し

た
当
事
者
能
力
の
基
礎
づ
け
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
ろ
う）（1
（

。
そ
し
て
、
社
団
に
は
実
体
法
上
権
利
は
帰
属
し
え
な
い
が
、
訴
訟
追
行
権
は

帰
属
し
う
る
と
い
う
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
訴
訟
物
で
あ
る
権
利
が
社
団
に
帰
属
し
な
い
と
し
な
が
ら
、
そ
の
訴
訟
追
行
権
が
当
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然
に
社
団
に
帰
属
す
る
と
い
う
解
釈
は
極
め
て
不
自
然
で
あ
る
。
権
利
者
で
な
い
者
が
そ
の
訴
訟
追
行
権
は
有
し
う
る
と
い
う
帰
結
を
正

当
化
す
る
理
由
は
何
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
技
巧
を
と
る
く
ら
い
な
ら
ば
、
む
し
ろ
、
法
人
格
の
な
い
社
団
に
も
権
利
が
帰

属
し
う
る
場
面
が
あ
る
こ
と
を
正
直
に
認
め
つ
つ
、
そ
の
範
囲
で
訴
訟
の
当
事
者
能
力
も
容
認
し
う
る
と
す
る
の
が
、
よ
ほ
ど
明
快
で
は

な
い
の
か
。

（
（
）
総
有
概
念
に
よ
っ
て
社
団
の
管
理
処
分
権
を
基
礎
づ
け
る
説

山
本
弘
教
授
は
、「
権
利
能
力
な
き
社
団
」
に
権
利
主
体
性
を
認
め
な
い
立
場
が
確
立
し
た
判
例
法
理
で
あ
る
と
い
う
認
識
の
下
に）（1
（

、

社
団
に
よ
る
訴
訟
を
法
定
訴
訟
担
当
と
し
て
位
置
づ
け
る
。
す
な
わ
ち
、
入
会
集
団
に
お
け
る
総
有
が
、
財
産
の
管
理
処
分
権
が
団
体
に

帰
属
し
、
各
構
成
員
に
は
そ
の
収
益
権
が
帰
属
す
る
と
い
う
所
有
形
態
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
こ
れ
が
「
権
利
能
力
な
き
社
団
」

に
も
妥
当
す
る
と
す
れ
ば
、
社
団
自
体
が
管
理
処
分
権
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
こ
れ
を
基
礎
に
し
て
社
団
は
構
成
員
に
帰
属
す
る

財
産
に
つ
い
て
の
訴
訟
追
行
権
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う）（1
（

。
そ
し
て
、
入
会
団
体
に
関
す
る
判
例
も
こ
の
よ
う
な
法
定
訴
訟
担
当
を

容
認
す
る
も
の
と
見
て
い
る）（1
（

。

し
か
し
、
総
有
と
い
う
所
有
形
態
は
、
管
理
処
分
権
が
団
体
に
、
収
益
権
が
構
成
員
に
分
属
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
し
、
さ
ら
に
、

古
典
的
入
会
団
体
の
所
有
形
態
が
近
代
的
な
社
団
の
所
有
形
態
と
は
異
な
る
こ
と
は
、
す
で
に
別
稿
で
論
じ
た
と
お
り
で
あ
る）（1
（

。
ま
た
、

判
例
が
社
団
の
権
利
主
体
性
を
認
め
な
い
と
す
る
山
本
説
の
立
論
の
根
拠
は
、
基
本
的
に
は
「
門
中
事
件
」
に
あ
る）11
（

。
こ
の
事
案
で
は
本

来
の
意
味
で
の
総
有
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
そ
こ
で
の
財
産
帰
属
形
態
を
単
な
る
社
団
所
有
と
し
て
位
置
づ
け
る
べ
き
で
は
な
い

が
、
一
般
的
な
社
団
に
関
す
る
判
例
が
こ
れ
と
同
じ
立
場
を
と
っ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
こ
と
も
、
す
で
に
別
稿
で
論
じ
た
と
お
り
で

あ
る）1（
（

。
さ
ら
に
、
山
本
説
に
は
、
そ
の
基
本
的
前
提
と
相
反
す
る
主
張
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ



一
七
七

民
事
訴
訟
に
お
け
る
法
人
格
の
な
い
社
団
の
当
事
者
能
力
に
つ
い
て
（
古
積
）

ち
、
山
本
説
は
、
判
例
が
「
権
利
能
力
な
き
社
団
」
を
訴
訟
物
た
る
権
利
の
帰
属
主
体
と
し
て
は
認
め
な
い
も
の
と
し
て
、
所
有
権
は
社

団
に
帰
属
し
な
い
こ
と
を
前
提
に
議
論
を
展
開
し
て
い
る
が）11
（

、
訴
訟
担
当
の
基
礎
づ
け
に
お
い
て
は
、
目
的
物
の
管
理
処
分
権
が
ま
さ
に

社
団
に
帰
属
す
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
所
有
権
が
社
団
に
帰
属
し
え
な
い
根
拠
が
法
人
格
の
欠
如
に
あ
る
と
い
う
な
ら

ば
、
そ
の
一
部
の
管
理
処
分
権
も
社
団
に
帰
属
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
。

（
（
）
任
意
的
訴
訟
担
当
と
し
て
位
置
づ
け
る
見
解

学
説
の
中
に
は
、
社
団
の
訴
え
を
任
意
的
訴
訟
担
当
と
し
て
位
置
づ
け
る
見
解
も
あ
る）11
（

。
構
成
員
と
社
団
と
が
別
個
の
存
在
で
あ
る
な

ら
ば
、
構
成
員
の
権
利
に
つ
き
訴
訟
を
担
当
し
う
る
根
拠
を
そ
の
権
限
授
与
に
求
め
る
の
は
自
然
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
場
合
に
は
、
構

成
員
全
員
が
権
利
者
で
あ
る
以
上
、
当
然
、
そ
の
要
件
と
し
て
は
全
構
成
員
に
よ
る
訴
訟
追
行
権
の
授
与
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

確
か
に
、
判
例
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
授
権
を
問
題
に
し
て
い
る
も
の
も
な
く
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、「
門
中
事
件
」
に
お
い
て
、

最
高
裁
は
、代
表
者
が
原
告
と
し
て
構
成
員
全
員
に
所
有
権
が
総
有
的
に
帰
属
す
る
確
認
の
訴
え
を
提
起
し
う
る
可
能
性
を
指
摘
し
つ
つ
、

そ
の
た
め
に
は
、
基
本
的
に
構
成
員
全
員
の
同
意
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
い
た
。
こ
れ
は
代
表
者
に
よ
る
任
意
的
訴
訟
担
当
の
要
件
を
問

題
に
し
た
も
の
と
も
言
え
な
く
も
な
い
。
ま
た
、
入
会
団
体
に
よ
る
構
成
員
全
員
へ
の
所
有
権
の
総
有
的
帰
属
の
確
認
の
訴
え
を
容
認
し

た
判
例
の
事
案
で
は
、
代
表
者
に
よ
る
訴
訟
追
行
の
要
件
と
し
て
構
成
員
か
ら
の
授
権
が
問
題
と
さ
れ
、
現
に
、
構
成
員
全
員
の
一
致
に

よ
る
訴
え
提
起
の
決
議
が
な
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
団
体
が
構
成
員
全
員
に
代
わ
っ
て
原
告
と
な
る
た
め
の
要
件
と
さ
れ
た
わ
け
で
は

な
い
が
、
実
質
的
に
ほ
ぼ
そ
れ
と
同
様
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
れ
以
外
の
社
団
に
関
す
る
最
高
裁
の
判
例
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
構
成
員
に
よ
る
授
権
は
全
く
問
題
と
さ
れ
て
い
な

い
。
た
と
え
ば
、
社
団
が
代
表
者
名
義
の
登
記
手
続
を
求
め
る
訴
え
を
提
起
し
た
平
成
二
六
年
判
決
の
事
案
に
お
い
て
は
、
構
成
員
に
よ
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る
授
権
の
事
実
は
問
題
に
な
っ
て
い
な
い
。
そ
の
調
査
官
解
説
も
、
訴
訟
担
当
構
成
を
採
用
す
る
な
ら
か
か
る
授
権
が
必
要
に
な
る
が
、

判
例
は
そ
の
よ
う
な
授
権
を
求
め
て
い
な
い
と
し
て
、
訴
訟
担
当
構
成
に
対
し
て
疑
問
を
呈
し
て
い
る）11
（

。

そ
こ
で
、
一
部
の
学
説
は
、
社
団
の
設
立
ま
た
は
社
団
へ
の
参
加
の
と
き
に
、
各
構
成
員
は
訴
訟
を
担
当
す
る
権
限
を
社
団
に
授
与
し

て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
が）11
（

、
こ
れ
は
全
く
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
構
成

は
、
団
体
を
設
立
し
た
構
成
員
は
、
団
体
事
業
に
供
し
た
財
産
上
の
権
利
を
自
己
に
留
保
し
な
が
ら
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
訴
訟
担
当
の
権

限
の
み
を
団
体
に
授
与
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
構
成
は
団
体
に
加
入
し
た
構
成
員
の
意
識
に
全
く
合

致
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
現
実
は
、
社
団
の
設
立
の
と
き
に
、
構
成
員
は
事
業
団
体
に
供
し
た
財
産
は
実
体
法
的
に
も
団
体
に
帰

せ
し
め
る
と
い
う
意
思
決
定
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
権
利
主
体
と
な
っ
た
社
団
が
自
ら
の
財
産
に
関
し
て
訴
訟
の
当
事

者
適
格
を
有
す
る
、
と
い
う
の
が
問
題
の
本
質
に
合
致
す
る
。

（　

ま　

と　

め

以
上
の
よ
う
に
、
団
体
に
よ
る
訴
訟
を
法
定
訴
訟
担
当
と
す
る
に
し
ろ
、
任
意
的
訴
訟
担
当
と
す
る
に
し
ろ
、
訴
訟
担
当
構
成
は
、
そ

の
権
限
を
団
体
が
有
す
る
点
に
つ
い
て
説
得
的
根
拠
を
示
し
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。
こ
の
構
成
は
、
法
人
法
定
主
義
を
法
人
格
の
な

い
団
体
に
は
私
法
上
の
権
利
能
力
が
一
切
な
い
こ
と
と
同
視
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
法
人
格
の
な
い
団
体
に
供
さ
れ
た
財
産
は
す
べ
て

全
構
成
員
に
帰
属
す
る
こ
と
を
前
提
に
す
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
本
来
、
か
か
る
財
産
に
関
す
る
訴
訟
の
当
事
者
適
格
は
全
構
成
員
そ
れ

自
体
に
あ
る
と
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
訴
訟
形
態
は
全
構
成
員
に
よ
る
固
有
必
要
的
共
同
訴
訟
に
な
る
と
い
う
の
が
筋
で
あ
ろ
う
。
事
業

団
体
に
供
さ
れ
た
財
産
に
つ
い
て
は
、
狭
義
の
共
有
に
お
け
る
よ
う
な
独
立
し
た
持
分
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
こ



一
七
九

民
事
訴
訟
に
お
け
る
法
人
格
の
な
い
社
団
の
当
事
者
能
力
に
つ
い
て
（
古
積
）

ろ
が
、
訴
訟
担
当
構
成
を
主
張
す
る
学
説
は
、
入
会
集
団
の
訴
訟
の
ケ
ー
ス
を
除
い
て
、
固
有
必
要
的
共
同
訴
訟
が
本
来
の
姿
で
あ
る
と

は
主
張
し
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
一
般
的
な
社
団
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
は
、
判
例
が
団
体
自
体
を
当
事
者
と
し
て
認
め
て
い
る
の
を
是
と

し
、
し
か
も
、
団
体
が
訴
訟
に
よ
っ
て
構
成
員
の
権
利
へ
干
渉
す
る
た
め
に
本
来
必
要
と
な
る
要
件
を
厳
密
に
検
討
し
て
い
る
と
も
い
い

が
た
い
。
前
述
の
山
本
説
に
よ
る
管
理
処
分
権
の
団
体
へ
の
帰
属
は
こ
れ
に
応
接
し
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
が
訴
訟
担
当
構
成

の
本
来
の
前
提
に
相
反
す
る
側
面
を
有
す
る
こ
と
も
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
ま
た
、
訴
訟
担
当
の
場
合
に
は
、
本
来
、
訴
訟
で

は
そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
べ
く
、
権
利
者
す
な
わ
ち
被
担
当
者
を
特
定
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
社
団
を
当
事
者
と
す

る
訴
訟
に
お
い
て
、従
来
の
判
例
は
、「
門
中
事
件
」
お
よ
び
入
会
団
体
に
関
す
る
判
例
を
除
け
ば
、構
成
員
の
特
定
を
要
求
し
て
こ
な
か
っ

た
。
こ
の
点
を
訴
訟
担
当
構
成
は
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る
の
だ
ろ
う
か）11
（

。

こ
の
よ
う
な
理
論
的
問
題
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
訴
訟
担
当
構
成
が
有
力
に
主
張
さ
れ
る
の
は
、
結
局
、
事
業
団
体
に
供
さ
れ
た

財
産
は
、
構
成
員
に
帰
属
す
る
と
い
っ
て
も
、
実
質
的
に
は
団
体
に
帰
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
団
体
が
か
か
る
財
産
に
つ
い
て
当
事
者

と
な
っ
て
訴
訟
を
追
行
し
て
も
、
構
成
員
の
権
利
に
対
す
る
不
当
な
干
渉
に
は
な
ら
な
い
し
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
構
成
員
か
ら
特
別
の
授

権
が
な
く
て
も
問
題
で
は
な
く
、
そ
の
判
決
の
効
力
が
構
成
員
に
及
ん
で
も
不
測
の
損
害
と
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
認
識
が
あ
る
か
ら
で

は
な
い
の
か
。
た
と
え
ば
、
財
産
の
管
理
処
分
権
が
団
体
に
属
す
る
と
し
て
そ
の
訴
訟
担
当
を
容
認
す
る
山
本
説
の
説
明
は
、
所
有
権
が

団
体
に
属
す
る
こ
と
は
な
い
と
し
な
が
ら
、
そ
の
基
本
的
要
素
で
あ
る
管
理
処
分
権
が
団
体
に
属
す
る
と
い
う
以
上
、
こ
れ
は
団
体
に
所

有
権
が
属
す
る
の
を
容
認
す
る
こ
と
と
ほ
と
ん
ど
異
な
ら
な
い
。
他
方
で
、
任
意
的
訴
訟
担
当
構
成
を
主
張
す
る
学
説
が
、
団
体
の
設
立

な
い
し
団
体
へ
の
加
入
に
お
い
て
訴
訟
担
当
の
権
限
の
授
与
が
あ
る
と
説
明
す
る
こ
と
も
、
団
体
の
事
業
に
供
し
た
財
産
は
構
成
員
で
は

な
く
、
も
っ
ぱ
ら
団
体
に
属
す
る
こ
と
を
容
認
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
立
論
は
、
実
質
的
に
、
団
体
に
供
さ
れ
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た
財
産
は
、
実
体
法
上
団
体
に
帰
属
し
、
構
成
員
に
は
属
さ
な
い
、
と
い
う
立
論
と
全
く
異
な
ら
な
い
。

す
な
わ
ち
、
訴
訟
担
当
構
成
は
、
表
向
き
は
、
法
人
法
定
主
義
と
の
整
合
性
を
形
式
的
に
保
つ
た
め
に
、
団
体
に
供
さ
れ
た
財
産
も
全

構
成
員
に
帰
属
す
る
と
い
う
命
題
を
示
し
な
が
ら
、
そ
の
実
は
、
団
体
自
体
に
財
産
が
帰
属
す
る
か
ら
こ
そ
団
体
が
そ
の
訴
訟
の
当
事
者

適
格
を
有
し
、
か
か
る
訴
訟
の
結
果
に
つ
い
て
構
成
員
は
異
論
を
唱
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
容
認
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意

味
で
、
訴
訟
担
当
構
成
は
、
問
題
の
核
心
を
正
面
か
ら
検
討
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
こ
れ
を
覆
い
隠
す
も
の
と
さ
え
い
え
る
だ

ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
の
問
題
の
核
心
は
、
た
と
え
法
人
格
の
な
い
団
体
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
事
業
に
供
さ
れ
た
財
産
は
こ
れ
に
帰

属
す
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
そ
し
て
そ
の
理
由
は
何
か
、
と
い
う
点
に
あ
る
。

Ⅲ 

固
有
適
格
構
成
の
問
題

（　

序

固
有
適
格
構
成
と
は
、
団
体
が
、
他
人
す
な
わ
ち
構
成
員
の
た
め
に
訴
訟
当
事
者
と
な
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
そ
の
地
位
・
利
益

の
た
め
に
当
事
者
と
な
る
と
す
る
説
で
あ
る
。
本
来
、
こ
の
構
成
の
シ
ン
プ
ル
な
形
は
、
団
体
自
体
が
訴
訟
に
現
れ
る
権
利
の
帰
属
主
体

と
な
る
が
ゆ
え
に
そ
の
当
事
者
適
格
を
有
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
旧
来
の
通
説
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
近
時
で
は
、
権
利

は
あ
く
ま
で
全
構
成
員
に
総
有
的
に
帰
属
す
る
と
い
う
前
提
を
と
り
つ
つ
、
な
お
社
団
の
当
事
者
適
格
を
そ
の
固
有
の
も
の
と
し
て
位
置

づ
け
よ
う
と
す
る
見
解
が
現
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
こ
れ
ら
の
見
解
の
骨
子
を
示
し
つ
つ
、
そ
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
こ
と
に

し
た
い
。



一
八
一

民
事
訴
訟
に
お
け
る
法
人
格
の
な
い
社
団
の
当
事
者
能
力
に
つ
い
て
（
古
積
）

（　

各
説
の
検
討

（
（
）
名
津
井
説

⒜　

概
要

近
時
の
訴
訟
法
学
説
で
は
訴
訟
担
当
構
成
が
有
力
に
な
る
中
で
、
名
津
井
教
授
は
意
欲
的
に
固
有
適
格
構
成
を
展
開
し
て
い
る
が）11
（

、
こ

れ
は
旧
来
の
通
説
と
は
一
線
を
画
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

名
津
井
説
は
、
法
人
法
定
主
義
と
の
関
係
で
、
法
人
格
の
な
い
団
体
に
当
事
者
能
力
を
容
認
す
る
民
事
訴
訟
法
二
九
条
の
規
律
を
、
法

人
格
の
あ
る
団
体
に
当
事
者
能
力
を
認
め
る
二
八
条
と
全
く
同
列
に
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
認
識
を
出
発
点
と
し
て
い
る）11
（

。
そ

の
た
め
で
あ
ろ
う
。
名
津
井
説
は
、
兼
子
説
の
よ
う
に
、
訴
訟
に
現
れ
た
権
利
が
も
っ
ぱ
ら
団
体
に
帰
属
す
る
こ
と
を
認
め
る
わ
け
で
は

な
く
、
か
か
る
権
利
は
な
お
全
構
成
員
に
総
有
的
に
帰
属
す
る
と
い
う
立
場
を
と
る）11
（

。
そ
の
こ
と
は
、
次
の
説
明
に
現
れ
て
い
る
。

「
社
団
に
当
事
者
能
力
を
認
め
る
（
民
訴
法
二
九
条
を
適
用
す
る
）
こ
と
の
効
果
は
、
当
該
事
件
の
解
決
に
必
要
な
範
囲
で
、
構
成
員
全
員
に
帰
属
す

る
総
有
関
係
を
社
団
自
身
の
権
利
義
務
と
し
て
扱
う
こ
と
を
許
容
す
る
に
と
ど
ま
る
限
り
、構
成
員
の
地
位
が
、当
事
者
の
地
位
に
あ
る
社
団
と
一
体
化
し
、

あ
る
い
は
、
吸
収
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。」）

11
（

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
団
体
が
当
事
者
と
な
る
訴
訟
に
つ
い
て
判
決
が
下
さ
れ
て
も
、
あ
く
ま
で
構
成
員
の
地
位
・
権
利
は
別
個
に
存

続
す
る
と
い
う
な
ら
ば
、
同
じ
権
利
関
係
に
つ
い
て
構
成
員
ら
が
訴
え
を
提
起
し
う
る
可
能
性
が
出
て
く
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
名
津

井
説
は
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。

「
法
人
で
な
い
社
団
が
当
事
者
と
し
て
受
け
た
判
決
が
確
定
し
た
後
、
構
成
員
全
員
に
よ
る
同
一
訴
訟
物
の
再
訴
が
提
起
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、



一
八
二

こ
れ
に
前
訴
確
定
判
決
の
効
力
が
及
ば
な
い
と
す
る
と
、
前
訴
の
相
手
方
当
事
者
は
、
実
質
的
に
は
二
重
応
訴
の
負
担
を
強
い
ら
れ
、
裁
判
所
も
無
用
な

蒸
し
返
し
に
付
き
合
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。こ
の
帰
結
を
避
け
る
に
は
、社
団
を
当
事
者
と
す
る
訴
訟
の
確
定
判
決
の
既
判
力
が
社
団
に
生
じ
る
の
と
並
ん
で
、

構
成
員
に
も
こ
れ
と
同
様
の
効
力
を
生
じ
さ
せ
、
構
成
員
全
員
に
よ
る
再
訴
を
封
じ
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」）

1（
（

そ
の
う
え
で
、
名
津
井
説
は
、
社
団
の
受
け
た
判
決
の
効
力
が
構
成
員
に
も
及
ぶ
こ
と
を
次
の
よ
う
に
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る
。

「
法
人
で
な
い
社
団
は
、
ま
さ
に
そ
れ
が
法
人
で
な
い
た
め
に
、
自
ら
の
法
人
格
に
よ
っ
て
構
成
員
全
員
を
完
全
に
代
替
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ

の
結
果
、
社
団
が
訴
訟
手
続
に
お
い
て
一
個
の
主
体
た
る
地
位
を
得
る
こ
と
が
で
き
て
も
、
構
成
員
全
員
は
訴
訟
外
に
お
い
て
当
事
者
た
る
社
団
と
の
関

係
で
第
三
者
と
な
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
と
き
、
法
人
で
な
い
社
団
と
い
う
法
律
関
係
は
、
構
成
員
全
員
と
し
て
把
握
で
き
る
と
同
時
に
、

構
成
員
全
員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
一
個
の
主
体
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
も
で
き
る
と
い
う
意
味
で
二
面
性
を
有
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、

両
者
は
、『
社
団
性
の
徴
表
（
固
有
の
名
称
、
代
表
機
関
の
存
在
、
各
人
の
個
人
財
産
か
ら
分
別
管
理
さ
れ
た
財
産
）
を
備
え
た
複
数
人
の
集
ま
り
』
と
い

う
一
つ
の
事
象
に
還
元
さ
れ
る
」）

11
（

。

す
な
わ
ち
、
か
か
る
団
体
の
二
面
性
か
ら
、
団
体
の
受
け
た
判
決
の
効
力
が
そ
の
も
う
一
つ
の
側
面
で
あ
る
構
成
員
全
員
に
も
及
ぶ
と

い
う
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
名
津
井
説
は
、
構
成
員
と
団
体
と
を
一
応
は
区
別
し
て
い
る
た
め
に
、
団
体
の
受
け
た
判
決
の
効
力
が
構
成

員
に
も
及
ぶ
要
件
と
し
て
、
構
成
員
集
団
の
あ
る
程
度
の
特
定
は
必
要
で
あ
る
旨
も
主
張
し
て
い
る
が
、
具
体
的
時
点
に
お
け
る
具
体
的

構
成
員
の
特
定
ま
で
は
必
要
で
は
な
い
と
い
う）11
（

。
他
方
で
、
構
成
員
に
及
ぶ
判
決
の
効
力
を
特
殊
な
効
力
と
し
つ
つ
も
、
そ
の
実
質
は
既

判
力
と
異
な
ら
な
い
と
し
て
い
る）11
（

。

⒝　

検
討

以
上
の
よ
う
に
、
名
津
井
説
は
社
団
の
法
的
構
造
に
つ
い
て
詳
細
な
説
明
を
し
て
い
る
点
に
そ
の
特
徴
が
あ
る
。
し
か
し
、
法
人
法
定



一
八
三

民
事
訴
訟
に
お
け
る
法
人
格
の
な
い
社
団
の
当
事
者
能
力
に
つ
い
て
（
古
積
）

主
義
と
の
関
係
で
社
団
へ
の
権
利
帰
属
を
制
限
的
に
捉
え
な
が
ら
、
な
お
社
団
固
有
の
当
事
者
適
格
や
構
成
員
へ
の
判
決
の
効
力
を
正
当

化
し
よ
う
と
す
る
た
め
に
、
社
団
の
法
的
構
造
に
関
す
る
説
明
は
複
雑
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
ず
、
端
的
に
言
え
ば
、
矛
盾
を
孕
ん
だ

も
の
に
な
っ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

す
な
わ
ち
、
名
津
井
説
は
、
一
方
で
は
、
法
人
格
の
な
い
団
体
は
構
成
員
の
人
格
を
代
替
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
理
由
に
し
て
、

両
者
を
別
個
の
存
在
と
捉
え
な
が
ら
、
他
方
に
お
い
て
は
、
法
人
格
の
な
い
団
体
に
は
二
面
性
が
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
を
全
構
成
員
と
同

一
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
判
決
効
の
拡
張
を
正
当
化
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
権
利
が
あ
く
ま
で
団
体
で
は
な
く
全
構
成
員
に
帰
属
す
る

と
い
う
前
提
の
下
に
、
団
体
の
受
け
た
判
決
の
効
力
が
構
成
員
に
も
及
ば
な
け
れ
ば
紛
争
の
蒸
し
返
し
が
生
ず
る
こ
と
を
憂
慮
し
た
立
論

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
近
代
法
な
い
し
現
代
法
に
お
い
て
は
、
個
人
の
人
格
は
独
立
・
別
個
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
た
と
え
法
人

が
設
立
さ
れ
て
も
、
法
人
格
は
構
成
員
個
人
の
人
格
と
は
別
個
の
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
基
本
思
想
は
、
法
人
化
さ
れ
て

い
な
い
団
体
が
結
成
さ
れ
た
場
合
に
も
変
わ
る
こ
と
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
現
代
に
お
い
て
事
業
団
体
を
結
成
す
る
各
構
成
員
は
、
個
人

と
し
て
の
人
格
の
独
立
性
を
保
持
し
つ
つ
、
こ
れ
と
は
別
に
新
た
な
団
体
人
格
を
創
設
す
る
意
思
決
定
を
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
法
人
格

が
付
与
さ
れ
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
自
己
の
人
格
が
団
体
の
一
部
に
な
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
想
定
も
し
て
い
な
い
。
も
し
そ
の
よ
う
な

こ
と
を
認
め
れ
ば
、
近
代
法
の
個
人
の
自
由
の
原
理
に
相
反
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

名
津
井
説
は
、
法
人
格
の
あ
る
社
団
が
訴
訟
当
事
者
と
な
る
場
合
に
は
、「
構
成
員
の
存
在
お
よ
び
そ
の
利
益
は
、
当
該
社
団
が
法
人

で
あ
る
こ
と
の
含
意
と
し
て
当
該
社
団
と
一
体
化
し
、
あ
る
い
は
、
吸
収
さ
れ
た
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
が）11
（

、
こ
れ

も
、
法
人
化
さ
れ
た
団
体
に
お
い
て
は
構
成
員
の
人
格
が
あ
た
か
も
こ
れ
に
吸
収
さ
れ
る
か
の
よ
う
な
説
明
で
あ
り
、
問
題
で
あ
る
。
お

そ
ら
く
、
そ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
構
成
員
が
事
業
団
体
・
法
人
に
供
し
た
財
産
は
、
も
っ
ぱ
ら
構
成
員
個
人
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
団



一
八
四

体
人
格
に
帰
属
し
、
構
成
員
は
そ
の
権
利
に
つ
い
て
独
立
の
利
益
を
持
た
な
い
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
法
人
に
関
す

る
こ
の
説
明
は
、
あ
た
か
も
、
団
体
の
人
格
が
構
成
員
の
人
格
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
に
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の

よ
う
な
思
想
が
、
法
人
格
の
な
い
社
団
に
関
す
る
上
記
の
説
明
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

確
か
に
、
前
近
代
的
な
団
体
で
あ
る
入
会
集
団
に
お
い
て
は
、
団
体
の
人
格
は
構
成
員
の
人
格
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

そ
こ
で
の
財
産
は
団
体
と
と
も
に
構
成
員
全
員
に
も
帰
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
共
同
所
有
形
態
が
本
来
の
総
有
で
あ
る
こ
と
は
す

で
に
別
稿
で
論
じ
て
い
る）11
（

。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
固
有
適
格
構
成
に
賛
意
を
示
し
て
い
る
最
高
裁
平
成
二
六
年
判
決
の
調
査
官
解
説
は
、

社
団
と
構
成
員
全
員
と
が
「
不
即
不
離
」
の
関
係
に
あ
る
と
い
う
ロ
ジ
ッ
ク
を
も
っ
て
、
社
団
の
受
け
た
判
決
の
効
力
を
構
成
員
に
も
及

ぼ
そ
う
と
し
て
い
る
が）11
（

、
こ
の
「
不
即
不
離
」
と
い
う
言
葉
は
、
か
つ
て
中
田
博
士
が
入
会
集
団
の
実
在
的
総
合
人
と
し
て
の
性
質
を
表

現
す
る
た
め
に
用
い
た
も
の
で
あ
る）11
（

。
入
会
集
団
に
お
い
て
は
、
団
体
人
格
は
、
一
つ
の
人
格
で
あ
る
と
と
も
に
構
成
員
全
員
の
人
格
を

意
味
し
、
二
面
性
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
が
妥
当
す
る
の
は
あ
く
ま
で
前
近
代
に
お
け
る
慣
習
を
基
礎
に
し
た
集
団
な
の

で
あ
り
、
現
代
的
な
団
体
の
形
態
は
こ
れ
と
は
全
く
異
な
る
の
で
あ
る
。

名
津
井
説
の
よ
う
に
、
団
体
に
供
さ
れ
た
財
産
が
あ
く
ま
で
構
成
員
に
帰
属
す
る
と
い
う
建
前
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
と
、
構
成
員
の

人
格
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
団
体
が
、何
故
自
己
に
属
さ
な
い
権
利
に
関
す
る
訴
訟
に
つ
い
て
固
有
の
当
事
者
適
格
を
持
つ
こ
と
に
な
る
か
、

を
十
分
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
逆
に
、
団
体
の
訴
訟
の
結
果
に
つ
い
て
構
成
員
は
異
を
唱
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す

る
結
論
を
維
持
し
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
れ
は
、
構
成
員
に
は
実
は
権
利
が
属
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
暗
に
認
め
る
こ
と
に

な
ら
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。
権
利
者
で
あ
る
構
成
員
に
判
決
の
効
力
が
及
ぶ
前
提
と
し
て
構
成
員
の
特
定
が
必
要
で
あ
る
と
は
い
い
な

が
ら
、
そ
の
実
、
具
体
的
な
構
成
員
個
人
の
特
定
は
必
要
で
は
な
い
と
し
て
い
る
点
も
、
そ
の
表
れ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
矛
盾
が
生



一
八
五

民
事
訴
訟
に
お
け
る
法
人
格
の
な
い
社
団
の
当
事
者
能
力
に
つ
い
て
（
古
積
）

ず
る
原
因
は
、
団
体
自
体
に
固
有
の
適
格
が
あ
る
と
い
い
な
が
ら
、
権
利
は
な
お
構
成
員
に
属
す
る
と
い
う
前
提
を
頑
な
に
維
持
す
る
点

に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
団
体
自
体
に
訴
訟
の
固
有
の
当
事
者
適
格
が
あ
る
と
い
う
結
論
は
、
団
体
自
体
が
独
立
し

た
権
利
主
体
性
を
有
す
る
こ
と
な
く
し
て
は
、
決
し
て
明
快
に
導
き
え
な
い
の
で
あ
る
。
結
局
、
最
終
的
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
は
、
た
と

え
法
人
格
の
な
い
団
体
で
あ
っ
て
も
、
私
法
上
の
権
利
主
体
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
ま
た
そ
の
た
め
の
要
件
は
何
か
な
の
で

あ
る
。

（
（
）
中
本
説

⒜　

概
要

名
津
井
説
の
よ
う
に
、
法
人
格
の
な
い
社
団
に
お
い
て
は
、
財
産
が
全
構
成
員
に
総
有
的
に
帰
属
す
る
と
い
う
立
場
を
と
っ
た
う
え
で
、

他
方
で
は
、
社
団
の
財
産
的
独
立
性
を
根
拠
に
社
団
固
有
の
当
事
者
適
格
を
肯
定
し
、
さ
ら
に
は
、
構
成
員
の
総
意
と
い
う
観
点
か
ら
、

社
団
の
受
け
た
判
決
の
効
力
が
構
成
員
に
及
ぶ
と
す
る
見
解
が
あ
る）11
（

。
す
な
わ
ち
、
中
本
説
は
、
構
成
員
に
財
産
が
総
有
的
に
帰
属
す
る

こ
と
を
実
質
的
に
次
の
よ
う
に
捉
え
る
。

「
構
成
員
は
、
当
該
財
産
を
構
成
員
の
固
有
財
産
か
ら
切
り
離
し
て
、
社
団
が
当
該
財
産
を
使
用
収
益
す
る
、
と
い
う
こ
と
を
容
認
し
て
い
る
と
い
え
る
。

そ
う
す
る
と
、
実
体
法
上
の
権
利
帰
属
主
体
た
る
構
成
員
と
同
程
度
に
、
事
実
上
当
該
財
産
を
有
す
る
権
利
能
力
な
き
社
団
も
、
当
該
財
産
の
権
利
関
係

に
つ
い
て
密
接
な
利
害
関
係
を
有
す
る
（
む
し
ろ
、
当
該
財
産
は
構
成
員
の
『
ポ
ケ
ッ
ト
』
を
離
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
個
々
の
構
成
員
よ
り
も
、
構
成

員
の
総
体
の
意
思
決
定
に
よ
り
活
動
す
る
社
団
の
方
が
よ
り
強
い
利
害
関
係
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
）。
そ
う
す
る
と
、
社
団
に
よ
る
当
該
財
産
の
使
用
収
益

を
妨
害
す
る
者
か
ら
、当
該
財
産
に
関
し
社
団
自
身
が
有
す
る
利
益
（
社
団
の
財
産
と
し
て
当
該
財
産
を
使
用
収
益
で
き
る
利
益
）
を
保
護
す
る
た
め
に
は
、

権
利
帰
属
主
体
た
る
構
成
員
全
員
に
帰
属
す
る
権
利
を
、
権
利
能
力
な
き
社
団
自
身
が
訴
訟
上
行
使
す
る
必
要
が
認
め
ら
れ
る
。」）

11
（
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八
六

中
本
説
は
、
か
か
る
社
団
の
利
益
を
根
拠
に
、
社
団
は
構
成
員
に
帰
属
す
る
財
産
に
つ
い
て
訴
訟
を
追
行
す
る
権
限
を
有
す
る
と
し
つ

つ
、
社
団
が
追
行
し
た
判
決
の
効
力
が
構
成
員
に
及
ぶ
こ
と
の
根
拠
を
、
次
の
よ
う
な
社
団
と
構
成
員
と
の
組
織
的
関
係
に
求
め
る
。

「
権
利
能
力
な
き
社
団
と
い
う
の
は
そ
れ
自
体
が
一
個
の
権
利
帰
属
主
体
で
は
な
い
上
に
、
社
団
の
行
為
は
構
成
員
全
員
の
総
意
に
よ
り
行
わ
れ
て
い

る
と
評
価
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
総
意
と
い
う
の
が
、
構
成
員
の
全
員
一
致
か
多
数
決
か
は
社
団
ご
と
に
異
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
権
利
能
力
な

き
社
団
自
身
が
意
思
決
定
を
行
う
わ
け
で
は
な
く
、
社
団
の
社
会
的
・
経
済
的
行
為
の
背
後
に
は
構
成
員
全
員
の
総
意
に
よ
る
と
み
な
さ
れ
る
何
ら
か
の

意
思
形
成
が
存
在
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
社
団
の
名
で
行
わ
れ
る
裁
判
外
の
取
引
行
為
等
の
み
な
ら
ず
、
訴
訟
行
為
に
つ
い
て
も
妥
当

す
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
社
団
が
当
事
者
と
し
て
そ
の
名
で
訴
訟
行
為
を
行
う
と
し
て
も
、
訴
訟
行
為
を
行
う
か
否
か
、
如
何
な
る
訴
訟
行
為
を
行

う
か
は
、
構
成
員
の
総
意
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。」）

1（
（

こ
れ
に
は
、
社
団
は
構
成
員
と
は
別
個
の
存
在
で
あ
る
と
し
て
も
、
社
団
の
行
為
が
構
成
員
の
意
思
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
以
上
、
そ
の

訴
訟
の
判
決
の
効
力
が
構
成
員
に
及
ぶ
こ
と
に
な
っ
て
も
不
測
の
損
害
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
方
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

⒝　

検
討

中
本
説
は
、
法
人
格
の
な
い
社
団
と
構
成
員
と
は
別
個
の
存
在
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
お
り
、
こ
の
点
で
は
、
前
述
の
名
津
井
説

に
対
す
る
批
判
は
こ
の
説
に
は
当
た
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
説
の
中
核
に
あ
る
社
団
の
財
産
的
独
立
性
お
よ
び
構

成
員
の
総
意
と
い
う
説
明
に
も
、
な
お
大
き
な
疑
問
が
残
る
。

ま
ず
、
社
団
の
財
産
的
独
立
性
を
強
調
し
、
構
成
員
に
帰
属
す
る
財
産
は
事
実
上
社
団
が
有
し
て
い
る
と
い
う
説
明
は
、
い
っ
た
い
、

法
人
格
の
な
い
社
団
に
権
利
主
体
性
を
認
め
る
こ
と
と
何
処
が
違
う
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
形
の
上
で
実
体
法
上
社
団
に
は
権
利
が

帰
属
し
な
い
と
し
な
が
ら
、
訴
訟
の
当
事
者
適
格
を
容
認
す
る
た
め
に
社
団
へ
の
事
実
上
の
財
産
の
帰
属
を
認
め
る
と
い
う
結
論
は
、
実



一
八
七

民
事
訴
訟
に
お
け
る
法
人
格
の
な
い
社
団
の
当
事
者
能
力
に
つ
い
て
（
古
積
）

質
的
に
、
社
団
の
権
利
主
体
性
を
正
面
か
ら
認
め
る
こ
と
と
何
ら
異
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
あ
く
ま
で
社
団
に
は
権
利
が
帰

属
し
な
い
と
す
る
理
由
は
、「
権
利
帰
属
主
体
性
の
な
い
権
利
能
力
な
き
社
団
に
は
実
体
法
上
財
産
が
帰
属
し
得
な
い
と
い
う
前
提
」）

11
（

に

尽
き
る
。
こ
れ
に
は
法
人
格
の
な
い
団
体
に
は
権
利
が
帰
属
し
え
な
い
と
い
う
以
上
の
意
味
は
な
い
。
し
か
し
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、

こ
の
前
提
こ
そ
疑
っ
て
か
か
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

他
方
で
、
中
本
説
で
は
、
社
団
と
構
成
員
と
が
別
個
で
あ
る
こ
と
を
一
貫
さ
せ
つ
つ
、
な
お
権
利
帰
属
主
で
あ
る
構
成
員
へ
の
判
決
の

効
力
を
正
当
化
す
る
た
め
に
、
団
体
の
訴
え
の
提
起
に
対
す
る
構
成
員
の
「
総
意
」
と
い
う
フ
ァ
ク
タ
ー
を
持
ち
出
し
て
い
る
が
、
こ
の

「
総
意
」
と
い
う
概
念
は
極
め
て
曖
昧
で
あ
る
。
本
来
、
権
利
者
に
代
わ
る
他
人
に
よ
る
訴
訟
の
追
行
が
認
め
ら
れ
、
そ
の
判
決
の
効
力

が
権
利
者
に
も
及
ぶ
た
め
に
は
、
各
権
利
者
の
同
意
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
の
「
総
意
」
は
全
員
一
致
の
同

意
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
入
会
集
団
と
は
異
な
り
、
現
代
的
な
社
団
に
お
い
て
は
、
団
体
の
権
利
に
関
す
る
訴

え
の
提
起
の
た
め
に
構
成
員
全
員
一
致
の
同
意
な
ど
は
要
求
さ
れ
ず
、
通
常
は
そ
の
権
限
も
代
表
権
の
範
囲
に
あ
る
と
さ
れ
、
む
し
ろ
例

外
的
に
定
款
に
よ
っ
て
構
成
員
総
会
の
多
数
決
に
よ
る
決
議
等
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
が
実
情
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
代
表
者
を
通
じ

た
団
体
に
よ
る
訴
え
が
当
然
の
よ
う
に
認
め
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
訴
訟
物
た
る
権
利
が
構
成
員
で
は
な
く
、
団
体
自
体
に
帰
属
し
て
い
る

と
い
う
認
識
が
構
成
員
に
は
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
団
体
が
当
事
者
と
な
る
訴
え
が
容
認
さ
れ
る
の
は
、
問
題
と
な
る
権
利
が

も
っ
ぱ
ら
団
体
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

（　

ま　

と　

め

近
時
の
固
有
適
格
構
成
は
、
所
有
権
は
社
団
で
は
な
く
構
成
員
全
員
に
総
有
的
に
帰
属
す
る
と
い
う
前
提
を
と
る
点
で
、
一
見
、
法
人



一
八
八

法
定
主
義
と
整
合
的
な
解
釈
論
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
こ
と
を
前
提
に
し
な
が
ら
、
な
お
団
体
が
そ
の
固
有
の
利

益
に
お
い
て
当
事
者
と
な
る
訴
訟
を
容
認
す
る
と
、
そ
の
判
決
が
確
定
し
て
も
、
理
論
的
に
は
、
本
来
の
権
利
者
と
さ
れ
る
構
成
員
全
員

の
再
訴
の
可
能
性
を
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
で
は
紛
争
の
蒸
し
返
し
と
な
り
、
団
体
を
当
事
者
と
す
る
訴
訟
の
意
味
が
な
く

な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
こ
れ
を
封
じ
込
め
る
た
め
に
、
社
団
の
受
け
た
判
決
の
効
力
は
構
成
員
全
員
に
も
及
ぶ
と
し
、
か
か
る
判
決

効
の
拡
張
を
正
当
化
す
る
た
め
に
、
社
団
と
構
成
員
全
員
と
を
事
実
上
同
一
視
し
、
あ
る
い
は
、
現
実
に
は
存
在
し
な
い
構
成
員
全
員
に

よ
る
授
権
を
擬
制
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
認
め
れ
ば
、
そ
れ
は
実
質
的
に
、
団
体
自
体
に
権
利
が
帰
属
す
る
が

ゆ
え
に
、
も
っ
ぱ
ら
団
体
自
体
が
当
事
者
適
格
を
有
し
、
そ
の
訴
訟
に
つ
い
て
は
構
成
員
が
当
事
者
適
格
を
有
し
な
い
、
と
い
う
立
場
と

全
く
異
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

結
局
、
近
時
の
固
有
適
格
構
成
に
以
上
の
よ
う
な
ジ
レ
ン
マ
が
生
ず
る
原
因
は
、
法
人
格
の
な
い
社
団
に
は
権
利
が
帰
属
し
な
い
と
い

う
命
題
を
不
動
の
前
提
と
し
て
き
た
従
来
の
議
論
の
あ
り
方
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
メ
ス
を
入
れ
る
こ
と
な
し
に
は
、
決
し
て
明
快
な
答

え
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

Ⅳ 

固
有
適
格
構
成
と
訴
訟
担
当
構
成
と
の
止
揚
の
議
論

（　

序

近
時
で
は
、
法
人
格
の
な
い
社
団
に
供
さ
れ
た
財
産
に
関
し
社
団
が
訴
訟
の
当
事
者
適
格
を
有
す
る
点
に
つ
い
て
、
固
有
適
格
構
成
、

訴
訟
担
当
構
成
の
い
ず
れ
を
と
る
に
し
て
も
、
本
質
的
な
差
異
は
生
じ
な
い
か
の
よ
う
に
論
ず
る
見
解
が
現
れ
て
い
る）11
（

。
確
か
に
、
こ
れ



一
八
九

民
事
訴
訟
に
お
け
る
法
人
格
の
な
い
社
団
の
当
事
者
能
力
に
つ
い
て
（
古
積
）

ま
で
検
討
し
た
学
説
を
見
る
限
り
、
固
有
適
格
構
成
に
お
い
て
も
、
社
団
の
受
け
た
判
決
の
効
力
は
構
成
員
に
も
及
ぶ
と
さ
れ
て
い
る
一

方
で
、
構
成
員
に
対
し
て
判
決
の
効
力
が
及
ぶ
と
す
る
基
礎
づ
け
に
お
い
て
、
構
成
員
の
総
意
や
そ
れ
ら
の
特
定
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
点

で
は
、
訴
訟
担
当
構
成
と
の
差
は
ほ
と
ん
ど
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
そ
こ
で
、
最
後
に
、
二
つ
の
構
成
の
対
立
を
止
揚
し
よ
う
と
す
る
堀

野
教
授
の
見
解
を
検
討
す
る
。

（　

堀
野
説
の
概
要

堀
野
教
授
は
、
法
人
格
の
な
い
団
体
が
訴
訟
当
事
者
と
な
る
場
合
で
も
、
訴
訟
物
と
さ
れ
る
権
利
関
係
と
し
て
は
、
①
構
成
員
に
総
有

的
に
帰
属
す
る
権
利
の
ほ
か
に
、
②
構
成
員
の
単
な
る
共
有
の
対
象
と
な
る
権
利
、
③
各
構
成
員
が
個
別
に
有
す
る
権
利
、
そ
し
て
、
④

構
成
員
以
外
の
第
三
者
が
有
す
る
権
利
、
が
あ
り
う
る
と
す
る）11
（

。
こ
の
う
ち
、
②
〜
④
の
場
合
に
は
、
社
団
は
訴
訟
担
当
者
と
し
て
し
か

訴
訟
当
事
者
に
な
り
え
な
い
と
し
、
従
来
の
学
説
に
お
い
て
社
団
の
当
事
者
適
格
の
性
質
が
議
論
さ
れ
て
き
た
の
は
①
の
場
合
で
あ
っ
た

の
で
、
固
有
適
格
構
成
、
訴
訟
担
当
構
成
の
そ
れ
ぞ
れ
の
意
義
に
関
し
て
も
、
①
の
ケ
ー
ス
に
焦
点
を
当
て
る
。

堀
野
教
授
は
、
判
例
が
、「
門
中
事
件
」
に
お
い
て
、
所
有
権
は
団
体
で
は
な
く
あ
く
ま
で
構
成
員
全
員
に
総
有
的
に
帰
属
す
る
と
い

う
見
解
を
示
し
た
も
の
の
、
そ
れ
以
外
の
給
付
訴
訟
に
関
し
て
は
、
社
団
を
給
付
先
の
名
宛
人
と
す
る
請
求
を
否
定
し
て
い
な
い
こ
と
に

着
目
し
、
判
例
に
は
、
固
有
適
格
構
成
、
訴
訟
担
当
構
成
の
い
ず
れ
と
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
二
面
性
が
あ
る
と
い
う）11
（

。
そ
の
こ
と
か
ら
、

次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。

「
構
成
員
の
総
有
と
は
、
権
利
能
力
の
な
い
社
団
に
権
利
が
帰
属
し
得
な
い
こ
と
の
裏
返
し
と
し
て
の
意
義
を
有
す
る
面
が
あ
り
、『
構
成
員
全
員
の
総

有
＝
社
団
の
所
有
』
と
扱
っ
て
よ
い
場
合
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
社
団
へ
の
所
有
権
の
帰
属
の
側
面
は
固
有
適
格
構
成
と
整
合
し
、
構
成
員
全
員
へ
の
総



一
九
〇

有
的
帰
属
の
側
面
は
訴
訟
担
当
構
成
と
整
合
す
る
が
、
両
者
の
相
違
は
、
同
じ
権
利
義
務
関
係
を
社
団
側
・
構
成
員
側
の
い
ず
れ
か
ら
み
る
か
の
説
明
の

相
違
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
、
理
論
的
に
相
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
視
座
の
設
定
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
両
構
成
の
技
術
的
対
立
は

二
律
背
反
的
な
対
立
で
は
な
い
と
い
え
る
の
で
あ
り
、
二
九
条
適
用
の
結
果
に
つ
い
て
も
、
い
ず
れ
か
一
方
の
構
成
を
形
式
的
か
つ
厳
格
に
維
持
す
る
こ

と
に
よ
り
他
方
の
利
点
長
所
を
損
な
う
よ
う
な
議
論
を
す
る
こ
と
は
望
ま
し
く
な
く
、
む
し
ろ
、
い
ず
れ
の
構
成
に
よ
っ
て
も
同
じ
結
論
を
説
明
で
き
る

方
向
で
収
斂
し
て
い
く
理
論
的
対
立
で
あ
る
と
い
え
、
将
来
的
に
は
そ
の
よ
う
な
方
向
で
解
消
さ
れ
て
い
く
対
立
で
あ
ろ
う
。」）

11
（

そ
の
結
果
、
た
と
え
、「
門
中
事
件
」
で
問
題
に
な
っ
た
よ
う
に
、
団
体
が
自
己
に
所
有
権
が
属
す
る
旨
の
確
認
の
請
求
を
し
て
も
、

裁
判
所
は
、
団
体
に
権
利
が
属
さ
な
い
と
い
う
理
由
で
こ
れ
を
棄
却
す
べ
き
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
か
か
る
請
求
を
団
体
の
構
成
員
に
所

有
権
が
総
有
的
に
帰
属
す
る
旨
の
確
認
の
請
求
と
見
て
、
審
理
を
す
べ
き
と
い
う）11
（

。
ま
た
、
構
成
員
の
特
定
も
、
固
有
適
格
構
成
で
あ
れ
、

訴
訟
担
当
構
成
で
あ
れ
、
厳
格
な
も
の
で
あ
る
必
要
は
な
く
、
判
決
の
効
力
が
及
ぶ
構
成
員
が
特
定
可
能
な
状
況
に
あ
れ
ば
足
り
る
と
い

う
）
11
（

。
さ
ら
に
は
、
団
体
が
当
事
者
と
な
っ
た
訴
訟
の
判
決
の
効
力
は
次
の
よ
う
な
論
理
で
構
成
員
に
も
及
ぶ
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
か
か

る
訴
訟
は
、
構
成
員
全
員
に
総
有
的
に
帰
属
す
る
の
と
同
一
の
権
利
関
係
が
団
体
に
よ
り
主
張
さ
れ
る
構
造
を
伴
う
こ
と
に
な
る
か
ら
、

団
体
が
原
告
と
な
っ
た
訴
訟
の
請
求
棄
却
判
決
の
確
定
に
よ
り
、
訴
訟
物
と
な
っ
た
権
利
関
係
と
は
別
に
構
成
員
が
目
的
物
に
つ
い
て
権

利
を
有
す
る
と
の
主
張
は
封
じ
ら
れ
る）11
（

。

（　

検　
　
　

討

堀
野
説
の
基
本
は
、
社
団
の
所
有
は
す
な
わ
ち
全
構
成
員
に
よ
る
総
有
を
意
味
す
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
こ
の
命
題
は
、
お
そ
ら
く
、

社
団
と
全
構
成
員
と
が
主
体
と
し
て
同
一
で
あ
る
と
ま
で
す
る
の
で
は
な
く
、
両
者
は
主
体
と
し
て
別
個
で
あ
り
な
が
ら
、
問
題
と
な
る
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一

民
事
訴
訟
に
お
け
る
法
人
格
の
な
い
社
団
の
当
事
者
能
力
に
つ
い
て
（
古
積
）

権
利
関
係
が
同
一
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
で
は
、
前
述
し
た
名
津
井
説
と
は
異
な
る
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
逆
に
、
こ
の
説
の
根
本
的
問
題
は
、
同
じ
権
利
関
係
が
同
時
に
異
な
る
主
体
に
属
す
る
と
い
う
そ
の
主
張
自
体
に
内
在
す
る
。

権
利
が
同
一
で
あ
り
な
が
ら
、
な
ぜ
そ
れ
が
同
時
に
異
な
る
主
体
に
属
し
う
る
の
か
。
こ
れ
に
近
い
財
産
帰
属
形
態
の
例
と
し
て
は
民
法

上
の
共
有
が
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、民
法
上
の
共
有
は
堀
野
説
の
主
張
す
る
財
産
帰
属
形
態
と
は
全
く
異
な
る
。
と
い
う
の
は
、

狭
義
の
共
有
に
お
い
て
は
、
各
共
有
者
に
属
す
る
権
利
・
持
分
は
独
立
し
て
お
り
、
一
方
の
権
利
が
他
方
の
権
利
を
包
含
・
吸
収
す
る
こ

と
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
共
有
者
の
一
人
の
訴
え
を
も
っ
て
残
余
の
共
有
者
を
拘
束
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
と

こ
ろ
が
、
堀
野
説
に
よ
れ
ば
、
社
団
が
自
ら
の
権
利
に
つ
い
て
訴
訟
を
提
起
す
れ
ば
、
異
な
る
主
体
の
構
成
員
全
員
の
権
利
も
こ
れ
に
服

す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
論
理
的
に
あ
り
え
な
い
関
係
で
は
な
い
の
か
。

確
か
に
、
古
典
的
な
入
会
集
団
に
お
い
て
は
、
構
成
員
の
人
格
の
結
び
つ
き
に
よ
っ
て
一
つ
の
団
体
人
格
が
形
成
さ
れ
、
か
か
る
一
個

な
い
し
多
数
の
人
格
に
一
つ
の
所
有
権
が
帰
属
す
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
こ
そ
が
本
来
の
意
味
で
の
総
有
と
い
う
財
産
帰
属
形
態
で
あ
る
。

こ
の
場
合
に
は
、
一
つ
の
所
有
権
が
多
数
の
人
格
に
属
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
逆
に
そ
の
た
め
に
、
団
体
が
か
か
る
財
産
的
権
利
を
訴
訟

物
と
す
る
訴
え
を
提
起
す
る
場
合
に
は
、
同
時
に
そ
の
権
利
帰
属
者
で
あ
る
構
成
員
全
員
の
同
意
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、

こ
こ
で
は
、
団
体
が
構
成
員
か
ら
離
れ
て
自
由
に
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
団
体
お
よ
び
構
成
員
が
一
体
的
に
一
つ
の
権
利
を

有
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
堀
野
説
の
い
う
社
団
所
有
と
は
、
こ
の
本
来
の
総
有
概
念
と
は
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
団
体
が
全
構
成

員
の
同
意
が
な
く
て
も
単
独
で
訴
え
を
提
起
し
う
る
と
い
う
点
で
、
単
な
る
社
団
の
単
独
所
有
を
意
味
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ

と
総
有
概
念
を
同
一
視
す
る
こ
と
自
体
が
問
題
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
堀
野
説
が
そ
の
立
論
の
基
礎
と
し
て
判
例
の
二
面
性
を
強
調
し
て
い
る
点
に
も
疑
問
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
別
稿
で
詳
し
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く
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、「
門
中
事
件
」
で
問
題
と
な
っ
た
法
律
関
係
は
、
前
近
代
的
な
団
体
お
よ
び
そ
の
所
有
形
態
で
あ
り
、
本
来
の

意
味
で
の
総
有
概
念
が
当
て
は
ま
る
ケ
ー
ス
で
あ
る
の
に
対
し
、
給
付
訴
訟
が
問
題
と
な
っ
た
一
連
の
判
例
は
、
ま
さ
に
現
代
的
な
社
団

に
関
す
る
も
の
で
あ
る）11
（

。
確
か
に
、
判
例
は
こ
れ
ら
を
「
権
利
能
力
な
き
社
団
」
と
し
て
一
括
り
に
し
て
い
る
が
、
現
実
に
は
、
両
者
の

間
に
は
そ
も
そ
も
問
題
と
な
る
所
有
形
態
に
違
い
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
一
連
の
判
例
を
も
っ
て
、
現
代
的
な
社
団
全
般
に
関
し
て
判
例

に
は
二
面
性
が
あ
る
と
し
、
社
団
所
有
を
構
成
員
全
員
の
総
有
と
同
一
の
も
の
と
位
置
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

た
だ
、
堀
野
説
が
、
社
団
が
当
事
者
と
な
る
訴
訟
の
判
決
が
確
定
す
れ
ば
、
も
は
や
構
成
員
は
こ
れ
を
争
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
て

い
る
点
も
、
訴
え
の
提
起
に
際
し
て
構
成
員
の
厳
格
な
特
定
も
不
要
で
あ
る
と
す
る
点
も
、
結
論
的
と
し
て
は
穏
当
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

そ
れ
が
穏
当
で
あ
る
の
は
、決
し
て
、社
団
所
有
と
構
成
員
総
有
と
が
同
一
で
あ
る
か
ら
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、問
題
と
な
る
権
利
が
も
っ

ぱ
ら
社
団
自
体
に
帰
属
し
、
各
構
成
員
は
そ
の
権
利
者
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
社
団
に
当
事
者
能
力
な
い
し
適
格
が
容
認
さ

れ
る
の
は
、
社
団
の
権
利
主
体
性
を
容
認
し
て
こ
そ
は
じ
め
て
導
き
う
る
結
論
な
の
で
あ
る）1（
（

。
そ
れ
ゆ
え
ま
た
、
社
団
の
当
事
者
適
格
は
、

固
有
適
格
構
成
で
あ
れ
、
訴
訟
担
当
構
成
で
あ
れ
、
同
じ
よ
う
に
導
き
う
る
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
問
題
は
、
近
時
の
二
つ

の
構
成
の
優
劣
や
そ
の
止
揚
を
論
ず
る
こ
と
で
解
決
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。

Ⅴ 

お
わ
り
に

法
人
格
の
な
い
社
団
の
当
事
者
能
力
に
関
す
る
近
時
の
訴
訟
法
学
説
を
検
討
す
る
と
、
い
か
に
実
体
法
学
説
の
議
論
が
訴
訟
法
学
説
に

反
映
さ
れ
て
い
な
い
か
を
痛
感
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
筆
者
の
研
究
よ
り
か
な
り
前
に
社
団
の
単
独
所
有
を
強
調
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三

民
事
訴
訟
に
お
け
る
法
人
格
の
な
い
社
団
の
当
事
者
能
力
に
つ
い
て
（
古
積
）

す
る
民
法
学
説
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
訴
訟
法
上
の
議
論
と
し
て
も
、
法
人
法
定
主
義
に
よ
っ
て
法
人
格
の
な
い
団
体
に
は
一
切
権

利
主
体
性
が
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
必
然
性
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
他
方
で
、
本
来
の
総
有
が
問
題
と
な
る
入
会
集
団
に
関
し
て
、
近
代

的
な
団
体
と
は
異
な
る
そ
の
特
性
は
か
ね
て
か
ら
強
調
さ
れ
て
い
た）11
（

。
そ
れ
ゆ
え
、
訴
訟
法
上
の
議
論
と
し
て
も
こ
の
こ
と
を
十
分
に
考

慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
、
実
体
法
学
の
通
説
は
、
入
会
集
団
の
構
造
が
あ
た
か
も
一
般
的
な
社
団
と
異
な
ら
な
い
か
の
よ
う
な
説

明
を
し
て
き
た
た
め）11
（

、
訴
訟
法
学
説
だ
け
に
実
在
的
総
合
人
と
近
代
的
社
団
と
の
構
造
上
の
差
異
を
反
映
し
た
議
論
を
求
め
る
こ
と
は
酷

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
近
時
の
訴
訟
法
学
説
に
は
そ
れ
自
体
の
問
題
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

す
な
わ
ち
、訴
訟
法
学
説
が
社
団
へ
の
権
利
帰
属
の
否
定
の
基
礎
に
据
え
る
の
は
、「
門
中
事
件
」
と
入
会
団
体
に
関
す
る
判
例
で
あ
り
、

そ
こ
で
は
、
構
成
員
に
代
わ
っ
て
団
体
が
訴
え
を
提
起
す
る
に
は
そ
の
授
権
が
必
要
と
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
一
般
的
な
社
団
に
関
す

る
判
例
で
は
、
権
利
の
処
分
や
訴
え
の
提
起
に
対
す
る
構
成
員
の
同
意
は
問
題
と
さ
れ
ず
、
社
団
自
体
に
権
利
が
属
す
る
こ
と
と
全
く
異

な
ら
な
い
措
置
が
と
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
に
か
ん
が
み
れ
ば
、
判
例
が
「
権
利
能
力
な
き
社
団
」
と
し
て
一
括
り
に
し
て
い
る
事
例

群
に
も
、
そ
の
構
造
が
異
な
る
二
つ
の
団
体
が
混
在
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
は
十
分
に
可
能
で
あ
る
。
現
に
、
そ
の
こ
と
に
言
及

し
て
い
る
学
説
も
あ
る）11
（

。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
判
例
の
立
場
を
法
人
格
の
な
い
社
団
の
権
利
主
体
性
を
一
切
認
め
な
い
も
の
と
み
な
し
、

法
人
法
定
主
義
は
法
人
格
の
な
い
団
体
の
権
利
主
体
性
を
一
切
認
め
な
い
、
と
い
っ
た
杓
子
定
規
な
解
釈
に
囚
わ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
だ

ろ
う
。
結
局
、
近
時
の
訴
訟
法
学
説
の
限
界
は
、
判
例
の
提
示
し
た
形
式
的
な
命
題
に
固
執
し
、
権
利
は
あ
く
ま
で
構
成
員
に
帰
属
す
る

と
い
う
認
識
の
下
に
、
実
体
法
上
の
権
利
関
係
に
関
し
て
何
ら
立
ち
入
っ
た
検
討
を
加
え
よ
う
と
し
な
い
点
に
あ
る
。

別
稿
で
も
触
れ
た
よ
う
に）11
（

、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
法
人
格
の
な
い
組
合
に
関
し
て
、
組
合
自
体
が
権
利
義
務
の
主
体
と
し
て
取
引
に

入
れ
ば
、
組
合
が
権
利
義
務
の
主
体
と
な
り
、
か
か
る
権
利
に
関
す
る
訴
訟
の
当
事
者
能
力
も
有
す
る
、
と
い
う
判
例
が
現
れ）11
（

、
そ
れ
か
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ら
二
〇
年
が
経
過
し
て
い
る
。
訴
訟
法
学
説
も
こ
ぞ
っ
て
こ
の
判
例
に
は
言
及
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず）11
（

、
な
ぜ
日
本
の
民
事
訴
訟
法

の
解
釈
と
し
て
、
か
か
る
権
利
主
体
構
成
が
注
目
さ
れ
な
い
の
か
。
一
部
に
は
こ
の
こ
と
を
意
識
し
た
訴
訟
法
学
説
も
見
ら
れ
る
が）11
（

、
そ

の
よ
う
な
見
解
は
な
お
少
数
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
筆
者
は
、
単
純
に
ド
イ
ツ
法
を
真
似
た
解
釈
論
が
よ
い
な
ど
と
短
絡
的

な
主
張
を
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
た
だ
、
少
な
く
と
も
、
ド
イ
ツ
の
議
論
は
、
法
人
格
が
な
い
団
体
で
も
権
利
主
体
性
が
理
論
的
に
認
め

ら
れ
る
可
能
性
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
日
本
法
で
も
そ
の
可
能
性
が
検
討
さ
れ
る
べ
き
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
日
本
の
判
例
が
社
団

の
権
利
主
体
性
を
認
め
て
い
な
い
と
い
う
主
張
は
、
こ
れ
に
反
対
す
る
理
由
に
は
な
ら
な
い
。
判
例
の
結
論
は
実
質
的
に
社
団
の
権
利
主

体
性
を
認
め
る
に
等
し
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
確
か
に
、
法
人
格
の
な
い
団
体
の
権
利
主
体
性
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
人
法
定

主
義
が
保
持
し
よ
う
と
す
る
利
益
が
害
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
否
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
、
本
当
に
そ
う
な
の

か
）
11
（

。
こ
の
問
題
は
、
実
体
法
学
説
と
訴
訟
法
学
説
と
の
垣
根
を
越
え
て
議
論
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

最
後
に
、
近
時
の
訴
訟
法
学
説
は
、
法
人
格
の
な
い
団
体
が
訴
訟
当
事
者
に
な
る
場
合
に
お
い
て
、
判
決
の
効
力
が
全
構
成
員
に
及
ば

な
け
れ
ば
、
同
一
の
権
利
関
係
に
関
す
る
構
成
員
ら
の
再
訴
に
よ
っ
て
紛
争
が
蒸
し
返
さ
れ
る
と
言
う
け
れ
ど
も
、
筆
者
の
権
利
主
体
構

成
に
よ
れ
ば
そ
の
よ
う
な
問
題
は
そ
も
そ
も
生
じ
な
い
こ
と
を
付
言
し
て
お
く
。
な
ぜ
な
ら
、
権
利
が
も
っ
ぱ
ら
団
体
に
帰
属
し
、
構
成

員
に
は
帰
属
し
な
い
な
ら
ば
、
か
か
る
権
利
に
関
す
る
訴
訟
の
当
事
者
適
格
は
原
則
と
し
て
構
成
員
に
は
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る）11
（

。
そ

し
て
、
こ
の
よ
う
に
解
す
る
場
合
、
近
時
の
訴
訟
法
学
説
が
判
決
効
の
拡
張
の
根
拠
条
文
に
腐
心
し
て
い
る
こ
と
も
無
用
で
あ
る
こ
と
が

明
ら
か
と
な
る
で
あ
ろ
う）1（
（

。



一
九
五

民
事
訴
訟
に
お
け
る
法
人
格
の
な
い
社
団
の
当
事
者
能
力
に
つ
い
て
（
古
積
）

（
（
）
古
積
健
三
郎
「
判
例
に
お
け
る
総
有
の
概
念
に
つ
い
て
（
（
）〜（
（
・
完
）」
中
央
ロ
ー
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
一
五
巻
三
号
三
五
頁
以
下
、
一
五
巻

四
号
二
一
頁
以
下
（
二
〇
一
八
〜
二
〇
一
九
年
）。

（
（
）
鍛
冶
良
堅
「
い
わ
ゆ
る
権
利
能
力
な
き
社
団
（
非
法
人
社
団
）
に
つ
い
て
─
法
律
の
指
導
性
と
そ
の
限
界
─
」（
初
出
、
一
九
五
九
年
）
同
『
民

法
論
集
』（
啓
文
社
、
一
九
七
六
年
）
七
頁
以
下
、
一
三
頁
、
森
泉
章
「
権
利
能
力
な
き
社
団
に
関
す
る
研
究
」（
初
出
、
一
九
六
六
年
）
同
『
団

体
法
の
諸
問
題
』（
一
粒
社
、
一
九
七
一
年
）
三
一
頁
以
下
、
七
〇
頁
以
下
。

（
（
）
長
井
秀
典
「
総
有
所
有
権
に
基
づ
く
登
記
請
求
権
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
六
五
〇
号
（
一
九
八
八
年
）
一
八
頁
以
下
、
堀
野
出
「
多
数
当
事
者
紛
争

の
処
理
」
法
学
教
室
二
二
一
号
（
一
九
九
九
年
）
四
三
頁
以
下
、
四
六
頁
、
山
本
弘
「
権
利
能
力
な
き
社
団
の
当
事
者
能
力
と
当
事
者
適
格
」（
初

出
、
二
〇
〇
一
年
）
同
『
民
事
訴
訟
法
・
倒
産
法
の
研
究
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
九
年
）
一
〇
三
頁
以
下
、
一
一
三
頁
、
坂
田
弘
「
当
事
者
能
力

に
関
す
る
一
考
察
」
法
学
六
八
巻
一
号
（
二
〇
〇
四
年
）
一
頁
以
下
、
一
五
頁
、
山
本
克
己
「
入
会
地
管
理
団
体
の
当
事
者
能
力
・
原
告
適
格
」

法
学
教
室
三
〇
五
号
（
二
〇
〇
六
年
）
一
〇
四
頁
以
下
、
一
一
〇
─
一
一
一
頁
、
下
村
眞
美
「
法
人
で
な
い
社
団
の
当
事
者
能
力
」
法
学
教
室
三

六
三
号
（
二
〇
一
〇
年
）
一
〇
頁
以
下
、
一
二
頁
。

（
（
）
名
津
井
吉
裕
「
法
人
で
な
い
社
団
の
受
け
た
判
決
の
効
力
」
松
本
博
之
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
『
民
事
手
続
法
制
の
展
開
と
手
続
原
則
』（
弘

文
堂
、
二
〇
一
六
年
）
五
九
一
頁
以
下
参
照
。

（
（
）
堀
野
出
「
民
事
訴
訟
法
二
九
条
の
適
用
効
果
と
法
人
格
の
な
い
社
団
の
当
事
者
適
格
」
徳
田
和
幸
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
『
民
事
手
続
法
の
現

代
的
課
題
と
理
論
的
解
明
』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
七
年
）
四
七
頁
以
下
。

（
（
）
近
時
の
最
一
小
判
平
成
二
六
年
二
月
二
七
日
（
民
集
六
八
巻
二
号
一
九
二
頁
）
が
そ
の
例
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
武
藤
貴
明
『
最
高
裁

判
所
判
例
解
説
民
事
篇
平
成
二
六
年
度
』
一
一
四
頁
参
照
。

（
（
）
堀
野
・
前
掲
注（
（
）
五
七
頁
参
照
。

（
（
）
兼
子
一
『
新
修
民
事
訴
訟
法
体
系
』（
酒
井
書
店
、
一
九
五
六
年
）
一
一
一
頁
、
三
ヶ
月
章
『
民
事
訴
訟
法
』（
有
斐
閣
、
一
九
五
九
年
）
一
八

二
頁
、
小
山
昇
『
民
事
訴
訟
法
』（
青
林
書
院
、
一
九
六
八
年
）
七
九
頁
、
新
堂
幸
司
『
民
事
訴
訟
法
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
四
年
）
九
六
頁
。

（
（
）
最
二
小
判
昭
和
五
五
年
二
月
八
日
（
判
例
時
報
九
六
一
号
六
九
頁
）。

（
（0
）
長
井
・
前
掲
注（
（
）
二
六
頁
参
照
。

（
（（
）
最
三
小
判
平
成
六
年
五
月
三
一
日
（
民
集
四
八
巻
四
号
一
〇
六
五
頁
）。



一
九
六

（
（（
）
堀
野
・
前
掲
注（
（
）
四
六
頁
、
山
本
弘
・
前
掲
注（
（
）
八
八
四
頁
、
坂
田
・
前
掲
注（
（
）
一
五
頁
、
山
本
克
己
・
前
掲
注（
（
）
一
一
〇
─

一
一
一
頁
。
こ
れ
に
加
え
て
、山
本
克
己「
財
産
的
独
立
性
に
つ
い
て
の
覚
書
─
民
事
訴
訟
法
二
九
条
に
関
す
る
一
考
察
」法
学
論
叢
一
八
〇
巻
五
・

六
号
（
二
〇
一
七
年
）
一
二
五
頁
以
下
、
一
八
五
─
一
八
六
頁
は
、
最
一
小
判
平
成
二
六
年
二
月
二
七
日
（
民
集
六
八
巻
二
号
一
九
二
頁
）
が
、

社
団
に
対
す
る
判
決
の
効
力
が
「
構
成
員
全
員
に
及
ぶ
」
と
述
べ
て
い
る
点
か
ら
、
こ
の
判
例
が
訴
訟
担
当
構
成
を
認
め
た
こ
と
は
間
違
い
な
い

と
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
は
判
例
の
表
面
的
な
命
題
に
引
き
ず
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
、
こ
の
判
例
は
実
質
的

に
社
団
へ
の
権
利
帰
属
を
認
め
た
も
の
と
捉
え
る
べ
き
こ
と
は
、
す
で
に
別
稿
で
論
じ
た
と
お
り
で
あ
る
（
古
積
・
前
掲
注（
１
）
一
五
巻
四
号

三
二
─
三
四
頁
）。

（
（（
）
長
井
・
前
掲
注（
（
）
二
六
頁
。

（
（（
）
高
橋
宏
志
『
重
点
講
義
民
事
訴
訟
法
上
［
第
（
版
］』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
一
年
）
一
八
六
頁
。

（
（（
）
長
井
・
前
掲
注（
（
）
二
六
頁
参
照
。

（
（（
）
山
本
弘
・
前
掲
注（
（
）
一
〇
七
頁
。

（
（（
）
山
本
弘
・
前
掲
注（
（
）
一
一
九
頁
。

（
（（
）
山
本
弘
・
前
掲
注（
（
）
一
三
一
頁
。

（
（（
）
古
積
健
三
郎
「
実
在
的
総
合
人
お
よ
び
総
有
の
法
的
構
造
に
つ
い
て
」
法
学
新
報
一
二
三
巻
五
・
六
号
（
二
〇
一
六
年
）
二
七
五
頁
以
下
。

（
（0
）
山
本
弘
・
前
掲
注（
（
）
一
〇
七
頁
（
注
（（
）
参
照
。
こ
こ
で
は
、
社
団
の
代
表
者
に
よ
る
自
己
名
義
の
登
記
手
続
請
求
を
容
認
し
た
最
二
小

判
昭
和
四
七
年
六
月
二
日
（
民
集
二
六
巻
五
号
九
五
七
頁
）
も
援
用
し
て
い
る
が
、
こ
の
判
決
は
、
所
有
権
が
総
有
的
に
構
成
員
に
帰
属
す
る
と

い
う
命
題
を
採
用
し
つ
つ
も
、
現
実
に
は
、
社
団
自
体
に
所
有
権
が
帰
属
す
る
か
ら
こ
そ
正
当
化
し
う
る
結
論
を
導
い
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に

別
稿
で
説
明
し
た
と
お
り
で
あ
る
（
古
積
・
前
掲
注（
（
）
一
五
巻
三
号
四
四
頁
参
照
）。

（
（（
）
古
積
・
前
掲
注（
（
）
一
五
巻
四
号
二
五
─
二
六
頁
。

（
（（
）
山
本
弘
・
前
掲
注（
（
）
一
〇
七
頁
、
一
一
二
頁
。

（
（（
）
松
村
和
徳
「
権
利
能
力
な
き
社
団
と
不
動
産
を
め
ぐ
る
訴
訟
に
お
け
る
当
事
者
論
」
法
学
教
室
四
四
五
号
（
二
〇
一
七
年
）
一
〇
頁
以
下
、
一

六
頁
。

（
（（
）
武
藤
・
前
掲
注（
（
）
一
一
四
頁
。



一
九
七

民
事
訴
訟
に
お
け
る
法
人
格
の
な
い
社
団
の
当
事
者
能
力
に
つ
い
て
（
古
積
）

（
（（
）
松
村
・
前
掲
注（
（（
）
一
六
頁
。

（
（（
）
青
木
哲
「
給
付
訴
訟
に
お
け
る
権
利
能
力
の
な
い
社
団
の
当
事
者
適
格
と
本
案
の
問
題
に
つ
い
て
」
伊
藤
眞
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
『
民
事
手

続
の
現
代
的
使
命
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
五
年
）
三
頁
以
下
、
一
〇
頁
は
、
訴
訟
担
当
構
成
の
立
場
に
あ
り
な
が
ら
、
社
団
が
給
付
訴
訟
の
当
事

者
と
な
る
場
合
に
は
構
成
員
は
特
定
さ
れ
る
必
要
が
な
い
と
し
て
、
最
一
小
判
昭
和
四
二
年
一
〇
月
一
九
日
（
民
集
二
一
巻
八
号
二
〇
七
八
頁
）

を
援
用
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
こ
の
判
例
を
訴
訟
担
当
構
成
に
立
つ
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
自
体
が
問
題
な
の
で
あ
る
。

（
（（
）
名
津
井
吉
裕
『
民
事
訴
訟
に
お
け
る
法
人
で
な
い
団
体
の
地
位
』（
大
阪
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
六
年
）
二
六
五
頁
以
下
。

（
（（
）
名
津
井
・
前
掲
注（
（（
）
二
六
七
頁
、
同
・
前
掲
注（
（
）
五
九
二
頁
。

（
（（
）
名
津
井
・
前
掲
注（
（（
）
二
八
三
─
二
八
七
頁
。

（
（0
）
名
津
井
・
前
掲
注（
（
）
五
九
四
頁
。

（
（（
）
名
津
井
・
前
掲
注（
（
）
五
九
六
頁
。

（
（（
）
名
津
井
・
前
掲
注（
（
）
五
九
六
─
五
九
七
頁
。

（
（（
）
名
津
井
・
前
掲
注（
（
）
五
九
八
頁
。

（
（（
）
名
津
井
・
前
掲
注（
（
）
六
〇
〇
─
六
〇
一
頁
。

（
（（
）
名
津
井
・
前
掲
注（
（
）
五
九
三
頁
。

（
（（
）
古
積
・
前
掲
注（
（（
）
二
九
八
─
三
〇
一
頁
参
照
。

（
（（
）
武
藤
・
前
掲
注（
（
）
一
一
五
頁
。

（
（（
）
中
田
薫
「
徳
川
時
代
に
於
け
る
村
の
人
格
」（
初
出
、
一
九
二
〇
年
）
同
『
村
及
び
入
会
の
研
究
』（
岩
波
書
店
、
一
九
四
九
年
）
一
六
頁
以
下
、

四
〇
─
四
一
頁
。

（
（（
）
中
本
香
織
「
権
利
能
力
な
き
社
団
の
不
動
産
に
関
す
る
訴
訟
に
お
け
る
社
団
の
当
事
者
適
格
と
判
決
の
効
力
」
早
稲
田
法
学
九
二
巻
一
号
（
二

〇
一
六
年
）
一
七
三
頁
以
下
参
照
。
そ
の
後
、
同
「
給
付
訴
訟
に
お
け
る
権
利
能
力
な
き
社
団
の
原
告
適
格
と
判
決
効
の
主
観
的
範
囲
」
加
藤
哲

夫
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
『
民
事
手
続
法
の
発
展
』（
成
文
堂
、
二
〇
二
〇
年
）
一
三
三
頁
以
下
に
お
い
て
も
、
同
じ
見
解
が
と
ら
れ
て
い
る
。

（
（0
）
中
本
・
前
掲
注（
（（
）
早
稲
田
法
学
九
二
巻
一
号
二
二
三
頁
。

（
（（
）
中
本
・
前
掲
注（
（（
）
早
稲
田
法
学
九
二
巻
一
号
二
二
七
─
二
二
八
頁
。



一
九
八

（
（（
）
中
本
・
前
掲
注（
（（
）
早
稲
田
法
学
九
二
巻
一
号
二
二
一
頁
。

（
（（
）
堀
野
・
前
掲
注（
（
）
論
文
。

（
（（
）
堀
野
出
「
法
人
格
の
な
い
社
団
を
め
ぐ
る
権
利
義
務
関
係
と
当
事
者
適
格
の
規
律
─
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
組
合
、
民
法
上
の
組
合
の
当
事
者
適

格
」
松
本
博
之
先
生
古
希
祝
賀
論
文
集
『
民
事
手
続
法
制
の
展
開
と
手
続
原
則
』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
六
年
）
一
〇
九
頁
以
下
、
一
一
二
頁
以
下
、

堀
野
・
前
掲
注（
（
）
四
八
頁
。

（
（（
）
堀
野
・
前
掲
注（
（
）
五
三
─
五
四
頁
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
す
で
に
、
畑
瑞
穂
「
権
利
能
力
の
な
い
社
団
に
よ
る
不
動
産
登
記
手
続
請
求
」

法
学
教
室
四
二
二
号
（
二
〇
一
五
年
）
一
七
頁
以
下
、
一
九
頁
に
も
現
れ
て
い
た
。

（
（（
）
堀
野
・
前
掲
注（
（
）
五
五
頁
。

（
（（
）
堀
野
・
前
掲
注（
（
）
五
五
─
五
六
頁
。

（
（（
）
堀
野
・
前
掲
注（
（
）
五
七
頁
。

（
（（
）
堀
野
・
前
掲
注（
（
）
五
八
頁
。

（
（0
）
最
三
小
判
平
成
二
三
年
二
月
一
五
日
（
判
例
時
報
二
一
一
〇
号
四
〇
頁
）
お
よ
び
最
一
小
判
平
成
二
六
年
二
月
二
七
日
（
民
集
六
八
巻
二
号
一

九
二
頁
）
参
照
。
前
者
で
は
法
人
格
の
な
い
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
組
合
が
原
告
と
な
っ
て
お
り
、
後
者
で
は
法
人
格
の
な
い
消
防
団
が
原
告
と
な
っ

て
い
る
。
後
者
の
消
防
団
は
江
戸
時
代
の
火
消
し
の
流
れ
を
く
む
も
の
で
は
あ
る
が
、
今
日
で
は
、
そ
の
団
体
の
構
造
は
一
般
の
社
団
と
同
様
に

な
っ
て
い
る
も
の
と
推
測
し
う
る
。

（
（（
）
こ
の
意
味
で
、「
権
利
義
務
の
構
成
員
全
員
へ
の
帰
属
と
社
団
へ
の
帰
属
が
同
義
だ
と
い
う
の
は
兼
子
説
、
す
な
わ
ち
当
該
訴
訟
限
り
で
の
社

団
の
権
利
主
体
性
の
肯
定
の
立
場
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
以
上
、
訴
訟
担
当
構
成
は
必
要
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
堀
野
説
に
対
す
る
批

判
が
あ
る
の
も
（「《
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
》
当
事
者
論
の
現
代
的
課
題
」
民
事
訴
訟
雑
誌
六
二
号
（
二
〇
一
六
年
）
七
八
頁
以
下
、
一
一
四
─
一
一
五

頁
［
松
本
博
之
発
言
］
参
照
）、
自
然
な
こ
と
だ
ろ
う
。

（
（（
）
川
島
武
宜
「
入
会
権
の
基
礎
理
論
」（
初
出
、一
九
六
八
年
）
同
『
川
島
武
宜
著
作
集
第
八
巻
』（
岩
波
書
店
、一
九
八
三
年
）
六
四
頁
以
下
参
照
。

（
（（
）
我
妻
栄
『
新
訂
民
法
総
則
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
年
）
一
三
三
─
一
三
四
頁
、
我
妻
栄
＝
有
泉
亨
『
新
訂
物
権
法
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八

三
年
）
三
一
五
─
三
一
六
頁
参
照
。
こ
の
点
は
、
古
積
・
前
掲
注（
（（
）
二
九
一
─
二
九
二
頁
で
詳
し
く
論
じ
た
。

（
（（
）
山
本
弘
「
法
人
格
な
き
社
団
を
め
ぐ
る
民
事
手
続
法
上
の
諸
問
題
（
（
）」
法
学
教
室
三
七
四
号
（
二
〇
一
一
年
）
一
二
七
頁
以
下
、
一
三
四



一
九
九

民
事
訴
訟
に
お
け
る
法
人
格
の
な
い
社
団
の
当
事
者
能
力
に
つ
い
て
（
古
積
）

頁
参
照
。

（
（（
）
古
積
・
前
掲
注（
（
）
一
五
巻
四
号
三
六
頁
。

（
（（
）BGH

,U
rt.v.（（.（.（00（ –Ⅱ

ZR （（（/（00,BGH
Z （（（,（（（.

（
（（
）
青
木
哲
「
民
法
上
の
組
合
の
債
務
と
強
制
執
行
（
（
）
─
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
七
三
六
条
を
め
ぐ
る
学
説
の
展
開
─
」
法
学
協
会
雑
誌
一
二
一

巻
四
号
（
二
〇
〇
四
年
）
四
三
五
頁
以
下
、
四
六
六
頁
、
高
田
裕
成
「
民
法
上
の
組
合
の
当
事
者
能
力
」
福
永
有
利
先
生
古
稀
記
念
『
企
業
紛
争

と
民
事
手
続
法
理
論
』（
商
事
法
務
、
二
〇
〇
五
年
）
一
頁
以
下
、
三
─
四
頁
、
名
津
井
・
前
掲
注（
（（
）
一
五
五
─
一
五
六
頁
参
照
。

（
（（
）
た
と
え
ば
、
高
田
・
前
掲
注（
（（
）
三
三
頁
は
、「
法
人
で
な
い
社
団
で
あ
っ
て
も
権
利
主
体
性
を
肯
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
え
、
組
合
の

当
事
者
能
力
論
も
、
そ
の
権
利
能
力
と
の
関
係
で
論
じ
る
こ
と
が
理
論
の
負
担
を
最
小
限
に
抑
え
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
」
と
し
て
お
り
、
社
団

の
権
利
主
体
性
を
否
定
す
る
議
論
ば
か
り
が
推
奨
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
訴
訟
法
学
説
に
お
い
て
も
社
団

の
構
造
な
い
し
権
利
帰
属
形
態
を
正
面
か
ら
検
討
し
た
議
論
が
望
ま
れ
る
。

（
（（
）
す
で
に
別
稿
に
お
い
て
は
、
現
行
法
の
法
人
法
定
主
義
の
趣
旨
は
、
団
体
の
存
在
を
登
記
に
よ
っ
て
公
示
し
て
対
外
的
な
取
引
の
安
全
を
確
保

す
る
点
に
あ
る
た
め
、
取
引
の
安
全
が
害
さ
れ
な
い
限
り
、
社
団
の
権
利
主
体
性
を
容
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
指
摘
し
て
い
る
（
古
積
・
前

掲
注（
（
）
一
五
巻
三
号
四
四
─
四
五
頁
、
一
五
巻
四
号
三
五
頁
参
照
）。

（
（0
）
も
ち
ろ
ん
、
各
構
成
員
が
、
団
体
の
有
す
る
権
利
に
対
す
る
独
自
の
利
害
関
係
か
ら
、
団
体
に
属
す
る
権
利
に
つ
い
て
訴
訟
担
当
者
と
し
て
訴

え
を
提
起
し
う
る
と
い
う
理
論
的
可
能
性
は
残
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
団
体
が
そ
の
権
利
に
関
す
る
当
事
者
適
格
を
有
す
る
こ
と
を
左
右
す

る
も
の
で
は
な
く
、
構
成
員
は
、
団
体
の
受
け
た
判
決
の
既
判
力
に
異
を
唱
え
る
資
格
を
有
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

（
（（
）
特
に
、
近
時
の
固
有
適
格
構
成
に
お
い
て
こ
の
こ
と
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
名
津
井
説
は
民
事
訴
訟
法
一
一
五
条
一
項
二
号
の
類

推
を
論
じ
（
名
津
井
・
前
掲
注（
（
）
六
〇
一
頁
）、
堀
野
説
は
、
同
項
一
号
と
二
号
と
の
間
で
揺
れ
て
い
る
（
前
掲
注（
（（
）「《
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
》

当
事
者
論
の
現
代
的
課
題
」
民
事
訴
訟
雑
誌
六
二
号
一
一
七
頁
［
堀
野
出
発
言
］
参
照
）。

（
追
記
）脱

稿
後
、
畑
瑞
穂
「
法
人
で
な
い
社
団
等
の
『
事
件
限
り
の
権
利
能
力
』
に
つ
い
て
の
覚
書
」
加
藤
新
太
郎
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
『
民
事
裁
判

の
法
理
と
実
践
』（
弘
文
堂
、
二
〇
二
〇
年
）
一
〇
五
頁
以
下
に
接
し
た
。



二
〇
〇

同
論
文
も
、
法
人
格
の
な
い
社
団
へ
供
さ
れ
た
財
産
は
全
構
成
員
に
総
有
的
に
帰
属
す
る
と
い
う
前
提
を
維
持
し
つ
つ
、
社
団
の
当
事
者
適
格
の

性
質
を
論
じ
て
い
る
。
そ
し
て
、
兼
子
説
に
い
う
「
事
件
限
り
の
権
利
能
力
」
に
は
、
訴
訟
に
お
い
て
、
複
雑
な
実
体
法
上
の
権
利
関
係
を
簡
略
に

表
現
す
る
意
義
が
あ
り
、
仮
に
訴
訟
担
当
構
成
を
と
る
場
合
で
も
、
同
じ
よ
う
に
実
体
法
上
の
権
利
関
係
の
表
現
を
簡
略
化
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る

と
見
て
い
る
（
同
論
文
一
一
一
─
一
一
七
頁
）。
こ
の
表
現
の
簡
略
化
と
は
、
具
体
的
に
は
、
権
利
者
で
あ
る
構
成
員
の
厳
密
な
「
特
定
」
の
省
略
も

意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
見
解
も
、
堀
野
説
と
同
じ
よ
う
に
、
そ
の
限
り
で
、
固
有
適
格
構
成
と
訴
訟
担
当
構
成
と
の
間
に
は
本
質
的
な
差
異
は

な
い
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
こ
の
よ
う
に
構
成
員
に
帰
属
す
る
権
利
関
係
を
厳
密
に
確
定
し
な
い
ま
ま
判
決
が
下
さ
れ
て
も
、
そ
の
後
、
い
か
に
し
て
執
行
手
続
を
進

め
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
あ
く
ま
で
権
利
が
全
構
成
員
に
帰
属
す
る
と
い
う
の
な
ら
、
給
付
の
受
領
者
は
社
団
自
体
で
は
な
く
、
全
構
成
員
に
な

る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
畑
論
文
は
、
社
団
の
代
表
者
が
全
構
成
員
か
ら
受
領
権
限
を
付
与
さ
れ
た
と
い
う
扱
い
を
擬
制
す
る
た
め
に
、
社
団

代
表
者
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
面
が
か
か
る
受
領
権
限
の
付
与
の
証
明
に
な
る
、
と
い
う
考
え
方
を
示
し
て
い
る
（
同
論
文
一
二
〇
頁
）。

し
か
し
、
訴
訟
当
事
者
と
し
て
現
れ
る
団
体
の
背
後
に
別
の
権
利
者
が
存
在
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
権
利
者
を
特
定
し
な
い
で
裁
判
を
進
め
て

も
、
既
判
力
や
執
行
力
を
伴
う
判
決
を
認
め
る
こ
と
自
体
が
問
題
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
曖
昧
に
し
た
ま
ま
、
最
終
的
な
執
行
の
局
面
で
、
団
体
の

代
表
者
で
あ
れ
ば
給
付
受
領
権
限
が
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
畑
論
文
も
認
め
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
、
社
団
自
体
が
受
領
者
に
な
る
の
を
認
め
る
こ

と
と
異
な
ら
ず
、
結
局
、
社
団
自
体
に
権
利
が
帰
属
す
る
と
い
う
扱
い
を
認
め
る
に
等
し
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
論
文
も
、
社
団
の
権
利

能
力
を
正
面
か
ら
検
討
す
る
こ
と
な
く
、
こ
れ
を
認
め
る
実
体
法
上
の
解
釈
が
確
立
し
な
い
限
り
、「
手
続
法
的
に
は
、
ど
こ
か
で
綻
び
の
あ
る
議
論

を
せ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
す
る
（
同
論
文
一
二
一
頁
）。
こ
の
主
張
は
、
実
体
法
上
の
権
利
能
力
の
問
題
に
立
ち
入
る
こ
と
は
訴
訟

法
学
説
の
分
を
超
え
る
、
と
い
う
慎
重
な
姿
勢
の
現
れ
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
問
題
の
根
源
が
実
体
法
上
の
権
利
関
係
に
あ
る
以
上
、
こ
れ
を

等
閑
視
し
て
、
訴
訟
法
上
の
技
術
的
議
論
に
終
始
し
て
も
、
決
し
て
実
り
あ
る
成
果
は
得
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
の
か
。

（
本
学
法
科
大
学
院
法
務
研
究
科
教
授
）


