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ニ
　
ド
イ
ツ
に
お
け
る
司
法
付
与
（
供
与
）
請
求
権
の
観
念

　
e
　
序
説
－
裁
判
を
受
け
る
権
利
と
訴
権
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
一

　
ω
　
前
款
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
、
日
本
国
憲
法
に
お
け
る
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
め
ぐ
る
学
説
、
判
例
の
理
論
状
況
を
検
討
し
た

が
、
そ
こ
で
は
訴
訟
法
学
説
並
び
に
一
部
憲
法
学
説
は
、
憲
法
第
三
二
条
が
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
保
障
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
内
実
を

伴
っ
た
裁
判
制
度
を
構
築
し
、
そ
の
裁
判
制
度
を
通
じ
て
国
民
に
自
己
の
権
利
、
利
益
の
司
法
的
救
済
を
与
え
る
義
務
を
国
家
に
負
わ

せ
た
も
の
と
理
解
す
べ
き
こ
と
を
説
い
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
同
時
に
そ
こ
で
は
、
国
民
の
裁
判
を
受
け
る
権
利
に
対
応
す
る

国
家
の
義
務
が
司
法
付
与
義
務
と
呼
ば
れ
、
こ
の
義
務
の
内
容
と
し
て
、
裁
判
所
及
び
司
法
の
運
用
に
必
要
な
関
連
制
度
を
整
備
し
、

且
つ
適
正
な
裁
判
手
続
を
保
障
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
裁
判
を
受
け
る
権
利
の
最
も
直
接
的
な
内
容
が
、
民
事
、
行

政
事
件
に
つ
い
て
は
申
立
て
に
よ
っ
て
裁
判
所
の
裁
判
を
要
求
で
き
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
裁
判
請
求
権
で
あ
る
と
こ
ろ
、
国
民
か
ら
の

民
事
・
行
政
事
件
の
訴
え
の
提
起
に
応
じ
て
、
国
家
の
機
関
と
し
て
の
裁
判
所
が
裁
判
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
国
家
の
司
法
付
与

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

義
務
の
内
容
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
前
記
進
歩
的
な
憲
法
学
説
は
、
憲
法
第
三
二
条
の
規
定
が
個
別
の
実
体
的
基
本
権
に
訴
権
性
を
付
与
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
実
体
的
請
求
権
た
ら
し
め
る
と
こ
ろ
の
手
続
的
基
本
権
規
定
で
あ
る
旨
を
説
き
、
既
に
憲
法
学
に
お
い
て
も
前
記
裁
判
請
求
権
な
い



「司法権の観念」論（再続）（三）

し
訴
権
を
ど
の
よ
う
に
憲
法
理
論
の
中
に
位
置
づ
け
る
か
と
い
う
課
題
が
設
定
さ
れ
て
い
る
と
の
認
識
を
示
し
た
上
で
、
ド
イ
ツ
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
V

け
る
訴
権
論
と
憲
法
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
理
論
状
況
に
注
目
し
て
い
る
。
こ
の
訴
権
と
憲
法
、
と
り
わ
け
裁
判
を
受
け
る
権
利
と
の
関

係
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
周
知
の
よ
う
に
民
事
訴
訟
法
学
説
に
お
い
て
理
論
的
対
立
が
存
し
た
。
そ
れ
は
、
民
事
訴
訟
法
学
に

い
う
訴
権
と
憲
法
上
保
障
さ
れ
た
裁
判
を
受
け
る
権
利
と
を
何
ら
か
の
形
で
結
び
付
け
う
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
を
争
点
と
し
た
も
の

で
あ
り
、
当
初
の
肯
定
、
積
極
説
が
有
力
な
否
定
・
消
極
説
に
よ
っ
て
厳
し
く
批
判
さ
れ
、
近
時
再
び
肯
定
説
的
な
見
解
が
有
力
に
主

張
さ
れ
て
き
て
い
る
と
い
う
学
説
の
展
開
を
見
せ
て
い
る
。

　
②
　
す
な
わ
ち
、
訴
権
論
に
お
い
て
有
力
な
見
解
と
な
っ
た
抽
象
的
訴
権
説
（
公
法
的
訴
権
説
）
の
中
に
あ
っ
て
、
本
案
判
決
請
求

権
説
と
司
法
付
与
請
求
権
説
と
の
間
の
論
争
を
経
由
し
て
、
日
本
に
お
い
て
も
ド
イ
ツ
に
お
け
る
理
論
的
動
向
を
継
承
し
て
司
法
付
与

請
求
権
説
が
有
力
に
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
訴
権
を
訴
訟
の
対
象
で
あ
る
私
権
か
ら
切
り
離
し
、
国
家
に
対
す
る
関
係
で
認

め
ら
れ
る
権
利
、
つ
ま
り
公
権
と
し
て
位
置
づ
け
る
考
え
方
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
グ
ロ
ー
、
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
ら
の
司
法
付
与
請
求

権
説
を
以
て
有
力
説
た
ら
し
め
る
展
開
を
見
せ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
ド
イ
ツ
の
学
説
状
況
の
展
開
を
受
け
て
、
日
本
の
民
事

訴
訟
法
学
説
も
敏
感
な
理
論
的
反
応
を
示
し
て
き
た
。
右
の
司
法
付
与
請
求
権
と
し
て
の
訴
権
の
把
握
に
対
し
て
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い

て
ハ
ー
プ
シ
ャ
イ
ド
ら
の
唱
え
た
訴
権
否
定
説
が
存
し
た
よ
う
に
、
日
本
に
お
い
て
も
同
様
の
訴
権
否
定
説
の
立
場
か
ら
の
批
判
が
存

し
た
。
け
れ
ど
も
訴
権
を
訴
訟
法
と
憲
法
（
な
い
し
国
法
）
と
を
結
び
付
け
る
概
念
形
式
と
し
て
把
握
し
、
そ
の
点
に
理
論
的
価
値
を

暗
い
出
す
見
解
は
、
今
日
ま
で
依
然
と
し
て
有
力
説
た
る
地
位
を
確
保
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
立
場
の
根

底
に
は
、
訴
え
の
提
起
を
受
け
て
審
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
国
家
（
裁
判
所
）
の
拘
束
は
、
国
家
制
度
と
し
て
の
訴
訟
制
度
の
憲
法

上
の
基
礎
を
成
す
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
を
理
論
的
に
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る
か
は
、
「
適
用
さ
れ
た
憲
法
」
と
し
て
の
訴
訟
法
の
基
礎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

理
論
の
中
で
中
核
的
支
柱
を
成
す
と
の
認
識
が
あ
る
。
た
だ
、
勿
論
、
司
法
付
与
請
求
権
説
と
い
え
ど
も
、
そ
の
説
く
と
こ
ろ
は
時
代
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説論

が
進
む
に
つ
れ
て
そ
の
内
容
を
変
遷
さ
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
り
、
ま
た
論
者
に
よ
っ
て
も
一
様
で
は
な
か
っ
た
。

　
㈹
　
当
初
、
右
の
積
極
説
的
見
解
と
同
じ
志
向
性
を
有
し
な
が
ら
、
さ
ら
に
訴
権
概
念
の
持
つ
理
論
的
価
値
と
並
ん
で
、
実
際
的
効

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

用
を
発
揮
す
る
た
め
に
訴
権
と
憲
法
第
三
二
条
と
を
結
び
付
け
る
こ
と
の
必
要
性
を
説
く
見
解
が
提
起
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し

て
、
当
時
の
代
表
的
憲
法
学
説
に
も
憲
法
第
三
二
条
の
保
障
す
る
権
利
を
「
自
己
の
権
利
ま
た
は
利
益
が
不
法
に
侵
害
さ
れ
て
い
る
と

み
と
め
る
と
き
に
、
裁
判
所
に
対
し
て
、
そ
の
主
張
の
当
否
を
判
断
し
、
そ
の
損
害
の
救
済
に
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
求
め
る
権

利
一
こ
れ
を
裁
判
請
求
権
ま
た
は
訴
権
と
い
う
一
」
と
し
て
理
解
す
る
見
解
が
存
し
、
こ
の
見
解
は
、
諸
外
国
の
権
利
宣
言
に
い
う
「
法

定
の
裁
判
官
の
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
奪
わ
れ
な
い
」
旨
の
規
定
は
、
こ
の
訴
権
を
保
障
し
た
規
定
で
あ
り
、
ま
た
明
治
憲
法
第
二
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

条
の
規
定
も
同
じ
趣
旨
を
定
め
た
も
の
と
理
解
し
て
い
る
。
右
の
明
治
憲
法
第
二
四
条
に
い
う
「
法
律
鳴
海
メ
タ
ル
裁
回
金
ノ
裁
到
ヲ

受
ク
ル
ノ
灌
」
に
つ
き
、
当
事
の
憲
法
学
説
も
、
前
記
ド
イ
ツ
に
お
け
る
公
法
的
訴
権
説
の
立
場
に
立
ち
、
民
事
裁
判
に
あ
っ
て
は
、

こ
れ
を
私
権
の
保
護
を
求
め
る
た
め
に
国
家
に
対
し
裁
判
を
要
求
す
る
権
利
で
あ
る
と
こ
ろ
の
訴
権
と
し
て
把
握
し
、
こ
の
訴
権
は
、

直
接
に
私
権
か
ら
生
ず
る
効
果
で
は
な
く
、
私
権
に
伴
っ
て
憲
法
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
公
法
上
の
楓
稚
、
す
な
わ
ち
「
別
二
國
法
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

認
ム
ル
所
ノ
公
権
」
と
理
解
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
の
ち
、
訴
権
論
は
、
は
な
は
だ
影
の
う
す
い
も
の
と
な
り
「
斜
陽
に
立
つ
」
と
の
感
を
深
く
意
識
し
、
現
状
の
よ
う
な
訴
権
論

の
ま
ま
で
は
、
学
界
の
精
力
は
そ
れ
ほ
ど
訴
権
論
に
注
ぐ
べ
き
で
は
な
い
と
の
基
本
的
立
場
に
立
ち
、
し
た
が
っ
て
注
入
さ
れ
た
労
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

の
割
合
に
非
生
産
的
な
領
域
で
あ
る
と
の
評
価
を
下
す
見
解
も
見
ら
れ
た
。
右
の
見
解
は
、
訴
権
論
と
い
う
抽
象
的
な
1
下
手
を
す
る

と
免
罪
符
的
な
役
割
を
演
ず
る
1
領
域
に
安
住
、
惰
眠
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
論
者
の
示
す
旦
群
体
的
な
民
事
訴
訟
法
理
論
、
そ
の

民
事
訴
訟
法
理
論
が
市
民
の
サ
ー
ヴ
ィ
ス
機
関
と
し
て
の
民
事
裁
判
所
の
確
立
に
ど
れ
ほ
ど
役
立
つ
か
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と

説
く
が
、
民
事
裁
判
所
を
市
民
の
サ
ー
ヴ
ィ
ス
機
関
と
し
て
の
側
面
か
ら
捉
え
な
お
す
時
に
は
、
訴
権
が
そ
の
た
め
の
有
効
な
武
器
、
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道
具
に
な
り
う
る
こ
と
は
否
定
し
て
い
な
い
。

　
そ
こ
で
、
権
利
保
護
請
求
権
説
の
精
緻
な
理
論
に
よ
っ
て
訴
え
の
利
益
な
ど
の
観
念
が
確
立
さ
れ
、
制
度
運
営
上
の
規
律
理
論
が
｛

応
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
の
総
括
を
し
た
上
で
、
訴
権
論
に
新
た
な
意
義
を
見
い
出
す
方
向
へ
の
学
説
の
展
開
が
見
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、

前
記
訴
権
否
定
説
に
は
一
面
の
真
理
が
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
訴
権
論
争
の
功
績
を
私
権
と
訴
訟
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
点
に
見

い
出
し
つ
つ
、
な
お
利
用
者
の
立
場
を
第
一
義
と
し
た
解
釈
、
立
法
へ
の
指
導
標
と
し
て
訴
権
の
観
念
を
用
い
る
実
益
の
存
す
る
こ
と

を
認
め
る
見
解
の
登
場
を
蒐
麗
。
こ
の
訴
権
論
の
再
生
を
提
唱
す
る
見
解
は
、
前
記
訴
訟
法
学
説
の
よ
う
に
訴
訟
法
と
憲
法
と
を
結
び

付
け
る
た
め
だ
け
に
訴
権
の
観
念
を
認
め
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
当
初
の
憲
法
学
説
の
よ
う
に
訴
権
を
裁
判
を
受
け
る
権
利
と
同
義
に

解
す
る
の
で
も
な
く
、
「
訴
権
論
争
に
お
け
る
伝
統
的
な
使
い
方
を
受
け
て
訴
権
を
判
決
を
求
め
る
権
利
と
し
て
構
成
し
、
裁
判
を
受
け

る
権
利
の
中
核
と
し
て
訴
権
を
考
え
る
の
が
適
切
」
で
あ
る
と
説
く
。

　
右
の
よ
う
な
見
解
を
経
て
、
さ
ら
に
そ
れ
を
お
し
進
め
て
、
制
度
利
用
の
関
係
を
「
当
事
者
権
」
と
し
て
捉
え
た
上
で
、
同
様
に
憲

法
第
三
二
条
の
保
障
す
る
裁
判
請
求
権
な
い
し
裁
判
を
受
け
る
権
利
と
訴
訟
と
の
関
係
に
着
目
し
て
、
裁
判
原
則
の
「
憲
法
化
」
の
結

果
、
憲
法
を
取
り
込
ん
だ
新
た
な
訴
権
の
観
念
（
「
憲
法
的
訴
権
」
の
観
念
）
が
提
示
さ
れ
る
に
五
翻
。
こ
の
見
解
は
、
基
本
権
と
し
て

の
裁
判
と
い
う
視
座
に
立
っ
て
、
国
民
は
そ
の
地
位
に
ふ
さ
わ
し
く
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
保
障
さ
れ
る
と
同
時
に
、
「
個
別
事
件
の
内

部
に
お
い
て
も
、
当
事
者
と
し
て
司
法
行
為
を
要
求
す
る
権
利
を
有
す
る
と
み
る
べ
き
」
旨
を
主
張
し
、
こ
の
権
利
は
、
「
単
に
法
律
上

必
要
な
審
理
を
求
め
る
権
能
と
し
て
で
は
な
く
、
憲
法
に
裏
打
ち
さ
れ
た
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
に
則
っ
た
審
理
と
判
断
を
求
め
る
権
利

と
し
て
構
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
説
く
。
こ
こ
で
主
張
さ
れ
て
い
る
「
司
法
行
為
請
求
権
」
は
、
憲
法
を
取
り
込
む
こ
と
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

新
し
く
別
個
の
権
利
へ
と
変
容
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
ω
　
右
に
み
た
よ
う
な
見
解
に
対
し
て
、
訴
訟
法
学
説
の
中
に
も
批
判
的
見
解
が
存
す
る
が
、
憲
法
第
三
二
条
と
の
関
係
で
訴
権
を
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説論

理
論
的
、
実
際
的
に
構
成
す
べ
き
だ
と
す
る
基
本
的
立
場
は
、
徐
々
に
有
力
に
な
り
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
少
な
く
と
も
憲
法
第
三
二
条
の
裁
判
を
受
け
る
権
利
と
民
事
訴
訟
法
学
上
の
「
訴
権
」
と
は
「
内
容
的
に
重
な
り
を
も

ち
、
そ
の
限
り
で
憲
法
と
民
訴
法
と
を
結
び
つ
け
な
が
ら
併
存
す
る
と
い
う
べ
き
」
旨
を
説
く
且
製
や
、
訴
権
は
裁
判
を
受
け
る
権
利

の
な
か
で
、
民
事
訴
訟
制
度
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
点
で
と
ら
え
ら
れ
た
国
民
の
権
利
と
し
て
捉
え
、
こ
の
訴
権
は
基
本
的
に
憲
法
上
の
「
裁

判
を
受
け
る
権
利
」
に
も
と
つ
く
と
と
も
に
、
民
事
訴
訟
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
当
事
者
の
権
利
、
つ
ま
り
「
当
事
者
権
」
に
結
び
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

く
も
の
と
し
て
理
論
的
に
構
成
さ
れ
る
の
が
適
当
で
あ
る
と
説
く
見
解
が
こ
れ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
民
事
訴
訟
法
学
の
理
論
的
動
向

は
、
従
来
そ
の
意
味
内
容
を
深
く
追
究
す
る
こ
と
な
く
訴
権
の
観
念
を
用
い
て
き
た
憲
法
学
説
に
対
し
て
も
反
省
を
促
し
、
学
問
的
関

心
を
喚
起
し
て
い
る
。
裁
判
を
受
け
る
権
利
の
法
的
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
、
訴
訟
法
で
明
治
憲
法
以
来
争
わ
れ
て
き
た
「
訴
権
」

と
、
憲
法
学
で
通
常
用
い
ら
れ
て
き
た
「
裁
判
請
求
権
ま
た
は
訴
権
」
と
が
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
る
か
と
い
う
こ
と
が
探
究
す
べ
き
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

題
と
し
て
設
定
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
憲
法
学
説
に
お
け
る
右
の
よ
う
な
指
摘
を
受
け
て
、
近
時
こ
れ
ま
で
の

民
事
訴
訟
法
学
説
の
理
論
的
展
開
を
批
判
的
に
受
け
止
め
て
、
し
た
が
っ
て
訴
権
論
に
対
し
て
一
定
の
距
離
を
保
ち
な
が
ら
も
、
訴
権

の
観
念
か
ら
何
が
し
か
の
憲
法
理
論
上
の
帰
結
を
導
き
出
す
こ
と
を
模
索
す
る
学
説
も
提
起
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
学
説
に
あ
っ
て
は
、

ド
イ
ツ
に
お
け
る
理
論
的
動
向
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
司
法
行
為
請
求
権
が
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
含
む
と
い
う
解
釈
の
理
論
的
方
向

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
V

性
を
支
持
し
、
訴
権
を
司
法
行
為
請
求
権
と
解
す
る
可
能
性
を
志
向
す
る
見
解
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

　
前
述
の
よ
う
に
、
「
適
用
さ
れ
た
憲
法
」
や
「
国
民
の
た
め
の
司
法
」
の
理
論
、
あ
る
い
は
「
人
間
の
顔
を
も
っ
た
裁
判
」
（
「
司
法
の

人
間
化
」
）
と
い
う
観
念
な
り
基
本
的
理
念
が
、
司
法
の
進
む
べ
き
正
し
い
方
向
性
を
示
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
「
裁
判
原
則
の
憲

法
化
」
は
基
本
的
に
支
持
す
べ
き
選
択
肢
で
あ
り
、
訴
権
を
「
司
法
行
為
請
求
権
」
と
し
て
理
解
し
、
こ
れ
を
憲
法
上
の
裁
判
を
受
け

る
権
利
と
関
連
さ
せ
て
把
握
す
る
解
釈
手
法
は
、
人
権
保
障
の
憲
法
感
覚
に
照
ら
し
て
「
手
続
正
義
の
感
覚
」
を
研
ぎ
す
ま
し
、
鋭
敏
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な
も
の
と
し
て
い
く
上
で
有
効
な
手
段
と
な
り
う
る
可
能
性
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
義
を
持
ち
う
る
点
に
着
目
し

て
、
今
少
し
わ
れ
わ
れ
は
、
い
う
と
こ
ろ
の
「
司
法
行
為
請
求
権
」
、
あ
る
い
は
司
法
付
与
（
供
与
）
請
求
権
の
観
念
を
、
ド
イ
ツ
訴
訟

法
学
、
憲
法
学
の
理
論
的
動
向
を
視
野
に
収
め
て
、
立
ち
入
っ
て
検
討
し
、
そ
の
規
範
的
内
容
、
原
理
的
基
礎
を
明
ら
か
に
し
て
い
く

こ
と
と
し
た
い
。

「司法権の観念」論（再続）（三）

（
1
）
　
竹
下
1
1
小
暮
・
前
掲
書
七
一
頁
以
下
及
び
七
五
頁
以
下
参
照
。

（
2
）
　
棟
居
快
行
・
前
掲
書
二
九
二
頁
、
笹
田
栄
司
・
前
掲
論
文
五
七
頁
以
下
参
照
。

（
3
）
　
中
野
貞
一
郎
「
訴
権
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
六
四
号
（
｝
九
六
｝
）
六
｝
頁
参
照
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
及
び
日
本
に
お
け
る
訴
権
論
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
海

　
　
老
原
明
夫
「
ド
イ
ツ
法
学
継
受
史
余
滴
・
紛
争
解
決
と
訴
権
論
…
そ
の
一
、
そ
の
二
、
そ
の
三
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
五
八
、
九
六
〇
、
九
六
一
号
（
一
九
九

　
〇
）
参
照
。

（
4
）
　
斎
藤
秀
夫
「
訴
訟
と
憲
法
と
の
架
橋
」
石
田
文
次
郎
古
稀
記
念
論
文
集
（
一
九
六
一
）
二
六
一
頁
以
下
（
の
ち
に
同
・
民
事
訴
訟
法
理
論
の
生
成
と
展

　
開
（
一
九
八
五
）
に
所
収
）
、
同
・
民
事
訴
訟
法
概
論
（
一
九
六
九
）
四
四
頁
以
下
参
照
。

（
5
）
　
宮
沢
俊
義
著
・
芦
部
信
喜
補
訂
・
全
訂
日
本
国
憲
法
（
一
九
七
八
）
二
九
八
頁
参
照
。

（
6
）
　
美
濃
部
達
吉
・
逐
条
憲
法
精
義
（
一
九
三
一
）
三
七
三
頁
参
照
。

（
7
）
　
美
濃
部
達
吉
・
憲
法
撮
要
（
改
訂
第
五
版
）
（
一
九
三
四
）
］
六
九
頁
参
照
。

（
8
）
　
鈴
本
正
裕
「
訴
権
論
の
現
況
と
現
代
的
意
義
」
法
学
教
室
〔
第
二
期
〕
一
号
（
一
九
七
三
）
七
一
頁
参
照
。

（
9
）
　
新
堂
幸
司
・
民
事
訴
訟
法
〔
第
二
版
〕
（
【
九
八
「
）
「
七
二
頁
参
照
。

（
1
0
）
　
小
島
武
司
・
前
掲
論
文
「
裁
判
請
求
権
」
一
〇
頁
参
照
。

（
1
1
）
　
こ
の
見
解
の
論
者
は
、
前
記
斎
藤
秀
夫
教
授
の
所
説
は
新
し
い
訴
権
の
質
的
転
換
を
明
確
に
し
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
り
、
訴
権
否
定
説
（
三
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説弧百冊

　
　
ヶ
月
章
教
授
の
所
説
、
同
「
裁
判
を
受
け
る
権
利
」
民
事
訴
訟
法
研
究
八
巻
　
六
頁
以
下
）
か
ら
の
批
判
を
浴
び
た
と
指
摘
す
る
。
小
島
武
司
・
前
掲
論

　
文
一
三
頁
註
（
2
）
参
照
。

（
1
2
）
　
中
野
貞
一
郎
・
前
掲
書
・
民
事
手
続
の
現
在
問
題
六
頁
参
照
。

（
1
3
）
　
林
屋
礼
二
・
民
事
訴
訟
法
概
要
（
一
九
九
一
）
＝
頁
参
照
。

（
1
4
）
　
芦
部
・
前
掲
書
二
五
〇
1
二
五
一
頁
参
照
。

（
1
5
）
　
笹
田
栄
司
・
前
掲
論
文
「
『
訴
権
』
の
憲
法
的
理
解
」
七
五
頁
以
下
参
照
。
こ
の
論
者
は
、
訴
権
を
判
決
を
求
め
る
権
利
と
し
て
裁
判
を
受
け
る
権
利

　
　
の
中
核
に
据
え
る
と
の
見
解
に
つ
い
て
、
裁
判
を
受
け
る
権
利
と
そ
の
中
核
に
据
え
ら
れ
る
訴
権
と
の
理
論
的
整
合
性
も
今
ひ
と
つ
明
ら
か
に
な
っ
て

　
　
い
な
い
と
批
判
し
、
訴
権
を
裁
判
を
受
け
る
権
利
の
中
核
に
据
え
る
考
え
方
か
ら
こ
の
際
離
れ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
と
提
言
し
て
い
る
。
同
七
九
頁

　
及
び
八
○
頁
註
（
1
1
）
参
照
。
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ロ
　
ド
イ
ツ
に
お
け
る
司
法
付
与
（
供
与
）
請
求
権
の
観
念

　
q
り
　
民
事
訴
訟
法
学
説
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ

　
ω
　
今
日
の
民
事
訴
訟
法
学
説
が
説
く
よ
う
に
、
憲
法
第
三
二
条
の
保
障
す
る
裁
判
を
受
け
る
権
利
と
民
事
訴
訟
法
学
上
の
訴
権
と

を
同
一
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
に
せ
よ
、
前
記
公
法
的
訴
権
説
の
も
と
で
説
か
れ
た
司
法
付
与
請
求
権
説
は
、
当
事
者
（
国
民
）
の

裁
判
請
求
権
と
国
家
の
裁
判
義
務
と
の
相
互
関
係
を
軸
に
、
国
法
上
の
請
求
権
と
し
て
展
開
さ
れ
、
そ
の
内
容
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
憲

法
の
保
障
す
る
国
家
と
の
関
係
に
お
け
る
国
民
の
裁
判
を
受
け
る
権
利
と
内
容
的
に
共
通
す
る
部
分
を
含
み
、
そ
れ
は
憲
法
並
び
に
訴

訟
法
の
法
体
系
を
包
括
す
る
権
利
保
障
の
態
様
を
説
明
す
る
の
に
有
効
な
道
具
概
念
を
提
供
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
訴
権
論
に
あ
っ
て
通
説
的
に
受
け
容
れ
ら
れ
て
い
る
司
法
付
与
請
求
権
の
観
念
を
、
裁
判
を
受
け
る
権
利
の



「司法権の観念」論（再続）（三）

理
論
的
精
緻
化
、
な
か
ん
ず
く
そ
の
実
効
的
保
障
、
憲
法
的
保
障
と
の
整
合
的
な
理
解
を
企
図
す
る
上
で
、
い
か
に
合
理
的
且
つ
有
効

に
活
用
出
来
る
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
に
お
い
て
ド
イ
ツ
の
民
事
訴
訟
法
学
説
並
び
に
憲
法
学
説
に
お
け
る
司
法
付
与
請
求
権
の
観
念
を

め
ぐ
る
理
論
的
展
開
に
焦
点
を
当
て
て
検
討
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
右
の
理
論
的
課
題
に
取
り
組
む
こ
と
に
し
た
い
。

　
②
　
司
法
付
与
請
求
権
に
つ
い
て
は
、
当
初
「
司
法
行
為
請
求
権
」
と
し
て
紹
介
さ
れ
、
そ
の
内
容
は
「
個
々
人
の
、
国
家
に
対
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

て
、
権
利
保
護
の
許
容
（
○
①
≦
讐
「
§
ひ
q
＜
o
⇒
幻
Φ
o
耳
ω
ω
。
げ
旨
N
）
を
求
め
る
公
法
上
の
請
求
権
を
い
」
う
と
説
明
さ
れ
た
。
こ
こ
か
ら
、

国
家
の
義
務
と
し
て
国
民
に
権
利
保
護
を
付
与
す
る
義
務
が
導
き
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
司
法
付
与
請
求
権
説
が
ド
イ
ツ
の
訴

権
論
に
お
い
て
通
説
的
見
解
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
、
当
初
の
民
事
訴
訟
法
学
説
は
、
い
わ
ゆ
る
審
尋
請
求
権
（
〉
霧
℃
．
＝
o
プ
揚
蓋

冨
9
島
。
げ
Φ
ω
O
Φ
げ
曾
）
が
基
本
法
第
一
〇
三
条
一
項
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
司
法
行
為
請
求
権
」
（
司
法
付
与
請
求

権
）
は
そ
の
憲
法
上
の
保
障
を
得
た
と
主
張
し
誌
・
・
の
見
解
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
通
説
を
形
成
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

　
右
の
司
法
付
与
請
求
権
が
憲
法
上
保
障
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
論
点
が
本
項
の
中
心
的
な
関
心
の
対
象
で
あ
る
が
、
こ
の
論

点
を
め
ぐ
る
憲
法
学
説
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
検
討
に
入
る
前
に
、
先
ず
現
在
の
ド
イ
ツ
の
民
事
訴
訟
法
学
説
が
、
こ
の
請
求
権
を
ど
の
よ

う
に
位
置
づ
け
、
そ
の
内
容
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
の
か
と
い
う
点
に
焦
点
を
当
て
て
み
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

　
㈹
　
初
期
の
民
事
訴
訟
法
学
説
は
、
司
法
付
与
請
求
権
を
前
述
の
よ
う
に
国
家
に
対
し
て
権
利
保
護
の
付
与
を
求
め
る
公
法
上
の
請

求
権
と
定
義
し
た
が
、
そ
れ
は
近
代
に
入
っ
て
個
々
の
市
民
に
自
力
救
済
を
禁
止
し
た
結
果
、
そ
の
代
わ
り
と
し
て
国
家
が
市
民
に
権

利
保
護
を
与
え
る
義
務
を
負
う
と
の
伝
統
的
な
理
論
枠
組
が
基
礎
に
な
っ
て
お
り
、
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
原
理
的
説
明
は
基
本
的
に

今
日
ま
で
引
き
継
が
れ
て
き
て
い
る
。

　
先
ず
第
一
に
シ
ュ
タ
イ
ン
ー
ー
ヨ
ナ
ス
の
「
民
事
訴
訟
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
」
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
同
書
に
お
い
て
E
．
シ
ュ
ー

マ
ン
は
、
右
の
理
論
枠
組
を
踏
襲
し
て
、
、
国
家
が
個
々
の
市
民
に
自
力
救
済
を
禁
止
し
た
結
果
、
そ
の
代
償
に
国
家
は
彼
に
権
利
保
護
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を
供
与
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
故
、
裁
判
所
が
市
民
の
問
題
の
案
件
に
つ
い
て
何
ら
か
の
手
を
打
つ
こ
と
を
国
家
に
対
し
て
要
求

す
る
市
民
の
公
法
上
の
請
求
権
は
、
こ
の
自
力
救
済
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
請
求
権
の
言
い
表
し
方
は
、
ド
イ
ツ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

お
い
て
変
動
し
て
き
て
お
り
、
不
確
定
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
司
法
付
与
請
求
権
（
冒
ω
江
N
ひ
q
Φ
芝
讐
遷
⇔
ひ
q
－

。・

ｫ
ω
嘆
9
プ
）
、
司
法
請
求
権
（
言
ω
け
綜
曽
ω
嘆
偉
。
ヶ
）
、
司
法
を
求
め
る
請
求
権
（
〉
づ
ω
o
歪
。
げ
p
辣
ヵ
Φ
。
ぼ
超
剛
6
ひ
q
Φ
）
、
あ
る
い
は
権
利
保

護
又
は
権
利
保
護
付
与
を
求
め
る
請
求
権
（
〉
塗
b
「
二
野
餌
鼠
円
Φ
9
虜
ω
o
げ
旨
N
o
Ω
興
閑
8
窪
ω
ω
o
げ
彗
N
ぴ
q
①
ξ
讐
歪
超
）
な
ど
と
呼
ば

れ
て
い
る
。
そ
し
て
シ
ュ
ー
マ
ン
の
説
明
に
依
れ
ば
、
内
容
的
誤
解
を
回
避
す
る
た
め
に
、
こ
の
請
求
権
は
権
利
保
護
請
求
権
（
閑
Φ
o
窪
ω
－

G・

盾
ｰ
暮
差
押
℃
毎
。
び
）
と
言
い
表
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
民
事
訴
訟
（
法
）
に
お
い
て
こ
の
概
念
は
、
司
法
付

与
請
求
権
と
ほ
と
ん
ど
関
連
が
な
い
特
別
の
問
題
性
（
す
な
わ
ち
訴
権
論
）
と
結
び
付
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
訴
権
の
観

念
と
当
事
者
の
裁
判
請
求
権
と
は
、
歴
史
的
に
そ
れ
ぞ
れ
別
個
独
立
に
理
論
形
成
さ
れ
て
き
た
と
の
認
識
が
考
察
の
基
底
に
あ
る
。

　
ω
　
そ
れ
で
は
、
こ
の
司
法
付
与
請
求
権
は
実
定
法
上
の
根
拠
に
基
づ
い
て
保
障
さ
れ
る
権
利
な
の
か
、
そ
れ
が
存
在
す
る
と
し
て
、

そ
れ
は
い
か
な
る
も
の
か
。
こ
の
論
点
に
つ
き
シ
ュ
ー
マ
ン
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
規
約
（
国
］
≦
勾
囚
）
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
基
本
法
（
以

下
基
本
法
と
略
記
）
、
実
定
民
事
訴
訟
法
を
取
り
上
げ
て
検
討
を
加
え
て
い
る
が
、
彼
は
、
比
較
的
積
極
的
に
そ
れ
ぞ
れ
の
規
定
の
中
に

前
記
請
求
権
の
根
拠
を
見
い
出
し
て
い
る
と
言
え
る
。

　
す
な
わ
ち
、
先
ず
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
規
約
に
つ
い
て
は
、
周
知
の
よ
う
に
そ
の
第
六
条
一
項
の
規
定
が
司
法
付
与
請
求
権
を
承
認
し

て
い
る
と
す
る
支
配
的
見
解
を
支
持
し
、
同
条
項
が
そ
も
そ
も
人
権
規
約
の
構
成
締
約
国
の
内
部
に
お
け
る
国
内
裁
判
所
手
続
に
案
件

が
立
ち
至
る
場
合
に
、
そ
の
際
の
最
小
限
の
保
障
の
み
を
定
め
た
も
の
と
解
す
る
少
数
意
見
が
斥
け
ら
れ
る
。
そ
の
上
で
シ
ュ
ー
マ
ン

は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
の
判
例
も
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
支
配
的
見
解
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
人
権
規
約
の
中
に
書

き
記
さ
れ
た
司
法
付
与
請
求
権
が
承
認
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
同
時
に
司
法
拒
絶
の
場
合
、
た
と
え
ば
連
邦
共
和
国
の
法
律
が
特
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「司法権の観念」論（再続）（三）

定
の
争
訟
に
関
す
る
民
事
事
件
に
お
い
て
、
法
的
手
段
（
閑
①
6
ぼ
ω
≦
Φ
ひ
q
）
を
排
除
し
て
い
る
場
合
、
必
要
と
さ
れ
れ
ば
人
権
規
約
第
二

五
条
に
従
っ
て
人
権
異
議
（
ζ
Φ
霧
。
げ
Φ
漬
Φ
o
野
ω
げ
Φ
。
。
o
ご
毛
Φ
a
Φ
〉
の
方
法
を
自
由
に
使
え
る
と
の
解
釈
を
示
し
て
い
る
。

　
㈲
　
こ
れ
に
対
し
て
基
本
法
上
の
根
拠
に
つ
い
て
は
、
そ
の
中
に
定
め
ら
れ
た
法
治
国
家
原
理
が
、
民
事
法
領
域
に
お
け
る
包
括
的

な
権
利
保
護
を
保
障
し
て
い
る
と
の
解
釈
は
早
く
か
ら
支
持
さ
れ
て
き
て
お
り
、
有
力
説
と
な
っ
て
い
る
が
、
前
記
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権

規
約
第
六
条
一
項
と
同
様
の
明
文
規
定
を
そ
こ
に
窪
い
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
出
訴

の
保
障
を
定
め
る
基
本
法
第
一
九
条
四
項
の
規
定
も
、
そ
の
文
言
に
従
え
ば
、
公
法
上
の
従
属
関
係
に
お
け
る
司
法
付
与
請
求
権
の
み

を
保
障
し
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
同
条
項
は
民
事
裁
判
所
に
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
公
法
的
性
格
を
有
す
る
争
訟
に

と
っ
て
は
重
要
な
規
定
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
争
訟
を
越
え
て
直
ち
に
そ
の
ほ
か
の
民
事
裁
判
所
の
手
続
に
適
用
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
シ
ュ
ー
マ
ン
は
、
基
本
法
第
一
九
条
四
項
に
匹
敵
し
う
る
民
事
裁
判
所
の
領
域
に
関
わ

る
規
定
の
欠
如
が
、
民
事
司
法
の
た
め
の
基
本
法
上
の
保
障
の
拒
絶
を
意
味
す
る
と
い
っ
た
反
対
解
釈
を
導
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い

と
説
い
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
民
事
司
法
に
つ
い
て
の
司
法
付
与
請
求
権
如
何
の
問
題
に
対
す
る
回
答
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例

か
ら
も
明
確
に
汲
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
も
指
摘
し
て
お
り
、
こ
の
点
は
今
少
し
判
例
の
理
論
的
集
積
を
ま
つ
必
要
が

あ
ろ
う
。

　
他
方
、
学
説
に
お
い
て
は
、
基
本
法
の
中
に
含
ま
れ
る
法
治
国
家
原
理
が
、
包
括
的
な
民
事
裁
判
所
の
シ
ス
テ
ム
を
保
障
し
て
い
る

と
の
解
釈
が
大
方
の
賛
同
を
得
て
受
け
容
れ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
シ
ュ
ー
マ
ン
の
分
析
に
依
れ
ば
、
右
の
解
釈
を
越
え
て
、
基
本

法
第
一
九
条
四
項
、
同
第
一
〇
一
条
一
項
二
文
、
あ
る
い
は
同
第
一
〇
三
条
一
項
の
諸
規
定
を
根
拠
と
し
て
民
事
の
権
利
保
護
を
求
め

る
基
本
権
の
存
在
を
肯
定
す
る
学
説
は
、
そ
れ
と
反
対
の
立
場
、
す
な
わ
ち
基
本
法
に
お
い
て
は
、
お
よ
そ
い
か
な
る
民
事
の
権
利
保

護
の
保
障
も
存
在
し
な
い
と
す
る
解
釈
と
同
様
に
、
あ
ま
り
大
き
な
賛
同
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
た
だ
、
司
法
付
与
請
求
権
に
基
本
権

4323巻4号



説弘fi冊

の
属
性
が
認
定
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
同
時
に
そ
の
請
求
権
の
侵
害
が
生
じ
て
い
る
と
さ
れ
る
場
合
に
連
邦
憲

法
裁
判
所
に
憲
法
異
議
（
＜
臼
賦
ω
ω
二
⇒
ひ
Q
ω
σ
Φ
ω
。
げ
甫
⑦
a
①
）
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
学
説
に
お
い
て
是
認
さ
れ
て

い
る
と
い
う
。

　
㈲
　
そ
し
て
最
後
に
実
定
民
事
訴
訟
法
は
、
前
記
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
規
約
や
基
本
法
の
定
め
る
規
律
か
ら
は
独
立
し
て
、
裁
判
所
が

当
事
者
に
対
し
て
司
法
（
菊
①
。
ぼ
ω
旨
Φ
ひ
q
Φ
）
を
行
う
義
務
を
負
っ
て
い
る
と
い
う
基
本
認
識
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
こ
の
民
事
訴
訟

（
法
）
上
の
司
法
付
与
請
求
権
は
、
古
く
は
グ
ロ
ー
（
の
【
9
）
や
し
・
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
（
ピ
①
o
菊
。
ω
①
暮
興
σ
q
）
ら
に
よ
っ
て
既
に
そ

の
概
念
の
骨
格
が
基
礎
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
し
か
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
規
約
や
基
本
法
が
発
効
す
る
以
前
か
ら
承
認
さ
れ
て
い
る
も
の

の
、
民
事
訴
訟
法
（
N
勺
○
）
の
明
確
な
規
定
か
ら
汲
み
取
り
、
権
利
と
し
て
導
き
出
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
シ
ュ

ー
マ
ン
の
理
解
に
依
れ
ば
、
こ
の
司
法
付
与
請
求
権
は
、
国
家
に
対
す
る
主
観
的
な
公
権
と
し
て
裁
判
所
の
活
動
を
目
標
に
し
た
権
利

で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
司
法
請
求
権
（
言
ω
け
窪
き
ω
嘆
二
〇
げ
）
は
、
国
家
が
市
民
に
裁
判
所
を
自
由
に
使
わ
せ
、
そ
の
裁
判
所
が
適
切
な
時

間
の
範
囲
内
で
手
続
法
に
従
っ
て
決
定
を
下
す
こ
と
に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
あ
ら
ゆ
る
人
に
付
与
さ
れ
る
べ
き
権

利
で
あ
る
。

　
ま
た
、
こ
の
司
法
付
与
請
求
権
は
、
い
わ
ゆ
る
「
権
利
保
護
請
求
権
」
と
の
対
比
に
お
い
て
も
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
権

利
保
護
請
求
権
が
裁
判
所
の
特
定
内
容
を
持
っ
た
行
動
を
要
求
す
る
実
質
的
、
内
容
的
あ
る
い
は
実
体
的
な
主
観
的
権
利
と
看
倣
さ
れ

る
の
に
対
」
寛
、
司
法
付
与
請
求
権
は
、
裁
判
官
の
活
動
の
内
容
に
関
し
て
は
原
則
と
し
て
何
も
述
べ
ず
、
そ
れ
自
体
裁
判
行
動
に
向

け
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
形
式
的
な
主
観
的
公
権
で
あ
る
。

　
以
上
み
て
き
た
よ
う
に
シ
ュ
ー
マ
ン
の
説
明
並
び
に
理
解
を
総
括
す
る
な
ら
ば
、
司
法
付
与
請
求
権
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
規
約
に

お
い
て
は
明
文
規
定
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
、
基
本
法
並
び
に
実
定
民
事
訴
訟
法
に
お
い
て
は
明
文
規
定
は
な
い
も
の
の
、
少
な
く
と
も
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「司法権の観念」論（再続）（三）

基
本
権
な
い
し
国
家
に
対
す
る
司
法
（
付
与
）
請
求
権
と
し
て
保
障
さ
れ
る
と
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
侵
害
は
、
民
事
訴
訟
法
上
の

異
議
や
裁
判
官
法
（
∪
国
○
）
上
の
勤
務
状
態
監
督
異
議
（
∪
一
①
⇒
ω
釘
自
ω
一
〇
げ
け
ω
σ
Φ
ω
9
≦
Φ
鼠
Φ
）
（
竃
①
〉
σ
ω
’
b
。
）
の
提
起
、
基
本
法
第
三

四
条
や
民
法
典
（
し
d
O
b
d
）
第
八
三
九
条
の
規
定
に
基
づ
く
損
害
補
償
請
求
権
の
発
生
、
さ
ら
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
規
約
違
反
あ
る
い

は
基
本
権
侵
害
が
存
在
す
る
限
り
で
同
規
約
上
の
人
権
異
議
あ
る
い
は
基
本
法
上
の
憲
法
異
議
の
提
起
を
可
能
に
す
る
と
さ
れ
、
し
た

が
っ
て
実
定
法
規
上
積
極
的
に
司
法
付
与
請
求
権
は
保
障
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
ω
　
続
い
て
第
二
に
「
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
民
事
訴
訟
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
」
に
目
を
転
ず
る
と
、
同
書
に
お
い
て
序
章
を
担
当
し
た
G
・

リ
ュ
ケ
は
、
先
ず
司
法
付
与
請
求
権
を
前
記
「
権
利
保
護
請
求
権
」
と
取
り
違
え
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
の
「
権
利
保

護
請
求
権
」
は
、
民
事
訴
訟
を
私
的
事
柄
と
し
て
扱
い
、
し
た
が
っ
て
真
実
発
見
へ
の
公
の
関
心
が
そ
こ
で
は
否
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
の

自
由
主
義
的
な
訴
訟
理
解
に
基
づ
く
請
求
権
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
こ
の
よ
う
な
国
家
に
対
し
て
向
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
個
人
の
自
己
に

有
利
な
判
決
を
求
め
る
請
求
権
と
し
て
の
「
権
利
保
護
請
求
権
」
の
理
論
が
学
説
に
お
い
て
大
方
拒
絶
さ
れ
て
い
る
の
は
正
当
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

と
の
評
価
が
下
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
リ
ュ
ケ
に
と
っ
て
司
法
付
与
請
求
権
と
は
、
法
治
国
家
原
理
か
ら
流
れ
出
て
く
る
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
故
憲
法
上
保
全
さ
れ
た
権
利
で
あ
る
と
と
も
に
、
訴
訟
手
続
法
に
従
っ
た
権
利
保
護
の
供
与
に
向
け
ら
れ
た
請
求
権
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
リ
ュ
ケ
の
説
く
と
こ
ろ
に
依
れ
ば
、
司
法
付
与
請
求
権
は
、
直
接
法
治
国
家
原
理
（
》
噌
汁
・
N
O
　
㌧
r
び
ω
．
一
　
（
甲
○
）
か
ら
帰

結
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
故
基
本
法
第
一
〇
三
条
一
項
の
規
定
が
司
法
付
与
請
求
権
を
基
礎
づ
け
る
も
の
で
は
な
い
と
解
す
る
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

説
の
立
場
が
支
持
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
リ
ュ
ケ
が
そ
れ
以
上
説
き
及
ぶ
と
こ
ろ
は
な
く
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
理
論
並

び
に
基
本
法
第
二
〇
条
一
項
が
標
榜
す
る
法
治
国
家
原
理
を
、
憲
法
の
基
本
権
規
定
と
民
事
訴
訟
法
な
い
し
裁
判
の
手
続
原
則
と
を
結

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

び
付
け
る
媒
介
項
と
し
て
把
握
す
る
後
述
の
憲
法
学
説
と
同
じ
認
識
の
上
に
立
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
か
。

　
⑧
　
最
後
に
第
三
の
文
献
と
し
て
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
ー
ー
シ
ュ
ワ
ー
プ
の
「
民
事
訴
訟
法
（
N
三
一
胃
O
N
Φ
ω
ω
器
。
簿
ご
を
取
り
上
げ
る
。
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同
書
に
お
い
て
同
じ
く
序
章
を
担
当
し
た
シ
ュ
ワ
ー
プ
は
、
先
ず
か
つ
て
P
・
ゴ
ッ
ト
ヴ
ァ
ル
ト
と
共
同
で
作
成
し
た
第
七
回
民
事
訴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

訟
法
国
際
会
議
（
一
九
八
三
）
で
の
報
告
「
憲
法
と
民
事
訴
訟
」
を
受
け
て
、
民
事
訴
訟
法
と
憲
法
と
の
密
接
な
関
係
の
意
義
を
連
邦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

憲
法
裁
判
所
の
判
例
を
援
用
し
な
が
ら
説
き
起
こ
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
基
本
法
は
、
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
裁
判
所
の
構
成
及
び
裁

判
所
の
手
続
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
そ
の
上
で
司
法
付
与
請
求
権
の
規
範
的
内
実
に
つ
い
て
、
前
出
の
二
人
の
訴

訟
法
学
者
よ
り
も
一
歩
踏
み
込
ん
だ
論
述
を
行
っ
て
い
る
。
先
ず
、
基
本
法
上
の
個
別
的
な
手
続
保
障
規
定
、
す
な
わ
ち
第
一
〇
一
条

一
項
や
第
↓
〇
三
条
一
項
は
民
事
訴
訟
に
も
妥
当
し
、
同
第
九
二
条
や
第
九
七
条
も
密
接
な
関
係
を
有
す
る
。
そ
れ
以
外
の
手
続
保
障

も
、
シ
ュ
ワ
ー
プ
の
理
解
に
依
れ
ば
、
よ
り
一
般
的
な
基
本
権
や
法
治
国
家
原
理
か
ら
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
基
本
法

第
三
条
の
規
定
か
ら
訴
訟
上
の
武
器
平
等
の
原
則
、
社
会
的
法
治
国
家
を
採
用
す
る
と
の
基
本
法
の
決
定
か
ら
社
会
的
機
会
均
等
を
保

障
す
る
手
続
が
要
求
さ
れ
る
等
の
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
司
法
付
与
請
求
権
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
理
論
が
発
展
さ
せ

た
手
続
的
基
本
権
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
シ
ュ
ワ
ー
プ
の
説
く
と
こ
ろ
に
依
れ
ば
、
こ
の
権
利
は
憲
法
上
保
障
さ
れ
て
お
り
、

内
容
的
に
は
効
果
的
な
権
利
保
護
を
求
め
る
権
利
を
内
包
す
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
権
利
内
容
が
拡
張
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
権

利
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
規
約
第
六
条
の
規
律
内
容
と
同
様
に
遣
過
ぎ
る
手
続
を
禁
止
し
、
同
時
に
こ
の
権
利
を
基
礎
づ
け
る
法
治
国

家
原
理
は
、
当
事
者
の
予
見
し
う
る
手
続
を
要
求
す
る
と
の
学
説
、
判
例
理
論
も
引
証
さ
れ
、
こ
れ
ま
た
司
法
付
与
請
求
権
の
内
容
と

し
て
措
定
さ
れ
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。

　
以
上
の
よ
う
な
民
事
訴
訟
法
と
憲
法
と
の
密
接
な
関
係
を
念
頭
に
置
い
て
、
司
法
付
与
請
求
権
の
理
論
構
成
が
試
み
ら
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
裁
判
所
は
、
国
法
上
並
び
に
訴
訟
法
上
、
司
法
（
寄
。
ぽ
ω
旨
Φ
σ
q
Φ
）
を
行
う
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
訴
訟
当
事
者
は
、

人
々
が
こ
の
司
法
あ
る
い
は
司
法
付
与
（
冒
ω
梓
貯
ひ
q
Φ
≦
言
忌
づ
ひ
q
）
を
求
め
る
請
求
権
、
簡
単
に
言
え
ば
司
法
請
求
権
（
冒
ω
け
ド
餌
コ
ω
－

買
仁
。
げ
）
と
名
付
け
る
権
利
を
有
す
る
。
こ
の
請
求
権
は
、
司
法
高
潔
の
担
い
手
と
し
て
の
国
家
に
対
し
て
向
け
ら
れ
て
お
り
、
国
家
は
、
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こ
の
請
求
権
を
司
法
に
任
ぜ
ら
れ
た
国
家
…
機
関
、
な
か
ん
ず
く
裁
判
所
を
通
じ
て
満
た
し
、
裁
判
所
に
訴
訟
当
事
者
に
対
す
る
関
係
で

彼
の
請
求
権
の
充
足
義
務
を
負
わ
せ
る
。
さ
ら
に
国
家
は
、
裁
判
所
に
訴
え
を
提
起
す
る
可
能
性
を
保
障
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
あ
ら

ゆ
る
関
係
者
に
事
実
上
効
果
的
な
権
利
保
護
を
求
め
る
請
求
権
を
付
与
す
る
が
、
前
記
司
法
請
求
権
は
、
絶
対
的
に
正
し
い
判
決
を
保

障
す
る
の
で
は
な
く
て
、
国
家
に
対
し
て
争
訟
を
独
立
の
裁
判
官
に
よ
っ
て
法
治
国
家
的
手
続
で
裁
定
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
る
も
の

で
あ
る
。
し
か
も
シ
ュ
ワ
ー
プ
の
理
解
に
依
れ
ば
、
司
法
付
与
請
求
権
は
、
効
果
的
な
且
つ
公
正
な
手
続
を
も
保
障
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
結
果
、
裁
判
所
が
前
記
義
務
に
違
反
し
た
り
、
権
利
保
護
を
拒
絶
な
い
し
遅
延
さ
せ
た
り
し
た
場
合
に
は
、
連

邦
憲
法
裁
判
所
の
憲
法
異
議
と
い
う
手
段
で
強
制
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

　
そ
こ
で
問
題
は
、
こ
の
よ
う
な
司
法
付
与
請
求
権
を
根
拠
づ
け
る
憲
法
上
の
規
定
の
存
否
如
何
で
あ
る
。
基
本
法
上
の
ど
の
規
定
に

対
す
る
違
反
に
基
づ
い
て
、
憲
法
異
議
の
提
起
が
根
拠
づ
け
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
は
不
確
か
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
数
多
く
の
判
決
の

中
で
い
わ
ゆ
る
司
法
請
求
権
に
取
り
組
ん
で
き
た
連
邦
憲
法
裁
判
所
自
身
は
、
少
な
く
と
も
基
本
法
第
］
〇
一
条
一
項
二
文
を
引
き
合

い
に
出
し
、
ま
た
前
述
の
よ
う
に
学
説
の
中
に
は
、
こ
の
請
求
権
の
基
礎
を
法
的
審
尋
請
求
権
を
保
障
す
る
同
第
一
〇
三
条
の
規
定
に

惟
い
出
す
見
解
も
存
す
る
。
け
れ
ど
も
シ
ュ
ワ
ー
プ
は
前
記
リ
ュ
ケ
と
同
様
に
、
司
法
付
与
請
求
権
は
憲
法
に
内
在
す
る
法
治
国
家
原

理
か
ら
生
ず
る
と
す
る
解
釈
が
よ
り
正
し
い
も
の
と
説
き
、
特
定
の
明
文
規
定
を
単
独
の
根
拠
規
定
と
は
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て

結
局
、
基
本
法
第
一
条
三
項
、
第
一
九
条
四
項
、
第
二
〇
条
、
第
二
八
条
そ
し
て
第
九
二
条
も
ま
た
根
拠
規
定
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
お

り
、
ま
た
前
記
シ
ュ
ー
マ
ン
と
同
様
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
規
約
第
六
条
の
規
定
も
こ
れ
に
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
諸
々
の
実

定
法
規
の
総
体
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
憲
法
上
の
請
求
権
と
し
て
司
法
付
与
請
求
権
は
把
握
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
よ
う
な

ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
次
項
で
検
討
す
る
憲
法
学
説
に
お
い
て
も
優
勢
な
解
釈
手
法
と
し
て
受
容
さ
れ
る
傾
向
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
。
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㈲
　
憲
法
学
説
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ

　
ω
　
前
項
で
み
た
よ
う
に
民
事
訴
訟
法
学
説
の
理
解
に
お
い
て
は
、
一
部
少
数
説
は
別
と
し
て
、
司
法
付
与
請
求
権
を
基
礎
づ
け
る

根
拠
と
し
て
基
本
法
の
拠
っ
て
立
つ
法
治
国
家
原
理
を
挙
げ
る
見
解
が
有
力
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
憲
法
学
説
は
、
こ
の
司
法
付

与
請
求
権
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
ド
イ
ツ
憲
法
学
が
裁
判
所
に
よ
る
権
利
保
護
如
何
と
い
う
問
題
領
域
を
考
察
す
る
と
き
、
そ
の
拠
り
ど
こ
ろ
と
す
る
の
は
、
周
知
の

よ
う
に
基
本
法
上
の
手
続
保
障
に
関
す
る
諸
規
定
の
ほ
か
に
、
や
は
り
基
本
法
そ
の
も
の
を
基
礎
づ
け
て
い
る
法
治
国
家
原
理
で
あ
る
。

こ
こ
で
法
治
国
家
（
性
）
と
は
、
特
定
の
制
度
的
な
要
求
を
満
た
す
と
こ
ろ
の
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
展
開
さ
れ
た
権
利
保
護
の
こ
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
1
0
）

意
味
し
、
こ
れ
に
対
応
す
る
の
が
裁
判
所
に
よ
る
権
利
保
護
で
あ
る
。
当
初
は
、
公
権
力
に
よ
る
法
違
反
に
対
し
て
裁
判
所
に
訴
え
を

提
起
し
う
る
こ
と
が
、
法
治
国
家
原
理
の
構
成
要
素
に
属
す
る
と
の
把
握
が
重
要
視
さ
れ
、
こ
の
よ
う
な
把
握
は
基
本
法
に
お
い
て
は
、

そ
の
第
一
九
条
四
項
に
結
実
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
同
条
項
は
裁
判
所
に
よ
る
保
護
の
方
向
へ
向
か
っ
て
の
法
治
国
家
の
要
素
の
旦
柱
体

化
と
し
て
理
解
さ
れ
、
こ
の
要
素
を
基
本
権
、
主
観
的
権
利
と
し
て
形
成
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
越
え
て
通
常
法
律
に
よ
っ
て
例
外
的
に

法
的
手
段
が
容
認
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
、
特
定
の
訴
訟
手
段
へ
の
ア
ク
セ
ス
権
を
も
付
与
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
法
治
国

家
原
理
は
、
裁
判
所
に
よ
る
権
利
保
護
を
要
求
し
、
基
本
法
第
一
九
条
四
項
は
、
こ
の
憲
法
の
要
請
を
公
権
力
に
よ
る
権
利
侵
害
の
場

合
に
お
け
る
個
人
の
請
求
権
規
範
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
保
障
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
法
治
国
家
原
理
の
中
に
含
ま
れ
る
裁
判
所
に
よ
る
権
利
保
護
の
要
請
は
、
基
本
法
第
一
九
条
四
項
に
よ
っ
て
明
確
に
さ
れ
、

そ
の
要
請
は
実
効
性
と
個
人
の
権
利
の
貫
徹
可
能
性
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
そ
れ
を
体
現
す
る
同
条
項
は
、

裁
判
所
の
統
制
の
範
囲
と
強
さ
並
び
に
時
期
に
と
っ
て
注
目
す
べ
き
作
用
を
発
揮
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
法
治
国
家
原
理

が
、
裁
判
所
に
よ
る
保
護
の
存
在
だ
け
に
よ
っ
て
充
足
さ
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
裁
判
所
に
よ
る
権
利
保
護
は
、
裁
判
権
の
領
域
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に
お
け
る
一
連
の
制
度
的
な
確
保
の
た
め
の
対
策
が
講
ぜ
ら
れ
る
場
合
に
の
み
実
効
的
に
保
障
さ
れ
る
こ
と
は
言
を
倹
た
な
い
。
そ
の

た
め
基
本
法
第
一
九
条
四
項
と
と
も
に
、
同
第
一
〇
一
条
乃
至
第
一
〇
四
条
、
第
九
二
条
、
第
九
七
条
さ
ら
に
は
第
二
〇
条
二
項
等
が
、

そ
の
よ
う
な
憲
法
上
の
安
全
対
策
の
系
列
に
属
す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
、
こ
れ
ら
一

連
の
憲
法
諸
規
定
を
根
拠
と
し
て
、
公
正
な
手
続
を
求
め
る
権
利
や
適
切
な
時
間
の
範
囲
内
で
の
裁
判
所
手
続
の
遂
行
、
迅
速
な
権
利

保
護
を
求
め
る
権
利
を
導
き
出
し
た
こ
と
は
既
に
み
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
②
　
右
の
基
本
法
第
一
九
条
四
項
が
、
法
治
国
家
性
の
基
本
法
の
表
象
を
体
現
す
る
と
の
理
解
は
、
今
日
ま
で
憲
法
学
説
に
引
き
継

が
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
同
条
項
は
、
近
代
国
家
の
本
質
と
固
く
結
び
付
け
ら
れ
た
一
般
的
な
司
法
付
与
（
冒
の
什
齢
α
q
Φ
≦
愈
愈
轟
）
の
原

理
の
一
部
で
あ
り
、
そ
れ
は
構
成
要
件
を
独
自
に
定
式
化
さ
れ
、
特
別
に
圧
縮
さ
れ
た
部
分
で
あ
る
と
の
理
解
も
一
般
的
で
あ
る
。
そ

し
て
、
こ
の
司
法
付
与
は
、
国
家
の
義
務
且
つ
個
人
の
権
利
と
し
て
、
基
本
的
な
国
家
の
保
護
義
務
と
と
も
に
、
国
家
に
よ
る
権
力
独

占
、
市
民
的
平
和
義
務
及
び
自
力
救
済
禁
止
の
裏
面
を
形
造
っ
て
い
る
と
の
認
識
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
以
下
旦
ハ
体

的
な
憲
法
学
説
に
焦
点
を
当
て
て
司
法
付
与
請
求
権
を
め
ぐ
る
理
論
的
展
開
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

　
先
ず
第
一
に
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
に
お
い
て
E
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ー
ー
ア
ス
マ
ン
は
、
前
記
民
事
訴
訟
法
学
説
に
お
け
る
多
数
説
と

同
様
に
、
司
法
付
与
の
基
礎
を
基
本
法
の
個
々
の
規
定
に
で
は
な
く
て
、
法
治
国
家
原
理
そ
れ
自
体
に
見
い
出
し
、
こ
れ
と
並
ん
で
実

体
的
基
本
権
が
裁
判
で
争
わ
れ
て
い
る
法
関
係
に
作
用
な
い
し
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
限
り
で
は
、
こ
の
基
本
権
に
直
接
関
係
づ
け
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

る
い
わ
ゆ
る
権
利
保
護
請
求
権
が
そ
の
基
礎
と
し
て
考
慮
に
入
れ
ら
れ
る
と
の
解
釈
を
提
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ー
ア
ス

マ
ン
の
理
解
に
依
れ
ば
、
国
家
の
司
法
付
与
義
務
に
、
誰
に
で
も
当
然
与
え
ら
れ
る
司
法
付
与
請
求
権
が
相
応
し
、
そ
れ
は
な
か
ん
ず

く
訴
訟
手
続
法
律
に
よ
っ
て
予
め
指
示
さ
れ
た
枠
内
で
満
た
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
請
求
権
は
、
憲
法
異
議
と
い
う
手

段
で
以
て
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
追
求
さ
れ
う
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
れ
は
、
そ
れ
の
有
す
る
基
本
権
に
相
通
じ
る
領
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語論

域
や
特
別
に
補
強
さ
れ
た
、
側
面
を
援
護
す
る
制
度
（
基
本
法
第
一
〇
一
条
一
項
二
文
、
第
一
〇
三
条
一
項
）
の
中
で
は
追
求
し
う
る

も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
は
彼
が
想
定
す
る
一
般
的
な
司
法
付
与
義
務
と
、
こ
の
義
務
を
特
別
な
形
で
体

現
す
る
基
本
法
第
一
九
条
四
項
の
定
め
る
出
訴
の
自
由
と
が
一
応
区
別
さ
れ
た
形
で
説
明
さ
れ
て
い
る
点
は
注
目
さ
れ
る
が
、
前
者
の

一
般
的
な
司
法
付
与
義
務
の
密
度
と
範
囲
に
つ
い
て
は
、
そ
の
正
確
な
確
定
が
為
さ
れ
て
は
い
な
い
。
け
れ
ど
も
、
全
体
と
し
て
み
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

な
ら
ば
、
今
日
、
両
者
は
そ
の
要
求
内
容
の
点
で
は
遠
く
隔
た
っ
て
は
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
㈲
　
続
い
て
第
二
に
H
・
J
・
パ
ピ
ィ
ー
ア
の
所
説
を
取
り
上
げ
る
。
パ
ピ
ィ
ー
ア
も
や
は
り
同
様
に
、
基
本
法
の
法
治
国
家
原
理

か
ら
、
効
果
的
な
権
利
保
護
の
保
障
が
導
き
出
さ
れ
る
と
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
理
論
が
、
一
般
的
な
司
法
付
与
請
求
権
を
引
き

合
い
に
出
し
て
い
る
点
に
注
目
し
て
い
る
。
が
、
パ
ピ
ィ
ー
ア
に
と
っ
て
も
、
こ
の
一
般
的
な
司
法
付
与
請
求
権
は
、
憲
法
の
保
障
す

る
特
別
の
基
本
権
か
ら
帰
結
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
パ
ピ
ィ
ー
ア
の
理
解
に
依
れ
ば
、
こ
の
請
求
権
は
公
権
力
の
行
為
に
対
す
る
基

本
法
上
の
特
別
の
権
利
保
護
の
保
障
（
第
一
九
条
四
項
）
の
存
在
の
た
め
に
、
本
質
的
に
は
民
事
法
上
の
争
訟
に
関
し
て
の
み
独
自
の

意
義
を
確
保
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
基
本
法
第
一
九
条
四
項
に
基
づ
く
形
式
的
あ
る
い
は
手
続
的
基
本
権
は
、
公
権
力
の
行
為
に
対

し
て
の
み
市
民
の
権
利
保
護
を
保
障
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
、
同
法
第
一
〇
一
条
以
下
が
規
定
す
る
特
別
の
司
法
基
本
権
（
言
ω
け
一
申

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

ひq

?
ﾃ
臼
Φ
o
穿
①
）
も
、
一
般
的
な
司
法
保
障
（
冒
ω
け
冒
ひ
q
三
二
幹
凶
Φ
）
を
内
容
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　
け
れ
ど
も
、
国
家
の
権
利
保
護
の
保
障
は
、
基
本
法
の
拠
っ
て
立
つ
法
治
国
家
原
理
に
内
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
前
述
の
よ
う
に
国

家
の
権
力
独
占
や
市
民
の
犠
牲
に
お
い
て
の
自
力
救
済
禁
止
、
原
理
的
な
平
和
義
務
に
対
す
る
「
埋
め
合
わ
せ
」
と
し
て
の
意
味
付
け

を
与
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
パ
ピ
ィ
ー
ア
の
理
解
に
お
い
て
も
、
効
果
的
な
権
利
保
護
の
憲
法
上
の
包
括
的
な
保
障
と
し
て
の
一
般
的
な

司
法
付
与
請
求
権
は
、
基
本
法
上
の
法
治
国
家
原
理
に
内
在
す
る
権
利
と
し
て
把
握
さ
れ
、
こ
の
点
は
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
理
論

や
憲
法
学
説
の
多
数
説
的
見
解
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
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「司法権の観念」論（再続）（三）

　
と
こ
ろ
で
、
パ
ピ
ィ
ー
ア
の
説
く
と
こ
ろ
に
依
れ
ば
、
基
本
法
に
よ
っ
て
本
質
的
に
規
定
さ
れ
た
法
治
国
家
理
念
は
、
裁
判
権
力
に

よ
る
争
訟
の
裁
定
と
司
法
付
与
と
に
不
可
分
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
基
本
法
第
二
〇
条
二
項
と
い
う
権
力

分
立
原
則
を
定
め
る
一
般
的
規
定
か
ら
帰
結
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
な
か
ん
ず
く
同
法
第
九
二
条
の
明
確
な
規
律
か
ら
も
ま
た
帰
結
さ

れ
る
。
す
な
わ
ち
、
後
者
の
基
本
法
規
定
は
、
裁
判
官
の
た
め
の
裁
判
の
独
占
を
基
礎
づ
け
、
ま
た
裁
判
権
の
行
使
に
つ
い
て
の
裁
判

官
の
無
制
限
の
管
轄
権
は
、
実
質
的
に
理
解
さ
れ
る
べ
き
裁
判
の
概
念
と
結
び
付
い
て
、
一
般
的
な
権
利
保
護
の
保
障
も
ま
た
基
本
法

の
法
治
国
家
的
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
に
よ
る
保
護
の
保
障
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
一
般
的
な
司
法
付
与
請
求
権
と
は
、
そ
の
歴
史
的
な
展
開
並
び
に
基
本
法
上
の
法
治
国
家
概
念
を
特
徴
づ
け
る
第
九
二
条
以
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

の
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
基
づ
く
な
ら
ば
、
紛
れ
も
な
く
裁
判
所
に
よ
る
保
護
請
求
権
（
O
Φ
識
。
窪
ω
ω
o
ず
暮
N
磐
ω
℃
目
信
。
げ
）
で
あ
る
。
し
か

も
、
こ
の
よ
う
な
一
般
的
な
法
治
国
家
的
司
法
付
与
義
務
は
、
裁
判
官
に
よ
る
権
利
保
護
へ
の
ア
ク
セ
ス
性
（
N
轟
ぎ
α
q
河
冥
①
犀
）
と
そ

の
実
効
性
に
も
関
わ
り
、
こ
の
意
味
で
の
司
法
付
与
は
裁
判
官
に
よ
る
権
利
保
護
を
意
味
す
る
。
そ
れ
故
、
司
法
付
与
請
求
権
は
、
そ

の
担
い
手
が
基
本
法
第
九
七
・
九
八
条
の
要
求
に
合
致
す
る
と
こ
ろ
の
裁
判
権
力
に
よ
る
権
利
保
護
及
び
争
訟
の
裁
定
を
志
向
し
て
お

り
、
そ
れ
に
応
じ
て
裁
判
官
の
独
立
は
、
国
家
の
司
法
付
与
と
い
う
法
治
国
家
的
義
務
の
不
可
欠
の
構
成
要
素
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に

（
1
5
）

な
る
。

　
な
お
、
パ
ピ
ィ
ー
ア
の
理
解
に
依
れ
ば
、
前
記
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
規
約
第
六
条
一
項
の
規
定
は
、
一
般
的
な
法
的
手
段
の
保
障
を
含

む
も
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
時
々
の
国
内
の
法
秩
序
の
中
で
想
定
さ
れ
て
い
る
民
事
及
び
刑
事
事
件
に
お
け
る
裁
判
所
の
手
続
に
関
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

て
最
小
限
の
水
準
の
み
を
保
障
し
た
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

　
ω
　
最
後
に
比
較
的
近
時
に
第
二
版
が
公
刊
さ
れ
た
べ
ン
ダ
ー
ー
マ
イ
フ
ォ
ー
フ
ァ
ー
1
ー
フ
ォ
ー
ゲ
ル
編
の
「
憲
法
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
」

に
目
を
向
け
て
み
た
い
。
同
書
に
お
い
て
W
・
ハ
イ
デ
は
、
効
果
的
な
権
利
保
護
の
包
括
的
な
憲
法
的
保
障
と
し
て
の
一
般
的
な
司
法
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公論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

付
与
請
求
権
が
、
基
本
法
の
法
治
国
家
原
理
に
内
在
す
る
権
利
で
あ
る
と
説
示
し
た
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
を
、
裁
判
所
に
訴
え
る

手
段
の
保
障
と
い
う
項
目
の
と
こ
ろ
で
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
考
察
の
中
心
的
な
素
材
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
基
本
法
第
一
九

　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

条
四
項
の
規
定
で
あ
る
。
こ
の
規
定
の
定
め
る
規
範
が
法
治
国
家
原
理
の
形
成
に
と
っ
て
原
理
的
な
意
義
を
有
し
、
そ
れ
が
保
障
す
る

権
利
が
形
式
上
の
主
要
基
本
権
と
呼
ば
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
第
一
九
条
四
項
に
お
い
て
裁
判
に
よ
る
権
利
保
護
の
付
与
を
基

本
権
と
し
て
保
障
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
手
続
形
成
的
な
根
本
決
定
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
の
中
に
基
本
法
の
根
底
に
あ
る
市
民
の
国
家

に
対
す
る
関
係
全
体
が
、
手
続
法
上
反
映
さ
れ
て
い
る
と
の
理
解
に
至
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
基
本
法
第
一
九
条
四
項
は
、
同

法
第
二
条
一
項
の
実
体
法
上
の
完
壁
な
個
人
権
保
障
に
対
応
し
て
、
公
権
力
の
介
入
に
よ
る
個
人
の
権
利
領
域
の
侵
害
に
対
す
る
手
続

法
上
可
能
な
限
り
完
壁
な
裁
判
所
に
よ
る
保
護
を
付
与
す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
ま
た
、
ハ
イ
デ
の
理
解
に
お
い
て
も
、
第
一
九
条
四
項
に
よ
る
法
的
手
段
の
保
障
は
、
原
則
と
し
て
そ
の
時
々
に
妥
当
し
て
い
る
訴

訟
手
続
規
則
の
枠
内
に
限
定
さ
れ
る
が
、
そ
の
手
続
規
則
が
処
分
機
関
を
設
定
し
て
い
る
限
り
で
、
市
民
は
こ
の
よ
う
な
機
関
す
べ
て

に
お
い
て
可
能
な
限
り
の
効
果
的
な
統
制
を
求
め
る
実
体
的
な
請
求
権
を
有
す
る
と
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
効
果
的
な
、

あ
る
い
は
よ
り
効
果
の
豊
か
な
権
利
保
護
の
保
障
と
い
う
原
理
そ
の
も
の
は
、
第
一
九
条
四
項
か
ら
だ
け
で
な
く
、
既
に
法
治
国
家
原

理
そ
れ
自
体
か
ら
生
ず
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
第
一
九
条
四
項
が
、
よ
り
特
別
な
程
度
で
明
確
に
表
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

そ
れ
故
、
こ
の
原
理
は
、
そ
の
時
々
の
手
続
の
性
質
か
ら
独
立
し
て
妥
当
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
基
本
法
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る

と
解
さ
れ
る
司
法
付
与
請
求
権
は
、
裁
判
所
へ
の
ア
ク
セ
ス
と
裁
判
官
に
よ
る
原
則
と
し
て
広
範
な
争
訟
の
対
象
の
事
実
的
並
び
に
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

的
審
査
及
び
拘
束
力
の
あ
る
決
定
を
求
め
る
権
利
を
包
括
す
る
権
利
で
あ
る
と
把
握
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
連
邦
憲
法
裁

判
所
の
判
例
に
依
れ
ば
、
裁
判
所
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
形
成
す
る
法
律
の
規
定
は
、
こ
の
請
求
権
を
不
可
能
な
も
の
と
し
て
は
な
ら
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

し
、
要
求
不
可
能
な
且
つ
事
実
上
の
理
由
か
ら
も
は
や
正
当
化
さ
れ
な
い
方
法
で
、
そ
れ
を
困
難
に
し
て
も
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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「司法権の観念」論（再続）（三）

　
な
お
、
ハ
イ
デ
の
理
解
に
お
い
て
は
、
訴
訟
手
続
形
成
に
つ
い
て
の
憲
法
上
の
要
求
は
、
法
治
国
家
原
理
や
基
本
法
の
手
続
基
本
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

か
ら
生
ず
る
だ
け
で
な
く
、
実
体
的
基
本
権
か
ら
も
ま
た
生
ず
る
と
解
さ
れ
て
い
る
点
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

　
⑤
　
以
上
の
よ
う
に
ド
イ
ツ
の
憲
法
学
説
に
お
い
て
は
、
基
本
法
の
根
底
に
存
す
る
と
解
さ
れ
る
法
治
国
家
原
理
が
、
憲
法
解
釈
に

お
い
て
も
重
要
な
地
位
を
占
め
、
こ
の
原
理
を
個
別
的
に
具
体
化
す
る
基
本
法
第
一
九
条
四
項
の
規
定
の
よ
う
な
形
で
、
つ
ま
り
個
別

の
手
続
保
障
領
域
に
つ
い
て
の
規
律
を
特
別
の
規
定
形
式
で
表
示
し
て
い
る
も
の
と
解
す
る
と
い
う
基
本
的
な
理
論
構
成
が
為
さ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
、
司
法
付
与
請
求
権
な
る
権
利
は
、
憲
法
上
の
明
文
規
定
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
権
利
と
し
て
構
成
さ
れ
る
の
で
は
な

く
、
基
本
法
の
標
榜
す
る
法
治
国
家
原
理
か
ら
演
繹
的
に
導
き
出
さ
れ
た
権
利
と
し
て
構
成
さ
れ
、
且
つ
そ
の
侵
害
が
憲
法
異
議
の
提

起
の
根
拠
と
な
り
う
る
と
解
さ
れ
て
い
る
点
に
ド
イ
ツ
の
憲
法
学
説
並
び
に
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
理
論
の
特
徴
が
あ
る
と
言
え

る
。
そ
の
点
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
基
本
的
に
憲
法
上
の
明
文
規
定
に
よ
る
根
拠
づ
け
の
な
い
司
法
付
与
請
求
権
の
観
念
を
、
制
定
法

主
義
的
思
考
傾
向
の
強
い
日
本
に
お
い
て
そ
の
ま
ま
受
け
容
れ
ら
れ
る
と
は
考
え
難
い
。
し
か
し
、
そ
の
理
論
枠
組
は
、
同
じ
く
法
治

・
必
罰
を
採
用
す
る
日
本
国
憲
法
の
解
釈
理
論
に
お
い
て
も
、
こ
れ
を
採
り
入
れ
る
余
地
は
十
分
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
司
法
の
役
割
を

国
民
の
権
利
保
護
に
あ
る
と
す
る
基
本
的
認
識
は
、
ド
イ
ツ
、
日
本
双
方
の
国
に
お
い
て
共
通
の
認
識
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
右
の
観

念
如
何
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
既
に
み
た
よ
う
に
民
事
訴
訟
法
学
説
に
お
い
て
個
別
問
題
の
検
討
を
通
じ
て
徐
々
に
精
緻
な
理
論
構

成
が
為
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
日
本
の
憲
法
学
説
に
と
っ
て
も
重
要
な
課
題
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
前
記
裁
判
を

受
け
る
権
利
の
憲
法
理
論
上
の
再
構
成
の
問
題
と
と
も
に
、
今
後
の
理
論
の
積
み
重
ね
が
要
請
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
れ
ま
で
司
法
権
の
観
念
を
め
ぐ
る
国
内
法
領
域
に
お
け
る
問
題
と
し
て
、
裁
判
を
受
け
る
権
利
と
司
法
付
与
請
求
権
の
問

題
を
取
り
上
げ
た
が
、
裁
判
所
に
よ
る
権
利
保
護
の
問
題
は
、
国
際
法
の
領
域
で
も
近
時
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
中
心
に
憲
法
、
国
際
法
に
ま

た
が
る
問
題
と
し
て
活
発
な
論
議
を
呼
ん
で
い
る
。
い
わ
ゆ
る
基
本
権
の
国
際
的
保
障
の
可
能
性
如
何
の
問
題
が
そ
れ
で
あ
る
。
次
節
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説弧fime

に
お
い
て
は
、
こ
の
問
題
に
つ
き
ド
イ
ツ
憲
法
学
の
理
論
的
対
応
を
主
た
る
素
材
と
し
て
検
討
を
加
え
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

（
1
）
　
ブ
リ
ッ
ツ
・
バ
ウ
ア
ー
（
鈴
木
正
裕
訳
）
「
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
審
尋
請
求
権
の
発
展
」
神
戸
法
学
雑
誌
第
一
八
巻
第
三
・
四
合
八
号
（
↓
九
六
九
）

　
　
五
二
九
頁
参
照
。

（
2
）
　
バ
ウ
ア
ー
・
前
掲
論
文
五
三
〇
頁
参
照
。

（
3
）
ω
け
Φ
B
－
智
畠
ω
囚
。
ヨ
B
①
葺
鴛
N
霞
圏
く
号
δ
N
①
ゆ
。
「
号
巨
α
q
る
O
．
〉
錬
［
（
巳
。
。
心
）
り
ω
」
G
。
匡
’

（
4
）
　
バ
ウ
ア
ー
は
、
権
利
保
護
請
求
権
を
訴
訟
当
事
者
に
と
っ
て
有
利
な
判
決
を
求
め
る
請
求
権
、
「
司
法
行
為
請
求
権
」
を
た
ん
に
権
利
保
護
を
許
容
す

　
　
る
だ
け
で
、
将
来
な
さ
れ
る
裁
判
の
内
容
と
は
関
係
を
も
た
な
い
請
求
権
と
定
義
し
て
い
る
。
バ
ウ
ア
ー
・
前
掲
論
文
五
二
九
頁
参
照
。

（
5
）
　
の
．
い
q
評
ρ
〉
．
奢
巴
∩
ゴ
ω
げ
9
9
（
出
目
ω
ひ
q
し
樋
ζ
口
p
∩
げ
Φ
嵩
臼
囚
o
B
B
Φ
暮
p
D
「
N
＝
「
N
ぞ
コ
只
o
N
Φ
ゆ
o
a
ロ
ニ
ロ
α
q
矧
じ
u
二
一
創
円
（
6
露
ア
ω
’
㎝
（
い
q
評
9
’

（
6
）
］
≦
二
9
ゴ
窪
臼
閑
。
ヨ
ヨ
2
8
「
N
ξ
曽
く
＝
買
o
N
Φ
じ
。
o
a
嵩
β
す
ぴ
q
一
餌
．
9
。
．
O
．
ω
』
ド

（
7
）
　
な
お
、
中
野
貞
一
郎
「
憲
法
と
民
事
訴
訟
法
ー
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
リ
ュ
ケ
教
授
の
所
説
に
即
し
て
」
中
野
・
石
川
編
・
民
事
手
続
法
の
改
革
（
一
九
九
五
）

　
　
七
頁
参
照
。

（
8
）
　
客
1
＝
．
ω
o
げ
≦
餌
び
＼
勺
．
O
o
簿
二
巴
窪
く
Φ
臥
軽
軽
づ
ひ
Q
二
謬
亀
．
N
ぞ
二
買
o
N
Φ
炉
ぎ
一
芝
．
旨
＝
四
σ
ω
o
ゴ
①
賦
（
国
凄
ひ
q
シ
国
ヰ
Φ
評
ぼ
く
震
因
①
o
げ
房
ω
o
ざ
舜
N
＝
づ
畠

　
く
①
風
蝉
ω
磐
昌
α
q
ω
B
競
ご
Q
戯
①
O
a
コ
¢
臣
ひ
q
（
H
り
○
。
ω
）
．

（
9
）

（
1
0
）

（
1
1
）

（
1
2
）

（
1
3
）
．

勾
。
ω
Φ
コ
げ
霞
∞
q
1
1
ω
o
げ
名
国
び
1
1
0
0
茸
≦
巴
ρ
N
間
く
臣
只
O
N
①
の
。
。
憎
①
o
犀
｝
額
．
〉
畦
憎
（
お
㊤
G
。
）
Ψ
ψ
①
塗

圏
磐
ω
ω
8
β
∪
霧
ω
け
窓
房
噌
①
。
耳
α
興
じ
d
§
α
Φ
ω
憎
8
号
躍
評
U
Φ
昏
ω
。
三
磐
鼻
u
d
き
巴
』
’
》
色
．
（
6
。
。
虚
ψ
。
。
し
。
O
．

寓
鋤
。
昌
N
I
U
貯
蒔
”
○
目
＝
＝
α
ゆ
q
①
ω
Φ
9
囚
o
B
琶
Φ
耳
p
。
び
》
箕
」
㊤
〉
σ
ω
．
H
＜
｝
幻
α
⇒
け
H
①
（
国
σ
Φ
野
p
巳
ω
o
び
ヨ
一
痒
1
》
ゆ
日
P
冨
p
）
．

］
≦
蝉
¢
づ
N
－
O
口
「
戯
”
P
P
O
・
菊
伍
づ
昏
嵩
（
ω
o
げ
白
三
け
－
〉
ゆ
ヨ
蝉
昌
づ
￥
な
お
ヵ
O
づ
が
悼
ω
も
参
照
。

旨
房
①
房
①
ρ
℃
．
閑
貯
。
げ
ず
。
』
（
＝
屋
ぴ
q
■
￥
＝
蝉
コ
窪
げ
口
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ぽ
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ω
Q
o
辞
聾
讐
。
。
目
8
耳
ω
山
嵩
じ
d
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ロ
号
曽
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「司法権の観念」論（再続）（三）

　
　
　
（
お
。
。
⑩
）
－
ω
．
誌
旨
（
国
帥
房
山
口
お
8
霊
豆
9
．

（
1
4
V
H
。
。
8
ω
①
Φ
＼
閑
マ
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喜
9
四
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O
．
ω
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国
卜
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㎝
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（
1
5
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H
ω
①
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Φ
＼
囲
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9
鋤
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○
．
Q
。
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お
・
。
ら
占
・
。
・
。
伊

（
1
6
）
目
ω
①
塁
Φ
Φ
＼
霞
円
喜
。
h
も
』
．
O
．
ψ
旨
・
。
切
．

（
1
7
）
じ
d
＜
Φ
味
○
国
興
ミ
鳶
Φ
ご
』
・
。
口
曼
巳
刈
）
．

（
1
8
）
国
．
b
d
①
巳
ρ
≦
ζ
巴
ぎ
♂
5
＝
餌
冨
山
。
9
窪
く
。
α
q
①
ズ
牢
ω
α
q
’
）
国
ρ
巳
ゴ
9

　
　
　
α
q
き
ひ
q
出
Φ
且
①
）
．

（
1
9
）
U
d
2
9
＼
ζ
餌
臼
。
け
ミ
＜
○
ひ
q
巴
咽
餌
．
螢
．
○
．
ω
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O
ω
■

（
2
0
）
じ
d
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味
O
国
。
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9
ω
⊆
。
刈
（
ω
覇
Y

（
2
1
）
b
d
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巳
ミ
ζ
鉱
ゴ
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け
ミ
＜
。
ひ
q
色
一
P
四
．
Q
ω
．
H
O
O
継
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ユ
Φ
ω
＜
興
砂
ω
ω
琶
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ω
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色
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