
は

じ

め

に

現
在
、
紛
争
当
事
者
に
と
っ
て
紛
争
処
理
手
段
と
し
て
多
様
な
選
択
肢
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
な
か
に
は
、
調
停
と
い
う
方
式

を
採
用
す
る
機
関
が
非
常
に
多
い
。
調
停
は
、
中
立
的
第
三
者
の
関
与
の
も
と
で
対
立
す
る
当
事
者
が
合
意
を
目
指
し
た
話
し
合
い

を
お
こ
な
う
紛
争
処
理
で
あ
る
。
こ
の
基
本
的
な
枠
組
内
で
多
様
な
実
践
の
可
能
性
が
あ
る
が
、
そ
れ
を
方
向
づ
け
る
も
の
の
一
つ
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あ
る
非
認
証
民
間
調
停
機
関
を
手
が
か
り
に

仁

木

恒

夫

は
じ
め
に

一

非
認
証
民
間
調
停
機
関
の
事
件
管
理
手
続

二

事
件
管
理
手
続
に
お
け
る
個
別
面
談

三

事
件
管
理
手
続
の
実
践

お
わ
り
に



に
自
律
型
調
停
論
が
あ
る
。
自
律
型
調
停
論
は
、
当
事
者
が
利
益
を
主
張
し
相
手
方
と
の
合
理
的
な
解
決
を
求
め
て
い
く
利
己
的
な

モ
メ
ン
ト
と
共
通
利
益
な
い
し
人
間
的
共
感
を
手
が
か
り
に
双
方
が
満
足
の
い
く
解
決
を
求
め
て
い
く
共
同
的
な
モ
メ
ン
ト
と
を
接

合
す
る
調
停
理
論
で
あ
る

(

�)

。

非
認
証
の
民
間
調
停
機
関
は
、
こ
う
し
た
自
律
型
調
停
を
実
践
す
る
の
に
適
合
的
な
場
の
一
つ
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
非
認

証
の
機
関
で
は
一
般
に
、
法
律
家
に
よ
る
規
律
が
直
接
に
介
入
し
て
く
る
こ
と
が
な
く
、
当
事
者
本
人
た
ち
の
自
由
な
紛
争
処
理
活

動
を
許
容
す
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
時
に
、
制
度
的
性
格
の
弱
い
非
認
証
の
機
関
は
、
正
当
な
紛
争

処
理
と
し
て
積
極
的
な
位
置
づ
け
を
見
い
だ
す
こ
と
は
容
易
で
は
な
い

(

�)

。
守
屋
は
、
こ
う
し
た
非
認
証
の
民
間
調
停
に
つ
い
て
広
義

の
司
法
シ
ス
テ
ム
の
な
か
で
固
有
の
役
割
を
は
た
す
も
の
と
し
て
み
て
い
る

(

�)

。
多
く
の
紛
争
は
意
見
対
立
の
背
後
の
利
害
関
心
を
め

ぐ
る
も
の
で
、
そ
れ
に
は
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
的
技
術
を
活
用
し
た
調
停
が
効
果
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
十
分
に
対
応
で
き
な

い
、
し
か
も
裁
判
で
は
あ
つ
か
う
こ
と
が
困
難
な
問
題
が
残
る
場
合
に
は
、
必
要
な
専
門
性
に
依
拠
し
た
後
続
の
調
停
が
必
要
と
な

る
と
す
る
。
そ
こ
で
の
先
行
す
る
調
停
を
非
認
証
機
関
の
自
律
型
調
停
も
担
当
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
調
停
は
、
選
好
安
定
的
な

当
事
者
援
助
を
お
こ
な
う
の
で
あ
り
、
市
民
応
答
的
Ａ
Ｄ
Ｒ
と
し
て
幅
広
い
紛
争
当
事
者
の
言
い
分
に
開
か
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
非
認
証
の
自
律
型
調
停
は
紛
争
処
理
と
し
て
の
正
当
性
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
こ
と
か
ら
非
認
証

の
民
間
調
停
機
関
に
紛
争
当
事
者
が
自
発
的
に
た
ど
り
つ
く
と
考
え
る
の
は
楽
観
的
に
す
ぎ
る
で
あ
ろ
う
。
自
律
型
調
停
が
法
化
社

会
に
お
い
て
存
在
感
を
高
め
て
い
く
た
め
に
は
、
さ
ら
な
る
手
当
が
求
め
ら
れ
る
。
守
屋
も
、
紛
争
当
事
者
が
適
切
な
紛
争
処
理
手

段
を
選
択
す
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
れ
を
適
正
化
し
て
い
く
た
め
に
制
度
的
介
入
に
よ
る
誘
導
の
必
要
性
を
説
い
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て
い
る

(

�)

。
も
っ
と
も
守
屋
は
、
こ
の

｢

誘
導｣

で
紛
争
当
事
者
が
手
続
選
択
を
し
た
の
ち
の
よ
り
適
合
的
な
手
続
へ
の
回
付
を
含
意

し
た
手
続
間
の
連
携
を
論
じ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
手
続
利
用
の
最
初
の
場
面
で
も
機
関
の
側
か
ら
の
働
き
か
け
が
必
要
で
あ
る
と

考
え
る
。
そ
し
て
、
民
間
調
停
に
お
い
て
、
そ
れ
は
調
停
本
体
を
機
能
さ
せ
る
た
め
に
先
行
し
て
設
置
さ
れ
て
い
る
事
件
管
理
手
続

が
担
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
事
件
管
理
手
続
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
関
心
が
向
け
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た

(

�)

。

そ
れ
で
は
、
自
律
型
調
停
を
実
践
す
る
民
間
調
停
機
関
で
は
、
ど
の
よ
う
な
事
件
管
理
手
続
が
用
意
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ

こ
で
の

｢

誘
導｣

と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
関
心
か
ら
、
あ
る
非
認
証
の
民
間
調
停
機
関
の
例
を
手
が
か
り
と
し
て
、
事
件
管
理
手
続
の
実
践
に
つ
い

て
検
討
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
ま
ず
、
わ
が
国
の
裁
判
外
紛
争
処
理
の
実
情
に
お
い
て
、
非
認
証
の
民
間
調
停

機
関
の
実
効
化
に
事
件
管
理
手
続
が
は
た
す
役
割
の
重
要
性
を
確
認
す
る

(

一)

。
次
に
、
事
件
管
理
手
続
の
な
か
で
、
各
当
事
者

が
初
め
て
機
関
関
係
者
と
対
面
す
る
個
別
面
談
の
場
面
に
つ
き
、
理
論
的
枠
組
を
設
定
す
る

(

二)

。
最
後
に
、
そ
の
理
論
的
枠
組

に
そ
っ
て
わ
が
国
の
あ
る
機
関
の
事
件
管
理
手
続
を
検
討
し
つ
つ
、｢

誘
導｣

の
意
味
を
考
え
る

(

三)

。

一

非
認
証
民
間
調
停
機
関
の
事
件
管
理
手
続

司
法
制
度
総
体
の
な
か
に
多
様
な
紛
争
処
理
を
位
置
づ
け
て
い
く
と
い
う
関
心
は
以
前
か
ら
示
さ
れ
て
き
た
が

(

�)

、
司
法
制
度
改
革

で
は
そ
れ
が
司
法
政
策
と
し
て
具
体
的
に
推
進
さ
れ
た
。
こ
の
時
期
に
民
間
で
裁
判
外
紛
争
処
理
機
関
が
多
数
設
立
さ
れ
た
。
そ
の

う
ち
、
紛
争
処
理
方
式
と
し
て
調
停
を
採
用
す
る
機
関
が
少
な
く
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
民
間
の
調
停
機
関
の
信
用
を
高
め
一
定
の

法
効
果
を
付
与
す
る
の
が
、｢

裁
判
外
紛
争
解
決
手
続
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律

(

以
下
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
促
進
法)｣

の
認
証
制
度
で
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あ
る
。

民
間
調
停
機
関
で
、
実
践
モ
デ
ル
と
し
て
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
て
い
る
の
は
対
席
方
式
の
対
話
型
調
停
で
あ
る
。
対
話
型
調
停

は
、
ハ
ー
バ
ー
ド
流
交
渉
術
で
知
ら
れ
る
原
則
立
脚
型
交
渉
を
下
敷
き
に
し
た
調
停
モ
デ
ル
で
あ
る

(

�)

。
ま
ず
、
申
込
人
が
開
始
時
に

提
示
し
て
い
る
要
求
を
起
点
に
、
紛
争
の
経
緯
や
背
景
へ
と
双
方
の
対
話
を
拡
げ
て
い
き
当
事
者
の
要
求
の
も
と
に
な
っ
て
い
る
利

害
関
心
を
探
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
解
決
す
べ
き
問
題
を
整
理
し
て
、
解
決
と
な
る
選
択
肢
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
く
の
で
あ
る
。
対

話
型
調
停
で
は
、
当
事
者
双
方
が
主
体
と
な
っ
て
合
意
形
成
に
取
り
組
み
、
調
停
者
は
そ
の
当
事
者
双
方
の
直
接
対
話
を
促
す
役
割

を
担
う
。
こ
う
し
た
対
話
型
調
停
モ
デ
ル
に
即
し
た
実
践
は
、
自
律
型
調
停
と
の
強
い
親
和
性
が
う
か
が
わ
れ
よ
う
。

さ
て
、
民
間
調
停
機
関
は
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
促
進
法
に
基
づ
い
て
認
証
を
受
け
る
こ
と
で
、
事
実
上
の
利
益
と
法
律
上
の
利
益
と
を
得
る

こ
と
が
で
き
る
。
事
実
上
の
利
益
と
し
て
、
国
家
の
認
証
を
受
け
て
い
る
こ
と
で
当
該
機
関
に
対
す
る
利
用
者
の
信
頼
が
高
ま
る
。

ま
た
、
法
律
上
の
利
益
と
し
て
、
当
該
手
続
を
利
用
し
た
場
合
に
時
効
中
断
の
効
果
が
生
じ
る
こ
と
や
手
続
実
施
者
は
利
用
者
か
ら

報
酬
を
得
ら
れ
る
こ
と
な
ど
が
法
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
利
益
に
よ
り
認
証
を
受
け
た
民
間
調
停
機
関
の
利
用
を
高
め
る
こ
と

が
期
待
さ
れ
て
い
る

(

�)

。
し
か
し
、
認
証
基
準
と
し
て
調
停
者
が
弁
護
士
か
ら
助
言
を
受
け
ら
れ
る
体
制
を
整
備
し
て
お
く
こ
と
が
求

め
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
が
紛
争
当
事
者
自
身
が
主
体
と
な
る
対
話
型
調
停
モ
デ
ル
に
適
合
し
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
、
非
認
証

に
と
ど
ま
る
民
間
調
停
機
関
も
存
在
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
機
関
は
、
法
律
上
の
利
益
は
も
ち
ろ
ん
、
公
的
な
認
証
に
対
す
る
利
用

者
の
信
頼
と
い
う
事
実
上
の
利
益
も
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
民
間
調
停
機
関
の
活
動
環
境
が
制
度
的
に
整
備
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
紛
争
当
事
者
に
よ
る
全
般
的
な
利
用
状
況

は

｢

裁
判
と
並
ぶ
魅
力
的
な
選
択
肢｣

と
な
っ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。｢
日
本
の
裁
判
外
紛
争
解
決
機
関
は
、
法
律
上
、
多
く
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の
領
域
で
多
数
設
置
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
社
会
に
お
け
る
一
般
の
人
々
の
紛
争
行
動
に
お
い
て
は
、
そ
の
イ
ン
パ

ク
ト
の
量
は
無
視
で
き
る
程
度
の
も
の
で
し
か
な
い｣

の
で
あ
る

(

�)

。
全
般
的
な
活
動
状
況
の
低
迷
の
も
と
、
民
間
調
停
機
関
が
よ
り

人
々
の
利
用
を
高
め
る
た
め
の
方
策
と
し
て
、
広
報
と
と
も
に
、
相
談
機
関
と
の
連
携
の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
紛
争
当
事

者
が
最
初
に
接
触
す
る
第
三
者
的
機
関
と
な
る
可
能
性
の
高
い
法
律
相
談
な
ど
か
ら
ス
ム
ー
ズ
に
適
切
な
調
停
機
関
に
接
続
す
る
こ

と
が
有
効
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る

(

�)

。
近
年
は
、
裁
判
所
か
ら
の
回
付
の
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る

(

�)

。
民
間
機
関
に
急
速

に
広
ま
っ
た
対
話
型
調
停
に
は
、
当
事
者
が
対
面
し
て
自
分
た
ち
で
問
題
を
解
決
し
て
い
く
と
い
う
従
来
に
な
か
っ
た
魅
力
が
そ
な

わ
っ
て
い
る
が
、
ま
ず
利
用
者
が
当
該
機
関
に
た
ど
り
着
か
な
け
れ
ば
現
実
に
機
能
し
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
紛
争
当
事
者
双
方
が
対
話
型
調
停
の
場
を
も
つ
た
め
に
、
民
間
調
停
機
関
自
体
に
も
重
要
な
段
階
が
あ

る
。
そ
れ
が
事
件
管
理
手
続
な
の
で
あ
る
。
対
話
型
調
停
の
事
件
管
理
手
続
は
、
当
事
者
双
方
が
参
加
し
関
係
者
が
一
堂
に
会
し
て

実
施
す
る
対
話
型
調
停
本
体
以
外
の
一
連
の
手
続
を
指
す
が
、
と
く
に
受
付
場
面
で
は
申
込
人
と
相
手
方
と
が
そ
れ
ぞ
れ
個
別
に
機

関
関
係
者
と
初
め
て
接
触
す
る
機
会
を
ふ
く
ん
で
い
る
。
こ
の
手
続
の
担
当
者
は
事
件
管
理
者
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
あ

る
。
一
般
的
な
信
頼
に
お
い
て
不
利
な
非
認
証
機
関
に
と
っ
て
、
対
話
型
調
停
を
実
現
さ
せ
る
た
め
に
事
件
管
理
手
続
が
き
わ
め
て

重
要
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

二

事
件
管
理
手
続
に
お
け
る
個
別
面
談

民
間
調
停
機
関
の
現
在
の
状
況
に
お
い
て
、
形
式
的
な
手
続
で
は
双
方
当
事
者
が
対
話
型
調
停
の
場
に
た
ど
り
着
く
の
は
き
わ
め

て
難
し
い
。
そ
こ
で
は
、
調
停
機
関
か
ら
紛
争
当
事
者
へ
の
働
き
か
け
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う

(

�)

。
そ
れ
で
は
、
こ
の
民
間
調
停
機
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関
の
事
件
管
理
手
続
で
の
働
き
か
け
に
問
題
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
本
節
で
は
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
で
の
議
論
を
手

が
か
り
に
、
と
く
に
事
件
管
理
手
続
の
各
紛
争
当
事
者
と
の
個
別
面
談
に
つ
い
て
理
論
的
に
検
討
し
た
い
。

こ
こ
で
は
、
対
話
型
調
停
を
念
頭
に
お
い
て
、
そ
の
普
及
と
利
用
の
拡
大
を
積
極
的
に
と
ら
え
て
き
た
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
で

は
、
対
話
型
調
停
を
ふ
く
む
裁
判
外
紛
争
処
理
は
、
訴
訟
な
ど
の
フ
ォ
ー
マ
ル
な
紛
争
処
理
と
対
比
さ
れ
て
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
・

ジ
ャ
ス
テ
ィ
ス
と
し
て
否
定
的
な
側
面
も
論
じ
ら
れ
て
き
た
。A

b
e

l

は
、
広
範
な
法
領
域
に
お
い
て
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
化
が
進
む

現
象
を
包
括
的
に
論
じ
て
お
り
、
こ
れ
に
は
国
家
の
抑
圧
や
資
本
主
義
の
搾
取
に
加
担
す
る
と
同
時
に
そ
こ
か
ら
解
放
す
る
と
い
う

矛
盾
し
た
特
徴
が
み
ら
れ
る
と
す
る
。
し
か
し
、A

b
e

l

の
論
調
は
、
低
コ
ス
ト
で
国
家
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
拡
張
す
る
な
か
で
、

当
事
者
間
の
構
造
的
不
均
衡
に
起
因
す
る
深
刻
な
対
立
を
解
消
さ
せ
て
し
ま
い
、
こ
の
不
均
衡
な
現
状
を
固
定
化
す
る
よ
う
に
法
的

資
源
を
再
配
分
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
状
況
を
正
当
化
す
る
と
い
う
側
面
を
よ
り
強
く
主
張
し
て
い
る

(

�)

。
と
く
に
、
ア
メ
リ
カ
の
各

地
に
設
立
さ
れ
て
い
っ
た
近
隣
紛
争
解
決
セ
ン
タ
ー
で
は

(

�)

、
調
停
で
首
尾
よ
く
解
決
で
き
た
か
ど
う
か
は
、
司
法
制
度
か
ら
の
強
制

的
な
移
送
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
や
解
決
で
き
な
け
れ
ば
仲
裁
が
控
え
て
い
る
と
い
う
脅
し
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
す
る

(

�)

。

し
か
も
、
訴
訟
と
は
異
な
り
、
対
立
が
先
鋭
化
す
る
ま
え
に
、
早
期
に
介
入
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
裁
判
外

紛
争
処
理
は
、
裁
判
と
ま
っ
た
く
無
関
係
に
存
立
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
裁
判
と
の
距
離
や
関
係
を
意
識
し
つ
つ
設
営

さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
民
間
調
停
の
実
践
に
お
い
て
も
、
国
家
の
制
定
法
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
浸
潤
し
て
い
く
可
能

性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

民
間
調
停
の
普
及
拡
大
は
、
司
法
制
度
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
で
、
秘
か
に
法
が
影
響
を
及
ぼ
す
射
程
を
拡
げ
て
い
く
。

当
事
者
を
対
話
型
調
停
へ
導
く
事
件
管
理
手
続
は
そ
の
一
端
を
担
う
の
で
あ
る
が
、
こ
の
段
階
に
固
有
の
特
徴
に
つ
い
て
も
、
少
し
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具
体
的
に
み
て
い
き
た
い
。
こ
こ
で
はS

an
F

ran
cisco

C
o

m
m

u
n

ity
B

o
ard

s
(

以
下
、S

F
C

B
)

で
処
理
さ
れ
た
あ
る
事
案
に
基

づ
くR

o
th

sch
ild

の
分
析
に
そ
っ
て
検
討
し
よ
う

(

�)

。R
o

th
sch

ild

は
、S

F
C

B

で
は
、
紛
争
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
パ
ラ
ダ
イ

ム
に
関
心
を
置
い
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
事
件
管
理
手
続
で
の
こ
う
し
た
観
点
か
ら
の
担
当
者
の
関
与
が
そ
の
後
の
調
停
セ
ッ
シ
ョ

ン
へ
向
け
た
紛
争
の
変
容
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る

(

�)

。
対
象
と
な
る
事
案
は
、
か
つ
て
自
宅
所
有
の
黒
人
住

民
が
多
か
っ
た
が
、
他
の
地
域
か
ら
白
人
や
ア
ジ
ア
人
が
賃
借
人
と
し
て
移
住
し
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
地
域
で
生
じ
た
紛
争
で
あ
っ

た
。
こ
こ
に
長
く
住
ん
で
い
る
六
〇
代
の
黒
人
夫
婦
が
、
自
宅
と
通
り
を
は
さ
ん
で
向
か
い
側
に
引
っ
越
し
て
き
た
三
〇
代
の
白
人

夫
婦
が
戸
外
で
商
売
を
し
て
い
る
事
態
を
、
居
住
地
域
の
雰
囲
気
を
害
し
規
制
に
反
し
て
い
る
と
し
てS

F
C

B

に
た
ど
り
つ
い
た
。

ま
ず
、S

F
C

B

の
ス
タ
ッ
フ
お
よ
び
事
件
管
理
者
と
の
や
り
と
り
を
経
て
、
隣
人
間
の
対
人
紛
争
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
案
件
と

し
て
受
理
さ
れ
る
。
次
に
二
名
の
事
件
管
理
者
が
、
紛
争
内
容
の
聴
き
取
り
とS

F
C

B

利
用
を
勧
め
る
た
め
に
、
事
前
に
電
話
で

予
定
を
あ
わ
せ
て
先
方
の
自
宅
で
申
込
人
夫
婦
と
面
談
を
お
こ
な
う
。
そ
の
後
、
事
件
管
理
者
は
、
今
度
は
予
約
を
入
れ
ず
に
直
接

訪
問
し
て
、
相
手
方
夫
婦
と
面
談
を
お
こ
な
う
。
そ
し
て
、
事
件
管
理
者
は
、
地
域
地
区
規
制
や
近
隣
の
他
の
人
々
の
反
応
な
ど
こ

の
問
題
の
多
面
的
な
性
格
に
気
づ
き
な
が
ら
、
紛
争
を
二
当
事
者
の
あ
い
だ
の

｢

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
問
題｣

と
し
て
構
成
す
る

の
で
あ
る
。

調
停
は
多
人
数
の
紛
争
を
扱
う
こ
と
も
で
き
る
が
、
圧
倒
的
多
数
の
事
案
で
二
当
事
者
間
の
紛
争
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い

う
。
そ
の
理
由
と
し
て
、R

o
th

sch
ild

は
三
つ
あ
げ
て
い
る
。
第
一
は
、
紛
争
処
理
に
割
く
こ
と
の
で
き
る
労
働
力
の
制
約
で
あ
る
。

と
く
に
事
件
管
理
者
は
、
通
常
は
こ
の
事
案
の
よ
う
に
相
手
方
に
す
ぐ
に
接
触
が
で
き
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
関
係
者
の
範
囲
が
広

が
れ
ば
、
事
件
管
理
者
は
さ
ら
に
時
間
を
か
け
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
る
。
第
二
は
、
二
当
事
者
だ
け
の
ほ
う
が
調
停
セ
ッ
シ
ョ
ン
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は
ス
ム
ー
ズ
に
進
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
参
加
者
の
人
数
が
増
え
れ
ば
、
扱
い
に
く
く
時
間
も
つ
か
う
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
。
第
三
に
、
紛
争
理
論
内
在
的
な
問
題
で
あ
る
。
法
シ
ス
テ
ム
は
二
当
事
者
間
の
紛
争
観
を
前
提
と
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
が

紛
争
研
究
で
使
用
さ
れ
る
言
葉
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。S

F
C

B

は
公
式
の
法
シ
ス
テ
ム
に
批
判
的
で
あ
る
が
、S

F
C

B

の
関

与
者
は
深
く
浸
透
し
た
こ
の
二
当
事
者
対
立
ア
プ
ロ
ー
チ
の
影
響
を
受
け
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
議
論
を
下
支
え

し
て
い
る
の
は
、
根
底
に
あ
る
紛
争
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
影
響
力
で
あ
る
と
す
る
。S

F
C

B

の
代
表
者
は
紛

争
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
問
題
で
あ
る
と
す
る
の
だ
が
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
当
事
者
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
流
れ
を

確
立
、
修
復
す
る
こ
と
が
目
的
と
な
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
二
当
事
者
だ
け
の
ほ
う
が
容
易
に
実
現
で
き
る
の
で
あ
る
。

S
F

C
B

の
観
察
に
基
づ
くR

o
th

sch
ild

の
分
析
は
、
調
停
機
関
の
手
続
運
営
の
合
理
性
と
当
該
機
関
が
前
提
と
し
て
い
る
紛
争
理

念
と
か
ら
影
響
を
受
け
て
、
当
事
者
間
の
紛
争
が
変
容
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
事
件
管
理
手
続
に
お
い

て
、
事
件
管
理
者
が
申
込
人
や
相
手
方
に
機
関
利
用
を
勧
め
る
働
き
か
け
を
お
こ
な
う
場
面
で
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
さ
ら

に
国
家
法
の
影
響
を
織
り
込
ん
で
、
事
件
管
理
手
続
が
当
事
者
に
ど
の
よ
う
に
作
用
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
か
を
整
理
し
て
み
た
い
。

事
件
管
理
者
は
、
当
該
機
関
で
処
理
で
き
な
け
れ
ば
紛
争
は
強
制
的
な
解
決
制
度
で
あ
る
裁
判
に
い
く
可
能
性
が
あ
る
こ
と
お
よ
び

当
該
機
関
の
処
理
が

｢

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
内
の
良
好
な
関
係
形
成｣

な
ど
の
固
有
の
価
値
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
、
そ
れ
が
機
関

利
用
へ
の
圧
力
と
し
て
当
事
者
に
働
く
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、S

F
C

B
の
よ
う
に
独
立
性
の
強
い
機
関
で
あ
れ
ば
、
法
的
な
正
当
性
が

自
明
で
は
な
い
た
め
、
当
事
者
双
方
か
ら
の
利
用
の
同
意
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
管
轄
権
を
確
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
な
か
で
、

当
事
者
は
、｢

国
家
法
の
外｣

で

｢

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
問
題｣

と
し
て
構
成
さ
れ
た
紛
争
を
処
理
す
る
態
勢
を
実
践
的
に
引
き

受
け
て
い
く
の
で
あ
る

(

�)

。
け
れ
ど
も
、
こ
う
し
て
構
築
さ
れ
た
対
話
型
調
停
の
枠
組
は
、
手
続
運
営
の
合
理
性
や
無
意
識
の
前
提
と
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な
っ
て
い
る
紛
争
理
念
か
ら
強
い
影
響
を
受
け
て
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
当
事
者
の
関
心
事
項
と
合

致
し
て
い
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
う
し
て
実
施
さ
れ
る
調
停
は
、
自
律
型
調
停
と
し
て
十
分
に
機
能
し
な
い
こ
と
が
危

惧
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
事
件
管
理
手
続
は
、
自
律
型
調
停
で
の
当
事
者
間
の
対
話
を
阻
害
す
る
誘
導
を
お
こ
な
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
事
件
管
理
手
続
の
個
別
面
談
に
も
う
少
し
立
ち
入
っ
て
考
え
る
必
要
が

あ
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
あ
と
に
対
話
型
調
停
を
控
え
た
個
別
面
談
と
い
う
点
で
事
件
管
理
者
の
活
動
に
近
い
と
思
わ
れ
る
、
物

語
型
調
停

(
N

arrativ
e

M
e

d
iatio

n)

の
前
半
の
段
階
を
手
が
か
り
に
検
討
し
よ
う
。

P
arq

u
in

とH
arv

e
y

に
よ
れ
ば
、
物
語
型
調
停
は
解
決
で
は
な
く
関
係
性
に
関
心
を
向
け
る
調
停
論
で
あ
る

(

�)

。
そ
こ
で
は
、
当

事
者
が
物
語
を
表
出
す
る
こ
と
で
、
自
分
の
経
験
に
秩
序
や
つ
な
が
り
や
終
了
の
感
覚
を
持
ち
込
み
、
治
療
的
効
果
を
も
た
ら
す
と

さ
れ
る
。
そ
し
て
、
当
事
者
が
支
配
的
な
文
化
に
枠
づ
け
ら
れ
た
見
方
で
物
語
を
構
築
し
て
い
る
と
想
定
し
、
こ
れ
を
当
事
者
自
身

に
よ
っ
て
暴
露
さ
せ
、
脱
構
築
し
て
い
く
こ
と
を
目
指
し
て
い
る

(

�)

。
そ
の
具
体
的
な
手
続
進
行
で
は
、
調
停
者
は
、
当
事
者
が
く
つ

ろ
い
だ
状
況
で
紛
争
の
物
語
を
探
索
す
る
方
法
と
し
て
、
最
初
は
別
々
に
当
事
者
と
会
う
。
こ
の
段
階
で
の
目
的
は
、
当
事
者
に
自

分
自
身
の
物
語
を
よ
く
聴
い
て
も
ら
う
こ
と
で
あ
る
。
調
停
者
は
、
紛
争
の
経
緯
だ
け
で
な
く
、
紛
争
が
生
活
に
ど
の
よ
う
な
影
響

を
及
ぼ
し
た
の
か
に
つ
い
て
も
質
問
し
て
、
客
観
的
な
出
来
事
と
し
て
当
事
者
が
語
る
こ
と
を
手
助
け
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
当
事
者
と
の
個
別
面
談
の
さ
い
に
、
当
事
者
に
自
分
の
紛
争
の
物
語
を
客
観
化
し
て
自
ら
聴
い
て
も
ら
っ
て
い
る
点
に

注
目
し
た
い
。
当
事
者
に
は
、
よ
く
聴
い
て
も
ら
う
た
め
に
、
自
分
の
発
話
か
ら
触
発
さ
れ
て
さ
ら
に
話
を
つ
づ
け
る
こ
と
が
奨
励

さ
れ
る
。
こ
う
し
た
個
別
面
談
の
進
め
方
は
、
先
述
の
よ
う
な
事
件
管
理
手
続
に
お
い
て
も
重
要
な
示
唆
を
与
え
る
。
事
件
管
理
者

が
、
対
話
型
調
停
に
先
立
つ
個
別
面
談
に
お
い
て
、
一
定
の
方
向
へ
と
紛
争
を
構
成
し
よ
う
と
し
た
と
し
て
も
、
同
時
に
当
事
者
自
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身
に
よ
く
聴
い
て
も
ら
う
こ
と
に
力
点
を
お
く
な
ら
ば
、
聴
い
て
い
る
本
人
の
関
心
か
ら
そ
の
枠
づ
け
を
は
ず
れ
て
展
開
し
て
い
く

こ
と
も
自
由
に
で
き
よ
う
。
事
件
管
理
者
に
よ
る
紛
争
の
把
握
と
い
う
変
容
は
不
可
避
だ
が
、
そ
れ
に
制
圧
さ
れ
ず
に
当
事
者
が
語

れ
る
態
勢
が
実
践
的
に
構
築
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
と
こ
ろ
を
ま
と
め
よ
う
。
対
話
型
調
停
を
ふ
く
む
裁
判
外
紛
争
処
理
は
、
利
用
の
増
加
が

期
待
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
司
法
機
関
と
の
連
携
を
背
景
と
し
な
が
ら
国
家
法
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
も
ち
こ
む
関
心
も
伏

在
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
紛
争
当
事
者
の
対
話
型
調
停
の
利
用
を
確
保
す
る
事
件
管
理
手
続
で
は
、
事
件
管
理
者
が
申
込
人
と
相
手

方
と
そ
れ
ぞ
れ
個
別
に
面
談
す
る
な
か
で
、
事
件
管
理
者
に
よ
っ
て
多
面
性
を
も
つ
紛
争
が
二
当
事
者
対
立
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
問
題
へ
と
構
成
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
た
だ
し
、
事
件
管
理
者
が
個
別
の
面
談
で
時
間
を
か
け
て
当
事
者
の
話
を
聴
く
こ
と
に

重
心
を
お
く
こ
と
で
、
こ
う
し
た
操
作
を
回
避
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
事
件
管
理
者
に
よ
る
傾
聴
は
、
同
時
に
、

当
事
者
が
事
件
管
理
者
に
紛
争
に
つ
い
て
語
り
つ
つ
そ
れ
を
自
分
も
聴
く
機
会
と
し
て
の
側
面
も
も
ち
う
る
の
で
あ
る
。

三

事
件
管
理
手
続
の
実
践

わ
が
国
で
こ
れ
ま
で
一
定
の
成
果
を
あ
げ
て
き
た
民
間
調
停
機
関
を
素
材
に
、
前
述
の
観
点
を
ふ
ま
え
て
、
対
話
型
調
停
の
事
件

管
理
手
続
の
実
態
を
検
討
す
る
。
こ
こ
で
と
り
あ
げ
る
の
は
、
あ
る
職
能
団
体
が
設
営
し
て
い
る
、
対
席
方
式
の
対
話
型
調
停
を
実

施
し
て
い
る
非
認
証
の
民
間
機
関
で
あ
る
。
事
件
管
理
手
続
で
は
、
当
該
民
間
調
停
機
関
の
事
務
局
職
員
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
委
員
会
、
事
務

局
担
当
者
、
事
件
管
理
者
、
調
停
者
が
か
か
わ
る
。
ま
ず
こ
の
機
関
の
事
件
管
理
手
続
の
概
要
を
み
て
お
こ
う

(

�)

。

こ
の
民
間
調
停
機
関
で
は
、
紛
争
当
事
者
か
ら
調
停
機
関
事
務
局
へ
の
申
し
込
み
が
あ
る
こ
と
を
標
準
的
な
手
続
の
発
動
状
況
と
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し
て
い
る

(

�)

。
当
事
者
か
ら
の
申
し
込
み
を
受
け
て
、
事
務
局
職
員
は
事
務
局
担
当
者
へ
連
絡
を
す
る
。
事
務
局
担
当
者
の
主
要
な
作

業
は
事
件
管
理
者
を
選
出
す
る
こ
と
で
あ
り
、
申
込
人
に
電
話
を
入
れ
て
簡
単
な
説
明
を
し
た
の
ち
、
事
件
管
理
者
候
補
者
の
な
か

か
ら
負
担
を
考
慮
し
て
適
任
者
を
選
出
す
る
。
事
件
管
理
者
が
確
定
す
る
と
、
そ
の
事
件
管
理
者
か
ら
申
込
人
へ
電
話
を
し
て
受
付

の
た
め
の
面
談
の
日
時
を
調
整
す
る
。
事
件
管
理
者
は
、
面
談
日
に
申
込
人
と
面
談
を
実
施
し
、
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
載
し
て

も
ら
い
、
受
付
を
す
る
。
受
付
が
完
了
し
た
ら
、
事
件
管
理
者
か
ら
、
当
該
機
関
で
対
話
型
調
停
を
運
営
し
て
い
る
Ａ
Ｄ
Ｒ
委
員
会

に
連
絡
し
て
、
そ
こ
で
本
件
申
込
を
受
理
す
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る

(

�)

。

Ａ
Ｄ
Ｒ
委
員
会
で
申
込
の
受
理
を
決
定
し
た
の
ち
は
、
申
込
人
か
ら
相
手
方
へ
、
当
該
機
関
の
対
話
型
調
停
に
申
し
込
み
を
し
た

旨
を
連
絡
し
て
も
ら
い
、
そ
の
こ
と
を
事
件
管
理
者
に
報
告
し
て
も
ら
う
。
事
件
管
理
者
は
、
そ
の
報
告
を
受
け
て
か
ら
、
相
手
方

に
書
類
を
一
式
送
付
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
数
日
後
に
、
電
話
を
入
れ
る
。
郵
便
・
電
話
・
面
談
な
ど
で
相
手
方
が
調
停
に
参
加
す

る
と
の
応
諾
が
と
れ
れ
ば
、
事
件
管
理
者
は
、
調
停
者
を
二
名
と
補
助
者
を
一
名
選
任
し
て
、
当
事
者
双
方
と
調
停
者
お
よ
び
補
助

者

(

�)

と
自
分
の
都
合
が
合
う
日
時
と
場
所
を
決
め
て
、
関
係
者
に
連
絡
を
す
る
。
な
お
、
事
件
管
理
手
続
を
担
当
す
る
事
件
管
理
者
は
、

調
停
実
施
日
に
も
そ
の
場
所
に
は
来
る
が
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
積
極
的
な
役
割
を
担
う
こ
と
は
な
い
。
部
屋
の
内
外
で
セ
ッ
シ
ョ
ン
が
終

了
す
る
ま
で
待
機
し
て
い
る
。

こ
こ
で
検
討
す
る
民
間
調
停
機
関
の
事
件
管
理
手
続
は
、
以
上
の
よ
う
に
組
み
立
て
ら
れ
て
お
り
、
大
枠
はS

F
C

B

や
他
の
民

間
調
停
機
関
と
も
共
通
し
て
い
る

(

�)

。
し
か
し
、
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
当
該
機
関
の
特
徴
も
み
ら
れ
る
。
第
一
に
、
こ
の
機
関
で
は
、

申
し
込
み
は
事
務
局
職
員
か
ら
事
務
局
担
当
者
に
伝
え
ら
れ
、
さ
ら
に
事
務
局
担
当
者
か
ら
選
任
さ
れ
た
事
件
管
理
者
へ
と
渡
っ
て

か
ら
、
双
方
当
事
者
と
の
個
別
の
立
ち
入
っ
た
面
談
に
な
る
。
こ
れ
は
、
当
該
機
関
が
職
能
団
体
組
織
内
に
創
設
さ
れ
て
い
て
、
調
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停
に
つ
い
て
十
分
な
知
識
を
も
っ
て
い
な
い
団
体
職
員
が
機
関
事
務
局
職
員
を
兼
ね
て
お
り
、
実
質
的
な
調
停
関
係
業
務
を
担
う
こ

と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
申
込
人
に
は
形
式
的
な
手
続
を
重
ね
て
と
る
印
象
を
与
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
第
二

に
、
事
件
管
理
者
が
申
込
人
と
個
別
面
談
を
実
施
し
た
の
ち
、
申
込
人
か
ら
相
手
方
へ
当
該
機
関
に
申
し
込
み
を
し
た
こ
と
を
伝
え

て
も
ら
う
。
当
該
機
関
は
、
中
立
の
第
三
者
機
関
と
し
て
広
く
一
般
に
知
ら
れ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。
そ
う
し
た
機
関
か
ら
突

然
に
紛
争
に
か
か
わ
る
連
絡
を
受
け
た
相
手
方
が
不
信
感
を
抱
く
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
当
事
者
か
ら
予
告
的
に
相
手
方

に
連
絡
を
し
て
お
い
て
も
ら
う
こ
と
で
、
こ
う
し
た
不
信
感
は
軽
減
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
事
件
管
理
手
続
の
運
用
に
立
ち
入
り
、
前
節
で
み
て
き
た
観
点
か
ら
、
検
討
し
て
い
こ
う
。
ま
ず
、
国
家
法
の
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
が
、
当
該
調
停
機
関
の
事
件
管
理
手
続
に
も
浸
透
し
て
い
る
と
い
う
状
況
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
Ａ
事
件
管
理
者
に
よ
る

と
個
別
面
談
で
は

｢

Ａ
Ｄ
Ｒ
の
ご
説
明
を
し
ま
し
て
、
と
く
に
法
的
判
断
は
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
よ
う
に
し
て｣

い
る

と
い
う
。
し
か
し
、
俯
瞰
し
て
み
る
と
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
て
い
る
非
認
証
の
民
間
調
停
機
関
で
あ
っ
て
も
、
国
家
法
か
ら
完
全
に

独
立
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
ま
ず
裁
判
外
紛
争
処
理
が
訴
訟
と
の
役
割
分
担
の
な
か
で
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
加
え
て

(

�)

、

Ａ
Ｄ
Ｒ
促
進
法
に
よ
り
非
認
証
の
民
間
調
停
機
関
も
諸
機
関
の
相
互
連
携
の
な
か
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る

(

同
法
三
条

二
項

(

�))

。
し
た
が
っ
て
、
事
件
管
理
手
続
に
お
い
て
、
当
事
者
が
当
該
調
停
機
関
の
選
択
を
考
え
る
場
面
で
、
司
法
機
関
と
の
連
携

を
背
景
と
し
た
不
当
な
強
制
が
入
り
込
む
危
険
は
残
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
事
件
管
理
者
が
、｢

法
的
判
断
は
し
な

い｣

か
ら
こ
そ
、
当
事
者
が
も
ち
こ
む
紛
争
を

｢

二
当
事
者
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
問
題｣

と
し
て
構
成
し
、
そ
れ
に
適
合
す

る
対
話
型
調
停
へ
と
誘
導
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

事
件
管
理
手
続
は
、
紛
争
当
事
者
に
と
っ
て
、
対
話
型
調
停
の
理
念
と
実
践
を
知
る
人
物
と
の
、
実
質
的
に
最
初
の
接
触
の
機
会
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で
あ
る
。
そ
こ
で
の
事
件
管
理
者
の
応
接
は
、
そ
の
後
の
紛
争
当
事
者
の
姿
勢
に
影
響
を
及
ぼ
す
で
あ
ろ
う
。
個
別
面
談
で
は
対
話

型
調
停
に
誘
導
す
る
圧
力
が
働
く
可
能
性
が
伏
在
し
て
い
る
が
、
こ
の
場
面
は
事
件
管
理
者
に
ど
の
よ
う
に
す
す
め
ら
れ
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。
手
続
の
進
展
に
即
し
て
、
ま
ず
事
件
管
理
者
の
申
込
人
と
の
面
談
か
ら
み
て
み
る
。
Ｂ
事
件
管
理
者
に
よ
る
と
、
自
分

が
担
当
の
調
停
者
で
は
な
く

｢

ま
た
一
か
ら
話
し
て
も
ら
わ
な
い
と
い
け
な
い
の
で
、
そ
れ
を
前
提
で
話
し
て｣

ほ
し
い
と
前
置
き

し
て
、
最
低
一
時
間
は
話
を
聞
く
。
自
分
が
調
停
者
で
は
な
い
と
伝
え
て
も
、
申
込
人
は

｢

思
っ
て
い
る
こ
と
を
聴
い
て
ほ
し
い｣

の
で
あ
ろ
う
か
ら
、｢
こ
こ
で
た
ぶ
ん
別
席
調
停
が
始
ま
っ
て
い
る｣

と
思
っ
て
い
る
と
い
う
。
そ
こ
で
は
助
言
な
ど
は
し
な
い
。

Ａ
事
件
管
理
者
も
、
一
切
ア
ド
バ
イ
ス
は
せ
ず
、｢

じ
っ
く
り
話
を
聴
い
て
あ
げ
た
ら
む
こ
う
も
す
ご
く
安
心
す
る｣

と
い
う
。

こ
の
機
関
で
は
、
申
込
人
か
ら
相
手
方
へ
調
停
申
込
を
し
た
こ
と
を
伝
え
て
も
ら
っ
て
い
る
。
そ
の
あ
と
は
、
事
件
管
理
者
か
ら

資
料
を
郵
送
し
て
、
電
話
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
五
割
近
く
が
そ
の
時
点
で
応
諾
が
と
れ
ず
に
終
了
す
る
と
い
う
。
相
手
方
が
直
接

に
話
を
聞
き
た
い
と
い
う
場
合
は
、
や
は
り
面
談
に
最
低
一
時
間
は
か
か
る
。
面
談
を
し
た
と
き
に
は
応
諾
が
多
い
と
い
う
。
相
手

方
か
ら
の
応
諾
確
保
は
難
し
い
と
い
う
指
摘
も
あ
る

(

�)

。
こ
の
点
、
Ｂ
事
件
管
理
者
は
、｢

は
な
か
ら
い
か
ん
場
合
は
ぜ
ん
ぜ
ん
い
か

ん
し
、
い
い
場
合
は
は
じ
め
か
ら
見
込
み
が
あ
る
な
と
い
う
の
は
だ
い
た
い
分
か｣

る
、｢

誰
が
や
っ
て
も
変
わ
ら
な
い
と
思｣

う

と
い
う
。
Ａ
事
件
管
理
者
も
、｢

順
調
に
い
っ
た
場
合
と
い
う
の
は
当
事
者
の
電
話
口
で
の
対
応
と
か
ぜ
ん
ぜ
ん
違｣

う
と
い
う
。

そ
し
て
、
話
し
合
う
気
の
な
い
相
手
方
に
は
、｢

ど
う
し
て
な
の
か
を
さ
り
げ
な
く
聞
い
て
電
話
を
置
く
よ
う
に
し
て｣

い
る
。
Ｂ

事
件
管
理
者
が
時
間
を
か
け
る
と
す
れ
ば
、
相
手
方
と
な
か
な
か
連
絡
が
と
れ
な
い
と
き
で
あ
る
。

こ
の
機
関
の
事
件
管
理
手
続
に
お
い
て
、
調
停
で
処
理
で
き
な
け
れ
ば
裁
判
に
な
る
と
い
っ
た
公
式
機
関
と
の
関
連
や
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
問
題
の
改
善
に
よ
る
近
隣
関
係
の
平
穏
の
回
復
と
い
っ
た
固
有
の
価
値
を
織
り
込
ん
だ
働
き
か
け
が
ま
っ
た
く
な
さ
れ

法と政治 71巻 1号 (2020年 5月)

対
話
型
調
停
の
事
件
管
理
手
続

574

一
九
七



な
い
と
い
う
保
証
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
こ
で
の
個
別
面
談
は
、
事
件
管
理
者
に
す
で
に

｢

別
席
調
停
が
始
ま
っ
て
い
る｣

と
と
ら

え
ら
れ
る
よ
う
な
傾
聴
に
よ
り
、
当
事
者
の
自
由
な
発
話
を
う
な
が
す
可
能
性
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
事
件
管
理
者
が
傾
聴
の
姿
勢

で
応
接
す
る
こ
と
で
、
当
事
者
は
饒
舌
に
な
る
。
事
件
管
理
者
が

｢

私
は
調
停
員
じ
ゃ
な
い
ん
で
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
、
思
っ
て
い

る
こ
と
を
聴
い
て
ほ
し
い｣

と
感
じ
る
ほ
ど
に
、
当
事
者
が
沸
騰
状
態
で
過
剰
に
紛
争
の
語
り
を
溢
れ
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
事

件
管
理
者
の
相
手
方
へ
の
応
接
は
、
電
話
で
接
触
す
る
ま
で
は
辛
抱
強
く
と
り
く
む
が
、
そ
の
と
き
の
反
応
を
み
て
無
理
に
は
ひ
き

こ
も
う
と
は
し
な
い
。
け
れ
ど
も
、
相
手
方
も
饒
舌
に
な
っ
た
と
き
は
ほ
と
ん
ど
応
諾
を
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
そ
し
て
、

事
件
管
理
者
の
傾
聴
に
う
な
が
さ
れ
た
当
事
者
の
発
話
は
当
事
者
自
身
に
よ
り
聴
か
れ
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ

こ
で
は
当
事
者
自
身
の
う
ち
で
対
話
が
開
始
し
つ
つ
あ
る
。
事
件
管
理
者
は
調
停
者
の
役
割
を
担
う
こ
と
は
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な

意
味
で
こ
の
場
面
か
ら

｢

対
話｣

型
調
停
が
始
ま
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
事
件
管
理

者
に
よ
る
傾
聴
は
、
当
事
者
双
方
が
同
じ
こ
と
を
調
停
の
場
で
繰
り
返
す
こ
と
を
引
き
受
け
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
対
話
型
調
停

の
場
へ
向
か
い
つ
つ
あ
る
よ
う
な
誘
導
と
し
て
機
能
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

最
後
に
、
事
件
管
理
者
の
業
務
の
一
つ
と
し
て
、
対
話
型
調
停
を
実
施
す
る
日
時
と
場
所
を
調
整
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
と

く
に
場
所
の
確
保
に
つ
い
て
は
、
当
該
機
関
で
は
、
当
事
者
双
方
に
と
っ
て
の
便
利
さ
を
考
慮
す
る
。
そ
の
こ
と
と
合
わ
せ
て
、
調

停
者
も
開
催
場
所
の
近
く
で
事
務
所
を
開
設
し
て
い
る
候
補
者
か
ら
選
ば
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
職
能
団
体
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
お

り
団
体
の
会
館
を
使
用
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
そ
れ
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
調
停
者
の
事
務
所
や
当
事
者
双
方
の
生
活
区
域
の
公
民
館

な
ど
で
調
停
を
実
施
す
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。
当
事
者
の
便
宜
を
優
先
し
て
身
軽
に
こ
う
し
た
関
係
者
の
出
会
い
を
演
出
す
る

実
践
も
、
事
件
管
理
者
が
個
別
面
談
に
お
い
て
当
事
者
の
語
り
を
そ
の
ま
ま
迎
え
入
れ
る
姿
勢
と
符
合
し
、
さ
ら
に
対
話
型
調
停
へ
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と
当
事
者
を
動
機
づ
け
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お

わ

り

に

ま
ず
本
稿
で
獲
得
し
て
き
た
知
見
を
ま
と
め
よ
う
。
こ
こ
で
は
、
非
認
証
の
民
間
調
停
機
関
が
対
席
方
式
で
実
施
す
る
自
律
型
調

停
は
、
法
化
社
会
に
お
い
て
期
待
さ
れ
る
機
能
を
十
分
に
発
揮
で
き
て
は
い
な
い
と
い
う
現
状
認
識
に
立
っ
て
い
る
。
自
律
型
調
停

の
存
在
感
を
強
め
る
た
め
に
は
、
紛
争
当
事
者
を
呼
び
込
む
誘
導
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
重
要
な
一
部
が
事
件
管
理
手
続
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
対
席
方
式
の
自
律
型
調
停
に
先
行
す
る
事
件
管
理
手
続
で
は
、
こ
の
誘
導
が
国
家
法
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
や
機
関
運

営
の
合
理
性
な
ど
か
ら
紛
争
当
事
者
の
誘
導
に
な
っ
て
し
ま
う
危
険
も
指
摘
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
手
続
を
担
う
事
件
管

理
者
が
、
申
込
人
・
相
手
方
そ
れ
ぞ
れ
と
の
個
別
面
談
で
、
話
し
手
で
あ
る
当
事
者
が
自
由
に
話
し
そ
れ
を
自
身
に
も
聴
い
て
も
ら

う
よ
う
な
傾
聴
を
お
こ
な
う
関
係
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
き
、
そ
の
こ
と
自
体
が
対
席
方
式
の
自
律
型
調
停
へ
向
け
た
強
力

な
誘
導
に
な
っ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
事
件
管
理
者
が
個
々
の
紛
争
当
事
者
の
紛
争
の
物
語
を
傾
聴
で
き
る
状
況

を
つ
く
り
だ
し
て
い
く
こ
と
が
、
非
認
証
民
間
調
停
機
関
で
の
対
席
方
式
の
自
律
型
調
停
の
利
用
を
高
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
で
あ

ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
で
は
事
件
管
理
手
続
に
つ
い
て
ご
く
か
ぎ
ら
れ
た
場
面
を
検
討
し
た
に
と
ど
ま
る
。
自
律
型
調
停
が
幅
広

い
紛
争
に
可
能
な
か
ぎ
り
対
応
し
て
い
こ
う
と
す
る
に
は
、
事
件
管
理
手
続
を
よ
り
い
っ
そ
う
洗
練
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ

る
。
し
か
し
、
民
間
調
停
機
関
の
事
件
管
理
手
続
に
関
す
る
情
報
は
少
な
く
、
ほ
と
ん
ど
可
視
化
さ
れ
て
い
な
い
。
本
稿
で
と
り
あ

げ
た
機
関
の
事
件
管
理
手
続
を
も
と
に
考
え
て
も
、
こ
の
個
別
面
談
に
結
び
つ
け
る
電
話
応
対
、
事
件
管
理
者
が
作
成
す
る
文
書
の

法と政治 71巻 1号 (2020年 5月)

対
話
型
調
停
の
事
件
管
理
手
続

572

一
九
九



活
用
方
法
、
セ
ッ
シ
ョ
ン
前
の
調
停
者
へ
の
連
絡
事
項
、
調
停
が
複
数
回
に
わ
た
る
と
き
の
合
間
の
連
絡
な
ど
、
自
律
型
調
停
を
適

切
に
実
効
化
す
る
た
め
に
さ
ら
に
検
討
す
べ
き
事
項
が
あ
る
。
ま
た
、
調
停
本
体
に
つ
い
て
は
相
対
的
に
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
て

き
た
が
、
今
後
は
事
件
管
理
手
続
と
の
結
び
つ
き
を
意
識
し
て
見
な
お
す
こ
と
も
あ
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
す
る

こ
と
で
、
調
停
本
体
に
つ
い
て
も
新
た
な
視
点
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
期
待
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

【
付
記
】
本
稿
は
、
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
基
盤
研
究

(

Ｃ)
｢

対
話
型
調
停
の
事
件
管
理
者
に
関
す
る
研
究｣

(

課
題
番
号1

6
K

0
3

2
6

1)

お
よ
び
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
基
盤

(

Ｃ)
｢

対
話
的
法
実
践
の
法
社
会
学

調
停
・
交
渉
の
相
互
行
為
分
析
と
訓
練
プ
ロ
グ
ラ
ム

の
開
発
・
評
価｣

(

課
題
番
号1

7
K

0
3

3
2

6)

の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

(

�)

自
律
型
調
停
論
に
つ
い
て
は
、
棚
瀬
孝
雄

『

紛
争
と
裁
判
の
法
社
会
学』

第
六
章

(

法
律
文
化
社
、
一
九
九
二
年)

[

初
出
一
九
八

八
年]

二
五
六－

二
九
六
頁
、
和
田
仁
孝

｢

法
化
社
会
に
お
け
る
自
律
型
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
可
能
性

法
に
よ
る
支
配
の
脱
構
築｣

『

吉
村
徳

重
先
生
古
希
記
念
論
文
集

弁
論
と
証
拠
調
べ
の
理
論
と
実
践』

(

法
律
文
化
社
、
二
〇
〇
二
年)

一
三
〇－

一
四
九
頁
、
仁
木
恒
夫

｢

対
話
調
停
に
お
け
る
共
約
不
可
能
性｣

和
田
他
編

『

法
の
観
察

法
と
社
会
の
批
判
的
再
構
築
に
向
け
て』

(

法
律
文
化
社
、
二
〇
一
四

年)

三
三
五－

三
五
〇
頁
な
ど
を
参
照
。

(

�)

町
村
泰
貴

｢

Ａ
Ｄ
Ｒ
新
時
代｣

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
一
七
号

(

二
〇
〇
六
年)

一
六
一－

一
六
七
頁
は
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
法
の
立
法
目
的
が
Ａ

Ｄ
Ｒ
の
拡
充
・
活
性
化
に
あ
り
、
認
証
制
度
は
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
規
制
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
の
う
え
で
、

認
証
制
度
は
、
非
認
証
Ａ
Ｄ
Ｒ
を
非
合
法
化
す
る
も
の
で
は
な
い
し
、｢

認
証
Ａ
Ｄ
Ｒ
に
対
し
て
非
認
証
Ａ
Ｄ
Ｒ
が
劣
っ
た
も
の
で
あ
る

と
い
う
位
置
づ
け
も
相
当
で
は
な
い｣

と
す
る
。
本
稿
も
町
村
の
見
解
に
同
意
す
る
が
、
現
場
に
お
い
て
非
認
証
Ａ
Ｄ
Ｒ
が
一
般
に
そ
う

し
た
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
か
は
疑
わ
し
い
。

(

�)

以
下
は
、
守
屋
明

｢

裁
判
外
紛
争
解
決
手
続｣

『

岩
波
講
座
現
代
の
法
五

現
代
社
会
と
司
法
シ
ス
テ
ム』

(

岩
波
書
店
、
一
九
九
七

年)

三
〇
一－

三
三
二
頁
、
同

｢

我
が
国
に
お
け
る
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
機
能
と
理
念
に
つ
い
て
の
一
考
察

法
化
型
Ａ
Ｄ
Ｒ
と
非
法
化
型
Ａ
Ｄ
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Ｒ
の
共
存
の
必
要
性｣

『

岡
山
大
学
創
立
五
十
周
年
記
念
論
文
集

世
紀
転
換
期
の
法
と
政
治』

(

有
斐
閣
、
二
〇
〇
一
年)

四
二
三－

四

五
四
頁
、
同

｢

多
元
化
す
る
紛
争
処
理
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
権
利
の
生
成
に
つ
い
て｣

田
中
成
明
編

『

現
代
法
の
展
望

自
己
決
定
の
諸

相』
(

有
斐
閣
、
二
〇
〇
四
年)

二
一
三－

二
五
二
頁
、
同

｢

調
停
の
理
念
と
技
術

法
社
会
学
の
観
点
か
ら｣

仲
裁
と
Ａ
Ｄ
Ｒ
第
三

号

(
二
〇
〇
八
年)

一－

九
頁
に
依
拠
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
こ
で
は
調
停
を
め
ぐ
る
議
論
に
範
囲
を
限
定
し
て
い
る
が
、
守
屋
の
関
心

は
多
様
な
紛
争
処
理
を
統
合
的
に
と
ら
え
る
視
点
の
構
築
に
あ
る
。
そ
こ
で
、
守
屋
の
包
括
的
な
紛
争
処
理
論
の
特
徴
を
も
う
少
し
確
認

し
な
が
ら
、
そ
こ
で
の
調
停
の
位
置
づ
け
を
み
て
お
き
た
い
。
守
屋
は
、
裁
判
を
補
完
す
る
も
の
と
み
て
Ａ
Ｄ
Ｒ
を
裁
判
に
従
属
す
る
位

置
づ
け
を
与
え
て
き
た
従
来
の
議
論
を
批
判
し
、
多
様
な
Ａ
Ｄ
Ｒ
を
法
化
社
会
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
が
固
有
の
機
能
を
は
た
す
こ
と
が
で

き
る
よ
う
な
配
置
を
構
想
す
る
。
守
屋
に
よ
る
と
、
広
範
な
も
の
を
ふ
く
む
紛
争
処
理
シ
ス
テ
ム
の
な
か
に
、
司
法
シ
ス
テ
ム
が
相
対
的

に
独
立
し
て
い
る
。
こ
の
司
法
シ
ス
テ
ム
の
な
か
に
は
裁
判
補
完
的
Ａ
Ｄ
Ｒ
と
市
民
応
答
的
Ａ
Ｄ
Ｒ
と
が
あ
る
。
裁
判
補
完
的
Ａ
Ｄ
Ｒ
は

裁
判
で
認
め
ら
れ
る
権
利
の
確
認
に
加
え
て
広
義
の
権
利
も
保
護
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
市
民
応
答
的
Ａ
Ｄ
Ｒ
は

利
用
者
の
要
望
を
広
く
保
護
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
そ
こ
に
は
諸
価
値
の
あ
い
だ
の
矛
盾
も
ふ
く
ま
れ
る
。
こ
う
し
た
整
理
を
背
景
に
、

調
停
に
焦
点
を
し
ぼ
っ
て
さ
ら
に
分
析
を
す
す
め
る
。
多
く
の
紛
争
に
お
い
て
意
見
の
対
立
の
背
後
に
利
害
関
心
の
対
立
が
あ
り
、
調
停

は
そ
の
利
害
調
整
に
適
合
す
る
紛
争
処
理
な
の
で
あ
る
。
当
事
者
間
の
利
害
関
心
の
対
立
に
効
果
的
な
の
は
当
事
者
の
相
互
的
学
習
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
う
な
が
す
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
技
術
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
選
好
安
定
的
な
当
事
者
援
助
が
な
さ
れ
、
市
民
応
答
型
Ａ

Ｄ
Ｒ
と
し
て
機
能
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
紛
争
が
処
理
さ
れ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
そ
こ
で
残
さ
れ
た
裁
判
で
は
処
理
困
難
な
課

題
を
析
出
し
、
そ
の
課
題
に
対
応
す
る
専
門
性
を
も
っ
て
紛
争
処
理
を
は
か
る
。
そ
こ
に
は
裁
判
補
完
型
Ａ
Ｄ
Ｒ
も
ふ
く
ま
れ
る
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
第
一
次
的
調
停
と
第
二
次
的
調
停
と
を
組
み
合
わ
せ
て
、
非
法
化
の
権
利
形
成
を
も
視
野
に
入
れ
た
、
効
果
的
な
紛
争
処

理
を
ね
ら
う
の
で
あ
る
。
守
屋
は
、
こ
う
し
て
多
様
化
す
る
Ａ
Ｄ
Ｒ
に
つ
い
て
各
機
関
の
特
徴
を
明
確
化
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
説
く
。

そ
れ
に
よ
っ
て
当
事
者
の
自
律
的
な
機
関
選
択
が
し
や
す
く
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
般
の
利
用
者
に
自
律
し
て
適
切
な
選
択
を
求

め
る
の
は
現
実
に
は
不
可
能
で
あ
り
、
そ
こ
に
制
度
側
か
ら
の
誘
導
が
必
要
と
な
る
と
す
る
。
の
ち
に
み
るA

b
e

l

と
同
様
に
、
近
年
の

Ａ
Ｄ
Ｒ
の
拡
大
と
い
う
現
象
を
包
括
的
に
分
析
す
る
が
、
守
屋
は
よ
り
積
極
的
な
司
法
政
策
を
構
想
す
る
。
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(

�)

守
屋
・
前
掲

｢

裁
判
外
紛
争
解
決
手
続｣

三
二
五－

三
二
八
頁
、
守
屋
・
前
掲

｢

多
元
化
す
る
紛
争
処
理
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
権
利

の
生
成
に
つ
い
て｣

二
三
一
頁
参
照
。

(
�)
こ
れ
ま
で
、
こ
の
段
階
は
イ
ン
テ
ー
ク
な
い
し
事
件
管
理
と
呼
ば
れ
て
き
た
が
、
本
稿
で
は
さ
し
あ
た
り
、｢

事
件
管
理
手
続｣

と

呼
ぶ
。
事
件
管
理
手
続
を
一
定
の
紙
幅
で
あ
つ
か
う
文
献
は
実
務
家
の
執
筆
し
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
岡
住
貞
宏

｢

群
馬
司
法
書
士
会
Ａ
Ｄ
Ｒ
セ
ン
タ
ー
の
概
要
〜
そ
の
意
義
と
若
干
の
論
点｣

執
務
現
場
か
ら
第
四
一
号

(

二
〇
〇
九
年)

四－

一
二
頁
、

田
中
圭
子

｢
市
民
に
よ
る
市
民
の
た
め
の
紛
争
解
決
・
支
援

総
括
的
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
メ
デ
ィ
エ
ー
タ
ー
と
ケ
ー
ス
マ

ネ
ー
ジ
ャ
ー
の
役
割｣

小
島
武
司
編

『

日
本
法
制
の
改
革：

立
法
と
実
務
の
最
前
線』

(

中
央
大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
七
年)

三
九
〇－

四
二
八
頁
、
同｢

対
人
支
援
と
し
て
の
ヒ
ュ
ー
マ
ン
サ
ー
ビ
ス
型
Ａ
Ｄ
Ｒ
・
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
社
会
的
意
義
と
今
後
の
課
題

ケ
ー

ス
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
、
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
の
役
割
を
中
心
に｣

棚
瀬
他
編

『

小
島
武
司
先
生
古
稀
祝
賀
〈
続
〉

権
利
実
効
化
の
た
め
の

法
政
策
と
司
法
改
革』

(

商
事
法
務
、
二
〇
〇
九
年)

三
九
七－

四
三
六
頁
、
松
下
純
一

｢

愛
媛
和
解
支
援
セ
ン
タ
ー
の
歩
み｣

市
民
と

法
五
三
号

(

二
〇
〇
八
年)

六
〇－
六
六
頁
、
山
田
栄
一
郎

｢

自
治
体
ト
ラ
ブ
ル
の
解
決
支
援
事
例｣

仲
裁
と
Ａ
Ｄ
Ｒ
第
一
三
号

(

二
〇

一
八
年)

三
五－

四
一
頁
な
ど
参
照
。

(

�)

三
ヶ
月
章

｢

紛
争
解
決
規
範
の
多
重
構
造｣

『

民
事
訴
訟
法
研
究
第
九
巻』

(

有
斐
閣
、
一
九
八
四
年)

[

初
出
一
九
八
三
年]

二
三

五－

二
八
一
頁
、
小
島
武
司

｢

紛
争
処
理
制
度
の
全
体
構
造｣

『

講
座
民
事
訴
訟
①

民
事
訴
訟
と
紛
争』

(

弘
文
堂
、
一
九
八
四
年)

三

五
五－

三
八
〇
頁
な
ど
。

(

�)

代
表
的
な
文
献
と
し
て
、
レ
ビ
ン
小
林
久
子

『

調
停
者
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク』

(

信
山
社
、
一
九
九
八
年)

。
ま
た
ハ
ー
バ
ー
ド
流
交
渉
術

に
つ
い
て
は
ロ
ジ
ャ
ー
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
＝
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ユ
ー
リ
ー

(

金
山
宣
夫
・
浅
井
和
子
訳)

『

ハ
ー
バ
ー
ド
流
交
渉
術』

(

三
笠

書
房
、
一
九
九
〇
年)

。

(

�)

山
本
和
彦
・
山
田
文

『

仲
裁
Ａ
Ｄ
Ｒ
法

第
二
版』

(

日
本
評
論
社
、
二
〇
一
五
年)

二
五
一
頁
。

(

�)

二
〇
〇
六
年
に
わ
が
国
で
実
施
さ
れ
た
全
国
紛
争
行
動
調
査
の
結
果
に
基
づ
く
、
樫
村
志
郎

｢

日
本
に
お
け
る
調
停
―
そ
の
概
念
、

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
現
実｣

神
戸
法
学
雑
誌
第
五
七
巻
一
号

(

二
〇
〇
七
年)

二
二
頁
を
参
照
。
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(

�)

中
村
芳
彦

｢

Ａ
Ｄ
Ｒ
法
立
法
論
議
と
自
律
的
紛
争
処
理
志
向｣

早
川
他
編

『

Ａ
Ｄ
Ｒ
の
基
本
的
視
座』

(

不
磨
書
房
、
二
〇
〇
四
年)

二
三
三－

二
七
九
頁
、
同

｢

Ａ
Ｄ
Ｒ
へ
の
誘
因
―
相
談
と
の
連
携｣

和
田
仁
孝
編

『

Ａ
Ｄ
Ｒ

理
論
と
実
践』

(

有
斐
閣
、
二
〇
〇
七
年)

五
二－

六
三
頁
。

(

�)
山
本
和
彦

『

Ａ
Ｄ
Ｒ
法
制
の
現
代
的
課
題』

(

有
斐
閣
、
二
〇
一
八
年)

序
章
二
一
頁
。

(

�)

じ
っ
さ
い
、F

re
d

e
ric

L
.

D
u

B
o

w
an

d
C

raig
M

cE
w

e
n
,
“
C

o
m

m
u

n
ity

B
o

ard
s
:

A
n

A
n

aly
tic

P
ro

file
”
,

in
S
.

E
.

M
e

rry
an

d
N

.

M
iln

e
r

e
d

s,
T

h
e

P
ossib

ility
of

P
op

u
la

r
Ju

stice
:

A
C

a
se

S
tu

d
y

of
C

om
m

u
n

ity
M

ed
ia

tion
in

th
e

U
n

ited
S

ta
tes,

T
h

e
U

n
iv

e
rsity

o
f

M
ich

ig
an

P
re

ss,
1

9
9

3
,

p
1

4
7

に
よ
れ
ば
、
の
ち
に
み
るS

an
F

ran
cisco

C
o

m
m

u
n

ity
B

o
ard

s

で
は
、
当
事
者
が
調
停
の
利
用
に
こ

ぎ
つ
け
る
こ
と
が
事
件
管
理
手
続
で
の
目
的
と
し
て
い
る
と
い
う
。

(

�)
R

ich
ard

A
b
e

l,
“

T
h

e
C

o
n

trad
ictio

n
s

o
f

In
fo

rm
al

Ju
stice

”
,

in
R

.
A

b
e

l
e

d
.

T
h

e
P

olitics
of

In
form

a
l

Ju
stice

V
ol.

1
:

T
h

e

A
m

erica
n

E
xp

erien
ce,

A
cad

e
m

ic
P

re
ss,

1
9

8
2
,

p
p
.

2
6

7

�32
0
.

そ
こ
で
は
、
公
式
の
法
が
も
つ
厳
格
な
強
制
が
緩
和
さ
れ
る
の
だ
が
、

よ
り
柔
ら
か
な
強
制
が
秘
か
に
様
々
な
紛
争
領
域
に
浸
透
し
深
刻
な
問
題
化
を
抑
制
し
て
い
る
こ
と
が
す
る
ど
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
が
、A

b
e

l

の
議
論
で
は
少
額
請
求
裁
判
所
か
ら
近
隣
紛
争
解
決
セ
ン
タ
ー
、
企
業
の
苦
情
窓
口
、
メ
デ
ィ
ア
・
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
、

消
費
者
保
護
機
関
、
賃
貸
借
紛
争
裁
判
所
な
ど
性
格
の
異
な
る
多
様
な
紛
争
処
理
機
関
を
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
リ
ズ
ム
の
現
象
の
う
ち
に
論
じ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
全
体
像
を
つ
く
る
た
め
に
諸
要
素
が
強
引
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
。

(

�)
A

b
e

l
op

.cit.

は
、
近
隣
紛
争
解
決
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
は
、｢

近
隣｣

と
い
う
か
つ
て
伝
統
的
な
権
威
に
依
拠
し
て
い
た
紛
争
処
理

を
想
起
さ
せ
る
が
、
国
家
の
成
長
は
む
し
ろ
こ
の
権
威
を
破
壊
し
て
き
た
の
で
あ
り
、
近
隣
紛
争
解
決
セ
ン
タ
ー
の
権
威
が
そ
れ
ら
と
は

無
関
係
な
心
理
学
や
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
や
調
停
技
法
の
技
術
的
能
力
に
お
か
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る

(
p

p
.

2
7

5

�27
7)

。
さ
ら
に

A
b
e

l

は
、
こ
う
し
た
こ
と
と
も
関
連
す
る
が
、
こ
の
新
た
な
法
領
域
を
め
ぐ
っ
て
専
門
職
間
で
の
複
雑
な
利
益
確
保
と
階
層
形
成
の
動

き
が
生
じ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
と
く
に
興
味
深
い
の
は
司
法
制
度
内
に
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
手
続
が
設
営
さ
れ
新
た
に
担
当
専
門
職

が
配
置
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
管
理
職
に
あ
る
裁
判
官
は
そ
の
地
位
を
拡
張
す
る
と
さ
れ
て
い
る

(
p

3
0

2)

。
こ
う
し
た
事
態
は
、
わ
が

国
の
Ａ
Ｄ
Ｒ
促
進
法
六
条
五
号
に
お
い
て
、
弁
護
士
以
外
の
者
が
手
続
実
施
者
に
な
る
さ
い
に
弁
護
士
の
助
言
を
受
け
ら
れ
る
体
制
の
整
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備
を
要
請
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
う
え
で
示
唆
的
で
あ
る
。

(
�)

こ
の
現
象
に
つ
い
て
はC

h
ristin

e
H

arrin
g

to
n
,

S
h

a
d

ow
Ju

stice
:

T
h

e
Id

eology
a

n
d

In
stitu

tion
a

liza
tion

of
A

ltern
a

tives
to

C
ou

rt,
G

re
e

n
w

o
o

d
P

re
ss,

1
9

8
5

が
興
味
深
い
分
析
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。H

arrin
g

to
n

は
、
二
〇
世
紀
初
頭
と
一
九
七
〇
年
代
に
興

隆
し
た
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
リ
ズ
ム
の
動
き
が
、
い
ず
れ
も
改
革
者
に
よ
る
裁
判
所
の
危
機
認
識
か
ら
で
た
反
応
で
、
公
式
の
シ
ス
テ
ム
と
結

び
つ
い
て
紛
争
管
理
の
合
理
性
を
高
め
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
、
後
半
部
分
でK

an
sas

C
ity

の
近
隣
紛
争
解
決
セ
ン
タ
ー
で
の
調
査
に

基
づ
き
、
そ
れ
が

｢

自
主
性

(
v

o
lu

n
tarism

)｣

を
強
調
す
る
機
関
で
あ
り
な
が
ら
、
八
割
以
上
の
事
件
が
刑
事
司
法
シ
ス
テ
ム
か
ら
の

紹
介
で
処
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

(

�)

以
下
は
、Ju

d
y

H
.

R
o

th
sch

ild
,
“
D

isp
u

te
T

ran
sfo

rm
atio

n
,

th
e

In
flu

e
n

ce
o

f
a

C
o

m
m

u
n

icatio
n

P
arad

ig
m

o
f

D
isp

u
tin

g
,

an
d

th
e

S
an

F
ran

cisco
C

o
m

m
u

n
ity

B
o

ard
s

P
ro

g
ram

”
in

S
.

E
.

M
e

rry
an

d
N

.
M

iln
e

r
e

d
s,

T
h

e
P

ossib
ility

of
P

op
u

la
r

Ju
stice

:
A

C
a

se

S
tu

d
y

of
C

om
m

u
n

ity
M

ed
ia

tion
in

th
e

U
n

ited
S

ta
tes,

T
h

e
U

n
iv

e
rsity

o
f

M
ich

ig
an

P
re

ss,
1

9
9

3
,

p
p
.

2
6

5

�32
7
.

に
よ
る
。
と
く

に
本
文
で
取
り
上
げ
る
事
件
管
理
手
続
段
階
に
つ
い
て
はp

p
.

2
6

9

�29
1

参
照
。
本
稿
で
焦
点
を
あ
て
て
い
る
事
件
管
理
手
続
の
役
割
担

当
者
は
、S

F
C

B

で
はC

ase
D

e
v
e

lo
p

e
r

と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
本
文
で
は
事
件
管
理
者
で
表
記
し
て
い
る
。C

ase
D

e
v

e
lo

p
e

r

の
活

動
も
ふ
く
め
てS

F
C

B

の
実
情
を
紹
介
す
る
文
献
と
し
て
佐
藤
彰
一

｢

リ
ー
ガ
ル
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア｣

井
上
治
典
・
佐
藤
彰
一
編

『

現
代

調
停
の
技
法

司
法
の
未
来』

(

判
例
タ
イ
ム
ズ
社
、
一
九
九
九
年)

三
九
九－

四
〇
七
頁
が
あ
る
。
な
お
、
こ
の
論
文
の
後
半
で
、

R
o

th
sch

ild

は
、
申
込
人
は
こ
の
地
域
で
相
手
方
が
商
売
を
し
て
い
る
こ
と
自
体
を
受
け
入
れ
ら
れ
ず
決
裂
し
て
終
了
す
る
調
停
セ
ッ
シ
ョ

ン
で
の
や
り
と
り
を
詳
細
に
紹
介
し
た
う
え
で
、
そ
の
場
が｢
よ
き
近
隣
関
係
と
は
ど
う
い
う
も
の
と
感
じ
る
か｣

と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
・
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
適
合
す
る
論
題
を
設
定
す
る
が
、
こ
れ
に
相
手
方
は
無
関
心
で
あ
り
、
申
込
人
も
終
始

｢

個
人
的
な｣

問
題
で

は
な
い
と
主
張
し
続
け
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
機
能
し
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
う
し
たS

F
C

B

の
調
停

は
、
社
会
的
調
和
や
共
通
の
諸
価
値
の
場
と
し
て
の
理
想
主
義
的
な
共
同
体
観
を
前
提
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
く
る
と
す
る
。
さ
ら
に
、

R
o

th
sch

ild

の
議
論
に
よ
る
と
、S

F
C

B

に
お
い
て
紛
争
が
個
人
的
で
些
細
な
出
来
事
と
し
て
処
理
さ
れ
る
の
は
、S

F
C

B

が
非
政
治
的

な
観
点
か
ら
紛
争
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
、
結
論
に
お
い
て
、
紛
争
当
事
者
と
同
様
の
不
満
を
抱
え
た
人
の
参
加
を
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組
み
込
ん
だ
社
会
変
動
の
可
能
性
を
示
唆
す
る
。
筆
者
も
、S

F
C

B

の
よ
う
な
対
話
型
調
停
に
は
多
人
数
の
関
係
者
が
参
加
す
る
調
停
と

し
て
の
可
能
性
を
開
い
て
お
く
べ
き
で
あ
る
と
す
る
議
論
に
同
意
す
る
が
、
そ
の
場
合
、
対
話
型
調
停
の
手
続
進
行
に
新
た
な
観
点
が
必

要
に
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
事
案
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
依
拠
し
た
調
停
は
う
ま

く
い
か
な
か
っ
た
が
、S

F
C

B

利
用
者
は
、
当
事
者
双
方
が
対
面
す
る
場
を
調
停
が
提
供
す
る
こ
と
を
高
く
評
価
し
て
い
る
こ
と
に
も
言

及
し
て
い
る
点
は
興
味
深
い
。

(

�)
R

o
th

sch
ild

op
.cit.

は
、
紛
争
の
変
容
に
関
す
る
文
献
と
し
て
、W

illiam
F

e
lstin

e
r,

R
ich

ard
A

b
e

l,
an

d
A

u
stin

S
arat,

“
T

h
e

e
m

e
rg

e
n

ce
an

d
T

ran
sfo

rm
atio

n
o

f
D

isp
u

te
s
:

N
am

in
g
,

B
lam

in
g
,

C
laim

in
g
”

L
a

w
a

n
d

S
ociety

R
eview

V
o

l.
1

5
,

1
9

8
0

�81
,

p
p
.

6
3

1

�

6
5

5

お
よ
び
、L

y
n

n
M

ath
e

r
an

d
B

arb
ara

Y
n

g
v

e
sso

n
,

“
L

an
g

u
ag

e
,

A
u

d
ie

n
ce

,
an

d
th

e
T

ran
sfo

rm
atio

n
o

f
D

isp
u

te
s”

L
a

w
a

n
d

S
ociety

R
eview

V
o

l.
1

5
,

1
9

8
0

�81
,

p
p
.

7
7

5

�

8
2

2
.

を
参
照
し
て
い
る
。

(

�)
B

o
av

e
n

tu
ra

d
e

S
o

u
sa

S
an

to
s,

“
T

h
e

L
aw

o
f

th
e

O
p

p
re

sse
d
:

T
h

e
C

o
n

stru
ctio

n
an

d
R

e
p

ro
d

u
ctio

n
o

f
L

e
g

ality
in

P
asarg

ad
a”

L
a

w
a

n
d

S
ociety

R
eview

V
o

l.
1

2
,

1
9

7
7
,

p
p

5

�12
6

は
、
リ
オ
・
デ
・
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
のP

asarg
ad

a
(

匿
名)

と
い
う
広
域

の
フ
ァ
ベ
ー
ラ
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
改
善
の
た
め
の
社
会
活
動
機
関
で
あ
る
居
住
者
組
合

(
R

e
sid

e
n

ts,
A

sso
ciatio

n)

の
紛
争
予

防
お
よ
び
紛
争
処
理
に
焦
点
を
あ
て
て
、
公
式
法
と
非
公
式
法
と
の
弁
証
法
的
関
係
を
経
験
的
に
検
討
す
る
。
本
稿
と
の
関
連
で
は
、
こ

の
機
関
が
紛
争
処
理
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
先
行
し
て
実
施
し
て
い
る
一
種
の
準
備
的
ヒ
ア
リ
ン
グ

(

こ
こ
で
の
事
件
管
理
手
続)

の
分
析
が
示

唆
に
富
む
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
居
住
者
組
合
は
地
域
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
村
落
調
停
に
類
似
し
た
紛
争
処
理
は
公
式
の
法
的
な
管

轄
権
を
明
確
に
も
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
職
員
は
、
申
込
人
に
こ
の
地
域
の
建
物
や
小
屋
の
問
題
で
あ
る
の
か
、
そ
し
て
紛
争
の
詳

細
に
つ
い
て
聞
き
取
り
を
お
こ
な
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て

｢

嫌
が
ら
せ｣

な
ど
不
適
切
な
申
込
を
排
除
す
る
。
事
案
が
受
け
付
け
ら
れ
る
と
、

文
書
が
相
手
方
に
送
付
さ
れ
日
程
調
整
が
は
か
ら
れ
る
。
そ
の
さ
い
に
、
相
手
方
が
当
該
機
関
に
や
っ
て
き
て
詳
細
な
説
明
を
す
る
こ
と

も
あ
る
。S

an
to

s

に
よ
る
と
、
こ
の
先
行
す
る
手
続
で
の
や
り
と
り
が
、
居
住
者
組
合
が
当
該
事
案
を
あ
つ
か
う
管
轄
権
を
再
創
造
・

補
強
し
、
最
終
的
な
結
論
を
当
事
者
双
方
が
受
容
す
る
こ
と
に
寄
与
し
て
い
る
と
す
る
。
ま
た
、
と
き
お
り
、
当
事
者
の
一
方
が
最
初
に

機
関
代
表
者
に
接
触
す
る
さ
い
に
、
代
表
者
は
居
住
者
組
合
が
法
的
性
格
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
質
問
し
確
認
す
る
と
い
う
。
こ
れ
は
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S
an

to
s

の
み
る
と
こ
ろ
で
は
、
管
轄
を
作
り
出
す
効
果
を
生
じ
さ
せ
、
そ
れ
が
ひ
い
て
は
結
論
の
履
行
の
自
発
的
遵
守
へ
も
連
な
っ
て

い
る
。
と
く
に
相
手
方
に
対
し
て
は
、
代
表
者
が
直
接
ま
た
は
文
書
で

｢

勧
誘｣

を
お
こ
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
欠
席
に

よ
っ
て
不
利
な
解
決
が
な
さ
れ
て
も
警
察
が
介
入
し
て
強
制
的
に
執
行
す
る
こ
と
を
ほ
の
め
か
す
と
い
う
。
社
会
的
文
脈
が
異
な
る
場
所

で
の
研
究
で
あ
る
が
、S

F
C

B

と
近
い
状
況
の
紹
介
と
分
析
が
な
さ
れ
て
お
り
、
本
稿
で
論
じ
て
い
る
よ
う
な
当
事
者
が
実
践
的
に
機
関

の
正
当
性
を
形
成
し
て
自
発
的
に
服
従
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
も
の
と
分
析
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(

�)
G

ary
P

arq
u

in
an

d
L

in
d

a
H

arv
e

y
,

“
T

h
e

rap
e

u
tic

Ju
risp

ru
d

e
n

ce
,

T
ran

sfo
rm

ativ
e

M
e

d
iatio

n
,

an
d

N
arrativ

e
M

e
d

iatio
n
:

A

N
atu

ral
C

o
n

n
e

ctio
n
”

F
lorid

a
C

oa
sta

l
L

a
w

Jou
rn

a
l

V
o

l.
3
,

2
0

0
1

�20
0

2
,

p
p
.

1
6

7

�18
8
.

な
お
、P

arq
u

in

ら
の
議
論
は
、
治
療
的
法

律
学
と
い
う
観
点
か
ら
変
容
型
調
停

(
T

ran
sfo

rm
ativ

e
M

e
d

iatio
n)

と
物
語
型
調
停

(
N

arrativ
e

M
e

d
iatio

n)

の
共
通
性
に
着
目
し
、

調
停
実
践
に
お
い
て
、
両
方
の
調
停
モ
デ
ル
の
強
み
を
組
み
合
わ
せ
た
手
続
展
開
を
提
唱
す
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
調
停
開
始
時
は
個
別

面
談
に
よ
る
物
語
型
調
停
ス
タ
イ
ル
で
始
め
て
、
そ
の
あ
と
対
席
の
変
容
型
調
停
ス
タ
イ
ル
を
と
る
の
で
あ
る
。
手
続
は
一
貫
し
て
同
一

の
調
停
者
が
担
当
す
る
の
で
あ
り
、
調
停
者
と
明
確
に
峻
別
さ
れ
た
事
件
管
理
者
の
担
う
事
件
管
理
手
続
と
は
異
な
る
と
い
う
こ
と
も
押

さ
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

(

�)

物
語
型
調
停
論
で
は
、
支
配
的
な
物
語
で
構
築
さ
れ
た
当
事
者
の
紛
争
の
語
り
を
解
体
し
変
容
さ
せ
て
い
く
こ
と
を
重
視
し
て
お
り
、

そ
こ
で

｢

脱
構
築｣

と
い
う
用
語
が
使
用
さ
れ
る
。
脱
構
築
は
周
知
の
と
お
り
デ
リ
ダ
の
方
法
論
で
あ
り
、
高
橋
哲
哉

『

デ
リ
ダ

脱

構
築』

(

講
談
社
、
二
〇
〇
三
年)

に
よ
る
と
、
テ
キ
ス
ト
内
に
お
い
て
優
劣
を
も
つ
二
項
対
立
の
う
ち
優
位
の
も
の
を
内
部
、
劣
位
の

も
の
を
外
部
と
し
て
排
除
し
て
い
る
か
に
み
え
る
が
、
こ
の
外
部
は
内
部
の
う
ち
に
入
り
込
ん
で
お
り
、
本
体
に
と
っ
て
代
わ
っ
て
し
ま

う
と
い
う
運
動
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。
わ
が
国
で
物
語
型
調
停
論
を
採
用
す
る
研
修
用
教
材
で
あ
る
和
田
仁
孝
・
中
西
淑
美

『

医
療
メ

デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン

コ
ン
フ
リ
ク
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
へ
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
・
ア
プ
ロ
ー
チ』

(

シ
ー
ニ
ュ
、
二
〇
一
一
年)

六
二－

八

六
頁
の
説
明
も
、
さ
し
あ
た
り
こ
れ
に
親
和
的
で
あ
る
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
他
方
で
、
ポ
ス
ト
構
造
主
義
的
な
立
場
か
ら
調
停
に
お
け

る
語
り
の
理
論
化
を
試
み
る

S
ara

C
o

b
b
,

“
A

N
arrativ

e
P

e
rsp

e
ctiv

e
o

n
M

e
d

iatio
n
:

T
o

w
ard

th
e

m
ate

rializatio
n

o
f

th
e

‘S
to

ry
te

llin
g
’

M
e

tap
h

o
r”

,
in

J.
F

o
lg

e
r,

e
t.al.,

N
ew

D
irection

s
in

M
ed

ia
tion

:
C

om
m

u
n

ica
tion

R
esea

rch
a

n
d

P
ersp

ectives,
S

ag
e
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P
u

b
licatio

n
s,

In
c.

1
9

9
4
,

p
p

4
8

�63

は
、
一
貫
性
、
閉
鎖
性
、
相
互
依
存
性
と
い
う
語
り
の
三
つ
の
特
徴
に
着
目
し
つ
つ
、
物
語
型
調

停
で
は
当
事
者
た
ち
の
物
語
の
再
構
成
を
志
向
す
る
が
、
そ
こ
で
物
語
を
脱
構
築
さ
せ
る
た
め
の
調
停
者
の
実
践
的
技
法
は
も
は
や
手
続

的
な
介
入
に
止
ま
ら
ず
内
容
に
も
立
ち
入
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
そ
こ
で
は
、
調
停
者
が
当
事
者
た
ち
か
ら
中
立
で
あ
る

こ
と
が
疑
問
に
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

(

山
田
恵
子

｢

海
外
文
献
紹
介Jo

h
n

W
in

slad
e

an
d

G
e

rald
M

o
n

k
,

P
ra

cticin
g

N
a

rra
tive

M
ed

ia
tion

:
L

oosen
in

g
th

e
G

rip
of

C
on

flict(
Jo

sse
y
-B

ass,
2

0
0

8)｣

仲
裁
と
Ａ
Ｄ
Ｒ
第
四
号
六
二－

六
七
頁
も
参
照)

。
こ
の
よ
う
な

特
徴
を
も
つ
物
語
型
調
停
論
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
脱
構
築
の
正
確
な
理
解
を
得
て
い
な
い
こ
と
、
調
停
者
の
中
立
と
い
う
原
則
を
ど
の

よ
う
に
考
え
る
か
に
つ
き
十
分
に
つ
め
き
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
事
件
管
理
手
続
の
検
討
に
必
要
な
か
ぎ
り
で
参
考
に
す
る

に
止
め
る
。

(

�)

本
稿
は
、
当
該
民
間
調
停
機
関
の
書
式
や
配
布
資
料
、
規
程
な
ど
が
ま
と
め
ら
れ
た
内
部
用
の
冊
子
と
、
当
該
機
関
で
事
務
局
担
当

者
の
経
験
を
も
つ
ス
タ
ッ
フ
二
名
へ
の
聞
き
取
り
調
査
に
基
づ
い
て
い
る
。
ど
ち
ら
の
事
務
局
担
当
者
も
、
事
件
管
理
者
お
よ
び
調
停
者

の
経
験
を
も
っ
て
い
る
。
本
稿
は
よ
り
事
件
管
理
者
に
焦
点
を
あ
て
て
い
る
の
で
、
Ａ
事
件
管
理
者
、
Ｂ
事
件
管
理
者
と
表
記
す
る
。
こ

の
二
名
の
ス
タ
ッ
フ
へ
は
、
お
も
に
事
件
管
理
手
続
全
般
と
事
件
管
理
者
の
役
割
に
つ
い
て
聞
き
取
り
を
お
こ
な
っ
た
。
Ａ
事
件
管
理
者

に
は
二
〇
一
五
年
一
月
二
一
日
一
四：

〇
〇
〜
一
五：

〇
〇
、
Ｂ
事
件
管
理
者
に
は
二
〇
一
五
年
一
月
一
八
日
一
四：

〇
〇
〜
一
五：

二
〇
に
聞
き
取
り
調
査
を
実
施
し
た
。
ま
た
、
本
稿
で
は
、
匿
名
性
に
配
慮
す
る
た
め
、
一
部
、
当
該
機
関
の
規
則
と
は
異
な
る
名
称
で

各
役
割
を
記
載
し
て
い
る
。

(

�)

民
間
調
停
機
関
の
利
用
の
活
性
化
を
は
か
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
当
事
者
が
ど
の
よ
う
な
経
路
を
と
お
っ
て
た
ど
り
つ
い
た
の
か
に

目
を
む
け
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
、
滋
賀
県
司
法
書
士
会
調
停
セ
ン
タ
ー
の
活
動
を
報
告
す
る
山
田
栄
一
郎

｢

滋
賀
県
司
法
書
士
会
調

停
セ
ン
タ
ー

『

和

(

な
ご
み)』

の
現
状
と
取
組
み｣

登
記
情
報
六
四
二
号

(

二
〇
一
五
年)

六
六－

六
八－

頁
は
、
司
法
書
士
会
員
か

ら
の
紹
介
、
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
見
た
利
用
者
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
、
市
役
所
や
社
会
福
祉
協
議
会
な
ど
か
ら
の
紹
介
、

他
士
業
者
か
ら
の
紹
介
と
い
う
四
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
り
、
と
く
に

｢

顔
の
見
え
る
関
係｣

を
介
し
た
経
路
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

民
間
調
停
機
関
の
利
用
者
獲
得
戦
略
を
構
想
す
る
う
え
で
重
要
な
視
点
で
あ
る
。
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(

�)
N

e
w

Y
o

rk

の
民
間
調
停
機
関
で
あ
るN

Y
P

I

が
発
行
す
る
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
用
テ
キ
ス
トN

ew
Y

ork
P

ea
ce

In
stitu

te,
B

a
sic

M
ed

ia
tion

M
a

teria
l

W
in

ter
2

0
1

1
T

ra
in

in
g,

p
.

3
4

で
は
、
こ
の
面
談
の
目
的
は
二
つ
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
当
該
調
停
機

関
に
到
達
し
た
紛
争
が
調
停
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
家
庭
内
暴
力
の
前
歴
が
あ
る
よ
う
な
当
事
者

の
事
案
は
扱
わ
な
い
。
も
う
一
つ
は
、
調
停
を
開
始
す
る
の
に
必
要
な
デ
ー
タ
を
集
め
る
こ
と
で
あ
る
。
紹
介
元
が
あ
れ
ば
ど
こ
な
の
か
、

当
事
者
の
名
前
や
年
齢
や
住
所
な
ど
、
雇
用
状
況
、
紛
争
の
特
徴
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
様
の
作
業
が
、
適
切
な
機
関
運
営
の
点
か
ら
、

本
稿
で
検
討
す
る
わ
が
国
の
民
間
調
停
機
関
で
も
実
施
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(

�)

Ａ
事
件
管
理
者
に
よ
れ
ば
、
補
助
者
は

｢

新
し
く
名
簿
登
載
さ
れ
た
方
で
経
験
の
な
い
方
に
入
っ
て
い
た
だ
い
て
、
場
の
雰
囲
気
を

つ
か
ん
で
い
た
だ
く
た
め
に
一
緒
に
調
停
の
場
に
入
っ
て
み
て
も
ら
っ
て
い
る｣

調
停
者
養
成
の
一
部
と
し
て
の
面
を
も
っ
て
い
る
と
と

も
に
、
調
停
セ
ッ
シ
ョ
ン
終
了
後
に
事
件
管
理
者
、
調
停
者
、
補
助
者
で
振
り
返
り
の
機
会
を
設
け
て
い
る
が
、
そ
こ
で

｢

独
自
の
視
点

で
貴
重
な
意
見
を
も
ら
い
、
参
考
に｣

し
な
が
ら
進
め
て
い
る
と
し
て
、
調
停
の
質
の
向
上
に
貢
献
す
る
機
能
も
担
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。

(

�)

岡
住
・
前
掲

｢

群
馬
司
法
書
士
会
Ａ
Ｄ
Ｒ
セ
ン
タ
ー
の
開
設
〜
そ
の
意
義
と
若
干
の
論
点｣

五－

六
頁
、
松
下
・
前
掲

｢

愛
媛
和
解

支
援
セ
ン
タ
ー
の
歩
み｣

六
〇－

六
二
頁
、
山
田
・
前
掲

｢

自
治
体
ト
ラ
ブ
ル
の
解
決
支
援
事
例｣

三
八
頁
参
照
。

(

�)

山
本
・
前
掲

『

Ａ
Ｄ
Ｒ
法
制
の
現
代
的
課
題』

一
三
頁
、
垣
内
秀
介

｢

民
事
訴
訟
制
度
の
目
的
と
Ａ
Ｄ
Ｒ｣

『

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)

一
二
五－

一
五
三
頁
。

(

�)

小
林
徹

『

司
法
制
度
改
革
概
説
七

裁
判
外
紛
争
解
決
促
進
法』

(

商
事
法
務
、
二
〇
〇
五
年)

五
二
頁
は
、
同
条
文
の

｢

裁
判
外

紛
争
解
決
手
続
を
行
う
者｣

に
は
主
体
の
限
定
は
な
い
と
す
る
。

(

�)

松
下
・
前
掲

｢

愛
媛
和
解
支
援
セ
ン
タ
ー
の
歩
み｣

六
〇－
六
二
頁
で
は
、
事
件
管
理
手
続
で
の
相
手
方
へ
の
対
応
は
、
こ
の
機
関

と
同
じ
く
、
愛
媛
和
解
支
援
セ
ン
タ
ー
を
利
用
す
る
こ
と
を
申
込
人
か
ら
相
手
方
に
伝
え
て
も
ら
う
手
順
を
と
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、
愛

媛
和
解
支
援
セ
ン
タ
ー
事
務
局
か
ら
相
手
方
に
連
絡
を
し
て
出
席
を
依
頼
す
る
。
そ
の
さ
い
、
相
手
方
は
反
発
す
る
返
事
が
多
い
と
い
う
。

そ
こ
で
、｢

い
つ
か
は
ど
こ
か
で
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣

と
説
得
し
、
出
席
を
拒
否
す
る
人
に
も
ね
ば
り
づ
よ
く
繰
り
返
し
連
絡

を
す
る
と
す
る
。
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The Intake Process of Facilitative Mediation :

Focusing on the role of the Case Manager

Tsuneo NIKI

A lot of private ADRs, including uncertificated mediation, have been rising

in Japan since this judicial reform. However, disputants rarely use these

ADRs to solve their conflicts. These ADRs usually have “the intake

process” before mediation session. The intake process is very important for

these ADRs to induce users into mediation session. The case manager takes

a critical role during this process. This paper examines how the case man-

ager proceeds this stage to induce parties into mediation session. Part 1 con-

firms the importance of the intake process especially for uncertificated

mediation center in Japan. While Part 2 constructs the theoretical framework

to capture the inducible effect of the intake process fitting to facilitative me-

diation. Part 3 examines the empirical data, which are from some specific

uncertificated mediation center’s intake process in Japan, from this frame-

work. The findings of this study indicate that active listening during the in-

take process by case manager has inducible effect into mediation session.
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