
物
権
・
物
権
的
請
求
権
を
訴
訟
物
と
す
る
訴
訟
と

既
判
力
標
準
時
後
の
承
継
の
成
立
時
期

越

山

和

広

一

検
討
さ
れ
る
問
題
点
と
議
論
の
概
観

二

物
権
の
存
否
が
訴
訟
物
と
な
る
場
合

三

建
物
収
去
土
地
明
渡
請
求
権
が
訴
訟
物
で
あ
る
と
き
の
建
物
所
有
権
の
承
継

四

結

論

一

検
討
さ
れ
る
問
題
点
と
議
論
の
概
観

1

問
題
設
定

既
判
力
の
標
準
時
で
あ
る
事
実
審
の
口
頭
弁
論
終
結
後
に
、
訴
訟
物
で
あ
る
権
利
義
務
関
係
（
た
だ
し
、
こ
れ
は
広
く
解
さ
れ
て
い

る
）
に
つ
い
て
当
事
者
の
一
方
か
ら
第
三
者
へ
と
承
継
が
あ
っ
た
と
き
は
、
第
三
者
で
あ
る
承
継
人
に
対
し
て
確
定
判
決
の
既
判
力

が
拡
張
さ
れ
る
（
民
訴
法
一
一
五
条
一
項
三
号
）。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
裁
判
例
は
多
様
で
あ
る
が
、
訴
訟
物
で
あ
る
権
利
関
係
が
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物
権
そ
れ
自
体
ま
た
は
物
権
的
請
求
権
で
あ
る
場
合
に
、
原
告
ま
た
は
被
告
側
（
特
に
被
告
側
）
で
承
継
が
行
わ
れ
た
事
案
を
扱
っ

た
例
が
多
い
。

と
こ
ろ
で
、
民
法
一
七
六
条
・
一
七
七
条
は
不
動
産
物
権
変
動
に
お
け
る
登
記
の
役
割
に
つ
い
て
対
抗
要
件
主
義
に
立
つ
か
ら
、

物
権
・
物
権
的
請
求
権
を
訴
訟
物
と
す
る
訴
訟
で
承
継
が
問
題
と
な
る
事
案
で
は
、
意
思
表
示
に
よ
る
実
質
的
な
物
権
変
動
が
口
頭

弁
論
終
結
前
に
生
じ
た
が
、
対
抗
要
件
は
弁
論
終
結
後
に
備
わ
っ
た
と
い
う
場
合
が
あ
り
う
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
、

対
抗
要
件
の
具
備
に
よ
っ
て
既
判
力
標
準
時
後
の
承
継
が
あ
っ
た
と
解
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
標
準
時
前
に
承
継
は
完
了
し
て
い

る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
具
体
的
に
見
て
み
る
と
、
網
羅
的
で
は
な
い
が
、
次
の
よ
う
な
事
例
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

2

想
定
さ
れ
る
事
例

⑴

訴
訟
物
が
物
権
で
あ
る
場
合

①

所
有
権
確
認
訴
訟
の
原
告
側
で
承
継
が
あ
っ
た
が
、
登
記
具
備
は
弁
論
終
結
後
で
あ
っ
た
と
き
。
も
っ
と
も
、
登
記
を
有
し
て

い
る
原
告
が
所
有
権
確
認
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
は
現
実
的
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

②

相
手
方
が
登
記
名
義
を
有
す
る
場
合
に
、
そ
の
者
を
被
告
と
し
た
物
権
の
不
存
在
確
認
訴
訟
が
提
起
さ
れ
（
確
認
の
利
益
は
あ

る
も
の
と
す
る
）、
弁
論
終
結
後
に
登
記
名
義
の
承
継
が
あ
っ
た
と
き
。
こ
れ
は
後
述
す
る
大
審
院
の
判
決
が
扱
っ
た
例
で
あ
る
。

③

所
有
権
確
認
訴
訟
の
被
告
側
で
承
継
が
あ
っ
た
と
き
と
し
て
は
、
前
訴
被
告
を
起
点
と
す
る
二
重
譲
渡
の
事
案
が
あ
る
。
そ
の

他
、
土
地
所
有
者
と
抵
当
権
者
と
の
間
で
抵
当
権
存
在
確
認
判
決
が
あ
っ
た
後
に
、
被
告
で
あ
る
土
地
所
有
者
か
ら
第
三
者
に
土
地

所
有
権
の
譲
渡
が
あ
っ
た
場
合
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。

⑵

訴
訟
物
が
物
権
的
請
求
権
の
場
合
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④

所
有
権
に
基
づ
く
建
物
収
去
土
地
明
渡
請
求
訴
訟
の
係
属
中
に
建
物
所
有
権
の
譲
渡
が
あ
っ
た
が
、
登
記
は
弁
論
終
結
後
で
あ

っ
た
と
き
が
最
も
よ
く
問
題
と
さ
れ
る
。

3

議
論
状
況

⑴

承
継
の
対
象
が
不
動
産
物
権
そ
れ
自
体
で
あ
る
と
き

承
継
の
対
象
が
不
動
産
物
権
そ
れ
自
体
で
あ
る
と
き
、
承
継
の
成
立
時
期
は
、
意
思
表
示
に
よ
る
実
質
的
な
権
利
移
転
が
あ
っ
た

時
で
は
な
く
、
対
抗
要
件
を
具
備
し
た
時
で
あ
る
と
解
す
る
の
が
、
現
在
の
通
説
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、

事
実
審
の
口
頭
弁
論
終
結
前
に
不
動
産
物
権
が
移
転
し
て
も
、
そ
れ
は
単
な
る
原
因
行
為
と
同
一
視
さ
れ
る
に
す
ぎ
ず
、
弁
論
終
結

後
に
対
抗
要
件
の
具
備
が
あ
れ
ば
、
対
抗
要
件
を
具
備
し
た
そ
の
譲
受
人
に
対
し
て
既
判
力
が
拡
張
し
、
承
継
人
と
し
て
扱
う
こ
と

が
で
き
る
。

通
説
的
な
文
献
は
一
致
し
て
、
大
判
昭
和
一
七
年
五
月
二
六
日
（
民
集
二
一
巻
五
九
二
頁
）
を
通
説
と
同
趣
旨
で
あ
る
と
し
て
引

用
す
る
。
こ
の
判
決
は
次
の
章
で
検
討
す
る
が
、
判
決
文
か
ら
は
、
判
決
効
の
拡
張
を
実
体
法
上
の
対
抗
関
係
と
位
置
づ
け
て
理
解

す
る
趣
旨
が
読
み
取
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
昭
和
一
七
年
判
決
が
提
起
す
る
問
題
は
、
判
決
の
効
果
は
、
物
権
の
譲
受
人
が
対
抗
要

件
を
形
式
上
具
備
し
て
初
め
て
、
原
告
側
か
ら
攻
撃
的
に
（
前
訴
確
定
判
決
が
認
容
判
決
の
場
合
）
ま
た
は
、
被
告
側
か
ら
防
御
的
に

（
前
訴
確
定
判
決
が
棄
却
判
決
の
場
合
）
利
用
で
き
る
も
の
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
も
後
述
す
る
が
、
通
説
の
議

論
は
、
こ
の
場
合
の
既
判
力
の
第
三
者
へ
の
及
び
方
を
具
体
的
に
考
え
た
上
で
行
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
こ
の
点
を
具

体
的
に
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
前
者
の
問
題
は
、
検
討
の
便
宜
上
、
建
物
収
去
土
地
明

渡
請
求
権
を
扱
う
本
稿
三
で
論
じ
る
。
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⑵

所
有
権
に
基
づ
く
建
物
収
去
土
地
明
渡
請
求
権
の
場
合

所
有
権
に
基
づ
く
建
物
収
去
土
地
明
渡
請
求
権
が
訴
訟
物
と
な
る
場
合
で
被
告
側
で
承
継
が
あ
っ
た
と
き
に
つ
い
て
も
、
通
説
的

な
見
解
は
、
物
権
的
義
務
承
継
の
基
礎
と
な
る
建
物
所
有
権
の
対
抗
要
件
具
備
に
よ
っ
て
弁
論
終
結
後
の
承
継
の
有
無
を
決
定
す
る
。

し
か
し
、
こ
の
場
合
に
つ
い
て
、
判
例
は
別
異
に
解
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
土
地
上
の
建
物
の
所
有
権
に
つ
い
て
承
継
が
あ
っ
た

と
い
う
事
案
に
つ
い
て
は
、
所
有
権
移
転
の
時
期
を
も
っ
て
承
継
の
基
準
時
と
し
て
い
る
と
理
解
で
き
る
判
例
が
二
つ
見
出
さ
れ
る

（
最
判
昭
和
四
九
年
一
〇
月
二
四
日
判
時
七
六
〇
号
五
六
頁
、
最
判
昭
和
五
二
年
一
二
月
二
三
日
判
時
八
八
一
号
一
〇
五
頁
）。
こ
の
判
例
が

現
在
も
先
例
と
し
て
の
意
味
を
有
す
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
場
合
に
つ
い
て
も
登
記
の
時
期
を
も
っ
て
承
継
の
基
準
時
と
解
す
る
学
説

の
大
勢
と
判
例
の
考
え
方
は
一
致
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
最
近
の
判
例
の
中
に
は
、
所
有
権
移
転
時
期
を
も
っ
て
訴
訟
法
上

の
承
継
の
時
期
と
解
す
る
先
例
と
両
立
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
検
討
の
余
地
の
あ
る
も
の
が
公
に
さ
れ
て
い
る
（
最
判
平
成
六
年

二
月
八
日
民
集
四
八
巻
二
号
三
七
三
頁
）。
し
か
し
、
こ
の
判
例
の
訴
訟
法
的
な
評
価
は
ま
だ
十
分
で
は
な
い
。

⑶

ま
と
め

以
上
の
概
観
に
よ
れ
ば
、
最
も
議
論
が
あ
り
う
る
の
は
、
所
有
権
に
基
づ
く
建
物
収
去
土
地
明
渡
請
求
権
が
訴
訟
物
で
あ
る
と
き

に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
前
に
、
物
権
の
承
継
一
般
の
場
合
に
つ
い
て
先
例
と
し
て
引
用
さ
れ
る
昭
和
一
七
年
の
大
審
院

判
決
を
見
直
す
こ
と
か
ら
議
論
を
始
め
た
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
学
説
は
、
こ
の
判
例
を
単
純
に
引
用
し
な
が
ら
二
つ
の
タ
イ
プ
に
つ

い
て
特
に
区
別
す
る
こ
と
な
く
論
じ
る
の
で
、
学
説
の
出
発
点
と
な
っ
た
判
例
を
分
析
し
て
お
く
こ
と
が
有
益
だ
と
思
う
か
ら
で
あ

る
。
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二

物
権
の
存
否
が
訴
訟
物
と
な
る
場
合

1

大
判
昭
和
一
七
年
五
月
二
六
日
の
紹
介

本
件
の
前
訴
は
、

A
に
交
付
し
た
委
任
状
が

B
に
悪
用
さ
れ
て

C
を
債
権
者
と
し
て
抵
当
権
が
設
定
さ
れ
た
事
案
に
つ
い
て
の

X

の

C
に
対
す
る
抵
当
権
設
定
無
効
確
認
請
求

）
と
抵
当
権
登
記
抹
消
請
求
で
あ
り
、
昭
和
一
四
年
七
月
二
八
日
に
抵
当
権
の
設
定
は
有

効
に
行
わ
れ
た
と
し
て

X
敗
訴
の
判
決
が
確
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
前
訴
口
頭
弁
論
終
結
前
の
昭
和
一
三
年
九
月
一
三
日
に
、

Y

は

C
か
ら
被
担
保
債
権
お
よ
び
抵
当
権
の
譲
渡
を
受
け
、
口
頭
弁
論
終
結
後
の
昭
和
一
五
年
四
月
一
五
日
に
附
記
登
記
を
得
て
い
る
。

そ
こ
で
、

X
が

Y
に
対
し
て
、
前
訴
と
同
じ
請
求
を
立
て
て
第
二
訴
訟
を
提
起
し
た
と
こ
ろ
、

Y
が
口
頭
弁
論
終
結
後
の
承
継
人
に

該
当
す
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
っ
た
。

大
審
院
は
、
承
継
人
と
は
確
定
判
決
に
拘
束
さ
れ
る
べ
き
当
事
者
ま
た
は
そ
の
承
継
人
に
対
し
て
自
分
が
そ
の
相
手
方
の
承
継
人

で
あ
る
こ
と
を
主
張
で
き
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
承
継
人
該
当
性
の
判
断
は
、
訴
訟
物
で
あ
る
法
律
関
係
に
つ
き
事
実

上
承
継
が
あ
っ
た
時
期
で
は
な
く
、
対
抗
要
件
を
要
す
る
権
利
変
動
の
と
き
は
、
そ
の
対
抗
要
件
が
口
頭
弁
論
終
結
後
に
具
備
さ
れ

た
か
ど
う
か
で
決
め
る
べ
き
で
あ
る
と
し
た

）
。

2

判
例
・
通
説
に
立
脚
し
た
場
合
の
検
討

⑴

問
題
と
な
り
う
る
点

こ
の
判
例
の
立
場
で
は
、
訴
訟
係
属
中
に
被
担
保
債
権
の
譲
渡
に
伴
う
抵
当
権
の
承
継
が
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
て
も
、
訴
訟
承

継
（
民
訴
法
四
九
条
以
下
）
に
お
け
る
承
継
人
概
念
と
既
判
力
標
準
時
後
の
承
継
人
概
念
が
一
致
す
る
と
解
す
る
限
り
、
登
記
が
な

け
れ
ば
承
継
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
ら
な
い
の
で
、
当
事
者
お
よ
び
第
三
者
い
ず
れ
の
側
か
ら
も
訴
訟
承
継
（
参
加
・
引
受
承
継
）
の
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手
続
を
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
が
原
則
で
あ
る

）
。

他
方
、

C
か
ら

Y
へ
の
物
権
の
承
継
が
実
体
的
に
は
あ
っ
た
と
認
定
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
前
主

C
が

X
と
の
関
係
で
権
利
者
で

あ
る
と
の
実
体
判
断
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
裁
判
所
は
、
こ
の
事
例
で
は
、
請
求
を
そ
の
理
由
か
ら
認
容
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
は
ず
で
あ
る

）
。
し
か
し
、
大
審
院
の
事
案
で
は
、
こ
の
点
が
見
過
ご
さ
れ
て

X
が
前
訴
で
敗
訴
し
て
い
る
。
こ
の
事
案
と
し

て
の
特
殊
性
を
そ
の
後
の
学
説
が
十
分
に
意
識
し
て
、
対
抗
要
件
具
備
時
期
を
承
継
の
時
期
と
す
る
見
解
を
形
成
し
て
き
た
の
か
ど

う
か
が
問
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る

）
。

⑵

前
訴
で
実
体
的
承
継
が
あ
っ
た
と
し
て
判
決
が
さ
れ
た
場
合
の
処
理

で
は
、
こ
の
点
を
見
過
ご
さ
ず
に
、
前
訴
で

X
の
請
求
を
認
容
す
る
判
決
が
さ
れ
た
と
す
る
と
、
そ
の
後
の
訴
訟
の
展
開
は
ど
う

な
る
の
だ
ろ
う
か
。
既
判
力
の
標
準
時
で
あ
る
弁
論
終
結
後
に
承
継
人
が
登
記
を
具
備
し
た
と
し
て
、

X
か
ら
ふ
た
た
び
第
二
訴
訟

が
提
起
さ
れ
る
と
、
承
継
人
に
対
す
る
既
判
力
拡
張
の
問
題
が
生
じ
る
と
い
う
の
が
判
例
の
趣
旨
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
抵
当
権

不
存
在
確
認
の
訴
え
（
前
訴
）
を
認
容
す
る
確
定
判
決
の
既
判
力
は
、
原
告

X
お
よ
び
第
一
訴
訟
の
被
告

C
（
譲
渡
人
）
の
間
で
既

判
力
標
準
時
に
抵
当
権
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
確
定
し
、
そ
の
既
判
力
が
第
三
者
に
拡
張
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
登
記
を
そ
の
後
に

備
え
た
第
二
訴
訟
の
被
告
（
譲
受
人
）

Y
は
、
口
頭
弁
論
終
結
後
の
承
継
人
に
該
当
す
る
か
ら
、
結
局
、

Y
は
、
既
判
力
標
準
時
に

お
け
る
抵
当
権
の
不
存
在
を
争
う
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。

標
準
時
に
お
け
る
抵
当
権
の
不
存
在
を
争
う
こ
と
が
で
き
な
い

結
果
と
し
て
、
承
継
人
は
、
弁
論
終
結
後
の
承
継
を
実
体
的

に
理
由
付
け
る
こ
と
も
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
に
解
す
る
見
解
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
前

訴
判
決
は
、
前
訴
当
事
者
の
間
で
は
抵
当
権
が

も
は
や
存
し
な
い

と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
に
と
ど
ま
る
は
ず
で
あ
り
、

そ
の
既
判
力
に
よ
っ
て
承
継
人
が
譲
り
受
け
た
物
権
の
主
張
を
理
由
付
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
の
は
奇
妙
だ
か
ら
で
あ
る
。
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ま
た
逆
に
、
前
訴
の
相
手
方
が
既
判
力
を
有
利
に
主
張
で
き
る
と
解
す
る
の
は
お
か
し
い
。
で
は
、
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
こ
の
点
を

う
ま
く
説
明
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

第
一
に
、
訴
訟
係
属
中
に
権
利
移
転
行
為
が
あ
っ
た
が
そ
れ
だ
け
で
は
原
因
行
為
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
場
合
に
は
、
既
判
力
は
標

準
時
に
お
け
る
訴
訟
物
た
る
権
利
・
法
律
関
係
の
不
存
在
を
確
定
す
る
だ
け
で
、
そ
れ
以
前
に
前
主
が
抵
当
権
者
で
あ
っ
た
か
ど
う

か
は
既
判
力
の
及
ぶ
対
象
で
は
な
い
と
解
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る

）
。
確
か
に
、
こ
の
よ
う
に
解
す
れ
ば
、
承
継
人
が
既
判
力
拡
張

に
よ
っ
て
敗
訴
す
る
可
能
性
は
な
く
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
上
で
既
判
力
の
拡
張
を
肯
定
し
て
も
、
承
継
人
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、

物
権
の
譲
受
が
有
効
に
行
わ
れ
た
と
い
う
事
実
を
前
主
の
取
得
原
因
事
実
も
含
め
て
主
張
立
証
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
、
と
く
に
承

継
人
に
と
っ
て
利
益
に
な
ら
な
い
。
よ
り
正
確
に
言
う
な
ら
ば
、
有
利
に
も
不
利
に
も
作
用
し
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
だ

と
す
れ
ば
、
承
継
人
は
、
む
し
ろ
、
参
加
承
継
を
す
る
こ
と
で
自
己
に
有
利
な
訴
訟
状
態
を
引
き
継
い
で
本
案
判
決
を
受
け
る
ほ
う

が
利
益
な
の
で
あ
っ
て
、
承
継
人
に
対
し
て
有
利
に
も
不
利
に
も
作
用
し
な
い
既
判
力
の
拡
張
を
肯
定
し
て
も
紛
争
解
決
に
寄
与
し

な
い
の
で
は
な
い
か
、
既
判
力
は
実
効
的
に
機
能
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、

登
記
の
あ
る
・
な
し
に
か
か
わ
ら
ず
、
承
継
人
に
対
し
て
参
加
承
継
の
可
能
性
を
認
め
る
ほ
う
が
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

）
。

第
二
に
、
対
抗
要
件
の
具
備
し
て
い
な
い
段
階
で
は
第
三
者
と
の
間
で
の
争
い
は
顕
在
化
す
る
こ
と
は
な
い
か
ら
、
抵
当
権
設
定

行
為
が
有
効
で
あ
る
と
判
断
で
き
る
以
上
、
前
訴
当
事
者
間
の
請
求
は
（
こ
の
事
案
で
は
）
棄
却
す
べ
き
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
は

で
き
る
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
一
般
化
す
れ
ば
、
譲
渡
行
為
が
あ
っ
た
こ
と
（
事
件
適
格
の
移
転
）
を
無
視
し
て
本
案
判
決
を
す
る
べ

き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る

）
。
そ
う
解
す
る
な
ら
ば
、
対
抗
要
件
の
具
備
を
要
す
る
権
利
関
係
の
承
継
が
あ
っ
た
と
き
に
つ

い
て
は
、
訴
訟
承
継
主
義
で
は
な
く
、
判
決
効
の
拡
張
を
伴
う
当
事
者
恒
定
主
義
を
採
用
し
た
の
と
同
じ
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
魅

力
的
に
映
る
が
、
第
三
者
に
対
し
て
不
利
に
既
判
力
が
拡
張
す
る
事
案
で
、
そ
の
正
当
化
が
可
能
か
ど
う
か
と
い
う
難
問
に
直
面
す

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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3

判
例
・
通
説
に
立
脚
し
な
い
場
合
の
検
討

対
抗
要
件
の
具
備
時
期
を
問
題
と
し
な
い
考
え
方
に
立
つ
な
ら
ば
ど
う
な
る
か
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
口
頭
弁
論
終
結
前
に
権
利
移

転
行
為
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
訴
訟
係
属
中
判
明
す
れ
ば
、
訴
訟
承
継
の
手
続
を
い
ず
れ
の
側
か
ら
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

立
場
か
ら
は
、
登
記
が
物
権
変
動
の
要
件
で
あ
る
か
の
よ
う
な
解
釈
を
採
用
す
る
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
物
権
の
譲
渡
人
お
よ
び
譲
受

人
の
間
で
は
争
い
が
な
い
物
権
の
取
得
を
直
ち
に
訴
訟
上
主
張
で
き
る
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
考
え
方
に
も
難
点
が
あ

る
こ
と
は
否
め
な
い
。

最
大
の
難
点
は
、
訴
訟
承
継
主
義
の
限
界
で
あ
る

）
。
訴
訟
承
継
が
行
わ
れ
な
い
場
合
、
係
争
物
の
譲
渡
に
よ
り
前
主
で
あ
る
当
事

者
の
当
事
者
適
格
が
失
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
裁
判
所
が
権
利
移
転
の
事
実
を
知
れ
ば
、
そ
れ
に
応
じ
た
本
案
判
決
を
す
る
べ
き

こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
判
決
の
効
果
が
前
訴
当
事
者
（
相
手
方
）
と
承
継
人
の
間
に
及
ぶ
こ
と
は
な
い
の
で
、
第
二
訴
訟
で

は
前
訴
の
相
手
方
も
承
継
人
も
、
最
初
か
ら
主
張
立
証
し
な
け
れ
ば
勝
訴
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
第

一
訴
訟
が
無
駄
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
無
駄
を
避
け
る
に
は
訴
訟
承
継
を
す
る
べ
き
で
あ
る
が
、
承
継
原
因
を
常
に

知
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
が
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
が
訴
訟
承
継
主
義
の
限
界
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
訴
訟
承
継
の
原
因
が
あ
る
こ
と
は
少
な
く
と
も
譲
受
人
に
は
明
白
だ
か
ら
、
参
加
承
継
の
可
能
性
は
大
き
い
と
は
考

え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
承
継
人
に
は
前
述
の
検
討
に
よ
れ
ば
、
参
加
す
る
利
益
が
あ
る
と
解
さ
れ
る
し
、
参
加
し
な
い
と
既
判
力

を
援
用
で
き
な
い
こ
と
が
参
加
の
動
機
付
け
に
な
り
う
る
。
ま
た
、
参
加
し
な
い
と
既
判
力
を
援
用
で
き
な
い
こ
と
を
、
譲
受
人
が

参
加
承
継
を
し
な
か
っ
た
こ
と
で
生
じ
た
不
利
益
な
結
果
と
し
て
正
当
化
す
る
余
地
が
あ
る
。
し
か
し
、
翻
っ
て
考
え
て
み
る
と
、

そ
も
そ
も
相
手
方
当
事
者
の
側
は
承
継
原
因
を
知
り
え
な
い
か
、
知
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
訴
訟
承
継
主
義
の
限
界

と
い
う
問
題
の
根
源
的
な
原
因
で
あ
る
。
ま
た
、
仮
に
知
っ
て
い
て
も
訴
訟
承
継
の
手
続
を
行
う
た
め
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
あ
る

の
か
ど
う
か
も
問
題
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
検
討
し
た
昭
和
一
七
年
判
決
の
例
で
は
、
い
ま
だ
登
記
が
な
い
抵
当
権
の
承
継
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人
は
相
手
方
当
事
者
に
対
抗
で
き
な
い
か
ら
、
原
告
が
引
受
承
継
を
申
し
立
て
る
こ
と
に
利
益
を
感
じ
る
こ
と
は
な
い
か
ら
、
訴
訟

承
継
の
可
能
性
を
開
く
こ
と
に
意
味
が
あ
る
の
か
と
い
う
批
判
が
予
想
さ
れ
る
。
し
か
し
、
所
有
権
確
認
訴
訟
の
被
告
が
物
権
を
二

重
譲
渡
し
た
事
案
を
想
定
す
る
と
、
こ
の
場
合
に
は
、
原
告
は
譲
受
人
が
登
記
を
備
え
る
こ
と
を
待
た
ず
に
こ
れ
を
手
続
に
引
き
込

む
こ
と
に
利
益
が
あ
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
同
じ
こ
と
は
、
所
有
権
確
認
訴
訟
の
原
告
側
で
承
継
が
あ
っ
た
場
合
に
も
あ
て
は
ま
る

の
で
は
な
い
か
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
難
点
は
す
べ
て
の
場
合
に
当
て
は
ま
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

4

中
間
的
ま
と
め

以
上
の
よ
う
に
、
筆
者
は
、
既
判
力
の
及
び
方
か
ら
す
る
と
、
登
記
基
準
説
、
実
質
的
権
利
移
転
時
説
の
い
ず
れ
に
も
難
点
が
あ

る
と
考
え
る
が
、
本
稿
で
は
、
実
質
的
権
利
移
転
時
に
承
継
が
あ
っ
た
と
考
え
て
、
訴
訟
承
継
の
可
能
性
を
認
め
る
方
向
を
支
持
し

て
お
き
た
い
。
も
っ
と
も
、
判
例
は
、
訴
訟
承
継
主
義
の
限
界
を
補
充
す
る
た
め
に
、
明
確
な
登
記
の
承
継
を
基
準
時
と
し
て
判
決

効
の
拡
張
を
認
め
た
の
だ
と
評
価
す
る
こ
と
も
で
き

）
、
こ
の
よ
う
に
解
す
る
の
が
正
し
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
評
価

が
正
し
い
と
し
て
も
、
そ
こ
で
拡
張
さ
れ
る
既
判
力
が
紛
争
解
決
の
た
め
に
有
意
義
か
ど
う
か
、
不
利
益
な
拘
束
を
正
当
化
で
き
る

の
か
否
か
は
前
述
の
通
り
問
題
で
あ
る
。
ま
た
、
通
説
に
立
つ
と
し
て
も
、
承
継
人
に
対
す
る
既
判
力
の
及
び
方
（
第
二
訴
訟
で
の

審
理
範
囲
）
に
つ
い
て
、
前
述
の
よ
う
に
詰
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
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三

建
物
収
去
土
地
明
渡
請
求
権
が
訴
訟
物
で
あ
る
と
き
の
建
物
所
有
権
の
承
継

1

二
つ
の
最
高
裁
判
決

建
物
収
去
土
地
明
渡
請
求
権
が
訴
訟
物
で
あ
る
と
き
に
、
建
物
所
有
権
の
譲
渡
が
あ
っ
た
が
、
登
記
は
弁
論
終
結
後
で
あ
っ
た
と

き
に
つ
い
て
は
、
二
つ
の
最
高
裁
判
決
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
同
じ
当
事
者
が
同
じ
確
定
判
決
を
債
務
名
義
と
す
る
強
制
執
行
に
対

し
て
請
求
異
議
の
訴
え
と
執
行
文
付
与
に
対
す
る
異
議
の
訴
え
を
別
々
に
提
起
し
た
も
の
で
あ
り
、
実
質
的
に
同
じ
事
件
で
あ
る
。

事
案
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
前
訴
で

Y
は

A
ら
に
対
し
て
所
有
権
に
基
づ
く
建
物
収
去
土
地
明
渡
請
求
訴
訟
を
提
起
し
、
認
容
判

決
を
得
て
い
る
（
口
頭
弁
論
終
結
が
昭
和
三
五
年
、
確
定
が
昭
和
三
七
年
一
一
月
三
〇
日
）。
こ
れ
に
対
し
て
、

A
ら
か
ら
建
物
を
譲
り

受
け
た

X
が
請
求
異
議
の
訴
え
を
起
こ
し
た
の
に
答
え
た
の
が
昭
和
四
九
年
判
決
で
、
執
行
文
付
与
に
対
す
る
異
議
の
訴
え
を
提
起

し
た
の
に
答
え
た
の
が
昭
和
五
二
年
判
決
で
あ
る
。
建
物
の
譲
渡
を
受
け
た
の
は
弁
論
終
結
前
の
昭
和
二
八
年
八
月
一
〇
日
で
あ
る

が
、
昭
和
三
三
年
五
月
一
〇
日
に
仮
登
記
を
経
由
し
、
弁
論
終
結
後
の
昭
和
四
〇
年
一
一
月
一
二
日
に
本
登
記
を
経
由
し
て
い
る
。

所
有
権
移
転
の
時
期
と
し
て
、
昭
和
五
二
年
の
事
件
で
は
昭
和
四
九
年
の
事
件
で
主
張
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
代
金
完
済
時
に
お
け
る

所
有
権
移
転
の
特
約
（
昭
和
四
〇
年
一
一
月
）
が
主
張
さ
れ
、
そ
れ
が
認
定
さ
れ
た
結
果
、
結
局

X
は
い
ず
れ
の
請
求
に
つ
い
て
も

敗
訴
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
二
つ
の
判
決
と
も
に
、

土
地
所
有
権
に
基
づ
く
物
上
請
求
権
を
行
使
し
て
建
物
収
去
土
地
明
渡
を
請
求
す
る
訴
訟

に
お
い
て
は
、
現
実
に
建
物
を
所
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
土
地
を
占
拠
し
、
土
地
の
所
有
権
を
侵
害
し
て
い
る
者
を
被
告
と
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
五
二
年
判
決
の
表
現
）
と
の
前
提
に
立
つ
。
そ
し
て
、
最
判
昭
和
四
九
年
一
〇
月
二
四
日

）
は
、

X
が

A
ら

か
ら
本
件
建
物
の
譲
渡
を
受
け
た
の
は
、
本
件
確
定
判
決
の
訴
訟
の
第
二
審
口
頭
弁
論
終
結
時
以
前
の
こ
と
だ
か
ら
、
本
件
確
定
判

決
の
う
ち
建
物
収
去
土
地
明
渡
し
を
命
ず
る
部
分
に
つ
い
て
、

X
は
口
頭
弁
論
終
結
後
の
承
継
人
で
は
な
く
、
右
債
務
名
義
に
対
す
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る
請
求
異
議
の
訴
に
つ
き
原
告
適
格
を

有
し
な
い
と
し
た
。
ま
た
、
最
判
昭
和
五
二
年
一
二
月
二
三
日

）
は
、

X
が
本
件
建
物
の
所

有
権
を
取
得
し
た
の
は
本
件
確
定
判
決
の
基
礎
と
な
っ
た
事
実
審
口
頭
弁
論
の
終
結
時
よ
り
以
後
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、

X
は
、
右

仮
登
記
お
よ
び
こ
れ
に
基
づ
く
本
登
記
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
本
件
確
定
判
決
の
基
礎
と
な
っ
た
事
実
審
口
頭
弁
論
終
結
後
に
本

件
建
物
を
収
去
し
て
本
件
土
地
を
明
渡
す
べ
き
義
務
を

A
ら
か
ら
承
継
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

X
は
本
件
確
定
判
決
の

口
頭
弁
論
終
結
後
の
承
継
人
に
あ
た
る
か
ら
承
継
執
行
文
の
付
与
が
受
け
ら
れ
る
と
し
て
、
執
行
文
付
与
に
対
す
る
異
議
を
排
斥
し

て
い
る
。

2

判
例
の
説
明

判
例
は
、

建
物
所
有
権
の
現
実
的
移
転
↓
被
告
適
格
の
承
継
↓
訴
訟
承
継
ま
た
は
既
判
力
標
準
時
後
の
承
継
の
時
期

と
い
う

図
式
で
考
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
昭
和
一
七
年
判
決
と
は
異
な
っ
て
、
建
物
収
去
土
地
明
渡
請
求
権
が
訴
訟
物
で

あ
る
と
き
に
、
被
告
と
な
る
べ
き
地
位
を
基
礎
付
け
る
建
物
所
有
権
の
譲
渡
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
物
権
的
請
求
権
の
相
手

方
は
だ
れ
な
の
か
と
い
う
問
題
と
し
て
考
察
し
、
対
抗
問
題
と
し
て
考
え
な
い
か
、
ま
た
は
対
抗
問
題
に
近
づ
け
て
考
え
る
べ
き
で

は
な
い
と
見
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
二
つ
の
判
決
が
引
用
す
る
昭
和
三
五
年
判
決
の
考
え
方
を
基
礎
と
し
て
い
る
が

）
、

四
九
年
判
決
に
付
さ
れ
た
大
隅
裁
判
官
の
反
対
意
見
は
、
こ
の
よ
う
な
理
解
を
非
と
し
、
む
し
ろ
対
抗
関
係
に
近
づ
け
て
考
え
る
べ

き
だ
と
す
る
。

い
ず
れ
の
判
決
も
、
事
案
の
解
決
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
請
求
異
議
お
よ
び
執
行
文
付
与
に
対
す
る
異
議
を
認
め
る
必
要
は
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
結
論
に
対
し
て
異
論
は
な
い
が
、
こ
の
ケ
ー
ス
で
、
も
し
通
説
で
あ
る
対
抗
要
件
基
準
説
を
と
る

と
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
仮
登
記
に
基
づ
く
本
登
記
が
さ
れ
て
い
る
点
が
問
題
と
な
る
が
、
対
抗
力
が
あ
る
本
登
記
の
時
点
を
基

準
と
す
る
な
ら
ば
、
い
ず
れ
の
事
案
で
も

X
は
弁
論
終
結
後
の
承
継
人
に
該
当
す
る
。
そ
う
す
る
と
、
執
行
文
付
与
に
対
す
る
異
議
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は
や
は
り
認
容
さ
れ
な
い
。
請
求
異
議
に
つ
い
て
は
、

X
は
承
継
人
と
し
て
原
告
適
格
を
認
め
ら
れ
る
が
、
執
行
を
受
忍
す
べ
き
立

場
に
あ
る
と
の
理
由
か
ら
棄
却
す
る
こ
と
に
な
る
（
四
九
年
判
決
の
大
隅
反
対
意
見
は
そ
の
よ
う
に
解
す
る
）
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ

て
、
こ
の
判
例
の
事
案
で
は
、
対
抗
要
件
基
準
説
を
と
る
か
ど
う
か
で
結
論
が
変
わ
る
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ

の
問
題
を
も
う
少
し
分
析
す
る
た
め
に
、
学
説
に
眼
を
向
け
る
こ
と
に
す
る
。

3

学

説

こ
の
問
題
は
、
教
科
書
・
注
釈
書
の
レ
ベ
ル
で
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
詳
細
に
議
論
さ
れ
て
い
な
い
が
、
建
物
収
去
土

地
明
渡
請
求
訴
訟
の
事
案
で
も
対
抗
要
件
が
備
わ
っ
た
時
期
を
基
準
に
す
る
見
解
が
一
般
的
で
あ
る
こ
と
は
本
稿
一
3
⑵
で
述
べ
た

と
お
り
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
あ
る
程
度
詳
し
い
検
討
を
行
っ
て
い
る
見
解
と
し
て
、
竹
下
守
夫
教
授
の
見
解
と
上
野

男
教
授
の

見
解
を
取
り
上
げ
る
。

⑴

竹
下
説
と
そ
の
検
討

）

建
物
収
去
土
地
明
渡
請
求
訴
訟
に
つ
い
て
、
原
告
側
で
の
土
地
所
有
権
の
承
継
ま
で
視
野
に
入
れ
て
詳
細
に
検
討
す
る
の
が
、
竹

下
説
で
あ
る
。
こ
の
見
解
を
要
約
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

（
一
）

原
告
側
で
承
継
が
あ
っ
た
と
き

（
一
の
一
）

原
告
側
勝
訴
‥
承
継
人
に
有
利
な
拡
張
を
認
め
る
。
た
だ
し
、
承
継
人
は
登
記
を
得
た
後
に
既
判
力
を
利
用
で
き
る

（
被
告
が
承
継
を
認
め
る
と
き
は
別
）。
被
告
は
承
継
人
の
標
準
時
前
に
お
け
る
所
有
権
取
得
を
認
め
て
も
既
判
力
を
免
れ
な
い
。

（
一
の
二
）

原
告
側
敗
訴
‥
承
継
人
は
基
準
時
前
の
承
継
人
で
あ
る
こ
と
を
主
張
で
き
な
い
。
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（
二
）

被
告
側
で
承
継
が
あ
っ
た
と
き

（
二
の
一
）

原
告
側
勝
訴
‥
基
準
時
後
に
登
記
を
得
た
承
継
人
は
原
告
側
に
対
し
て
基
準
時
前
の
承
継
人
で
あ
る
こ
と
を
主
張
で
き

な
い
。

（
二
の
二
）

原
告
側
敗
訴
‥
承
継
人
に
有
利
な
既
判
力
拡
張
を
認
め
る
。
原
告
側
が
承
継
人
の
標
準
時
前
に
お
け
る
所
有
権
取
得
を

認
め
て
も
既
判
力
を
免
れ
な
い
。

竹
下
説
で
は
、
原
告
側
の
勝
訴
・
敗
訴
と
い
う
場
合
わ
け
が
さ
れ
て
い
る
が
、
ど
の
よ
う
な
理
由
で
原
告
は
勝
訴
ま
た
は
敗
訴
す

る
こ
と
が
あ
る
の
か
を
具
体
的
に
考
え
て
み
る
と
、
竹
下
説
で
は
、
承
継
の
事
実
を
度
外
視
し
て
原
告
の
勝
訴
・
敗
訴
と
い
う
こ
と

を
考
え
た
上
で
の
立
論
な
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。

す
な
わ
ち
、
原
告
側
承
継
（
一
の
一
）
の
場
合
、
原
告
が
勝
訴
す
る
の
は
、
承
継
に
気
付
か
ず
に
原
告
の
請
求
に
理
由
あ
り
と
判

断
し
た
場
合
に
限
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
場
合
で
あ
れ
ば
、
竹
下
説
の
結
論
に
異
論
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
と
き
に
ど
の
よ

う
な
意
味
で
、
こ
の
判
決
の
既
判
力
が
承
継
人
に
有
利
に
作
用
す
る
の
か
、
な
お
検
討
す
る
必
要
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
た
だ
、
こ

の
場
合
は
、
原
告
側
の
承
継
人
が
既
判
力
を
援
用
し
て
承
継
を
理
由
付
け
る
こ
と
が
容
易
に
な
る
か
ら
、
あ
え
て
問
題
と
す
る
ま
で

も
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

次
に
、
原
告
側
承
継
（
一
の
二
）
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
も
と
も
と

X
の
請
求
に
理
由
が
な
い
と
し
て
敗
訴
し
た
の
で
あ
れ
ば
、

こ
の
結
論
で
問
題
は
な
い
。
し
か
し
、
承
継
が
あ
っ
た
こ
と
に
基
づ
い
て
原
告
の
土
地
所
有
権
喪
失
の
抗
弁
が
成
立
し
て
敗
訴
し
た

場
合
に
は
、
承
継
人
は
基
準
時
前
の
承
継
人
で
あ
る
こ
と
を
主
張
で
き
な
い
と
い
う
の
は
そ
れ
で
よ
い
と
し
て
も
、
承
継
人
は
自
分

の
実
体
的
承
継
の
事
実
を
主
張
立
証
す
る
機
会
を
も
奪
わ
れ
た
ま
ま
で
既
判
力
の
拡
張
を
受
け
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
が
生
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じ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
被
告
側
承
継
に
つ
い
て
は
一
層
問
題
が
大
き
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
被
告
側
承
継
（
二
の
一
）
の
場
合
に
、
被

告
側
の
承
継
人
が
既
判
力
の
不
利
な
拡
張
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
の
結
論
自
体
は
問
題
が
な
い
と
思
え
る
。
し
か
し
、
承
継

に
気
付
か
ず
に
原
告
の
請
求
に
理
由
あ
り
と
判
断
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
参
加
承
継
の
余
地
を
認
め
る
必
要
は

な
い
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
次
に
検
討
す
る
平
成
六
年
判
決
と
関
係
し
て
く
る
が
、
被
告
の
建
物
所
有
権
に
つ
き
承
継
が
あ
っ
て
も

対
抗
要
件
を
具
備
し
な
い
限
り
原
告
の
請
求
は
認
容
さ
れ
る
と
の
解
釈
を
と
る
な
ら
ば
、
原
告
は
勝
訴
す
る
。
こ
の
と
き
、
登
記
時

に
承
継
が
あ
っ
た
と
の
解
釈
を
同
時
に
採
用
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
も
訴
訟
承
継
主
義
で
は
な
く
、
判
決
の
効
果
の
拡
張
を
伴
う
当

事
者
恒
定
主
義
を
採
用
し
た
の
と
同
じ
こ
と
に
な
る
。
で
は
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

最
後
に
、
被
告
側
承
継
（
二
の
二
）
の
場
合
で
あ
る
が
、
も
と
も
と

X
の
請
求
に
理
由
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
結
論
は
こ
れ
で
よ

い
。
し
か
し
、
承
継
に
よ
り
被
告
の
建
物
所
有
権
喪
失
の
抗
弁
が
成
立
し
て
原
告
が
敗
訴
し
た
場
合
、
被
告
側
の
承
継
人
に
有
利
な

既
判
力
拡
張
と
い
う
こ
と
が
あ
り
う
る
の
か
ど
う
か
が
は
っ
き
り
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
場
合
、
原
告
が
前
訴
被
告
に
対
し

て
建
物
収
去
土
地
明
渡
請
求
権
を
主
張
で
き
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
原
告
は
承
継
人
に
も
建
物
収
去
土
地
明
渡
請
求
権
を
主
張
で
き

な
い
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

た
だ
、
竹
下
説
の
基
本
的
な
難
点
は
、
訴
訟
承
継
の
概
念
と
既
判
力
標
準
時
後
の
承
継
の
概
念
を
分
離
す
る
こ
と
で
、
つ
ま
り
、

登
記
な
し
で
訴
訟
承
継
が
で
き
る
と
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
避
け
る
こ
と
が
で
き
、
現
に
竹
下
説
は
こ
の
よ
う
に
解
し
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
、
竹
下
説
に
対
す
る
疑
問
と
し
て
は
、
既
判
力
の
及
び
方
を
抽
象
的
に
考
え
す
ぎ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
の

ほ
か
、
竹
下
説
で
は
、
土
地
明
渡
訴
訟
に
お
け
る
土
地
所
有
者
と
建
物
所
有
者
と
の
間
で
既
判
力
を
主
張
す
る
こ
と
を
対
抗
問
題
と

位
置
づ
け
る
こ
と
に
な
る
が

）
、
そ
の
理
由
が
は
っ
き
り
し
な
い
こ
と
の
二
つ
に
集
約
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
後
者
に
つ
い
て
も
う
少

し
述
べ
る
と
、
土
地
明
渡
訴
訟
の
原
告
側
で
承
継
が
あ
っ
た
場
合
、
原
告
（
土
地
所
有
者
）
の
承
継
人
が
承
継
に
よ
り
取
得
し
た
土
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地
所
有
権
に
基
づ
く
物
権
的
請
求
権
を
建
物
所
有
者
=
土
地
占
有
者
に
対
し
て
訴
訟
上
主
張
す
る
た
め
に
な
ぜ
登
記
を
要
す
る
の
か

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
た
と
え
ば
、
被
告
側
の
承
継
人
が
原
告
の
土
地
所
有
権
を
否
認
す
る
に
は
登
記
が
必
要
と
は
考
え
ら

れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
の
か
。
す
な
わ
ち
、
実
体
法
論
理
か
ら
離
反
す
る
に
は
そ
れ
な
り
の
理
由
付
け
が
必
要
で
あ
る
と
こ

ろ
、
そ
の
点
に
成
功
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
疑
問
が
竹
下
説
の
よ
う
な
理
解
に
対
し
て
向
け
ら
れ
る
の
で
あ
る

）
。

⑵

上
野
説
と
そ
の
検
討

）

上
野
説
に
よ
れ
ば
、
①
建
物
占
有
に
よ
る
土
地
占
有
の
場
合
に
は
、
占
有
を
基
準
と
す
る
が
、
②
建
物
所
有
に
よ
る
土
地
占
有
の

場
合
は
、
登
記
を
基
準
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
建
物
所
有
に
よ
る
土
地
占
有
の
有
無
は
建
物
所
有
権
の
所
在
を
通
じ
て
判
断
さ
れ

る
べ
き
事
柄
で
あ
る
か
ら
だ
と
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
典
型
的
な
対
抗
問
題
で
は
な
い
と
の
注
意
書
き
が
付
さ
れ
て
い
る
。

上
野
説
は
、
訴
訟
物
に
関
す
る
訴
訟
追
行
権
能
の
基
礎
と
な
っ
た
法
的
地
位
の
承
継
を
も
っ
て
承
継
概
念
の
中
身
を
決
定
す
る
立

場
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
被
告
適
格
を
基
礎
付
け
る
要
素
を
考
え
た
上
で
、
そ
の
要
素
が
移
転
し
た
こ
と
を
も
っ
て
承
継
が
あ
っ
た

と
解
す
る
。
こ
の
場
合
、
被
告
適
格
を
基
礎
付
け
る
の
は
建
物
占
有
ま
た
は
建
物
所
有
に
よ
る
土
地
の
占
有
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
、

上
述
の
よ
う
な
結
論
と
な
る
の
は
論
理
的
に
筋
が
通
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
今
ま
で
の
議
論
の
繰
り
返
し
で

あ
る
が
、
こ
の
見
解
は
、
前
訴
で
建
物
所
有
権
の
承
継
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
建
物
所
有
権
喪
失
の
抗
弁
の
成
否
な
い
し
そ
の
提
出

可
能
性
を
無
視
し
て
、
原
告
の
請
求
は
認
容
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
に
議
論
を
立
て
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
で
い
い
の
だ

ろ
う
か
、
と
い
う
疑
問
が
あ
る
。
ま
た
、
建
物
所
有
権
が
実
質
的
に
移
転
す
れ
ば
、
上
野
説
が
い
う
と
こ
ろ
の
訴
訟
追
行
権
能
の
基

礎
と
な
っ
た
法
的
地
位
は
移
転
し
た
と
見
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
が
、
な
ぜ
そ
れ
以
上
の
形
式
的
な
要
素
（
登
記
）
が
な
い
と
承
継
し

た
こ
と
に
な
ら
な
い
の
か
が
は
っ
き
り
し
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
上
野
説
的
な
理
解
の
も
と
で
の
被
告
適
格
を
基
礎
付
け
る
要
素
は
、

建
物
の
所
有
そ
れ
自
体
で
あ
っ
て
登
記
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る

）
。
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も
っ
と
も
、
上
野
説
か
ら
学
ぶ
べ
き
も
の
は
、
承
継
概
念

）
か
ら
承
継
の
時
期
も
論
理
必
然
的
に
導
き
出
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
い

う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
こ
の
こ
と
を
考
え
て
み
た
い
。
ま
ず
、
適
格
承
継
説
は
、
当
事
者
適
格
の
承
継
に
よ
り
承
継
の
有
無

を
決
め
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
建
物
収
去
土
地
明
渡
請
求
訴
訟
の
事
案
で
は
、
被
告
が
建
物
を
所
有
し
て
い
な
く
て
も
そ

の
理
由
か
ら
被
告
適
格
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
、
本
来
的
な
意
味
で
の
給
付
訴
訟
の
当
事
者
適
格
で
は
な
く
、
被
告
と
な

る
べ
き
当
事
者
と
し
て
の
地
位
が
承
継
さ
れ
た
か
ど
う
か
で
決
め
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
承
継
の
成
立
時
期
の
問
題
と
、

建
物
収
去
土
地
明
渡
請
求
訴
訟
で
被
告
と
な
る
べ
き
当
事
者
は
誰
な
の
か
と
い
う
民
法
上
の
問
題
は
重
な
り
合
う
。
他
方
、
依
存
関

係
説
で
は
ど
う
か
。
建
物
収
去
土
地
明
渡
請
求
訴
訟
の
事
案
は
訴
訟
物
そ
れ
自
体
の
承
継
で
は
な
い
の
で
、
本
来
的
な
意
味
で
の
依

存
関
係
説
で
は
説
明
が
苦
し
い
事
案
だ
が
、
現
在
の
見
解
は
一
致
し
て
承
継
を
認
め
る

）
。
す
な
わ
ち
、
前
主
か
ら
不
動
産
を
譲
り
受

け
た
こ
と
で
明
渡
義
務
者
と
し
て
の
実
体
的
な
地
位
に
つ
い
た
と
い
う
関
係
が
あ
る
と
見
る
わ
け
だ
か
ら
、
建
物
所
有
権
の
承
継
だ

け
で
依
存
関
係
が
完
成
す
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
考
察
か
ら
は
、
承
継
概
念
を
ど
の
よ
う
に
解
す
る
か
に
よ
っ
て
対
抗
要
件
基
準
説
に
至
る
の
か
ど
う
か
が
論
理
的
に
決
ま

る
関
係
に
あ
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
際
に
は
さ
ら
に
登
記
の
具
備
が
適
格
承
継
や
依
存
関
係
の
成
立
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味

を
有
す
る
の
か
と
い
う
実
体
法
上
の
問
題
を
確
定
す
る
必
要
性
が
先
行
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
点
の
考
察
が

欠
け
て
い
る
点
に
学
説
の
問
題
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

4

平
成
六
年
二
月

日
最
高
裁
判
決
の
影
響

⑴

判
決
の
意
味

最
後
に
、
被
告
の
建
物
所
有
権
に
つ
き
承
継
が
あ
っ
て
も
登
記
が
前
所
有
者
に
残
存
す
る
限
り
原
告
の
請
求
は
認
容
さ
れ
る
と
の

解
釈
を
と
る
平
成
六
年
最
高
裁
判
決
を
検
討
し
て
、
本
稿
を
終
え
る
こ
と
に
し
た
い
。
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こ
の
最
高
裁
判
決
の
事
案
は
省
略
し
て
そ
の
結
論
を
一
般
化
す
る
な
ら
ば
、
所
有
権
に
基
づ
く
建
物
収
去
土
地
明
渡
請
求
訴
訟
の

被
告
が
建
物
所
有
権
喪
失
の
抗
弁
を
提
出
し
て
も
、
原
告
は
、
当
該
建
物
に
被
告
名
義
の
登
記
が
あ
る
こ
と
（
被
告
の
当
該
建
物
も

と
所
有
時
に
被
告
名
義
の
登
記
が
あ
っ
た
こ
と
、
そ
れ
が
被
告
の
意
思
に
基
づ
く
こ
と
、
当
該
建
物
に
被
告
名
義
の
登
記
が
あ
る
こ
と
）
を
再

抗
弁
と
し
て
主
張
立
証
す
れ
ば

）
、
請
求
認
容
判
決
が
得
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
判
決
は
、
既
判
力
の
問
題
を
扱
う
も
の
で
は
な
く
、
建
物
に
つ
い
て
被
告
名
義
の
登
記
が
被
告
の
意
思
に
基
づ
い
て
具
備
さ

れ
た
よ
う
な
場
合
に
つ
い
て
、
被
告
側
の
建
物
所
有
権
喪
失
の
抗
弁
が
排
斥
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ

う
す
る
と
、
被
告
名
義
の
登
記
が
被
告
の
意
思
に
よ
り
残
存
し
て
い
れ
ば
、
訴
訟
中
に
被
告
と
な
る
べ
き
地
位
の
承
継
が
あ
っ
て
も

当
初
の
請
求
は
な
お
認
容
さ
れ
る
こ
と
ま
で
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
弁
論
終
結
後
に
登
記
を
得
た
第
三
者
に
こ
の
判
決
の
既
判
力
が

（
原
告
に
有
利
に
）
及
ぶ
こ
と
を
述
べ
た
わ
け
で
は
な
い
。

⑵

建
物
所
有
権
譲
受
人
に
対
す
る
既
判
力
の
拡
張

そ
こ
で
、
既
判
力
拡
張
の
点
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
第
一
の
可
能
性
と
し
て
、
こ
の
判
例
か
ら
は
、
承
継

人
の
範
囲
も
登
記
を
基
準
と
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
理
解
が
あ
る

）
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
弁
論
終
結
後
に
登
記
を
備
え
た
建
物
所
有

権
譲
受
人
に
対
す
る
既
判
力
の
拡
張
が
認
め
ら
れ
る
。
第
二
の
可
能
性
と
し
て
、
承
継
人
概
念
は
登
記
の
有
無
と
は
無
関
係
だ
と
し

て
、
既
判
力
は
拡
張
し
な
い
と
解
す
る
考
え
方
も
あ
る

）
。

こ
の
判
決
自
体
は
、
登
記
を
得
て
い
な
い
建
物
の
譲
受
人
が
被
告
と
な
り
う
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
な
い
の
で

）
、
登
記
時
期
を
も

っ
て
承
継
時
期
と
は
解
し
て
い
な
い
（
そ
の
点
で
先
例
と
の
矛
盾
は
表
面
化
し
な
い
）
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
、
判
例

の
読
み
方
と
し
て
は
、
第
二
の
可
能
性
が
正
し
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
第
二
の
可
能
性
に
よ
る
な
ら
ば
、
そ
の
後
に
登
記
を
具
備
し

た
建
物
譲
受
人
は
、
建
物
収
去
土
地
明
渡
し
の
執
行
債
権
者
に
対
し
て
第
三
者
異
議
（
民
執
法
三
八
条
）
を
主
張
で
き
る
こ
と
に
な
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る
（
そ
れ
が
認
容
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
別
問
題
）
の
で
、
土
地
所
有
者
か
ら
建
物
の
実
質
的
所
有
者
に
対
す
る
引
受
承
継
の
可
能
性
を

残
し
て
お
か
な
い
と
、
土
地
所
有
者
と
し
て
は
平
成
六
年
判
決
が
認
め
た
当
事
者
恒
定
化
の
メ
リ
ッ
ト
を
享
受
で
き
な
い
の
で
は
な

い
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る

）
。
ま
た
、
当
事
者
を
登
記
名
義
人
に
固
定
し
て
請
求
認
容
判
決
が
で
き
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
、
建
物

譲
受
人
に
対
す
る
既
判
力
の
拡
張
は
否
定
し
、
訴
訟
承
継
の
可
能
性
を
残
す
と
い
う
の
は
、
全
体
的
に
不
徹
底
な
考
え
方
で
は
な
い

か
と
の
感
を
免
れ
な
い
。

他
方
で
、
第
一
の
可
能
性
に
立
つ
と
、
登
記
を
備
え
な
い
か
ぎ
り
実
質
的
所
有
者
か
ら
の
承
継
の
余
地
も
な
い
上
に
、
判
決
後
は

既
判
力
お
よ
び
執
行
力
の
拡
張
が
あ
り
、
譲
受
人
は
当
初
の
債
務
名
義
に
よ
る
執
行
を
受
忍
す
べ
き
立
場
に
あ
る
と
の
理
由
に
よ
り
、

第
三
者
異
議
を
提
起
し
て
も
棄
却
さ
れ
る
（
四
九
年
判
決
の
大
隅
反
対
意
見
を
参
照
）
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
考
え
方
は
、

全
体
的
に
一
貫
し
た
考
え
方
で
あ
る
が
、
建
物
の
実
質
的
所
有
者
は
土
地
所
有
者
と
の
関
係
で
基
本
的
に
保
護
に
値
し
な
い
、
あ
る

い
は
、
固
有
の
抗
弁
を
持
つ
こ
と
は
な
い
と
い
う
実
質
的
な
判
断
を
優
先
さ
せ
な
い
限
り
、
採
用
し
に
く
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

四

結

論

1

登
記
基
準
説
は
、
物
権
の
承
継
が
あ
っ
て
も
登
記
が
移
転
し
な
い
間
は
承
継
の
事
実
を
度
外
視
し
て
審
理
、
判
決
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
当
事
者
恒
定
主
義
的
な
考
え
方
を
前
提
に
し
て
初
め
て
論
理
的
に
一
貫
す
る
見
解
で
あ
る
。
訴
訟
承
継
主
義
を
前

提
と
し
、
か
つ
対
抗
要
件
は
物
権
変
動
の
効
力
要
件
で
な
い
と
い
う
考
え
方
か
ら
は
、
意
思
表
示
に
よ
る
物
権
変
動
の
時
点
が
承
継

の
時
点
で
あ
る
と
解
す
る
の
が
最
も
整
合
的
で
あ
る
。
ま
た
、
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
登
記
基
準
説
は
、
既
判
力
標
準

時
後
の
承
継
人
の
問
題
を
無
意
識
的
に
訴
訟
担
当
の
問
題
に
移
行
さ
せ
る
こ
と
に
な
ら
な
い
か
と
の
疑
問
も
あ
る

）
。
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2

建
物
収
去
土
地
明
渡
請
求
訴
訟
に
関
し
て
、
通
説
は
、
土
地
所
有
者
の
保
護
を
優
先
さ
せ
て
訴
訟
承
継
主
義
の
限
界
を
補
充
す

る
た
め
に
、
明
確
な
登
記
の
承
継
を
基
準
時
と
し
て
判
決
効
の
拡
張
を
認
め
た
の
だ
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
、
こ
の
説

明
は
、
被
告
側
で
あ
る
建
物
所
有
者
が
だ
れ
な
の
か
と
い
う
問
題
は
登
記
名
義
で
決
す
る
と
す
る
限
り
で
妥
当
す
る
説
明
で
あ
り
、

原
告
側
で
あ
る
土
地
所
有
者
の
所
有
権
の
所
在
も
登
記
を
も
っ
て
決
す
る
べ
き
で
あ
る
と
解
す
る
と
き
に
は
、
土
地
所
有
者
を
保
護

す
る
こ
と
に
は
必
ず
し
も
つ
な
が
ら
な
い
。

3

土
地
所
有
者
で
あ
る
原
告
の
勝
訴
ま
た
は
敗
訴
判
決
の
既
判
力
は
、
原
告
お
よ
び
被
告
間
で
の
土
地
明
渡
請
求
権
の
存
在
・
不

存
在
を
確
定
す
る
の
み
で
あ
る
か
ら
、
伝
統
的
な
理
解
に
よ
れ
ば
、
既
判
力
の
拡
張
を
認
め
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
わ

け
で
は
な
い
と
い
う
議
論
は
な
お
根
強
く
存
在
す
る

）
。
と
く
に
、
被
告
側
で
承
継
が
あ
っ
た
こ
と
を
理
由
に
し
て
請
求
を
棄
却
し
た

判
決
は
、
被
告
と
の
間
で
原
告
は
土
地
明
渡
し
を
主
張
で
き
な
い
こ
と
を
明
確
に
し
た
だ
け
の
こ
と
で
、
承
継
人
と
の
間
で
明
渡
し

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
は
別
問
題
と
し
て
残
る
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
本
稿
二
で
述
べ
た
よ
う
に
、
既
判
力

拡
張
を
認
め
る
こ
と
そ
れ
自
体
の
意
味
が
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
訴
訟
承
継
の
問
題
と
し
て

処
理
し
た
ほ
う
が
、
紛
争
解
決
の
実
効
性
を
高
め
る
上
で
も
望
ま
し
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
1
）

文
献
に
つ
い
て
は
、
小
山
昇

口
頭
弁
論
終
結
後
の
承
継
人
の
基
準
に
関
す
る
学
説
の
展
開
に
つ
い
て

小
山
昇
著
作
集
第
二
巻

判
決
効
の
研
究

（
一
九
九
〇
年
、
論
文
初
出
一
九
八
一
年
）
一
八
〇
頁
以
下
と
、
そ
れ
を
受
け
て
拙
稿

口
頭
弁
論
終
結
後
の
承
継
人

香
川
法
学
二
二
巻
一
号
（
二
〇
〇
二
年
）
四
七
頁
、
四
八
頁
注（
1
）に
掲
げ
た
小
山
論
文
以
降
の
文
献
リ
ス
ト
を
参
照
。
そ
の
後
に
公
刊

さ
れ
た
も
の
（
教
科
書
・
主
と
し
て
学
生
向
け
の
参
考
書
・
解
説
を
除
く
）
と
し
て
は
、
高
田
昌
宏

口
頭
弁
論
終
結
後
の
承
継
人

伊

藤
眞
ほ
か
編

民
事
訴
訟
法
判
例
百
選
（
第
三
版
）
（
二
〇
〇
三
年
）
一
九
〇
頁
、
中
西
正

既
判
力
・
執
行
力
の
主
観
的
範
囲
の
拡
張

に
つ
い
て
の
覚
え
書
き

河
上
正
二
ほ
か
編

要
件
事
実
・
事
実
認
定
論
と
基
礎
法
学
の
新
た
な
展
開

（
二
〇
〇
九
年
）
六
一
二
頁
以
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下
、
上
原
敏
夫

既
判
力
の
主
観
的
範
囲
（
1
）
口
頭
弁
論
終
結
後
の
承
継
人

伊
藤
眞
=
山
本
和
彦
編

民
事
訴
訟
法
の
争
点

（
二

〇
〇
九
年
）
二
三
〇
頁
が
あ
る
。
な
お
、
後
二
論
文
で
は
、
上
記
拙
稿
の
引
用
・
言
及
は
さ
れ
て
い
な
い
。

（
2
）

谷
口
安
平
=
井
上
治
典
編

新
・
判
例
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
民
事
訴
訟
法
3

（
一
九
九
四
年
）
二
九
三
頁
〔
上
野

男
〕
を
参
照
。

（
3
）

所
有
権
移
転
登
記
請
求
訴
訟
・
抹
消
登
記
請
求
訴
訟
で
、
登
記
名
義
を
有
す
る
相
手
方
に
つ
い
て
承
継
が
あ
っ
た
と
き
は
、
登
記
名

義
が
移
転
す
る
ま
で
は
承
継
の
余
地
が
な
い
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
実
質
的
利
益
承
継
人
で
あ
っ
て
も
ま
だ
登
記
名
義
人
で
な
い

者
を
被
告
と
し
て
請
求
の
向
き
を
変
え
て
も
棄
却
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
例
で
は
、
弁
論
終
結
後
に
登
記
名
義
の
承

継
が
あ
っ
た
段
階
で
承
継
人
と
し
て
扱
う
ほ
か
な
く
、
こ
の
事
例
は
考
察
対
象
か
ら
除
外
す
る
。
山
木
戸
・
後
掲
注（
11
）二
九
三
頁
参
照
。

（
4
）

兼
子
一
ほ
か

条
解
民
事
訴
訟
法

（
一
九
八
六
年
）
六
六
六
頁
以
下
〔
竹
下
守
夫
〕、
伊
藤
眞

民
事
訴
訟
法
（
三
版
三
訂
版
）

（
二
〇
〇
八
年
）
五
〇
二
頁
、
鈴
木
正
裕
=
青
山
善
充
編

注
釈
民
事
訴
訟
法
（
4
）
（
一
九
九
七
年
）
四
〇
〇
頁
〔
伊
藤
眞
〕、
秋
山
幹

男
ほ
か

コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
民
事
訴
訟
法
Ⅱ
（
第
二
版
）
（
二
〇
〇
六
年
）
四
八
二
頁
、
賀
集
唱
ほ
か
編

基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
民

事
訴
訟
法
（
一
）
第
三
版

二
九
一
頁
〔
上
野

男
〕、
菊
井
維
大
=
村
松
俊
夫

全
訂
民
事
訴
訟
法
Ⅰ

（
一
九
九
三
年
）
一
一
四
四
頁
、

斉
藤
秀
夫
ほ
か
編

注
解
民
事
訴
訟
法
（
5
）
（
一
九
九
一
年
）
一
四
四
頁
〔
小
室
直
人
=
渡
辺
吉
隆
=
斉
藤
秀
夫
〕、
上
原
・
前
掲
注

（
1
）二
三
一
頁
。
三
宅
省
三
ほ
か
編

注
解
民
事
訴
訟
法
Ⅱ

（
二
〇
〇
〇
年
）
四
八
六
頁
〔
稲
葉
一
人
〕
は
こ
の
議
論
を
紹
介
す
る
が
、

い
ず
れ
を
是
と
す
る
か
の
態
度
表
明
は
さ
れ
て
い
な
い
。

（
5
）

そ
の
他
の
判
例
と
し
て
よ
く
参
照
さ
れ
る
の
が
次
の
二
つ
で
あ
る
。
大
判
昭
和
一
九
年
三
月
一
四
日
民
集
二
三
巻
一
五
五
頁
は
、
債

権
の
譲
受
人
の
請
求
放
棄
の
前
に
債
権
譲
渡
契
約
の
解
除
が
あ
っ
た
が
、
既
判
力
を
伴
う
放
棄
後
に
解
除
の
通
知
が
さ
れ
た
場
合
に
つ
い

て
、
債
権
譲
渡
人
を
承
継
人
と
解
し
て
債
務
者
に
既
判
力
の
主
張
を
認
め
る
。
し
か
し
、
実
体
上
債
権
が
復
帰
し
た
の
に
債
務
者
は
譲
渡

人
に
対
し
て
権
利
の
不
存
在
を
主
張
で
き
る
と
い
う
の
に
は
違
和
感
が
あ
る
（
中
務
俊
昌
=
川
村
俊
雄

口
頭
弁
論
終
結
後
の
承
継
人
と

判
決
の
効
力

鈴
木
忠
一
=
三
ケ
月
章
監
修

実
務
民
事
訴
訟
講
座
（
2
）
（
一
九
六
九
年
）
五
一
頁
、
七
四
頁
参
照
）。
ま
た
、
大
阪

地
判
昭
和
四
一
年
四
月
二
七
日
判
タ
一
九
一
号
一
二
一
頁
は
、
家
屋
所
有
権
確
認
訴
訟
の
被
告
か
ら
弁
論
終
結
前
に
家
屋
を
譲
り
受
け
請

求
認
容
判
決
確
定
後
に
登
記
を
得
た
場
合
に
つ
い
て
、
後
述
す
る
昭
和
一
七
年
判
決
に
対
す
る
菊
井
評
釈
に
し
た
が
っ
て
対
抗
問
題
と
し

て
理
解
し
承
継
人
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
事
件
は
家
屋
の
二
重
譲
渡
の
例
で
は
な
く
、
前
訴
原
告
は
建
築
当
時
か
ら
の
所
有
を
主
張
し

て
い
た
の
で
、
前
訴
原
告
と
第
三
者
と
の
関
係
は
対
抗
問
題
で
は
な
い
と
の
指
摘
が
あ
る
（
中
務
=
川
村
・
前
掲
七
四
頁
）。
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（
6
）

前
掲
注（
4
）の
注
釈
民
訴
（
4
）
四
〇
〇
頁
、
基
本
法
コ
ン
メ
（
1
）
二
九
二
頁
、
兼
子
ほ
か
・
条
解
六
六
六
頁
お
よ
び
、
上
原
・

前
掲
注（
1
）二
三
一
頁
の
ほ
か
、
高
橋
宏
志

重
点
講
義
民
事
訴
訟
法
上

（
二
〇
〇
五
年
）
六
一
四
頁
注（
118
）、
上
野

男

既
判
力

の
主
観
的
範
囲
に
関
す
る
一
考
察

関
大
法
学
論
集
四
一
巻
三
号
（
一
九
九
一
年
）
九
〇
七
頁
、
九
三
八
頁
。

（
7
）

上
野
・
前
掲
注（
2
）二
九
四
頁
は
、

判
例
上
混
迷
を
極
め
て
い
る

と
す
る
。

（
8
）

訴
訟
法
学
の
観
点
か
ら
こ
の
判
例
に
対
し
て
考
察
を
加
え
た
文
献
と
し
て
、
福
永
有
利

土
地
所
有
権
に
基
づ
く
建
物
収
去
・
土
地

明
渡
訴
訟
の
訴
訟
法
上
の
諸
問
題

帝
塚
山
法
学
九
号
（
二
〇
〇
五
年
）
一
頁
以
下
が
あ
る
。
ま
た
、
学
生
向
け
で
は
あ
る
が
、
遠
藤
賢

治

事
例
演
習
民
事
訴
訟
法

（
二
〇
〇
八
年
）
一
四
七
頁
以
下
が
訴
訟
法
上
の
論
点
に
つ
い
て
説
明
を
し
て
い
る
。

（
9
）

坂
原
正
夫
教
授
に
は
、
伊
東
乾
名
誉
教
授
の
ご
紹
介
に
よ
り
大
学
院
で
の
ご
指
導
を
お
願
い
し
て
以
来
、
二
〇
年
も
の
間
い
ろ
い
ろ

と
ご
指
導
を
頂
い
て
き
た
。
本
稿
で
は
、

民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
既
判
力
の
研
究

（
一
九
九
三
年
）
に
そ
の
成
果
が
ま
と
め
ら
れ
た
教

授
の
主
た
る
研
究
分
野
の
一
つ
で
あ
る
既
判
力
論
に
つ
い
て
の
検
討
結
果
を
提
出
す
る
こ
と
で
、
拙
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
教
授
の
ご
退

職
に
対
す
る
お
祝
い
の
気
持
ち
を
表
し
た
い
。

（
10
）

抵
当
権
設
定
の
無
効
確
認
と
い
う
の
は
抵
当
権
不
存
在
確
認
と
い
う
趣
旨
で
あ
ろ
う
。

（
11
）

判
例
研
究
は
四
つ
公
表
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
要
約
し
て
紹
介
す
る
。
菊
井
維
大
評
釈
（
菊
井

判
例
民
事
手
続
法

（
一
九
五
一

年
、
初
出
一
九
四
二
年
）
四
四
頁
）
で
は
、
抵
当
権
の
譲
受
人
で
あ
る

Yが
未
登
記
で
あ
る
な
ら
ば
設
定
者
で
あ
る

Xに
対
抗
で
き
な
い

以
上
、
そ
の
権
利
に
つ
い
て
前
主
が
受
け
た
勝
訴
判
決
の
効
果
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
逆
に

Xが
勝
訴
し
た
場
合
で
あ
れ
ば
、

Yに
対
し
て
は
登
記
を
具
備
す
る
ま
で
は
積
極
的
に
行
動
す
る
必
要
が
な
い
と
し
て
判
例
に
全
面
的
に
賛
成
し
て
い
る
。
他
方
、
山
木
戸

克
己
評
釈
（
山
木
戸

民
事
訴
訟
法
判
例
研
究

（
一
九
九
六
年
、
初
出
一
九
四
二
年
）
二
九
二
頁
以
下
）
は
、
実
体
法
上
の
権
利
義
務

の
承
継
が
あ
る
の
に
訴
訟
状
態
の
承
継
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
と
す
る
の
は
正
し
く
な
い
と
し
つ
つ
も
、
第
三
者

Yに
登
記
が
な

く
て
も
相
手
方

Xが
進
ん
で
物
権
変
動
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
る
は
ず
だ
と
の
立
場
を
主
張
し
つ
つ
、
本
件
で
は

Xが
第
二
訴
訟
に
至
っ

て
初
め
て
弁
論
終
結
前
よ
り

Yが
抵
当
権
譲
渡
を
受
け
て
い
た
こ
と
を
承
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
の
理
由
か
ら
、
口
頭
弁
論
終
結
後

の
承
継
人
と
な
る
と
い
う
屈
折
し
た
論
理
を
展
開
す
る
。
こ
の
判
例
の
問
題
性
を
正
面
か
ら
指
摘
し
て
い
な
い
が
、
判
例
に
内
在
す
る
問

題
点
は
意
識
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
次
に
、
河
本
喜
與
之
評
釈
（
日
本
法
学
八
巻
一
一
号
（
一
九
四
二
年
）
一
二
四
二

頁
）
は
山
木
戸
評
釈
と
よ
く
似
て
い
る
。
つ
ま
り
、

Xは

Yの
抵
当
権
の
譲
受
を
認
め
て
訴
訟
の
引
受
を
求
め
れ
ば
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
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が
、
登
記
が
な
い
限
り

Xか
ら
引
受
を
求
め
る
利
益
は
必
ず
し
も
な
い
か
ら
そ
う
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
場
合

Yは
抵
当
権
の
譲

渡
に
つ
い
て
登
記
が
な
い
か
ら
、
こ
れ
を

Xに
対
抗
で
き
な
い
か
ら
参
加
申
立
て
を
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、

Xが
物
権
変

動
を
認
め
て
引
き
受
け
を
求
め
な
い
以
上
、

Yは
口
頭
弁
論
終
結
前
の
承
継
人
で
あ
る
こ
と
を
訴
訟
上
主
張
し
得
な
い
関
係
に
あ
る
。
終

結
後
に
初
め
て
こ
れ
を
主
張
で
き
る
に
至
っ
た
承
継
人
は
弁
論
終
結
後
の
承
継
人
と
な
る
。
ま
た
、
本
件
で
は

Xが
敗
訴
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
弁
論
終
結
前
の
承
継
が
あ
っ
た
と
し
て
既
判
力
が
及
ば
な
い
こ
と
を
主
張
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
が
（

Xが
勝
訴
す
れ
ば
既
判

力
を
援
用
し
よ
う
と
す
る
は
ず
）、

Xの
勝
敗
の
結
果
に
よ
っ
て
結
果
が
異
な
る
の
は
お
か
し
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
実
質
論
が
根
拠
で
あ

る
と
論
じ
て
い
る
（

Xが
物
権
の
承
継
を
認
め
れ
ば
弁
論
終
結
前
の
承
継
人
に
な
る
と
い
う
主
張
は
も
っ
と
も
だ
が
、
と
認
め
る
）。

最
後
に
、
山
田
正
三
評
釈
（
法
学
論
叢
四
八
巻
二
号
（
一
九
四
三
年
）
一
二
九
頁
以
下
）
は
、
ヘ
ル
ヴ
ィ
ッ
ヒ
流
の
事
件
適
格
の
議
論

を
援
用
し
、
本
件
で
は
、

Cか
ら

Yに
抵
当
権
の
譲
渡
が
あ
っ
た
時
点
で
事
件
適
格
の
移
転
が
生
じ
る
が
、
形
式
上
の
当
事
者
は

Yの
ま

ま
で
訴
訟
担
当
の
形
式
に
よ
り

Yは
既
判
力
の
拡
張
を
受
け
る
と
の
議
論
を
展
開
す
る
。
本
判
決
の
考
え
方
で
は
、
弁
論
終
結
前
に
訴
訟

承
継
が
で
き
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
の
指
摘
は
現
在
で
も
傾
聴
に
値
す
る
。

（
12
）

兼
子
ほ
か
・
前
掲
注（
4
）六
六
七
頁
注（
15
）は
、
登
記
が
な
く
て
も
訴
訟
承
継
の
手
続
が
で
き
る
と
す
る
が
、
こ
れ
は
登
記
基
準
説

の
難
点
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
13
）

高
橋
宏
志

重
点
講
義
民
事
訴
訟
法
下

補
訂
版

（
二
〇
〇
六
年
）
四
二
七
頁
以
下
、
福
永
有
利

当
事
者
適
格
欠
缼
の
場
合
に

お
け
る
追
認
と
外
観
法
理

民
事
訴
訟
当
事
者
論

（
二
〇
〇
四
年
、
論
文
初
出
一
九
九
一
年
）
二
五
一
頁
な
ど
参
照
。

（
14
）

事
案
の
妥
当
な
解
決
と
い
う
観
点
か
ら
は
こ
の
判
決
の
結
論
に
は
賛
成
で
き
る
。
抵
当
権
の
設
定
が
有
効
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
て
い

る
以
上
、

Xに
対
し
て
不
利
に
作
用
す
る
既
判
力
の
拡
張
（
標
準
時
に
お
け
る

X
C間
の
抵
当
権
の
存
在
を

Xは
争
え
な
い
）
を
前
提
に

判
断
す
べ
き
で
あ
り
、
敗
訴
し
た

Xに
対
し
て
第
二
訴
訟
で
既
判
力
が
及
ば
な
い
と
の
主
張
を
さ
せ
る
の
は
お
か
し
い
。
お
そ
ら
く
は
、

こ
の
点
が
既
判
力
の
拡
張
を
肯
定
し
た
判
例
の
結
論
を
正
当
化
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

（
15
）

こ
れ
は
既
判
力
の
時
間
的
限
界
の
議
論
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
く
、（
消
極
的
確
認
訴
訟
の
）
棄
却
判
決
が

有
す
る
既
判
力
の
範
囲
を
判
決
理
由
を
参
照
し
て
限
定
解
釈
す
る
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
大
審
院
の
判
例
の
事
案
で
説
明
す
る
と
、

抵
当
権
が
有
効
に
設
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
判
断
に
基
づ
く
棄
却
判
決
で
あ
る
と
い
う
主
文
の
判
断
に
よ
り
、
既
判
力
を
拡
張
さ
れ
る
承

継
人
は
自
己
の
権
利
取
得
（
権
利
承
継
）
を
理
由
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
す
る
の
で
あ
る
。
棄
却
判
決
の
既
判
力
に
関
し
て
は
、
ラ
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イ
ポ
ル
ド
著
（
坂
原
正
夫
=
田
原
有
里
訳
）

既
判
力
の
時
間
的
広
が
り
に
つ
い
て

法
学
研
究
六
六
巻
七
号
（
一
九
九
三
年
）
一
〇
一

頁
以
下
の
議
論
お
よ
び
拙
稿

請
求
棄
却
判
決
と
再
訴
の
可
能
性
│
期
限
未
到
来
に
よ
る
棄
却
判
決
を
中
心
に
（
一
）、（
二
・
完
）

近

畿
大
学
法
学
四
五
巻
三
・
四
号
（
一
九
九
八
年
）
一
二
九
頁
以
下
、
四
六
巻
三
・
四
号
（
一
九
九
九
年
）
四
七
頁
以
下
、
松
本
博
之

請

求
棄
却
判
決
の
確
定
と
標
準
時
後
の
新
事
実
に
よ
る
再
訴

既
判
力
理
論
の
再
検
討

（
二
〇
〇
六
年
、
論
文
初
出
二
〇
〇
二
年
）
一
三

頁
以
下
参
照
。

（
16
）

理
由
は
や
や
異
な
る
よ
う
だ
が
、
同
様
の
考
え
方
を
述
べ
る
も
の
と
し
て
、
小
山
・
前
掲
注（
1
）二
一
三
頁
参
照
。

（
17
）

事
件
適
格
な
い
し
実
体
適
格
（Sac

hle
giti

m
atio

n

）
に
つ
い
て
は
、
中
野
貞
一
郎

当
事
者
適
格
の
決
ま
り
方

民
事
訴
訟
法

の
論
点
Ⅰ

（
一
九
九
四
年
）
九
三
頁
、
九
五
頁
、
高
橋
・
前
掲
注（
6
）二
一
三
頁
、
六
一
二
頁
、
坂
原
=
田
原
・
前
掲
注（
15
）一
一
六

頁
な
ど
参
照
。
な
お
、
中
野
教
授
は

実
体
適
格

と
の
訳
語
を
適
切
と
さ
れ
て
い
る
。

（
18
）

訴
訟
承
継
主
義
の
限
界
に
つ
い
て
は
、
新
堂
幸
司

訴
訟
承
継
主
義
の
限
界
と
そ
の
対
策

訴
訟
物
と
争
点
効
（
下
）
（
一
九
九

一
年
、
論
文
初
出
一
九
七
三
年
）
七
七
頁
、
高
橋
・
前
掲
注（
13
）四
四
九
頁
以
下
な
ど
参
照
。

（
19
）

高
見
進

訴
訟
承
継
主
義
の
限
界

三
ケ
月
章
=
青
山
善
充
編

民
事
訴
訟
法
の
争
点
（
初
版
）
（
一
九
七
九
年
）
一
三
四
頁
、
一

三
五
頁
。

（
20
）

谷
口
安
平
・
法
セ
二
四
一
号
（
一
九
七
五
年
）
一
四
五
頁
、
大
河
純
夫
・
法
時
四
七
巻
一
一
号
（
一
九
七
五
年
）
一
三
五
頁
。

（
21
）

藤
原
弘
道
・
判
タ
三
九
〇
号
（
一
九
七
九
年
）
二
五
二
頁
、
本
間
義
信
・
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
一
巻
三
号
（
一
九
七
八
年
）
九
八
頁
。

（
22
）

最
判
昭
和
三
五
年
六
月
一
七
日
民
集
一
四
巻
八
号
一
三
九
六
頁
。
未
登
記
の
ま
ま
に

Yか
ら

Zに
提
訴
前
に
譲
渡
さ
れ
て
い
た
建
物

の
敷
地
所
有
者

Xが
、

Y（
譲
渡
人
）
を
被
告
と
し
て
建
物
収
去
土
地
明
渡
請
求
の
訴
え
を
提
起
し
た
も
の
。
こ
の
事
案
で
は
、
提
訴
後

に
建
物
に
つ
い
て
処
分
禁
止
の
仮
処
分
の
申
立
て
が
あ
り
、
裁
判
所
の
嘱
託
に
よ
る

Y名
義
の
所
有
権
保
存
登
記
が
さ
れ
て
い
た
。
最
高

裁
は
、
大
判
昭
和
一
三
年
一
二
月
二
日
民
集
一
七
巻
二
二
六
九
頁
に
従
い
、

Yは
現
在
に
お
い
て
は
建
物
に
対
し
て
管
理
処
分
等
の
権
能

も
な
く
、
事
実
上
の
支
配
も
な
く
、
登
記
あ
る
地
上
建
物
の
所
有
者
で
は
な
い
か
ら
相
手
方
に
は
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。

（
23
）

兼
子
ほ
か
・
前
掲
注（
4
）六
六
六
頁
。

（
24
）

上
原
・
前
掲
注（
1
）二
三
一
頁
は
明
ら
か
に
そ
う
解
し
て
い
る
。

（
25
）

土
地
（
敷
地
）
所
有
者
と
地
上
建
物
の
所
有
者
と
を
対
抗
関
係
に
立
つ
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
古
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く
か
ら
議
論
が
あ
っ
た
が
、
現
在
で
は
両
者
が
本
来
的
な
意
味
で
の
対
抗
関
係
に
立
つ
と
解
す
る
見
解
は
な
く
、
建
物
の
登
記
名
義
を
保

持
し
て
い
る
こ
と
か
ら
土
地
所
有
権
侵
害
者
と
し
て
の
責
任
関
係
が
生
じ
て
こ
な
い
の
か
、
登
記
を
失
う
こ
と
を
も
っ
て
義
務
を
免
れ
る

た
め
の
要
件
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
と
い
っ
た
よ
う
な
視
点
か
ら
の
議
論
へ
と
移
行
し
て
い
る
。
後
述
の
平
成
六
年
判
決
を
踏
ま

え
て
の
議
論
状
況
に
つ
い
て
は
、
田
中
康
博

建
物
収
去
・
土
地
明
渡
請
求
の
相
手
方

京
都
学
園
法
学
一
六
号
（
一
九
九
四
年
）
二
六

五
頁
以
下
、
田
尾
桃
二

建
物
の
登
記
名
義
人
と
建
物
収
去
土
地
明
渡
し

司
法
研
修
所
論
集
創
立
五
〇
周
年
記
念
特
集
号
民
事
編
1

（
一
九
九
七
年
）
一
二
四
頁
以
下
、
横
山
美
夏

請
求
の
相
手
方
と
登
記

法
学
論
叢
一
五
四
巻
四
～
六
号
（
二
〇
〇
四
年
）
三
五
一
頁

以
下
、
原
田
昌
和

建
物
収
去
・
土
地
明
渡
請
求
の
相
手
方

立
教
法
学
六
八
号
（
二
〇
〇
五
年
）
一
頁
以
下
と
そ
こ
に
掲
げ
ら
れ
て
い

る
文
献
を
参
照
。
こ
の
よ
う
な
議
論
か
ら
す
れ
ば
、
既
判
力
を
有
利
に
援
用
す
る
に
は
登
記
を
要
す
る
と
い
う
見
解
は
、
登
記
を
既
判
力

主
張
の
資
格
要
件
と
解
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
だ
と
す
る
と
、
い
っ
そ
う
積
極
的
な
説
明
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

（
26
）

上
野
・
前
掲
注（
6
）九
三
七
頁
以
下
。

（
27
）

承
継
の
証
明
手
段
と
実
体
的
な
変
動
の
事
実
を
区
別
し
て
い
る
の
な
ら
ば
理
解
で
き
る
が
、
そ
の
よ
う
な
趣
旨
で
は
な
い
と
解
さ
れ

る
。
な
お
、
訴
訟
承
継
の
原
因
と
し
て
の
承
継
と
既
判
力
拡
張
原
因
と
し
て
の
承
継
を
同
一
の
概
念
と
し
て
把
握
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
承

継
原
因
は
登
記
時
に
生
じ
る
。
そ
の
こ
と
を
一
般
論
と
し
て
は
っ
き
り
と
述
べ
る
文
献
は
な
ぜ
か
見
当
た
ら
な
い
が
、
後
述
の
平
成
六
年

判
決
と
の
関
係
で
は
、
訴
訟
係
属
前
に
譲
り
受
け
ら
れ
た
が
、
係
属
中
に
登
記
が
経
由
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
者
を
訴
訟
承
継
人
と
し

て
扱
う
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
説
が
あ
る
。
後
掲
の
注（
34
）を
参
照
。

（
28
）

既
判
力
拡
張
原
因
と
し
て
の
承
継
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
前
掲
注（
1
）六
七
頁
以
下
を
参
照
。

（
29
）

上
田
徹
一
郎

民
事
訴
訟
法
（
第
六
版
）
（
二
〇
〇
九
年
）
四
八
五
頁
、
伊
藤
・
前
掲
注（
4
）五
〇
七
頁
。
上
野
説
も
そ
の
説
明
か

ら
依
存
関
係
説
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

（
30
）

吉
川
愼
一

所
有
権
に
基
づ
く
不
動
産
明
渡
請
求
訴
訟
の
要
件
事
実
④

判
タ
一
一
七
七
号
（
二
〇
〇
五
年
）
八
四
頁
、
八
九
頁
、

徳
岡
由
美
子

不
動
産
明
渡
請
求

伊
藤
滋
夫
編
集
代
表

民
事
要
件
事
実
講
座
（
4
）
（
二
〇
〇
七
年
）
三
頁
、
二
八
頁
。
登
記
名
義

人
に
は
な
お
責
任
が
残
存
す
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
い
わ
ゆ
る
予
備
的
請
求
原
因
に
な
る
。

（
31
）

秋
山
ほ
か
・
前
掲
注（
4
）四
八
二
頁
。

（
32
）

福
永
・
前
掲
注（
8
）一
一
頁
は
、
口
頭
弁
論
終
結
後
に
登
記
が
移
転
し
て
も
判
決
の
効
果
は
及
ば
な
い
と
す
る
。
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（
33
）

西
謙
二
・
最
判
解
民
事
篇
平
成
六
年
度
（
一
九
九
七
年
）
一
八
二
頁
。

（
34
）

福
永
・
前
掲
注（
8
）五
頁
は
、
建
物
の
譲
受
人
は
実
体
的
に
勝
訴
で
き
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
第
三
者
異
議
の
訴
え
を
提
起
で

き
る
と
し
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
登
記
名
義
人
の
み
を
訴
え
る
こ
と
の
意
味
が
問
わ
れ
る
と
す
る
。
そ
の
上
で
、
譲
受
人
を
訴
訟
承
継
人
と

解
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
を
検
討
し
、
九
頁
で
、
①
訴
訟
前
の
譲
受
人
も
承
継
人
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
（
登
記
を
得
る

こ
と
で
名
義
人
の
訴
訟
上
の
地
位
を
承
継
す
る
と
解
さ
れ
る
こ
と
、
名
義
人
に
対
す
る
請
求
が
棄
却
さ
れ
た
後
で
訴
訟
を
や
り
直
す
の
で

は
原
告
に
酷
で
あ
る
こ
と
が
理
由
）。
ま
た
、
一
〇
頁
で
、
②
訴
訟
中
の
譲
渡
が
あ
っ
た
場
合
で
も
未
登
記
者
に
引
き
受
け
を
さ
せ
る
こ

と
は
で
き
る
こ
と
を
認
め
る
。
し
か
し
、
一
三
頁
で
、
③
登
記
が
な
け
れ
ば
自
ら
訴
訟
参
加
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
（
補
助
参
加

は
可
能
と
す
る
）。
①
の
帰
結
に
つ
い
て
は
、
西
・
前
掲
注（
33
）一
八
二
頁
と
遠
藤
・
前
掲
注（
8
）一
五
四
頁
も
同
じ
考
え
方
を
と
る
。

（
35
）

前
掲
注（
11
）の
山
田
正
三
評
釈
は
こ
の
よ
う
な
趣
旨
と
い
え
な
く
は
な
い
。

（
36
）

訴
訟
物
で
あ
る
権
利
義
務
関
係
を
超
え
た
形
で
承
継
概
念
を
拡
張
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
丹
野
達

既
判
力
の
主
観
的
範
囲
に
つ

い
て
の
一
考
察

民
事
法
拾
遺

（
二
〇
〇
四
年
、
論
文
初
出
一
九
九
五
年
）
二
〇
七
頁
以
下
に
お
け
る
批
判
（
そ
れ
は
判
決
理
由
の
既

判
力
を
認
め
た
こ
と
に
な
る
と
の
趣
旨
）
が
代
表
的
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
拙
稿
・
前
掲
注（
1
）五
四
頁
を
参
照
（
中
西
・
前
掲

注（
1
）論
文
も
私
見
と
近
い
か
）。
な
お
、
拙
稿
に
対
し
て
は
、
高
田
・
前
掲
注（
1
）一
九
一
頁
か
ら
の
批
判
が
あ
る
。
し
か
し
、
例
え

ば
、
売
買
代
金
支
払
請
求
訴
訟
で
棄
却
判
決
を
受
け
た
原
告
が
再
び
契
約
の
効
力
を
主
張
し
て
同
じ
請
求
を
立
て
て
も
、
判
決
主
文
の
既

判
力
に
よ
っ
て
、
契
約
の
有
効
性
を
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
判
決
理
由
の
既
判
力
が
認
め
ら
れ
た
と
解
す
る

者
が
い
る
は
ず
は
な
い
。
既
判
力
対
象
の
問
題
と
既
判
力
の
作
用
の
問
題
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
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