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最

高

裁

判

所

破
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研

資

民

事

判

伊j

無
効
な
補
充
逃
挙
人
名
簿
に
よ
っ
て
投
票
し
た
者

が
あ
る
場
合
の
選
挙
の
効
力

二 O 明
頁四和

号三
訴二
願年
裁七
決月
取』
消八
議日
求!第
事一
件小
)法

最廷
高判
裁決
民(
集昭
一和

巻コ
七年
号(

オ
ーー にノ

ご第
八一

昭
和
三

O
年
一

O
月
二
四
日
に
施
行
さ
れ
た
O
県
A

郡
広
町
町
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
関
し
、
訴
外
某
等
よ
り
K
町
選
管
に
対
し

当
選
の
効
力
に
つ
い
て
異
議
の
申
立
が
あ
っ
た
所
、
同
選
管
は
こ
れ
を
棄
却

〔
事
実
及
び
判
官
〕

L
た
の
で
、
被
告
O
県
選
挙
管
理
委
員
会
に
訴
願
が
提
起
さ
れ
た
。

O
県
選

r

管
は
、
右
選
挙
に
係
る
補
充
選
挙
人
名
簿
の
調
製
手
続
に
違
法
が
あ
り
、
右

は
選
挙
の
結
果
に
異
動
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
あ
り
と
L
て
、
選
挙
無
勤
の
裁
決

¥
を
し
た
。
、
原
告
は
、
宥
裁
決
の
取
消
を
求
め
て
自
訴
し
た
。

も~

究

同

北

海

道

~ら
寸二

大

法

学

会

本
件
に
お
い
て
K
町
選
管
は
、
補
充
選
挙
人
名
簿
登
録
申
請
期
間
中
に
申

請
の
あ
っ
た
二
七
名
に
つ
い
て
、
期
日
に
名
簿
を
調
製
す
る
こ
と
を
為
さ
ず
、

其
の
後
、
名
簿
縦
覧
期
間
中
に
申
請
の
あ
っ
た
者
も
加
え
た
名
簿
を
、
名
簿

確
定
期
日
と
定
め
ら
れ
た
日
に
調
製
し
た
。
選
挙
に
際
し
て
は
、
右
名
簿
に

登
載
さ
れ
た
者
の
中
二
六
六
名
が
投
票
し
た
。
選
挙
の
立
候
補
者
一
一
八
名
、

各
自
の
得
票
数
に
つ
い
て
も
、
争
い
は
な
い
。

原
判
決
は
、
以
上
の
事
実
に
基
づ
き
、
本
件
補
充
選
挙
人
名
簿
は
無
効
で

あ
る
と
判
断
し
た
け
れ
ど
も
‘
選
挙
の
効
力
に
つ
い
て
は
「
本
件
無
効
の
補

充
選
挙
人
名
簿
に
よ
る
投
票
数
は
二
六
六
で
、
そ
の
数
は
確
定
し
て
い
る
の

で
あ
っ
て
、
し
か
も
当
事
者
聞
に
争
い
の
な
い
会
有
効
投
票
総
数
六
三
九
O

の
約
四
パ
ー
セ
ン
ト
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
か
よ
う
な
場
合
に
は
い

わ
ゆ
る
潜
在
無
効
投
票
と
し
て
、
当
選
訴
訟
の
原
因
と
な
る
の
は
格
別
、
選

挙
無
効
の
原
因
と
は
な
り
え
な
い
も
の
と
解
す
る
の
を
相
当
と
す
る
」
と
判

示
し
て
、

O
選
管
の
裁
決
を
取
消
し
た
。

右
に
対
す
る
上
告
判
決
に
お
い
て
最
高
裁
は
、
本
件
補
充
選
挙
人
名
簿
を

-108ー事



無
効
の
も
の
と
し
た
原
判
決
の
判
断
を
是
認
じ
、
「
無
効
な
補
充
選
挙
人
名

簿
に
よ
る
授
禦
が
二
六
六
票
あ
っ
た
」
こ
と
を
前
提
と
し
つ
つ
、
「
最
高
点

ず
当
選
者
の
得
票
数
と
落
選
者
中
最
上
位
の
者
の
そ
れ
と
が
二
三
七
票
の
差
に

過
ぎ
な
い
本
件
に
お
い
て
、
本
件
補
充
選
挙
入
名
簿
吋
か
適
法
に
調
製
さ
れ
、

且
つ
、
縦
覧
に
供
せ
ら
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
本
件
選
挙
の
結
果
と
違
っ
た

結
果
に
な
っ
た
か
も
知
れ
な
い
し
、
最
高
点
当
選
者
も
必
ず
し
も
当
選
し
て

い
た
も
の
と
は
断
定
で
き
な
い
か
ら
右
は
公
職
選
挙
法
一
一

O
五
条
に
い
わ
ゆ

る
選
挙
の
結
果
に
異
動
を
及
ぼ
す
虞
あ
る
場
合
に
該
当
す
る
」
と
判
示
し
て

原
判
決
を
破
棄
、
自
判
し
て
、
被
上
告
人
等
の
請
求
を
棄
却
し
た
。

〔
解
釈
〕

判
旨
に
反
対
す
る
。

伺

選
挙
無
効
原
因
と
当
選
無
効
原
困
と
の
区
別
及
び
関
係
に
つ
い
て

は
、
概
念
的
に
は
、
も
は
や
、
混
乱
は
な
い
と
い
っ
て
よ
川
v

前
者
は
、
選

挙
の
管
理
執
行
の
規
定
違
反
の
事
実
が
あ
っ
た
為
め
に
、
選
挙
人
団
の
意
見

が
、
選
挙
の
結
果
に
正
し
く
表
示
さ
れ
て
/
い
な
い
虞
が
あ
る
、
と
認
め
ら
れ

る
場
合
で
あ
り
、
選
挙
は
全
体
と
し
て
ハ
地
域
的
に
は
一
部
の
場
合
も
あ
る
)

無
効
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、
後
者
は
、
候
補
者
中
一
部
の
者
の
当
落
決
定

の
誤
り
に
基
づ
く
も
の
で
、
選
挙
そ
の
も
の
の
効
力
に
は
影
響
が
な
い
。
従

っ
て
両
者
は
は
っ
き
り
と
区
別
さ
れ
、
特
定
の
事
実
が
、
選
挙
及
び
当
選
の

無
効
に
共
通
す
る
原
固
と
な
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。

け
れ
ど
も
、
具
体
的
な
場
合
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
右
の
い
ず
れ
に
該
当
す

最高裁判所破棄判例研究

句包

る
や
に
つ
き
、
異
論
を
生
ず
札
場
合
も
少
な
く
な
川
一
ド
本
件
の
知
き
も
そ
の

一
例
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
一
般
化
し
て
い
え
ば
、
選
挙
の
管
理
執
行
に
関
す

る
規
湾
違
反
が
、
特
定
数
の
選
挙
人
の
選
挙
権
の
行
使
を
妨
げ
、
・
又
は
恥
特

定
数
の
投
票
の
効
力
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
場
合
を
如
何
に
解
す
る
か
、
の
問

題
で
あ
る
と
い
一
っ
て
よ
い
。

「
選
挙
無
効
の
原
因
と
し
て
の
選
挙
規
定
違
反

は
、
集
合
的
行
為
と
し
て
の
選
挙
の
全
体
に
影
響
す
べ
き
違
反
で
な
け
れ
ば

な
ら
M
V」
従
っ
て
、
「
違
法
に
投
票
を
為
す
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
、
叉
は
違
法

に
投
票
を
為
す
こ
と
を
得
た
選
挙
人
の
数
を
算
定
し
得
る
場
合
」
に
は
、

「
そ
の
違
法
は
唯
若
干
の
投
票
の
効
力
に
影
響
す
る
の
み
で
、
選
挙
の
全
体

に
影
響
す
べ
き
違
法
で
は
な
い
」
か
ら
、
選
挙
無
効
原
因
と
は
な
ら
ぬ
の
で

あ
る
。
本
件
原
判
決
も
、
博
士
の
見
解
と
同
じ
立
場
に
立
つ
も
の
と
見
て
よ

美
濃
部
博
士
に
よ
れ
ば
、

い
で
あ
ろ
う
。

ω
美
濃
部
遥
士
口
・
選
挙
争
訟
及
び
当
選
争
訟
の
研
究
六
ご
頁
以
下
、
林

田
和
博
・
選
挙
法
一
五
六
頁
以
下
。

開
そ
の
例
に
つ
き
、
美
濃
部
、
林
田
前
掲
の
外
、
田
中
真
次
・
選
挙
関

係
訴
訟
、
民
訴
講
座
五
巻
一
五
三
六
頁
以
下
。

同
美
濃
部
前
掲
八
五
頁
。

同
美
濃
部
前
掲
二

O
八
頁
。

/ 
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料

=
然
る
に
、
最
高
裁
の
立
場
は
、
こ
れ
と
は
異
な
る
も
の
の
如
く
で
あ

り
、
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
為
め
に
は
、
若
干
、
過
去
の
判
例
に
遡
ら
ね

資

ば
な
ら
ぬ
。

木
判
決
の
宜
接
の
先
例
と
な
る
も
の
に
、
昭
和
一
一
九
年
九
月
一
七
日
(
民

集
八
巻
九
号
二
ハ
四
四
頁
)
の
判
決
が
あ
る
が
、
こ
の
事
件
に
お
い
て
は
、

不
在
者
投
票
用
紙
及
び
投
票
用
封
筒
交
付
の
違
法
に
関
し
、
原
判
決
が
、
「
投

票
数
あ
る
い
は
請
求
し
た
選
挙
人
の
数
が
判
明
し
て
い
る
場
合
に
は
た
と
え

そ
の
投
票
用
紙
及
び
封
筒
の
交
付
手
続
に
違
法
が
あ
っ
て
も
選
挙
無
効
原
因

と
は
な
り
得
な
い
か
ら
、
」
と
し
て
請
求
を
棄
却
し
た
の
に
対
し
、
最
高
裁

は
、
「
原
判
決
が
そ
の
理
由
と
し
て
判
一
示
す
る
と
こ
ろ
は
:
:
:
上
告
人
主
張

の
よ
う
な
不
在
者
投
票
の
手
続
上
の
違
法
は
、
投
票
の
数
が
判
明
し
て
お
り

い
わ
ゆ
る
潜
在
無
効
投
票
の
原
困
と
な
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
最
挙
無
効
の
原
凶

と
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
趣
旨
と
解
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
公
職

選
挙
法
二

O
九
条
の
一
一
は
当
選
の
効
力
に
関
す
る
争
一
訟
の
提
起
の
あ
っ
た
場

合
の
規
定
で
あ
っ
て
、
本
件
の
よ
う
に
選
挙
の
効
カ
が
争
わ
れ
て
い
る
場
合

に
官
湖
周
さ
れ
る
べ
き
規
定
で
な
い
こ
と
は
、
同
条
の
文
理
上
か
ら
も
明
白
で

あ
る
の
み
な
ら
ず
、
当
選
の
効
力
に
関
す
る
判
断
は
選
挙
が
有
効
に
行
わ
れ

た
こ
と
を
前
提
と
す
る
か
ら
、
右
二

O
九
条
の
ご
の
適
用
が
あ
る
の
は
、
選

挙
の
効
力
に
つ
い
て
争
い
の
な
い
場
合
叉
は
選
挙
が
健
掛
で
な
い
と
判
断
さ

れ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
本
訴

y 

に
お
い
て
は
、
上
告
人
は
木
件
選
挙
を
無
効
と
す
る
旨
の
判
決
を
求
め
て
い

る
の
で
あ
る
か
ら
、
裁
判
所
は
、
本
件
不
在
者
投
票
が
右
二

O
九
条
の
ご
に

該
当
す
る
か
ど
う
か
よ
り
も
、
ま
ず
、
本
件
選
挙
が
有
効
で
あ
る
か
ど
う
か

を
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
己
と
し
て
、
結
局
、
本
件
不
在
者
投
票
手

続
の
違
法
は
、
選
挙
無
効
原
因
と
な
る
も
の
と
し
た
。

こ
の
結
論
の
当
否
は
別
と
し
て
、
右
の
引
用
部
分
に
関
す
る
限
り
、
最
高

裁
の
原
判
決
批
判
は
当
っ
て
い
な
い
。
原
判
決
の
考
え
方
は
、
本
件
原
判
決

の
そ
れ
と
全
く
同
じ
で
あ
り
、
先
に
述
べ
た
美
濃
部
博
土
の
学
説
に
従
い
、

当
該
事
件
の
如
、
ぎ
場
合
は
選
挙
無
効
原
因
と
は
な
ら
ぬ
と
し
た
に
止
ま
る
。

勿
論
、
こ
の
立
場
に
従
え
ば
、
そ
の
違
法
は
潜
在
無
効
授
票
の
原
凶
と
な
る

に
は
違
い
な
い
け
れ
ど
も
、
原
判
決
は
、
そ
れ
を
直
接
の
問
題
と
し
て
い
る

の
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
潜
在
無
効
投
票
一
は
選
挙
訴
訟
の
問
題
で
は
な
い
こ

と
を
力
説
し
て
い
る
右
判
決
の
議
論
は
、
的
が
外
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
最
高
裁
の
い
わ
ん
と
す
る
所
は
こ
う
で
あ
ろ
う
。
選
挙
訴
訟
に

お
い
て
、
選
挙
の
規
定
違
反
の
事
実
が
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
が
、
選
挙
の
結

果
に
影
響
を
及
ぼ
す
虞
が
あ
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
し
、
そ
れ
に

よ
っ
て
、
選
挙
の
有
効
無
効
を
決
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
の
場
合
に
は
パ
投

票
の
効
力
の
如
何
は
問
題
と
は
な
ら
な
い
、
け
だ
し
、
得
票
数
の
算
定
は
専

ら
当
選
の
効
力
を
決
す
る
理
由
と
な
り
得
る
だ
け
で
、
選
挙
の
効
力
を
決
す

る
理
由
と
は
な
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
o
i
l
-以
上
は
、
突
の
と
こ
ろ
昭
和

110ー



τ 
【

〆 i

二
三
年
六
月
一
一
六
日
の
判
決
(
民
集
予
巻
七
号
一
五
九
頁
)
に
示
さ
れ
て
い

る
見
解
で
、
以
後
、
本
評
釈
の
事
件
に
至
る
、
怒
、
そ
の
立
場
は
一
貫
し
て
い

る
と
い
っ
て
よ
い
。

伺

し
か
し
、
最
高
裁
の
、
こ
の
論
理
の
運
び
に
は
問
題
が
あ
る
。
け
だ
し
、

公
職
選
挙
法
二

O
五
条
に
「
選
挙
の
規
定
に
違
反
し
、
選
挙
の
結
果
に
異
動

を
及
ぼ
す
虞
あ
る
場
合
」
と
あ
る
の
は
、
選
挙
無
効
原
因
な
の
で
あ
る
か
ら
、

選
挙
人
団
の
意
見
が
、
全
体
と
し
て
自
由
且
つ
公
正
に
表
示
さ
れ
て
い
る

と
は
認
め
難
い
場
合
に
限
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
選
挙
の
規
定
違
反
が
、
一

部
の
、
数
的
に
確
定
し
得
る
投
票
の
効
力
に
影
響
を
及
ぼ
す
に
止
ま
る
場
合

に
は
、
そ
の
選
挙
の
結
果
に
及
ぼ
す
影
響
も
、
選
挙
の
ふ
れ
部
に
及
ぶ
も
の
で

は
な
く
、
且
つ
、
そ
の
範
囲
は
、
技
術
的
に
限
定
し
得
る
。
従
っ
て
、
そ
の

場
合
に
は
、
選
挙
は
全
体
と
し
て
無
効
と
な
る
の
で
は
な
く
、
限
ら
れ
た
範

囲
に
お
い
て
、
当
選
の
効
力
が
問
題
と
な
る
に
止
ま
る
。
こ
れ
が
、
美
濃
部

学
説
の
趣
旨
と
す
る
所
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
、
選
挙
制
度
の
本
質
に
鑑
み

て
、
充
分
に
菅
肯
し
得
る
所
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
美
濃
部
学
説
は
、
選
挙
無
効
原
凶
と
し
て
の
選
挙
の
規
定

違
反
と
い
う
も
の
を
、
い
わ
ば
、
目
的
論
的
に
と
ら
え
て
い
る
の
に
対
し
、

最
高
裁
の
立
場
は
、
「
選
挙
の
規
定
違
反
が
選
挙
の
結
果
に
影
響
を
及
ぼ
す

虞
あ
る
場
合
」
と
い
う
こ
と
を
、
い
わ
ば
概
念
的
に
把
掻
し
、
こ
れ
に
直
ち

に
、
選
挙
無
効
の
効
果
を
精
ひ
付
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
右
に
引
用

最高裁判所破棄判例研究

< し
た
昭
和
二
九
年
の
判
旨
は
も
と
よ
り
、
本
件
判
旨
に
お
い
て
も
、
最
高
裁

が
原
判
決
の
趣
旨
を
充
分
に
調
印
解
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
は
、
こ

の
点
の
喰
い
違
い
に
基
因
す
る
も
の
の
如
く
で
あ
る
が
、
そ
う
で
あ
る
と
す

れ
ば
、
最
高
裁
は
、
も
っ
と
、
問
題
の
ポ
イ
ン
ト
を
正
確
に
と
ら
え
て
、
原

判
決
を
批
判
す
べ
き
で
あ
っ
た
ろ
う
。

し
か
し
、
最
高
裁
の
こ
の
見
解
が
、
現
実
に
は
甚
だ
欠
陥
の
多
い
も
の
で

あ
る
こ
と
は
、
本
件
判
決
に
お
い
て
、
明
白
に
現
わ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。

本
件
の
場
合
に
お
い
て
は
、
無
効
と
さ
れ
た
補
充
選
挙
人
名
簿
に
よ

り
投
票
し
た
者
の
数
は
二
六
六
名
と
確
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
適
法
に
登

録
申
請
を
し
た
者
が
ご
七
名
で
あ
っ
た
こ
と
も
明
ら
か
に
き
れ
て
い
る
が
、

そ
の
中
何
名
の
者
が
、
こ
の
無
効
な
選
挙
人
名
簿
に
基
づ
い
て
、
現
実
に
投

棄
権
を
行
使
し
た
か
も
明
ら
か
に
為
し
得
る
筈
で
あ
る
。

従
っ
て
、
本
件
補
充
選
挙
人
名
簿
調
製
の
違
法
が
投
票
の
効
力
に
及
ぼ
し

た
影
響
は
明
白
で
あ
っ
て
、
最
高
裁
の
判
旨
自
体
も
、
表
面
上
は
投
票
の
効

力
を
論
じ
て
は
い
な
い
け
れ
ど
も
、
右
の
ご
六
六
粟
を
無
効
と
認
め
て
、
そ

の
選
挙
の
結
果
に
及
ぼ
す
影
響
を
問
題
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
否
定

で
き
な
い
。
そ
し
て
、
最
高
点
者
と
次
点
者
と
の
得
票
差
が
二
三
七
粟
に
過

ぎ
な
い
こ
と
の
故
に
、
本
件
選
挙
を
無
効
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う

な
得
票
差
は
、
も
と
よ
り
偶
然
の
結
果
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
、
も
し
、
右
の

二
六
六
繋
が
不
位
当
選
者
数
名
と
失
点
者
と
の
得
票
差
を
上
廻
る
に
止
ま
る
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料

、、、

場
合
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
選
挙
の
効
力
は
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
つ
の
考
え
方
は
、
影
響
を
受
け
る
数
名
の
者
に
つ
い
て
の
み
、
選
挙
を

資r

無
効
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
選
挙
の
人
的
一
部
無
効
を

認
め
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
現
行
選
挙
法
の
と
る
所
で
は
な
…

u
一
部
の
者
に

つ
い
て
の
み
当
選
を
認
め
な
い
と
ト
う
ζ

と
は
、
選
挙
の
有
効
を
前
提
と
す

る
当
選
訴
訟
の
問
題
と
心
て
で
な
く
て
は
、
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

き
れ
ば
と
い
っ
て
、
選
挙
の
全
部
を
無
効
と
す
る
こ
と
の
不
都
合
な
こ
と

は
、
議
の
自
に
も
明
ら
か
で
あ
る
う
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
結
局
、
こ
の
よ

う
な
場
合
は
、
当
選
の
効
力
の
問
題
と
し
て
し
か
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い

と
い
う
結
論
と
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
無
効
投
票
の
数
が
は
っ
き

り
し
て
い
る
場
合
に
は
、

J

そ
の
原
因
が
選
挙
の
規
定
違
反
に
あ
ろ
う
と
な
か

ろ
う
と
、
選
挙
無
効
の
原
因
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
、
こ
の
理
に
従

え
ば
、
本
件
の
場
合
も
‘
全
員
が
当
選
無
効
と
い
う
の
な
ら
格
別
、
選
挙
を

無
効
と
認
む
べ
き
筋
合
で
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

更
に
、
本
判
決
の
結
果
は
、
実
質
的
に
見
て
も
甚
だ
不
都
合
で
あ
る
。
現

行
公
選
法
二
九

O
条
の
こ
に
よ
れ
ば
、
潜
在
無
効
授
粟
は
、
各
候
補
者
の
得

票
数
に
按
分
し
て
差
引
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
各
候
補
者
の
得
票
順

位
に
影
響
は
な
〈
、
当
選
の
効
力
に
影
響
す
る
こ
と
も
、
通
常
の
場
合
に
は

考
え
ら
れ
な
い
。
本
件
二
六
六
棄
を
、
当
選
訴
訟
に
お
い
て
潜
在
無
効
投
票

と
し
で
処
理
し
た
場
合
を
考
え
る
と
、
pe

各
候
補
者
の
当
落
に
は
全
く
無
影
響

より

、三

J、ミ

で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
最
高
裁
の
考
え
方
は
、
潜
在
無
効
投
票
の
処
理
に

つ
い
て
の
、
右
二

O
九
条
の
こ
の
改
E
規
定
挿
入
前
に
お
け
る
最
高
裁
判
例

と
一
致
す
る
が
、
二

O
九
条
は
選
挙
訴
訟
に
は
適
用
が
な
く
、
別
段
の
定
め

が
な
い
限
り
、
か
く
解
す
る
の
が
当
然
だ
、
と
い
う
の
で
あ
b
ぅ
。
し
か
し

特
定
数
の
帰
属
不
明
の
無
効
投
票
の
取
扱
を
、
選
挙
訴
訟
と
当
選
訴
訟
と
で

全
く
異
に
す
る
と
い
う
の
は
理
由
の
な
い
こ
と
で
、
こ
れ
も
、
本
件
が
、
選

挙
訴
訟
と
し
て
は
処
理
す
べ
ぎ
問
題
で
は
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
一
側
商

か
ら
示
し
て
い
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。

従
っ
て
、
本
件
請
求
を
、
理
由
な
き
も
の
と
し
て
棄
却
し
た
原
判
決
は
、
結

局
正
当
と
認
む
べ
き
で
あ
る
が
、
唯
そ
こ
で
、
無
効
の
補
充
選
挙
人
名
簿
に

よ
る
投
票
数
の
パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
を
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
理
由
が
な
い
。

な
お
、
本
件
の
場
合
を
、
当
選
の
効
力
に
関
す
る
問
題
と
し
て
考
え
る
な

ら
ば
、
一
一
六
六
粟
を
、
潜
在
無
効
投
票
と
し
て
処
理
す
る
丈
で
は
充
分
で
は

な
い
。
適
法
に
登
録
申
請
を
し
た
二
六
名
の
中
、
現
実
に
投
棄
を
行
っ
た
者
一

に
つ
い
て
は
、
結
局
、
違
法
に
投
票
を
桓
否
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
か
ら
、
こ

れ
を
潜
在
有
効
投
票
と
み
て
、
ー
そ
の
数
を
次
点
者
に
加
算
し
、
そ
れ
に
よ
っ

て
影
響
を
受
け
る
範
囲
の
当
選
は
無
効
と
認
む
べ
き
で
あ
る
う
。

川
明
治
憲
法
時
代
に
は
乙
の
点
に
つ
き
、
判
例
の
混
乱
が
あ
り
、
美
濃

部
博
士
の
強
く
批
判
す
る
所
と
な
っ
た
。
美
濃
部
前
掲
ご
九
頁
以
下
、

六
五
頁
以
下
、
林
田
前
掲
一
三
六
頁
以
下
。
村
成

今

和、J

てリ
戸
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L 賃
借
権
を
有
し
な
い
者
に
対
し
て
換
地
予
定
地
指
定
通
知
が

な
さ
れ
た
場
合
、
従
前
の
土
地
の
所
有
者
は
右
指
定
通
知
の

取
滑
走
訴
求
す
る
法
律
上
の
利
益
を
有
す
る
か

最
高
裁
昭
和
三
一
年
七
月
一

O
日
第
二
小
法
廷
判
決
(
昭
和
二
九
年
(
オ
)

第
一
九
四
号
換
地
指
定
取
消
等
請
求
事
件
)
最
高
裁
民
集
一

O
巻
八
号

一O
O
六
頁

原
告
ハ
控
訴
人
・
上
告
人
u
は
東
京
都
板
橋
区
に
川

同
州
の
宅
地
を
所
有
し
、
そ
の
宅
地
上
に
訴
外
A
・
B
-
C
が
夫
々
家
屋
を

所
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
地
区
に
つ
い
て
土
地
区
劃
整
理
事
業
が

〔
事
実
及
び
制
旨
〕

伺

施
行
さ
れ
る
に
至
り
ハ
昭
和
一
二
一
年
に
特
別
都
市
計
画
法
理
〆
行
令
一

O
条
に

よ
る
繋
理
施
行
地
区
の
告
示
が
な
さ
れ
た
)
、
被
告
東
京
都
知
事
は
昭
和
一
一

七
年
に
右
川
同
川
の
宅
地
に
つ
い
て
夫
々
換
地
予
定
地
を
指
定
し
、
そ
の
旨

を
原
告
並
び
に
A
・
B
-
C
に
通
知
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
原
告
は
、

A
-
B

C
は
も
と
も
と
右
宅
地
に
つ
い
て
何
ら
の
権
利
を
有
す
る
も
の
で
な
く
、
ま

最高裁判所破棄判例研究

た
特
別
都
市
計
画
法
施
行
令
四
五
条
但
警
に
定
め
る
期
限
内
に
権
利
の
届
出

を
し
て
い
な
い
(
同
但
書
に
よ
れ
ば
、
所
有
権
以
外
の
未
登
記
の
権
利
者
は

告
示
か
ら
一
カ
月
以
内
に
機
利
の
届
出
を
し
な
い
と
き
は
換
地
を
指
定
し
な

従
っ
て
A
・
B
-
C
に
対
す
る
右
換
地
予
定
地

指
定
通
知
は
な
す
べ
、
き
で
な
い
の
に
敢
え
て
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
何
れ
も

違
法
で
あ
る
、
と
主
張
し
て
右
指
定
通
知
の
取
消
を
求
め
る
訴
を
提
起
し
た
。

い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
ズ

‘L 

こ
れ
に
対
し
て
第
一
審
裁
判
所
は
、
換
地
予
定
地
指
定
通
知
は
「
そ
の
通

知
を
受
け
た
も
の
が
従
前
の
土
地
に
つ
い
て
権
原
を
有
す
る
と
否
と
を
問
わ

ず
、
原
始
的
に
換
地
予
定
地
に
何
ら
か
の
梶
原
を
取
得
せ
し
め
る
処
分
で
な

く
、
従
っ
て
そ
の
通
知
を
受
け
た
も
の
が
従
前
の
土
地
に
つ
い
て
何
等
の
権

原
も
有
し
な
い
と
き
は
、
当
然
換
地
予
定
地
に
つ
い
て
も
何
等
の
権
原
も
取

従
っ
て
、

A
・
B
-
C
は
従
前
の
土
地
に
つ
い

得
す
る
も
の
で
は
な
い
」
、

て
何
ら
の
使
用
収
益
権
原
を
も
有
し
な
い
、
と
の
原
告
主
張
よ
り
す
れ
ば
、

「
A
・
B
-
C
は
換
地
予
定
地
に
つ
い
て
何
ら
の
使
用
収
益
権
能
を
取
得
す

る
筈
は
な
く
従
っ
て
被
告
が
A
-
B
-
C
に
対
し
て
右
指
定
通
知
を
な
し
た

こ
と
に
よ
っ
て
、
原
告
が
換
地
予
定
地
に
つ
い
て
取
得
し
た
使
用
収
益
を
な

す
権
原
に
何
ら
の
制
約
も
加
わ
る
も
の
で
は
な
く
、
右
通
知
の
有
無
は
原
告

の
有
す
る
本
来
の
権
利
に
何
ら
の
消
長
を
招
来
す
る
も
の
で
な
い
。
さ
れ
ば

こ
の
点
の
原
告
の
請
求
は
主
張
自
体
か
ら
し
て
権
利
保
護
の
利
益
の
な
い
」

「
(
附
言
す
れ
ば
、

A
・
B
-
C
が
換
地
予
定
地
に
つ
い
て
使
用
収
益
梅
原
あ

り
と
し
て
換
地
予
定
地
を
占
有
し
た
場
合
、
そ
の
紛
争
は
原
告
と
A
・
B
-

C
と
の
聞
に
お
い
て
解
決
さ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
換
地
予
定
地
の
指
定
通
知

の
有
無
は
原
告
が
そ
の
正
当
な
権
利
を
主
張
し
行
使
す
る
に
何
等
の
支
障
と

は
な
ら
な
い
J
」
と
説
示
し
て
訴
を
却
下
し
た
。

第
二
審
東
京
高
裁
は
、
全
く
同
じ
理
由
で
一
審
判
決
を
支
持
し
、
控
訴
を

棄
却
し
た
。
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料、

撚
る
に
、
右
に
対
す
る
上
告
審
に
お
い
て
、
最
高
裁
は
、
次
の
如
く
判
示

し
て
、
原
判
決
を
破
棄
・
差
戻
し
た
。
「
被
上
告
人
が
訴
外
A
・
B
-
C
等
に

対
し
て
な
し
た
換
地
予
定
地
の
指
定
通
知
は
、
右
訴
外
人
等
が
従
前
の
上
告

資

人
の
所
有
土
地
に
賃
借
権
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
事
実
の
前
提
の
下
に

な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
換
地
予
定
地

指
定
の
効
力
に
よ
っ
て
、
被
上
告
人
は
訴
外
人
等
が
従
前
の
土
地
上
に
所
有

す
る
建
物
を
換
地
予
定
地
上
に
移
築
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
、
叉
は
、
代
執
行

に
よ
っ
て
移
築
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
仮
り
に
上
告
人
主
張

の
と
お
り
右
訴
外
人
等
は
従
前
の
土
地
に
対
し
何
等
賃
借
権
を
有
す
る
も
の

で
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
上
告
人
は
右
指
定
通
知
の
効
力
に
よ
っ
て
、
換
地

予
定
地
に
対
す
る
完
全
な
所
有
権
者
と
し
て
の
権
利
の
行
使
を
妨
げ
ら
れ
る

結
果
を
招
く
恐
れ
が
あ
る
も
の
で
あ
り
(
訴
外
人
等
が
従
前
の
土
地
に
賃
借

権
を
有
し
な
い
場
合
叉
は
指
定
通
知
が
適
当
の
も
の
で
な
い
な
ら
ば
、
移
築

命
令
叉
は
代
執
行
は
違
法
で
あ
り
、
こ
の
場
合
上
告
人
は
訴
訟
を
も
っ
て
争

う
こ
と
が
で
き
る
け
れ
ど
も
、
移
築
命
令
叉
は
代
執
行
の
溝
手
ま
で
こ
れ
を

待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
が
な
い
て

て
右
訴
外
ん
等
に
対
す
る
被
上
告
人
の
な
し
た
指
定
通
知
の
取
消
を
求
め
る

従
っ
て
上
告
人
は
本
訴
に
お
い

法
律
上
の
利
益
を
有
す
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

し
か
る
に
第

一
審
判
決
が
訴
外
人
等
が
換
地
予
定
地
上
に
従
前
と
同
様
C
権
利
が
あ
る
か

な
い
が
は
上
告
人
と
訴
外
人
等
と
の
闘
で
決
ぜ
ら
れ
る
問
題
で
あ
り
、
こ
の

q

サノ
d
A

)
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権
利
関
係
は
被
上
告
人
の
本
体
指
定
通
知
に
よ
っ
て
何
等
の
消
長
を
来
た
す

も
の
で
は
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
直
ち
に
上
告
人
(
原
告
〉
の
本
訴
請
求
は
権

利
保
護
の
利
益
を
欠
く
も
の
と
し
て
上
告
人
の
こ
の
点
の
請
求
を
却
下
し
、

原
審
ま
た
右
第
一
審
判
決
を
是
認
し
て
上
告
人
(
控
訴
人
)
の
控
訴
を
棄
却

し
た
の
は
何
れ
も
法
令
の
解
釈
を
誤
っ
た
違
法
あ
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
」

〔
評
釈
〕

判
回
日
に
賛
成
し
難
い
。

従
前
の
土
地
の
所
有
者
た
る
原
告
ハ
上
告
人
〉
が
、
訴
外
A
・
B
-

C
の
無
権
利
を
理
由
に
、

A
・
B
-
C
に
対
す
る
換
地
予
定
地
指
定
通
知
の

取
消
を
訴
求
し
た
場
合
、
そ
の
訴
は
訴
権
要
件
H
訴
の
利
益
を
具
有
し
て
い

る
か
否
か
、
こ
れ
が
本
件
事
実
の
骨
子
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
原
判
決
並
び
に

判
旨
は
、
こ
れ
を
所
謂
権
利
保
護
の
利
益
乃
至
原
告
適
格
の
有
無
の
問
題
に

局
限
し
て
把
え
、
右
指
定
通
知
が
処
分
の
第
三
者
た
る
原
告
の
所
有
権
に
い

か
な
る
影
響
を
及
ぼ
す
か
を
直
接
の
論
点
と
し
て
い
る
。
思
う
に
、
か
か
る

視
点
に
立
つ
限
り
に
お
い
て
は
、
そ
の
理
由
づ
け
は
兎
も
角
と
し
て
、
訴
の

利
益
を
肯
定
し
た
判
旨
の
結
論
に
賛
成
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は

一
面
的
な
考
察
に
終
始
し
た
憾
が
み
め
り
、
-
本
件
事
案
の
解
釈
と
し
て
は
正
当

で
な
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
け
だ
し
、
前
記
の
観
点
か
ら
本
件
上
告
人
の

原
告
適
格
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
も
、
本
件
請
求
の
具
体
的
内
容

に
着
目
し
て
事
を
考
え
る
と
き
、
結
局
訴
の
利
益
が
否
定
さ
れ
る
と
と
に
た
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る
か
ら
で
あ
る
。
以
下
、
順
を
追
っ
て
考
察
し
よ
う
。

換
地
予
定
地
指
定
処
分
は
、
そ
の
相
手
方
の
た
め
に
、
予
定
地
に
対

ーー
す
る
使
用
収
益
権
原
を
原
始
的
に
設
定
す
る
効
力
を
も
っ
行
政
行
為
で
は
な

い
。
そ
れ
は
、
土
地
関
係
者
の
権
利
関
係
の
実
質
に
何
ら
法
律
的
変
動
を
生

ぜ
し
め
る
こ
と
な
し
に
、
単
に
従
前
の
土
地
区
関
す
る
使
用
収
益
関
係
を
そ

の
ま
ま
換
地
予
定
地
に
移
す
こ
と
に
主
眼
を
お
く
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
本
件
事
実
に
お
い
て
も
「
A
-
B
-
Cが
換
地
予
定
地
に
つ
い
て
使
用
収

益
権
原
あ
り
と
し
て
換
地
予
定
地
を
占
有
し
た
場
合
、
そ
の
紛
争
は
原
告
と

A

・B
-
C
と
の
聞
に
お
い
て
解
決
さ
る
べ
き
」
で
あ
り
、
そ
の
際
「
換
地

予
定
地
の
指
定
通
知
の
有
無
は
、
原
告
が
そ
の
正
当
な
権
利
を
」
裁
判
上
「
主

張
し
行
使
す
る
に
何
等
の
支
障
と
な
ら
な
い
」
と
と
は
、
ま
さ
に
第
一
審
判

決
の
い
う
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
第
一
審
並
び
に
原
審
判
決
の
よ
う
に
、

以
上
の
こ
と
か
ら
直
ち
に
、
右
指
定
通
知
に
よ
っ
て
、
原
告
の
所
有
権
に
何

伺
，
ら
の
消
長
を
来
た
す
も
の
で
は
な
い
と
し
て
、
該
処
分
の
取
消
を
求
め
る
原

告
の
権
利
保
護
の
利
益
を
否
定
す
る
の
は
速
断
で
あ
る
。
け
ど
し
、
換
地
予

定
地
の
指
定
通
知
を
受
け
た
単
調
が
、
換
地
予
定
地
に
つ
い
て
、
「
従
前
の
土

地
に
存
す
る
機
利
の
内
容
た
る
使
用
収
益
と
同
じ
使
用
収
益
を
な
す
こ
と
が

出
来
る
」
(
特
別
都
市
計
画
法
一
四
条
)
と
い
う
の
は
、
指
定
通
知
の
効
果
と

し
て
、
そ
の
相
手
方
が
、
当
該
土
地
を
僚
用
収
益
す
る
こ
と
の
で
き
る
地
位

を
取
得
す
る
こ
と
を
意
味
し
、
そ
れ
は
、
使
用
収
益
権
原
と
は
一
応
区
別
さ

最宵裁判所破棄判例研究

る
べ
き
、
処
分
そ
の
も
の
の
効
果
で
あ
る
。
そ
の
者
が
使
用
収
益
梅
原
を
も

た
ぬ
と
き
は
、
呼
々
の
関
係
で
、
当
該
使
用
収
議
は
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ

う
Q

け
れ
ど
も
、
そ
の
こ
と
は
、
指
定
通
知
が
右
の
如
き
効
果
を
も
ち
、
そ

の
関
係
で
、
土
地
所
有
権
の
内
容
に
彫
'
響
を
与
え
る
こ
と
l
即
ち
、
今
右
通
知

に
基
づ
く
具
体
的
行
為
が
所
有
権
行
使
の
障
碍
と
な
る
こ
と
を
否
定
す
る
根

拠
と
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
土
地
所
有
者
に
お
い
て
、

該
処
分
の
右
の
如
き
効
果
を
除
会
す
る
た
め
に
‘
土
地
関
係
者
ー
そ
の
者
が

実
体
的
権
利
を
有
す
る
と
否
と
を
問
わ
ず
ー
に
対
す
る
違
法
な
換
地
予
定
地

指
定
通
知
の
取
消
を
訴
求
す
る
利
益
乃
至
必
要
を
有
す
る
こ
と
は
、
自
明
の

理
台
あ
る
。
か
く
て
、
一
般
の
事
例
に
お
け
る
如
〈
、
当
該
処
分
と
原
告
の

所
有
権
者
た
る
地
位
と
の
関
連
如
何
と
い
う
視
角
か
ら
権
利
保
護
の
利
益
乃

至
原
告
適
格
の
有
無
を
問
題
と
す
る
限
り
に
お
い
て
、
本
件
上
告
人
の
訴
の

利
益
は
、
判
旨
の
如
く
に
該
指
定
通
知
に
慕
づ
く
、
爾
後
の
行
政
強
制
(
建
，

物
移
築
の
強
制
)
の
可
能
性
を
持
出
す
ま
で
も
な
く

l
尤
も
、
そ
の
こ
と
は

権
利
保
護
の
利
益
を
基
礎
.
つ
け
る
貫
一
要
な
補
足
的
事
由
で
は
あ
る
が
|
、
該

通
知
の
効
果
そ
の
も
の
か
ら
基
礎
つ
け
ら
れ
る
の
で
あ
…
包

川
乙
の
点
は
一
「
飲
食
厄
営
業
許
可
は
当
該
営
業
施
設
よ
の
私
法
上
の

権
利
関
係
と
は
な
ん
ら
の
関
係
も
な
く
、
従
っ
て
、
営
業
許
可
処
分
に

よ
っ
て
事
実
上
営
業
施
設
上
に
有
す
る
第
三
者
の
権
利
行
使
が
妨
げ
ら

れ
る
乙
と
が
あ
っ
て
も
右
処
分
に
よ
っ
て
該
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
も
の
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と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
ハ
仙
台
高
裁
昭
二
九
・
六
・
二
九
判
決
、
行

裁
例
集
五
巻
一
五
二
五
頁
〉
と
さ
れ
る
場
合
と
は
区
別
す
る
を
要
す
る
。

飲
食
后
の
営
業
許
可
は
、
当
該
施
設
に
対
す
る
警
察
法
上
の
制
限
の

、、

・
解
除
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
、
当
該
施
設
の
使
用
権
の
有
無
と
は
全
く
関

係
が
な
い
。
従
っ
て
、
岡
山
県
風
俗
営
業
取
締
法
施
行
条
例
七
条
一
項

一
O
号
の
こ
の
規
定
(
風
俗
営
業
に
供
す
る
家
屋
が
他
人
の
所
有
に
属

す
る
と
き
は
、
そ
の
承
諾
書
(
承
諾
書
が
得
ら
れ
な
い
特
別
の
事
由
が

あ
る
と
き
は
そ
の
理
由
書
)
を
許
可
申
請
書
に
添
付
す
る
乙
と
を
要
す

る
旨
の
規
定
)
を
家
主
保
護
規
定
と
解
し
、
家
主
が
そ
の
規
定
違
反
の

許
可
処
分
の
取
消
を
求
む
る
法
律
上
の
利
益
あ
り
と
し
た
判
決
〔
岡
山

地
裁
昭
三

0
・
五
・
三
て
行
裁
例
集
六
巻
二
一
七
一
一
員
)
は
正
当
で

な
く
、
よ
り
根
本
的
に
は
、
か
か
る
規
定
の
寄
在
理
由
そ
の
も
の
が
疑

わ
し
い
(
保
護
せ
ら
る
べ
き
は
家
主
の
利
益
の
み
で
な
い
。
家
主
と
許

可
申
請
者
と
の
問
の
民
事
関
係
に
、
行
政
庁
は
介
入
す
べ
き
で
な
い
〉
。

料資

以
上
の
知
く
、
土
地
所
有
者
は
一
般
に
、
非
賃
借
権
者
に
対
す
る
違

法
な
換
地
予
定
地
指
定
通
知
の
取
消
を
訴
求
し
得
る
地
位
に
あ
る
と
し
て
も

、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.

本
訴
の
よ
う
に
A
・
B
-
C
の
無
権
利
を
理
由
と
し
て
該
処
分
の
違
法
、
取

消
を
訴
求
し
て
い
る
場
合
に
、
訴
の
利
益
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
か
否
か

は
一
そ
れ
は
ま
た
、
他
の
異
な
る
観
点
か
ら
考
え
ら
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
本
件
の
場
合
、
原
告
の
主
張
の
根
拠
は
、
無
権
利
者
に
対
す

る
換
地
予
定
地
の
指
定
通
知
は
違
法
で
あ
る
と
い
う
に
あ
る
も
の
で
、
判
旨

も
、
こ
の
法
律
的
見
解
の
容
認
を
前
提
と
す
る
も
の
に
外
な
ら
な
い
が
、
換

ノ

地
予
定
地
の
指
定
通
知
に
当
つ
て
は
、
行
政
庁
は
、
登
記
あ
る
権
利
は
別
と

し
て
、
そ
の
他
の
権
利
に
つ
い
て
は
.
権
利
行
使
の
外
形
的
事
実
に
基
づ
い

て
そ
の
存
否
を
推
認
す
る
の
外
は
な
い
。
市
し
て
、
法
は
、
こ
れ
を
認
識
す

る
手
段
と
し
て
、
登
記
な
き
賃
借
入
は
、
土
地
所
有
者
と
の
連
署
叉
は
権
利

を
証
す
る
書
面
を
添
え
て
、
権
利
を
申
告
す
べ
き
も
の
と
し
て
い
る
ハ
施
行

か
か
る
書
面
の
記
載
に
基
づ
い
て
、
権
利
の
所
在
が
一
応
推

令
四
五
条
〉
。

認
L
得
る
限
り
、
行
政
庁
は
当
然
に
、
換
地
予
定
地
の
指
定
通
知
を
な
す
べ

き
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
に
、
真
実
の
権
利
関
係
を
追
究
す
る
こ
と
は
、
司

法
機
関
に
非
ざ
る
行
政
庁
に
は
許
き
れ
な
い
所
で
あ
る
。

も
と
よ
り
、
か
か
る
規
定
の
存
在
が
、
土
地
所
有
者
の
権
利
保
護
の
二
闘

を
有
す
る
こ
と
は
、
見
易
い
道
理
で
あ
る
か
ら
、
当
該
規
定
一
違
反
を
理
由
に

土
地
所
有
者
が
賃
借
入
に
対
す
る
換
地
予
定
地
の
指
定
通
知
の
取
消
を
求
め

る
こ
と
は
、
先
に
述
べ
た
理
由
に
よ
り
、
当
然
に
許
さ
れ
て
よ
い
。
け
れ
ど

も
、
通
知
を
受
け
た
者
の
実
体
私
法
上
の
無
権
利
を
理
由
に
そ
の
取
消
を
求

め
る
こ
と
は
、
処
分
の
要
件
外
の
事
実
を
基
に
そ
の
違
法
を
攻
撃
す
る
も
の

で
、
主
張
自
体
が
失
当
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
木
件
請
求
は
そ
の
内
容
自

体
に
お
い
て
抗
告
訴
訟
の
対
象
と
し
て
の
適
格
性
を
欠
く
も
の
と
し
て
、
そ

の
訴
は
却
下
せ
ら
る
べ
き
で
あ
ろ

M
V
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
本
件
事
実
に
お

い
て
は
、
結
局
、
原
審
判
決
の
方
が
、
結
果
に
お
い
て
は
、

E
当
で
あ
っ
た

と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。

ノ
¥r  
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r， 、ω
前
掲
岡
山
地
裁
判
決
は
、
前
記
理
白
書
の
取
扱
い
に
つ
き
、
同
じ
見

解
を
示
し
て
い
る
。

仰
と
の
場
合
、
処
分
は
違
法
で
は
な
い
の
だ
か
ら
請
求
理
由
な
し
と
し

て
棄
却
す
る
ζ

と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
原
告
が
、
要
件
外
の
事

実
に
基
づ
い
て
処
分
を
攻
撃
し
て
い
る
た
め
に
、
そ
の
主
張
を
全
部
認

め
て
も
、
本
案
審
理
に
入
る
迄
も
な
く
、
処
分
は
違
法
で
な
い
こ
と
が

請
求
自
体
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
と
い
う
場
合
に
は
、
不
適
法
な
訴
と
し

て
却
下
す
る
の
が
正
し
い
で
あ
ろ
う
。
前
者
の
立
場
に
立
つ
判
決
例
と

し
て
、
東
京
高
裁
昭
二
五
・
一
・
三

O
判
決
、
行
裁
例
集
一
巻
四
六
八

頁
、
東
京
地
裁
昭
ご
七
・
六
・
二
五
判
決
、
行
政
例
集
三
巻
一

O
七
八

頁
(
何
れ
も
敷
地
所
有
者
た
る
原
告
が
第
三
者
に
対
す
る
建
築
許
可
の

取
消
を
訴
求
し
た
事
例
)
。
ち
な
み
に
、

ζ

の
場
合
に
は
一
般
的
に
原
告

適
絡
が
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
何
れ
に
し
て
も
、
請
求
理
由

な
し
と
し
て
棄
却
し
た
の
は
誤
り
で
あ
る
(
ご
の
註
川
参
照
)

Q

伺

な
お
、
上
告
人
は
、
原
審
に
お
い
て
、
期
限
に
お
く
れ
た
申
告
に
基

づ
く
指
定
通
知
を
違
法
と
し
て
、
そ
の
取
消
を
求
め
一
て
い
る
。
こ
れ
に
対
す

る
原
審
の
判
断
が
見
ら
れ
な
い
の
は
正
当
で
な
い
と
思
う
が
、
申
告
に
期
限

回

最高裁判所破棄判例研究

を
附
し
た
こ
と
は
、
も
っ
ぱ
ら
行
政
の
便
宜
の
た
め
で
あ
り
、
関
係
者
の
利

益
保
護
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
い
u

従
っ
て
、
こ
の
点
の
違
法
を
理
由

に
通
知
の
取
消
を
求
め
る
こ
と
に
も
、
訴
の
利
益
を
欠
く
か
ら
、
こ
の
点
か

ら
み
て
も
、
訴
を
却
下
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
変
り
は
な
い
。

本
判
決
に
つ
い
て
は
、
末
川
崎
博
教
授
の
批
評
(
判
旨
賛
成
)
が
民
商
法
雑

電p

誌
三
五
巻
一
一
号
一
一
一
八
頁
以
下
に
あ
る
。

(
今
村
成
和
・
品
川
孝
次
}

い
わ
ゆ
る
接
収
建
物
の
賃
借
入
た
る
固
と
民
法
第
七
一
七
条

に
い
う
占
有
者

昭
和
三
一
年
一
一
一
月
一
八
日
第
三
小
法
廷
判
決
(
昭
和
二
九
年
(
オ
〉
第

八
四
八
号
慰
籍
料
等
損
害
賠
償
請
求
事
件
V

最
高
裁
民
鼻
一

O
巻
一
一
一

号
一
五
五
九
頁

〔
事
実
及
び
判
官
〕

原
告
(
控
訴
人
・
上
告
人
)
夫
婦
の
長
男
は
、
い
わ

ゆ
る
接
収
建
物
た
る
三
信
ビ
ル
に
進
駐
軍
付
電
気
工
と
し
て
勤
務
じ
て
い
た

が
昭
和
一
一
二
年
九
月
一
日
間
ピ
ル
の
ヨ
ロ
イ
戸
の
故
障
を
修
理
中
、
リ

z
v

ト
ス
ウ
イ
V

チ
の
安
全
カ
バ
ー
が
外
れ
て
い
た
こ
と
に
基
因
す
る
感
電
傷
害

を
う
け
、
同
日
事
故
三

O
分
後
に
死
亡
し
た
。
原
告
両
人
は
、
本
件
ピ
ル
の

借
主
で
あ
る
国
と
ピ
ル
の
管
理
人
(
被
告
)
に
対
し
て
、
民
法
七
一
七
条
に

よ
る
工
作
物
の
占
有
者
の
責
任
、
予
備
的
に
七

O
九
条
に
よ
る
過
失
責
任
、

国
に
つ
い
て
は
七
一
五
条
の
使
用
者
責
任
を
主
張
し
て
、
精
神
的
損
害
に
対

す
る
慰
籍
料
各
コ
一

O
万
円
、
長
男
の
取
得
し
た
慰
藷
料
請
求
権
の
相
続
分
各

一
O
万
円
を
請
求
。
こ
れ
に
対
し
て
被
告
側
は
、
被
告
両
名
と
も
ピ
ル
の
占

有
者
で
は
な
い
か
ら
七
一
七
条
に
よ
る
責
任
を
負
わ
な
い
、
国
は
管
理
権
限

を
有
せ
ず
、
管
理
人
は
与
え
ら
れ
た
権
限
の
範
囲
内
で
の
注
意
義
務
を
尽
し
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ラ

料

た

点

で

七

O
九
条
の
責
任
も
な
く
、
さ
ら
に
園
は
=
一
信
ピ
ル
の
代
表
取
締
役

p

で
あ
っ
た
管
愚
人
の
選
任
に
・
っ
き
相
当
の
注
意
を
払
っ
た
旨
を
抗
弁
。
第
一

審
は
原
告
敗
訴
。
原
告
は
第
二
審
に
お
い
て
周
波
賠
償
法
第
一
一
条
の
適
用
を

も
あ
わ
せ
て
主
張
し
た
が
、
第
三
審
も
ま
た
つ
ぎ
の
理
由
に
よ
り
控
訴
を
棄

E聖

却
し
た
。

七
一
七
条
の
適
用
に
つ
い
て
、
安
全
カ
バ
ー
の
不
備
は
ヱ
作
物
の
保
存
に

寝
仇
が
あ
っ
た
場
合
に
当
る
が
、
七
一
七
条
に
い
う
工
作
物
の
占
有
者
と
は

工
作
物
を
事
実
上
支
配
し
、
そ
の
回
収
航
を
惨
禍
し
え
て
損
害
の
発
生
を
防
止

し
う
る
関
係
に
あ
る
者
を
指
す
か
ら
、
ま
っ
た
く
の
形
式
上
の
借
主
に
す
ぎ

ぬ
国
や
管
理
内
容
が
労
務
管
理
事
務
に
限
定
さ
れ
そ
れ
す
ら
進
駐
軍
の
指
示

命
令
に
し
た
が
っ
た
管
理
人
は
、
一
一
一
信
ピ
ル
の
占
有
者
と
は
い
え
な
い
。

七
O
九
条
の
適
用
に
つ
い
て
、
管
理
人
は
前
記
の
ご
と
く
建
物
の
維
持
管

理
事
務
に
直
接
関
与
し
て
い
な
か
っ
た
点
か
ら
み
て
、
木
件
事
故
に
つ
い
て

の
過
失
責
任
を
有
し
な
い
。
国
の
故
意
過
失
責
任
に
つ
い
て
も
な
ん
ら
の
証

拠
が
な
い
。
か
え
っ
て
本
件
事
故
は
、
控
訴
人
夫
婦
の
長
男
が
、
ス
ウ
イ
ゥ

チ
を
切
ら
ず
上
半
身
裸
体
素
足
の
ま
ま
作
業
に
か
か
る
な
ど
、
電
気
工
と
し

て
の
当
然
の
注
意
を
欠
く
こ
と
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

七
一
五
条
の
適
用
に
つ
い
て
、
管
理
人
に
過
失
責
任
を
認
め
え
な
い
以
上

使
用
者
責
任
も
発
生
し
な
い
。

国
家
賠
償
法
の
適
用
に
つ
い
て
、
憲
法
一
七
条
は
、
固
ま
た
は
公
共
団
体

t 

九

が
そ
の
公
務
員
の
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
を
賠
償
す
べ
き
こ
ど
を
定
め
る
と

共
に
、
そ
の
具
体
的
要
件
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
法
律
に
譲
る
こ
と
を
定
め
た

も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
要
件
を
規
律
す
る
法
律
が
存
し
な
い
限
り
、
宥
の

請
求
は
実
際
上
は
こ
れ
を
な
し
え
な
い
。
し
か
し
て
本
件
事
故
発
生
当
。
時
国

家
賠
償
法
は
施
行
前
で
あ
る
。
国
家
賠
償
法
附
則
が
法
律
施
行
前
の
行
為
に

も
と
づ
く
損
害
に
つ
い
て
は
従
前
の
例
に
よ
る
旨
規
定
し
て
い
る
の
は
、
上

回
恥
の
解
釈
か
ら
い
っ
て
憲
法
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
。

上
告
理
由
は
も
っ
ぱ
ら
最
後
の
点
に
む
け
ら
れ
た
が
、
最
高
裁
は
、
こ
の

点
に
は
ふ
れ
る
こ
と
な
く
つ
ぎ
の
理
由
に
よ
り
原
判
決
を
破
棄
祭
戻
し
た
。

「
国
が
声
合
国
占
領
軍
の
接
収
通
知
に
応
じ
建
物
を
そ
の
所
有
者
よ
り
借

り
受
け
た
場
合
に
お
い
て
は
た
と
い
こ
れ
を
同
軍
の
使
用
に
供
し
、
問
箪
が

事
実
上
右
建
物
を
占
有
支
配
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
も
、
国
は
依
然
と
し

て
な
お
右
建
物
の
賃
借
入
で
あ
る
こ
と
に
変
り
は
な
く
、
従
っ
て
ま
た
右
建

物
に
つ
い
て
も
当
然
に
間
接
占
有
を
有
す
る
も
の
と
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

ぃ
。
そ
し
て
民
法
七
一
七
条
に
い
わ
ゆ
る
占
有
者
に
は
特
に
間
接
占
有
者
を

除
外
す
ベ
さ
法
文
上
の
根
拠
も
な
く
ま
た
こ
れ
を
首
肯
せ
し
む
べ
き
実
質
上

の
理
由
も
な
い
か
ら
、
閣
は
右
建
物
の
設
置
保
存
に
関
す
る
回
収
抗
に
基
因
す

る
損
害
に
つ
い
て
は
当
然
に
右
法
条
に
お
け
る
占
有
者
と
し
て
そ
の
貨
に
任

ず
べ
き
も
の
と
解
す
る
を
至
当
と
す
る
己

〔
評
釈
〕

判
旨
は
一
般
的
に
は
正
当
と
思
わ
れ
る
が
本
件
の
具
体
的
事
例
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の
解
決
と
し
て
は
不
適
切
で
あ
る
。
な
お
木
件
で
は
、
建
物
の
内
外
部
設
備

と
工
作
物
概
念
、
接
収
穐
物
を
め
ぐ
る
法
律
関
係
、
被
害
者
の
寝
痴
惨
補
行

為
と
稜
既
に
も
と
づ
く
被
害
と
の
関
係
、
上
告
理
由
の
主
張
す
る
国
家
賠
償

法
附
則
ご
号
の
違
憲
性
|
|
憲
法
一
七
条
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
的
性
格
な
ど
が
、

一
般
的
な
法
律
問
題
と
な
り
う
る
。
判
貨
を
中
心
と
し
て
、
右
の
諸
点
に
も

億
単
に
ふ
れ
る
。

伺

本
件
の
鎧
戸
が
土
地
の
工
作
物
に
含
ま
れ
る
こ
と
は
と
く
に
争
わ
れ

て
い
な
い
。
階
段
(
東
京
地
駒
田
・
七
・
一
豆
)
、
ェ

ν
ベ
ー
タ
l
(東
京

地
昭
三
一

0
・
五
・
六
〉
な
け
と
と
同
様
、
建
物
の
二
簡
を
な
す
も
の
で
あ
る
か

ら
、
土
地
の
工
作
物
に
あ
た
る
こ
と
は
疑
い
を
い
れ
な
い
。
一
般
に
建
物
の

内
外
部
設
備
は
広
く
工
作
物
に
含
め
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
が
、
か
つ
て
判

例
か
工
場
内
の
機
械
を
工
作
物
に
あ
ら
ず
と
し
た
ご
と
く
ハ
大
判
大
六
・
一

三
・
)
、
建
物
か
ら
独
立
し
た
存
在
と
認
め
ら
れ
る
附
属
設
備
に
ま
で
は
拡

張
さ
れ
な
い
。
け
だ
し
建
物
所
有
者
と
附
属
設
備
所
有
者
と
が
異
な
る
よ
う

な
場
合
を
七
一
七
条
は
予
想
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
学
説
と
し
て
は
自

動
車
を
工
作
物
に
含
ま
し
ぬ
る
も
の
が
あ
り
、
ま
た
国
家
賠
償
法
ご
条
の
営

造
物
に
は
自
動
車
の
ご
と
き
動
産
を
含
め
る
の
が
通
説
で
あ
る
が
、
ハ
今
村

成
和
「
国
家
補
償
法
」
二
一
一
ニ
頁
)
営
造
物
の
か
か
る
特
異
性
に
つ
い
て
も

こ
れ
を
疑
問
と
す
る
も
の
が
あ
り
(
加
曜
周
一
郎
「
不
法
行
為
」
一
九
四
頁
)
、

民
法
上
の
工
作
物
概
念
と
し
て
は
な
お
将
来
の
課
題
で
あ
る
。

最高裁判所破棄判例研究

... 
ム !ν

C ， 
d ， 

判
旨
が
問
題
と
す
る
占
有
者
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
占
有
者
に
間
接

占
有
者
も
含
ま
れ
る
と
す
る
の
が
わ
が
国
の
通
説
の
よ
う
で
あ
る
ハ
末
川
博

「
権
利
議
用
の
研
究
」
二
四

O
頁
、
宗
宮
信
次
「
債
権
各
論
」
四
三
二
頁
、

加
藤
前
掲
一
九
九
頁
、
。

も
っ
と
も
、
間
接
占
有
者
が
所
有
者
で
あ
る
場
合

に
は
、
所
有
者
と
し
て
の
無
過
失
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る
か
ら
、
と
く
に

占
有
者
と
し
て
の
責
任
を
負
う
間
接
占
有
者
と
は
、
所
有
者
で
な
い
賃
借
入

使
用
借
主
・
寄
託
者
・
質
権
者
・
代
理
人
に
事
務
処
理
を
託
し
た
受
任
者
な

ど
の
場
合
で
あ
る
。

七
一
七
条
の
規
定
は
、
占
有
者
の
責
任
と
所
有
者
の
責
任
を
別
異
に
構
成

し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
一
応
は
占
有
の
現
実
性
と
所
有
の
観
念
性
に
対
応
す

る
も
の
と
い
い
う
る
。
こ
の
趣
旨
を
つ
ら
ぬ
け
ば
、
工
作
物
の
占
有
者
の
意

義
も
、
原
審
の
ご
と
く
、
土
作
物
を
事
実
上
支
闘
し
、
そ
の
稜
痴
を
修
補
し

え
て
損
害
の
発
生
を
防
止
し
う
る
関
係
に
あ
る
者
と
解
す
る
こ
と
が
妥
当
の

よ
う
に
思
わ
れ
ぬ
で
も
な
い
。
し
か
し
代
理
占
有
関
係
は
、
そ
も
そ
も
占
有

の
観
念
化
の
所
産
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
右
の
ご
と
き
解
釈
は
せ
ま
き

に
失
す
る
の
で
あ
っ
て
、
け
っ
し
て
正
当
な
も
の
と
は
い
え
な
い
。
つ
ま
り

七
一
七
条
の
占
有
者
は
、
現
実
に
暇
庇
の
修
補
を
な
し
う
る
者
を
さ
す
は
も

と
よ
り
、
さ
ら
に
暇
擁
の
修
補
を
な
す
べ
き
地
位
に
あ
る
者
を
も
さ
す
と
解

す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
回
収
腕
修
補
可
能
性
の
判
断
は
、
も
つ
ば
ら
外

部
の
一
般
第
三
者
に
対
す
る
関
係
に
よ
っ
て
決
す
べ
き
で
、
占
有
者
の
内
部

で可
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料

的
な
法
律
関
係
に
よ
っ
て
決
せ
ら
る
べ
き
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
内
部

関
係
台
管
理
排
除
の
特
約
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
に
よ
っ
て
占
有
者
の

責
任
自
体
は
影
響
を
う
け
ぬ
と
解
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

資

一、

右
の
よ
う
に
間
接
占
有
者
も
や
は
り
占
有
者
と
し
て
の
責
任
を
免
れ
な
い

と
解
す
べ
き
で
あ
る
が
、
思
渋
占
有
者
の
責
任
は
直
接
占
有
者
の
そ
れ
と
ま

っ
た
く
同
一
に
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
。
第
一
に
、
間
接
占
有
者
は
直
接
占

有
者
が
免
責
さ
れ
た
場
合
に
の
み
占
有
者
と
し
て
の
責
仔
を
負
う
べ
き
で
あ

っ
て
、
直
長
占
有
者
と
と
も
に
連
帯
的
に
第
一
実
的
責
任
を
負
う
も
の
で
は

な
い
。
第
二
に
、
間
接
占
有
者
の
過
失
推
定
は
直
接
占
有
者
の
そ
れ
に
比
し

て
よ
り
観
念
的
な
基
礎
の
う
え
に
立
つ
か
ら
、
現
実
に
稜
焼
工
作
物
を
支
間

下
に
お
い
て
い
た
か
い
な
か
に
は
関
係
な
く
、
そ
れ
を
支
配
下
に
お
き
う
る

可
能
性
に
よ
っ
て
責
任
を
負
う
べ
く
、
そ
の
か
ぎ
り
で
免
責
要
件
は
直
接
占

有
者
に
比
し
て
よ
り
せ
ま
く
な
り
、
む
し
ろ
所
有
者
の
無
過
失
責
任
に
近
い

も
の
と
な
る
。
こ
れ
は
第
二
夫
的
責
任
に
対
応
す
る
結
果
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
転
借
入
が
建
物
の
内
外
部
設
備
を
造
作
し
た
よ
う
な
場
合
に
も
、
佳
貝

三

借
入
は
右
の
造
作
の
寝
既
に
も
と
づ
く
損
害
に
つ
い
て
第
二
弐
的
な
賠
償
責

在
を
負
わ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
場
合
緩
舵
の
不
知
を
も
っ
て
免
責
の
主

張
を
な
し
え
な
い
と
解
す
べ
き
で
応
る
。
も
っ
と
も
こ
の
場
合
賃
借
入
か
ら

転
借
入
に
対
し
て
求
償
権
の
行
使
を
す
る
こ
と
は
当
然
に
考
え
ら
れ
る
。
こ

れ
に
反
し
て
造
作
の
存
在
自
体
に
つ
い
て
不
知
で
あ
る
な
ら
ば
、
賃
借
入
は

免
責
さ
れ
る
と
解
す
る
。

要
す
る
に
、
所
有
者
で
な
い
間
接
占
有
者
も
工
作
物
の
占
有
者
で
あ
る
こ

と
に
は
変
り
、
が
な
く
、
た
だ
そ
の
責
任
は
、
第
二
次
的
勺
あ
り
、
か
っ
そ
の

内
容
は
直
接
占
有
者
の
過
失
推
定
と
所
有
者
の
無
過
失
責
任
と
の
中
間
的
な

も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

し
か
し
右
に
の
ベ
た
一
般
論
の
本
件
の
具
体
的
事
実
へ
の
適
用
は
適

切
で
は
な
い
と
思
う
。
接
収
建
物
の
ご
と
き
特
殊
な
法
律
関
係
を
一
般
的
な

賃
貸
借
関
係
を
も
っ
て
律
す
る
こ
と
は
、
け
っ
し
て
妥
当
で
は
な
い
。
第
一

に
直
接
占
有
者
自
身
の
責
任
は
問
題
と
な
り
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
し
、
さ

ら
に
間
接
占
有
者
の
免
責
主
張
を
認
め
た
場
合
、
最
終
的
に
所
有
者
の
無
過

失
責
任
が
承
認
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
本
件
に
つ
い
て
こ
の
決
諭
が
不
当

.::. 
な
こ
と
は
い
う
を
ま
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
占
領
に
も
と
づ
く
特
殊
な

法
律
関
係
を
一
般
の
市
民
法
的
貸
借
関
係
の
ご
と
〈
擬
制
す
る
こ
と
か
ら
生

ず
る
結
果
で
、
こ
れ
を
避
け
る
た
め
に
は
接
収
的
建
物
の
法
律
関
係
を
も
っ

と
直
接
的
に
占
領
に
結
び
付
け
て
構
成
す
る
ほ
か
は
な
い
。
こ
の
考
え
方
に

立
て
ば
、
国
は
ま
さ
に
直
接
占
有
者
た
る
地
位
を
所
有
者
お
よ
び
一
般
第
三

者
に
対
し
て
も
っ
と
み
る
べ
き
で
あ
り
、
占
領
軍
は
た
か
だ
か
占
有
機
関
か

こ
れ
も
擬
制
的
に
す
ぎ
る
と
い
う
な
ら
、
む
し
ろ
法
外
の
関
係
者
と
み
る
ぺ

き
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
間
接
統
治
の
実
態
に
即
し
た
法
律
構

成
と
い
う
べ
ぎ
で
、
転
貸
関
係
を
擬
制
す
る
方
法
よ
り
は
、
よ
り
よ
く
実
情

，
 

γ
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1
1
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r 、 y

i 

に
も
合
致
す
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
突
は
、
昭
和
一
一
七
年
四
月
一
一
八
日
以
降

施
行
と
な
っ
た
日
本
国
と
ア
メ
ヲ
カ
合
衆
国
と
の
聞
の
安
全
保
・
障
条
約
第
一
一
一

号
に
基
づ
く
行
政
協
定
に
伴
な
う
民
事
特
別
法
に
お
け
る
国
の
責
任
も
、
右

の
よ
う
な
考
え
方
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
説
明
し
う
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

わ
が
民
法
上
は
、
被
害
者
の
過
失
が
い
か
に
大
で
あ
ろ
う
と
、
い
や

し
く
も
工
作
物
に
般
向
か
存
す
る
以
上
、
右
の
過
失
は
過
失
相
殺
の
事
由
と

な
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
し
か
し
一
般
的
に
、
被
害
者
の
行

関

伺

為
が
酸
味
自
体
の
修
補
に
む
け
ら
れ
て
い
た
相
場
合
に
も
こ
の
議
論
を
通
し
汚

る
か
は
疑
問
の
余
、
埼
か
あ
る
。
英
法
で
は
被
害
者
が
被
招
待
者

(ziss

被
許
可
者

2
2
E
S
)
で
あ
る
場
合
に
は
穣
腕
あ
る
工
作
物
占
有
者
の
特
殊

な
無
過
失
震
任
が
免
除
さ
れ
る
。
英
法
の
ご
と
き
い
わ
ば
人
的
不
法
行
為
体

系
の
理
論
を
わ
が
閣
の
い
わ
ば
物
的
不
法
行
為
体
系
に
そ
の
ま
ま
採
用
し
う

る
か
い
な
か
は
疑
問
で
あ
る
が
ー
す
く
な
く
と
も
占
有
者
の
過
失
推
定
の
基

礎
を
欠
く
点
で
免
責
主
張
は
容
易
に
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

所
有
者
責
任
と
い
か
に
調
和
さ
せ
う
る
か
は
大
い
に
疑
問
で
あ
る
。
も
っ
と

最高裁判所破棄判例研究

も
本
件
に
お
け
る
鎧
戸
の
修
補
行
為
は
回
収
続
自
体
の
修
補
行
為
と
み
ら
れ
な

い
と
も
い
え
る
か
ら
‘
本
件
で
は
過
失
相
殺

l
lか
な
り
大
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
が
ー
ー
の
問
題
と
な
る
に
と
ど
ま
る
で
あ
ろ
う
。

憲
法
一
七
条
が
プ
ロ
グ
ラ
ム
規
定
な
り
ゃ
い
な
や
に
関
し
て
は
、
通

説
お
よ
び
最
高
裁
ハ
昭
ご
五
、
四
一
て
昭
ご
七
、

車

一
、
二
五
)
は
こ
れ
を 一噂ず可

v

¥
、

プ
ロ
ク
ラ
ム
規
定
な
り
と
解
し
て
い
る
。
「
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
」

と
い
う
憲
法
一
七
条
の
規
定
か
ら
み
て
、
直
接
的
効
力
を
認
め
た
も
の
と
解

す
る
こ
と
は
む
ろ
ん
不
可
能
で
あ
る
し
、
国
の
権
力
作
用
の
場
合
と
異
な
り
、

営
造
物
の
暇
抗
に
つ
い
て
は
従
前
よ
り
民
法
の
適
用
が
認
め
ら
れ
て
い
た
の

で
あ
る
か
ら
、
こ
の
点
を
と
く
に
問
題
と
す
べ
き
理
由
は
な
い
ハ
今
村
・
前

掲
八
四
頁
〉
。

川
国
家
賠
償
法
に
お
け
る
営
造
物
の
特
異
性
を
否
定
す
る
加
藤
説
に
対

し
て
、
渡
辺
助
教
授
は
同
法
が
民
法
の
社
会
法
的
修
正
と
し
て
登
場
し

た
歴
史
的
意
味
が
特
異
性
を
認
め
る
学
説
の
背
後
に
あ
る
と
と
を
指
摘

す
る
。
方
向
と
し
て
は
工
作
物
概
念
を
営
造
物
概
会
に
近
づ
け
て
ゆ
く

ベ
ー
き
で
あ
ろ
う
。
渡
辺
洋
三
・
市
民
法
と
社
会
法
・
時
報
三

0
・
四
・
ー

二
六
頁

Q

伺
末
川
博
士
も
、
本
判
決
評
釈
に
お
い
て
、
判
旨
を
大
体
に
お
い
て
ゑ

認
さ
れ
た
う
え
で
間
接
占
有
者
の
責
任
が
第
二
次
的
で
あ
る
こ
と
を
指

摘
さ
れ
て
い
る
が
、
責
任
の
内
容
に
つ
い
て
は
と
く
に
ふ
れ
て
お
ら
れ

な
い
。
末
川
・
民
商
三
五
・
六
・
八
二
頁
。
(
山
富
正
男
)
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料

事

邦j

判

例

F 資

刑
法
第

=
0
0条
に
い
わ
ゆ
る
国
偶
者
の

直
系
尊
属
の
意
義

昭
和
三
二
年
ご
月
二

O
日
大
法
廷
判
決
(
昭
和
ご
八
年
(
あ
)
第
一
一
一
一

六
号
尊
属
殺
人
未
遂
殺
人
未
遂
被
告
事
件
〉
刑
集
一
一
巻
八
二
四
頁

[
事
実
及
び
判
官
〕

被
告
人
申
は
、
昭
和
ご
六
年
一
月
夫
乙
の
病
死
後
、
乙
の
父
丙
母
了
等

の
態
度
が
特
に
冷
た
ぐ
な
っ
た
ー
ー
も
&
も
と
甲
は
丙
丁
に
と
っ
て
歓
迎
さ

れ
ざ
る
嫁
勺
あ
っ
た
!
!
と
と
を
恨
み
、
丙
了
等
を
殺
害
し
よ
う
と
決
意
し

猶
イ
ラ
ズ
混
入
の
食
品
等
を
も
っ
て
毒
殺
を
図
っ
た
が
そ
の
目
的
を
遂
げ
る

に
室
ら
な
か
っ
た
(
な
お
、
乙
の
際
甲
は
民
法
七
ご
八
条
二
項
の
姻
族
関
係

を
終
了
さ
せ
る
意
思
表
示
を
な
し
て
い
な
か
っ
た
J
、
と
い
う
の
が
木
件
の

事
素
で
あ
る
。

高
松
地
裁
は
、
甲
の
丙
了
に
対
す
る
犯
行
に
つ
い
て
、
尊
属
殺
人
未

遂
罪
を
適
用
、
高
松
高
裁
も
こ
れ
を
維
持
し
控
訴
を
棄
却
し
た
。

三
上
告
趣
意
は
左
の
通
り
で
あ
る
。

ω
新
民
法
下
、
継
親
殺
し
は
普
通
の
殺
人
主
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
う
す
る
と
均
衡
上
]
継
親
子
関
係
よ
カ
さ
ら
に
道
義
上
縁
遠
い
関
係
に
あ

る
配
偶
者
の
直
系
尊
属
殺
し
に
つ
い
て
尊
属
殺
人
を
認
め
る
刑
法
一
一

O
O条

の
規
定
は
民
法
改
正
と
と
も
に
失
効
し
た
も
の
と
解
す
べ
き
こ
と
に
な
る
。

向
か
り
に
前
記
部
分
が
有
効
で
あ
る
と
し
て
も
、
新
民
法
で
は
配
偶
者

の
一
方
が
死
亡
し
た
後
の
生
存
配
偶
者
と
死
亡
配
偶
者
の
親
族
と
の
聞
の
姻

族
関
係
は
生
存
配
偶
者
の
意
思
表
示
に
よ
っ
て
容
易
に
終
了
せ
し
め
ら
れ
る

わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
配
偶
者
死
亡
後
の
姻
族
関
係
の
道
義
的
意
義
を
法

律
、
が
貫
視
し
て
い
な
い
た
め
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
こ
の
よ
う
な
関
係
の
下

で
は
、
姻
族
関
係
終
了
の
手
続
が
な
さ
れ
て
い
な
い
場
合
で
も
そ
の
聞
に
尊

属
殺
人
と
い
う
特
別
に
重
い
罪
の
成
立
を
認
め
る
合
理
的
根
拠
ぽ
存
在
し
な

い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
以
下
省
略
。

こ
れ
に
対
し
最
高
裁
大
法
廷
は
、
多
数
意
見
に
お
い
て
上
告
l
!
特

に
そ
の
問
点
ー
を
容
れ
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
原
判
決
を
破
棄
し
事
件

を
高
松
高
裁
に
差
戻
し
た
。

四刑
法
二

O
O条
は
、
親
子
の
関
係
を
も
っ
て
人
倫
の
大
本
、
人
類
普
遍
の

道
徳
原
理
と
す
る
根
本
的
な
思
想
に
よ
り
支
え
ら
れ
て
い
る
。
配
偶
者
が
互

い
に
夫
婦
と
し
て
存
続
す
る
場
合
、
一
方
と
他
方
の
直
系
尊
属
と
の
関
係
も

ま
た
、
本
来
の
親
子
関
係
に
準
じ
て
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
閤
偶
者

の
親
殺
し
に
二

O
O条
が
適
用
さ
れ
る
の
は
こ
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
。

と
こ
ろ
で
、
本
件
の
よ
う
に
夫
が
死
亡
し
た
場
合
、
そ
の
直
系
尊
属
と
生

存
す
る
棄
と
の
関
係
を
も
、
な
お
、
従
前
の

r

場
合
と
周
掛
僚
に
み
る
と
と
が
で

持

i...，.s 
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き
る
か
ど
う
か
、
こ
ー
れ
を
か
つ
て
の
「
家
」
制
度
に
よ
り
支
え
ら
れ
て
い
た

改
五
前
の
民
法
に
つ
い
で
考
え
て
み
る
と
、
亡
夫
の
血
族
と
の
姻
族
関
係
は
、

棄
の
寸
志
家
」
に
よ
っ
て
消
演
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
と
い
う
こ
と
は
、

夫
の
死
亡
に
よ
り
酎
偶
関
係
は
す
で
に
消
滅
し
た
の
で
あ
る
が
、
一
実
か
な
お

む
夫
の
「
家
」
に
在
る
と
い
う
関
係
を
尊
重
し
、
そ
の
聞
だ
け
亡
夫
の
血
族

と
の
姻
族
関
係
を
継
続
さ
せ
よ
う
と
す
る
趣
旨
に
ほ
か
な
ら
な
い

Q

そ
う
す

る
と
、
「
す
で
に
『
家
』
の
制
度
の
廃
止
せ
ら
れ
た
現
行
憲
法
の
下
に
お
い
て

は
、
改
正
前
の
民
法
の
解
釈
と
じ
て
も
‘
萎
が
な
お
亡
夫
の
家
に
在
る
聞
だ

け
に
生
ず
る
姻
族
関
係
に
よ
っ
て
、
亡
夫
の
直
系
尊
属
に
対
す
る
関
係
を
刑

法
ご

O
O条
の
適
用
あ
る
場
合
に
拡
張
す
る
理
由
は
き
わ
め
て
乏
し
い
と
い

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
現
行
民
法
七
一
一
八
条
一
一
項
は
、
夫
婦
の
一

方
が
死
亡
し
た
場
合
、
そ
の
血
族
色
姻
族
関
係
を
存
続
さ
せ
る
か
ど
う
か
を

生
存
配
偶
者
の
意
思
に
か
か
ら
し
め
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
趣
旨
は
も
っ
ぱ

ら
生
存
酎
偶
者
の
感
情
、
境
国
四
叉
は
親
族
関
係
に
対
す
る
判
断
等
を
尊
重
し
、

慨
い
ず
れ
を
採
る
か
を
そ
の
意
思
の
自
由
に
委
し
た
も
の
と
解
す
る
を
相
当
と

糊
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
よ
う
な
生
存
配
偶
者
の
意
思
に
よ
っ
て
い
ず
れ
と
も

鵬
〈
定
ま
る
関
係
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
道
義
的
感
情
の
問
題
は
別
と
し
て
、

断
棄
と
亡
夫
の
直
系
尊
属
と
の
関
係
に
本
来
の
親
子
関
係
と
同
様
な
貫
罰
規
定

織
を
適
用
す
べ
き
合
理
的
根
拠
は
な
く
、
従
っ
て
棄
の
意
思
に
よ
っ
て
姻
族
関

最
係
が
存
続
す
る
場
合
勺
も
、
こ
の
一
事
を
も
っ
て
、
直
系
尊
属
と
の
関
係
に

e事

< 
刑
法
二

O
O条
の
適
用
が
あ
る
と
解
す
る
の
は
、
同
条
の
よ
っ
て
立
つ
本
義

に
副
わ
な
い
と
い
う
そ
し
り
を
免
れ
な
い
。
そ
し
て
ま
た
刑
法
は
民
法
と
そ

の
性
絡
、
R
的
を
太
質
的
に
異
に
し
独
自
の
使
命
を
有
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、

只
法
上
姻
族
関
係
が
な
お
存
す
る
か
ら
と
い
っ
て
刑
法
二

O
O条
の
直
系
尊

属
の
解
釈
に
つ
い
て
ま
で
商
法
が
常
に
必
ず
一
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

の
で
は
な
い
。
ざ
れ
ば
本
件
被
告
人
の
場
合
、
民
法
上
姻
族
関
係
の
存
す
る

に
か
か
わ
ら
ず
、
亡
夫
の
父
母
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
刑
法
二

O
O条
の

適
用
が
な
い
と
解
す
る
を
相
当
一
と
す
る
O

L

(

八
二
七

t
八
二
八
頁
)
。

ま
た
、
多
く
の
立
法
例
に
お
い
て
、
法
規
が
「
配
偶
者
タ
リ
シ
者
」
と
い

う
よ
う
な
過
去
の
資
格
身
分
等
を
も
含
め
る
場
合
は
、
直
接
こ
れ
を
明
示
す

る
方
法
を
と
っ
て
い
る
(
例
え
ば
、
刑
法
一
九
七
条
の
三
・
コ
一
項
、
刑
訴
法
一
一

O
条
二
号
、
同
一
四
四
条
等
o

)

の
で
あ
る
か
ら
、
刑
法
一
一

O
O条
が
単
に

「
配
偶
者
ノ
直
系
尊
属
」
と
だ
け
規
定
し
て
い
る
の
は
、
文
理
上
、
「
配
偶
者

タ
リ
シ
者
ノ
直
系
尊
属
」
を
含
ま
な
い
趣
旨
と
解
す
べ
き
で
あ
る
、
と
〈
な

ぉ
、
真
野
裁
判
官
は
、
尊
属
殺
人
罪
の
規
定
は
法
の
下
の
平
等
を
宣
言
し
た

憲
法
一
四
条
に
違
反
し
無
効
で
あ
る
と
の
立
場
か
ら
結
論
に
お
い
て
多
数
意

見
に
同
調
さ
れ
、
さ
ら
に
、
憲
法
論
を
離
れ
て
も
多
数
意
見
を
支
持
し
得
る

と
、
若
干
補
足
的
な
意
見
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
ま
た
、
小
林
裁
判
官
は
解

釈
技
術
的
問
題
に
つ
き
若
干
補
足
し
て
お
ら
れ
る
o
u
。

五

こ
れ
に
対
し
、
少
数
意
見
は
、
配
偶
者
の
一
方
が
他
方
の
直
系
尊
属
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に
対
し
て
立
つ
関
係
は
本
来
の
親
子
関
係
と
問
様
に
重
視
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
多
数
意
見
と
同
じ
前
提
を
と
り
な
が
ら
、
多
数
意
見
の
不
当

f

な
所
以
を
説
い
て
失
の
よ
う
に
応
酬
す
る
。

魯

同

代
t

a

民
法
七
二
八
条
一
一
現
制
定
の
趣
旨
は
、
婚
姻
の
死
亡
解
消
に
よ
っ
て
直
ち

に
姻
族
関
係
を
も
終
了
さ
せ
る
こ
と
は
少
な
く
と
も
今
日
の
国
民
の
道
義
感

情
に
合
わ
な
い
、
と
い
う
点
を
顧
慮
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
刑
法

料

二
O
O条
の
解
釈
に
当
っ
て
も
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
「
す
な
わ
ち
、

間
偶
者
の
一
方
が
死
亡
し
て
も
姻
族
関
係
が
継
続
す
る
限
り
、
死
亡
配
偶
者

の
直
系
血
族
は
生
存
囲
偶
者
の
直
系
姻
族
で
あ
っ
て
生
存
配
偶
者
の
直
系
姻

族
た
り
し
者
で
は
な
い
。
刑
法
ご

O
O条
の
『
直
系
尊
廃
』
中
に
生
存
配
偶

者
の
直
系
姻
族
の
関
係
に
あ
る
尊
属
を
含
む
も
の
と
解
す
べ
き
こ
と
正
に
当

然
の
事
理
で
あ
る
と
い
ろ
ベ
く
、
生
存
配
偶
者
の
直
系
姻
族
の
関
係
に
あ
る

尊
属
に
対
す
る
道
徳
的
義
務
が
配
偶
者
が
現
に
存
す
る
場
合
に
お
け
る
と
同

じ
く
重
視
さ
れ
る
べ
き
こ
と
も
亦
言
を
ま
た
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
己
(
八
三

八
頁
ヨ
多
数
意
見
は
、
刑
法
ニ

O
O条
の
沿
草
を
無
視
し
、
民
法
七
三
八

条
二
項
を
正
解
し
て
い
な
い
。
刑
法
一
一

O
O条
の
文
理
解
釈
も
ま
た
適
切
で

な
い
、
と
ハ
な
お
、
斎
藤
裁
判
官
は
、
さ
ら
に
解
釈
技
術
的
な
点
で
少
数
意

見
に
若
干
補
足
さ
れ
る
J
。

〔
僻
釈
〕
判
決
の
結
論
に
は
賛
成
。
理
由
.
っ
け
に
は
賛
成
で
き
な
い
点
が

あ
る
し
、
つ
け
加
え
る
べ
き
点
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

本
件
の
論
点
が
、
‘
配
偶
者
の
一
方
が
死
亡
し
た
場
合
、
死
亡
酎
偶
者
の
宜

、.、，、.、，、.、.、，、.、.、.、.

系
尊
属
と
生
存
配
偶
者
と
の
関
係
も
な
お
本
来
の
親
子
関
係
に
準
じ
て
貫
視

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
と
い
う
点
に
あ
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
ろ

う
。
木
判
決
は
こ
の
点
を
解
決
す
る
た
め
に
、
刑
法
二

O
O条
の
文
理
解
釈

と
図
的
論
的
解
釈
の
両
国
か
ら
理
論
構
成
し
よ
う
と
す
る
。

刑
法
二

O
O条
の
文
理
解
釈
と
し
て
は
、
本
判
決
ハ
多
数
意
見
)
に

賛
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
ぜ
か
な
ら
ば
、
「
配
偶
者
ノ
直
系
尊
属
」
と

は
、
同
司
法
上
、
配
偶
者
の
直
系
尊
属
と
い
う
地
位
に
お
い
て
自
己
の
直
系
姻

族
た
る
尊
属
の
身
分
を
有
す
る
者
を
指
す
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
り
(
奥
野

裁
判
官
は
、
配
偶
者
の
直
系
尊
属
と
自
己
の
直
系
姻
族
た
る
噂
属
と
は
別
個

の
概
念
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
た
し
か
に
自
己
の
直
系
婚
族
た
る
軸
専
属
が
国
偶

者
の
直
系
尊
属
に
当
ら
な
い
場
合
は
あ
る
〔
先
妻
の
子
と
後
妻
が
養
親
子
関

係
に
あ
る
場
合
、
先
妻
の
子
か
ら
み
て
後
妻
は
自
己
の
直
系
姻
族
た
る
尊
属

で
あ
る
e

そ
の
場
合
に
は
、
子
が
後
妻
を
殺
せ
ば
、
実
は
自
己
の
直
系
尊
属

を
殺
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
〕
。
し
か
し
、
配
偶
者
の
直
系
尊
属
は
常

行
為
当
時
、
「
配
偶
者
タ

リ
シ
者
」
の
直
系
尊
属
も
、
自
己
の
直
系
姻
族
で
あ
る
聞
は
、
刑
法
二

0
0

条
に
い
う
配
偶
者
の
直
系
尊
属
に
含
ま
れ
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
か
ら
で
あ
る
。

に
自
己
の
直
系
姻
族
た
る
尊
属
な
の
で
あ
る
J
、

多
数
意
見
は
、
多
く
の
立
法
例
に
お
い
て
法
規
が
「
酎
偶
者
タ
リ
シ

一 1~4-



者
」
と
い
う
よ
う
な
過
表
の
資
格
身
分
等
を
も
含
め
る
場
合
は
直
接
こ
れ
を

明
示
す
る
方
法
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
刑
法
二

O
O条
が
単
に
、

「
酎
偶
者
ノ
直
系
尊
属
」
と
だ
け
規
定
し
て
い
る
の
は
、
「
配
偶
者
タ
リ
シ
者

ノ
直
系
尊
属
」
を
含
ま
な
い
趣
旨
と
解
す
ベ
さ
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
。
し
か

し
刑
法
三

O
O条
の
内
容
を
な
す
諸
概
念
中
、
親
族
関
係
の
そ
れ
に
つ
い
て

の
解
釈
は
民
事
苧
」
と
に
民
法
に
よ
る
べ
き
し

U
の
当
然
の
帰
結
と
し
て
、

文
理
上
右
に
述
べ
た
よ
う
な
解
釈
が
導
か
れ
る
以
上
、
他
の
多
く
の
立
法
例

と
パ
ラ
レ
ル
な
帰
結
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
何
ら
不
当
で
は
な
J

い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
多
数
意
見
の
よ
う
な
文
理
解
釈
が
正

し
い
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
例
え
ば
、
昭
和
二
七
年
一
二
月
二
五
日
の
最
高

裁
判
決
と
の
聞
に
矛
買
か
生
じ
て
く
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ

ぅ。

制

す
な
わ
ち
、
刑
法
コ

0
0条
が
寸
国
偶
者
ノ
澄
系
尊
属
タ
リ
シ
者
」

を
含
ま
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、

3

姻
族
関
係
が
存
続
す
る
以
上
、
「
配

偶
者
タ
リ
シ
者
ノ
直
系
尊
属
」
を
含
む
と
み
る
の
が
順
当
で
あ
る
。
こ
の
意
味

で
は
少
数
意
見
の
文
理
解
釈
の
方
が
正
し
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
刑
法
が
、
本
件
の
よ
う
な
場
合
に
も
尊
属
殺
人
罪
を
も
っ
て

ー司ー

最高裁判所破棄判例研究

四
臨
む
べ
き
か
ど
う
か
と
い
う
角
度
か
ら
目
的
論
的
解
釈
を
な
す
な
ら
ば
、
多

数
意
見
の
方
に
正
し
き
が
あ
る
よ
う
に
忠
わ
れ
る
。

問
題
の
援
心
は
、
夫
婦
の
一
方
が
死
亡
し
婚
姻
関
係
が
解
消
し
た
後
、
姻

族
関
係
終
了
、
告
の
聞
に
、
生
存
酎
偶
者
と
死
亡
配
偶
者
の
直
系
尊
属
と
の
関

係
に
つ
い
て
も
刑
法
一
一

O
O条
の
自
己
と
「
配
偶
者
ノ
直
系
尊
属
」
と
い
う

関
係
が
あ
る
と
考
え
る
べ
き
か
ど
う
か
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
少
数
意
見
は

こ
の
点
を
積
極
に
解
す
れ
ド
根
拠
は
、
国
民
の
道
義
感
情
・
道
徳
的
義
務
意

識
と
い
っ
た
も
の
が
、
姻
族
関
係
に
ま
つ
わ
り
つ
き
、
一
方
で
民
法
七
二
八

条
二
項
を
支
え
同
時
に
他
方
刑
法
一
一

O
O条
の
解
釈
に
重
大
な
役
割
を
果
し

て
い
る
、
と
い
う
に
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
婚
姻
解
消
後
の
姻
族
関
係
に

な
に
ほ
ど
の
実
質
的
意
義
が
あ
る
か
、
と
い
う
点
は
、
民
法
上
で
も
疑
問
視

さ
れ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
殆
ん
ど
無
意
味
で
あ
る
と
さ
え
い
わ
れ
て
い

、、

る
。
意
味
あ
り
と
し
丈
も
、
そ
れ
は
せ
い
ぜ
い
姻
族
聞
に
扶
養
義
務
を
負
わ

せ
得
る
と
い
う
点
に
と
ど
ま
る
も
の
と
さ
れ
る
の
が
一
般
で
あ
る
。
こ
の
よ

、.、.、.‘.

う
な
考
え
は
、
民
法
自
体
、
少
数
意
見
が
強
調
す
る
よ
う
な
道
義
感
情
|
|

そ
れ
が
現
在
な
お
名
残
り
を
と
ど
め
て
い
る
勺
あ
ろ
う
こ
と
は
肯
定
で
き
よ

う
ー
|
止
さ
ほ
ど
の
意
味
を
認
め
て
い
な
い
、
と
解
す
る
態
度
を
前
提
と
す

る
も
の
と
い
え
よ
う
(
本
件
弁
護
人
の
上
告
趣
意
も
こ
の
よ
う
な
前
提

κ立

っ
て
い
る
J
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
、
少
数
意
見
の
よ
う
に
、
民
法
七
一
一
八
条

一
一
項
と
刑
法
一
一

O
O条
と
を
共
通
の
地
盤
で
統
一
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る

な
ら
ば
、
民
法
上
さ
ほ
ど
意
味
の
な
い
死
亡
に
よ
る
婚
姻
解
消
後
の
姻
族
関

係
を
、
刑
法
上
も
、
本
来
の
親
子
関
係
に
準
じ
て
軍
視
す
る
必
要
は
な
い
、

と
い
う
論
理
が
導
か
れ
る
の
は
当
黙
で
あ
ろ
う
ハ
上
告
趣
意
、
多
数
意
見
に

-125ー



料
こ
の
よ
う
怠
論
理
が
う
か
が
わ
れ
る
J
Q

す
な
わ
ち
、
少
数
意
見
が
、
先
に
設
定
し
た
問
題
を
積
極
に
解
す
る
態
度

資

は
、
民
法
七
二
八
条
一
一
項
と
t

刑
法
二

O
O条
を
統
一
的
に
理
解
し
よ
う
と
い

う
前
提
を
と
る
限
り
、
正
し
い
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

多
数
意
見
は
、
右
の
問
題
を
一
方
で
は
民
法
七
二
八
条
三
項
と
刑
法

一一

O
O条
の
統
一
的
漣
解
と
い
う
見
地
か
ら
消
極
に
解
し
、
他
方
、
両
法
条

を
民
法
と
刑
法
が
仕
え
る
理
念
の
相
異
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
理
解
し
た
場

合
で
も
、
そ
れ
は
消
極
に
解
し
得
る
と
考
え
る
。
第
一
の
前
提
の
下
で
、
多

車
数
意
見
が
正
し
い
こ
と
は
先
に
少
数
意
見
を
検
討
し
た
際
に
述
べ
た
と
こ
ろ

か
ら
諒
承
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
第
二
の
前
提
の
下
で
考
え
る
な
ら
ば
、
多
数

意
見
ハ
上
告
趣
意
も
同
じ
。
)
の
理
由
づ
け
は
不
充
分
と
い
え
る
の
を
は
あ

る
ま
い
か
。
多
数
意
見
は
、
「
刑
法
は
民
法
と
そ
の
性
格
、
目
的
を
本
質
的

に
異
に
し
独
自
の
使
命
を
有
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
民
法
上
姻
族
関
係
が
な

お
存
す
る
か
ら
と
い
っ
て
刑
法
ご

O
O条
の
直
系
尊
属
の
解
釈
に
つ
い
て
ま

で
両
滋
が
常
に
必
ず
一
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
は
な
い
。
き
れ
ば

本
件
被
告
人
の
場
合
、
民
法
上
姻
族
関
係
の
存
す
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
亡
夫

の
父
母
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
刑
法
ご

O
O条
の
適
用
が
な
い
と
解
す
る

を
相
当
と
す
る
」
(
八
二
七
|
八
二
八
一
良
〉
と
い
う
だ
け
で
あ
る
。
考
え
よ

う
に
よ
っ
て
は
、
多
数
意
見
と
全
く
逆
に
、
姻
族
関
係
が
終
了
し
た
か
ら
と

、.、.、.

い
っ
て
、
刑
法
上
自
日
と

と
い
う
関
係
は
消
波
す

る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
帰
結
を
導
く
こ
と
も
で
ま
る
の
だ
あ
る
。
な
ぜ
多

数
意
見
の
よ
う
な
帰
結
が
で
て
く
る
の
か
。
わ
れ
わ
れ
は
次
の
点
を
判
旨
に

附
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
極
刑
を
も
っ
て
臨
む
べ
き
刑
法

一一

O
O条
の
解
釈
に
当
つ
て
は
、
特
に
憲
法
の
精
神
に
そ
っ
て
、
つ
と
め
て

厳
格
に
立
つ
狭
く
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
判
旨
自
体
か
ら
、
右
の
よ
う
な
考
え
方
を
者
み
と
ろ
う
と

-轟.，、す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
も
不
可
能
で
は
な
い
(
改
正
前
の
民
法
侵
解
釈
ぞ
新
憲

法
に
よ
っ
て
指
導
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
で
J

と
い
う
こ
と
も
勺
き
よ
ろ
。

多
数
意
見
が
、
こ
の
点
に
充
分
留
意
し
て
理
論
構
成
し
、
結
論
だ
け
を
簡
単

に
記
し
た
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
何
物
も
つ
け
加
え
る
必
蚕
が
な

い
と
問
ゅ
う
。

以
上
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
判
決
の
結
論
に
賛
成
す
る
。

川
最
判
昭
二
七
・
二
了
二
五
刑
集
六
・
一
四
四
二
頁
、
江
家
・
刑
法

各
論
、
昭
三
て
一
九
五
頁
、
植
松
・
刑
法
概
論
各
論
、
昭
三
ご
、
五

八
九
頁
参
照
。

ω
前
掲
刑
集
六
・
一
四
四
二
頁
。
さ
ら
に
、
福
岡
高
裁
判
昭
二
九
・
五
・

ご
一
高
裁
刑
集
七
・
七
一
一
頁
の
検
察
官
控
訴
趣
意
参
照
ω

間
同
旨
植
松
・
前
掲
書
、
五
八
九
頁
。

的
我
妻
・
立
石
・
親
族
法
・
相
続
法
、
昭
二
七
、
コ
一
七
|
三
八
頁
参
照
ρ

な
お
、
本
件
に
つ
い
て
は
藤
木
助
教
授
(
藤
木
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
一
九

号
四
四
頁
以
下
)
の
評
釈
が
あ
る
。
藤
木
助
教
授
は
目
的
論
的
解
釈
を

重

視

し

多

数

意

見

を

支

持

さ

れ

る

。

(

福

岡

秀

策

〉
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