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識
か
れ
る
な
ら
ば
、

J

何
が
右
の
変
遷
や
多
様
性
を
要
請
し
た
か
の
探
究
が
重
要
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
訴
訟
物
理
論
の
歴
史
的
変
遷
や

考
の
多
様
性
を
そ
の
原
因
と
の
関
係
に
お
い
て
調
査
し
把
握
す
る
と
と
に
よ
う
で
、
は
じ
め
て
、
ド
イ
ツ
訴
訟
物
理
論
の
変
遷
や
多
様
性

の
意
味
が
理
解
さ
れ
、
そ
れ
が
い
か
な
る
意
味
で
わ
が
国
の
訴
訟
物
理
論
の
確
立
に
役
立
つ
か
が
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

議

コー

ム
/

そ
れ
に
し
て
も
、

p

理
論
の
構
造
が
ま
ず
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
稿
で
は
、
と
り
あ
え
ず
、

ド
イ
ツ
に
お
け
る
最
近

の
訴
訟
物
理
論
が
、
分
析
の
対
象
に
さ
れ
る
。
と
り
あ
げ
ら
れ
る
学
者
は
、

ωnHM話
回
ず
及
び
出
Mwgoy叩即応、

並
び
に
、
彼
等
の
著
書
に
お

を
知
る
の
に
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、

門町ロ
F
ω
件。一一ロ山
O
ロ同町
sωnvα
ロ
w
p
ω
n
v
α
ロ
W
0・
同
州

O
白
内
山
口

σσ
吋

m
-
Z目
付
回
聞
の

Y

こ
れ
ら
の
学
者
の
学
説
を
素
材
と
す
る
乙
と
は
、
近
代
ド
イ
ツ
訴
訟
物
理
論
の
構
造

同
時
に
十
分
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
重
要
な
ニ
ユ
ア
シ
ス
の
差
が
す
べ
て
現
わ
れ
て
い
る
か
ら

い
て
共
通
に
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
学
者
た
ち

す
な
わ
ち
、

問
。
同
門
戸

nymH.u
回

mwH-Bぴ
仰
の
け

'F2HZH・σmnHH
で
あ
る
。

で
あ
る
。

四

し
た
が
っ
て
、
訴
訟
物
を
権
利
保
護
請
求
権
そ
の
も
の
、

引
〈
は
実
体
法
上
の
権
利
又
は
請
求
権
そ
の
も
の
と
把
握
し
た
と
乙
ろ
の
、

い
わ
ゆ
る
古
典
的
訴
訟
物
理
論
の
分
析
は
本
稿
の
仕
事
で
は
な
い
。

五

右
に
列
挙
さ
れ
た
諸
学
者
の
学
説
を
分
析
す
る
に
あ
た
っ
て
は

一
人
一
人
の
学
者
に
つ
い
て
そ
の
理
論
の
構
造
を
分
析
す
る
方
法

と
、
全
員
の
学
説
を
綜
合
的

κ分
、
析
す
る
方
法
と
が
あ
る
。
筆
者
は
本
稿
一
に
お
い
て
、
後
者
の
方
法
を
採
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
す
で

/
 

y
v
J
E家
、
一
忙
な
ぎ
一
れ
一
て

h
r
Z
か
ら
で
あ
る
ハ
例
え
ば

ωロ
y
g
y
ω
の
・
出
与
凹
nzoryω
の
)
。
後
者
の
方
法
に
よ
る
場
合
に
は
、
問
題
点
を
設
定
し
、
そ
れ
を

一

一

グ

叫

町

一

】

三

座
標
と
し
て
議
す
る
こ
と
が
、
有
用
で
あ
ろ
う
。
霊
さ
る
べ
き
問
題
点
と
し
て
は
、

2
3
2げ
ら
れ
る
に
値
す
る
と
思
わ
れ

」
概
念
は
立
法
者
に
対
し
て
予
め
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
な
の
か
、

そ
れ
と
も
立
法
者
が
制
定
し
て
与
え
た
も
の
な
の

2 北法 11(1・2)



か。
(2) 

「
訴
訟
物
」
概
念
は

す
べ
て
の
種
類
の
訴
に
一
義
的
に
通
用
す
る
概
念
な
の
か
、

〈

2
}

そ
れ
と
も
そ
う
で
な
い
の
か
。

(3) 

「
訴
訟
物
」
概
念
は
訴
の
併
合
バ
訴
の
変
更
、
訴
訟
係
属
、
既
判
力
等
々
の
訴
訟
現
象
に
対
し
、
決
定
的
な
意
味
に
お
い
て
、

そ
れ
と
も
中
心
的
な
意
味
を
も
つ
に
止
ま
る
概
念
な
の
か
。

れ
を
規
定
す
る
概
念
な
の
か
、

西ドイツにおける近年の訴訟物理論の分析

ω 

「
訴
訟
物
」
は
、
裁
判
所
に
対
す
る
裁
判
「
要
求
」
そ
の
も
の
か
、
裁
判
要
求
の
「
内
容
」
な
の
か
。

訴
訟
に
お
け
る
争
の
対
象
と
裁
判
の
対
象
と
既
判
力
の
対
象
と
は
一
致
す
る
の
か
一
致
し
な
い
の
か

Q

「
訴
訟
物
」
の
概
念
の
要
素
と
実
体
法
上
の
権
利
概
念
と
は
無
関
係
な
の
か
関
係
が
あ
る
の
か
。

(5) (6) '(7) 

実
体
法
上
の
権
利
概
念
が
「
訴
訟
物
概
念
」
の
要
素
で
あ
る
と
し
た
場
合
に
、

そ
の
実
体
法
上
の
権
利
は
存
在
す
る
権
利
か
主
張

さ
れ
た
権
利
か
。

そ
の
実
体
法
上
の
権
利
は
具
体
的
な
事
実
関
係
を
捨
象
し
た
抽
象
的
な
権
利
か
そ
れ
と
も
具
体
的
事
実
関

係
と
結
び
つ
い
た
具
体
的
な
権
利
か
。

(8) 

右
の
場
合
に
お
い
て
、

(9) 

具
体
的
事
実
関
係
と
結
び
つ
い
た
具
体
的
な
権
利
が
訴
訟
物
の
要
素
で
あ
る
場
合
に
、
「
事
実
関
係
」
も
ま
た
「
訴
訟
物
」
概
念
の

要
素
な
の
か
、

そ
う
で
な
い
の
か
。

。。
お
よ
そ
「
事
実
関
係
」
と
は
何
を
意
味
す
る
か
。
又
そ
れ
は
訴
訟
物
の
要
素
な
の
か
。

)
 

-hH
W
 

訴
訟
要
件
に
(
給
付
、
確
認
の
形
式
を
含
め
て
〉
関
す
る
主
張
は
訴
訟
物
概
念
の
要
素
な
の
か
、

そ
う
で
な
い
の
か
。

「
訴
訟
物
」
概
念
と
、
ド
イ
ツ
民
訴
二
五
三
条
に
い
わ
ゆ
る
一
定
の
「
申
立
」

E
E
E也、

起
さ
れ
た
「
請
求
の
対
象
及
び
原
因
」

と
の個
関
係
は
ど
つ
な
る
の
か。

そ

3 北法 11(1・3)



P 

鋭

T
〉
通
常
の
民
事
訴
訟
の
訴
に
適
用
す
る
の
み
な
ら
ず
、
執
行
関
係
訴
訟
、
行
政
訴
訟
等
に
も
一
義
的
に
通
用
す
る
も
の
な
の
か
。

円
三
例
え
ば
、
通
常
の
民
事
訴
訟
に
だ
け
通
用
す
る
の
か

Q

叉
例
え
ば
、
給
付
訴
訟
に
は
そ
れ
固
有
の
訴
訟
物
概
念
が
あ
っ
て
よ
い
の
か
。
叉
、
例
え
ば
確

認
訴
訟
に
お
い
て
す
ら
、
絶
対
権
な
い
し
は
法
律
関
係
の
存
否
の
確
認
訴
訟
の
為
に
は
別
異
の
例
外
的
な
訴
訟
物
概
念
を
認
め
る
の
か
。

tv
例
え
ば
、
「
訴
訟
物
」
ι

が
同
一
で
あ
る
こ
と

rは
が
、
一
二
重
起
訴
の
要
素
で
あ
る
「
事
件
」
の
同
一
性
を
決
定
一
寸
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
「
訴
訟
物
」
が

同
一
で
な
く
て
も
、
「
A

事
件
」
が
同
一
で
あ
る
乙
と
が
あ
り
う
る
の
か
。

工
〉
例
え
ば
、
所
有
権
確
認
議
求
認
容
の
判
決
は
一
定
の
所
有
権
取
得
原
因
事
実
に
基
っ
き
所
有
権
の
存
在
を
確
定
す
る
の
で
あ
る
が
、
所
有
権
が
訴
訟
物

で
あ
る
と
い
う
場
合
に
は
、
訴
訟
物
は
一
定
の
取
得
原
因
を
前
提
と
す
る
(
従
っ
て
そ
れ
に
よ
っ
て
特
定
さ
れ
る
)
所
有
権
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
そ
の

物
の
所
有
権
そ
れ
自
体
な
の
か
。
叉
例
え
ば
、
所
有
権
に
基
づ
、
く
物
の
引
渡
請
求
認
容
の
判
決
は
原
告
が
所
有
権
者
で
あ
る
と
い
う
事
実
に
基
づ
き
引
渡

請
求
権
の
存
在
を
確
定
す
る
の
で
あ
る
が
、
物
の
引
渡
請
求
権
が
訴
訟
物
で
あ
る
と
い
う
場
合
に
は
、
訴
訟
物
は
所
有
権
を
前
提
と
す
る
(
従
っ
て
そ
れ

に
よ
っ
て
特
定
さ
れ
る
)
引
渡
請
求
権
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
そ
の
物
の
引
渡
請
求
権
そ
れ
自
体
な
の
か
。

論-

...... 
J、
こ
れ
ら
の
問
題
点
の
す
べ
て
が
本
稿
に
お
い
て
直
接
に
採
り
上
げ
ら
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
十
本
稿
の
狙
い
は
、
訴
訟
物
の
概
念
構
成

と
そ
の
特
定
と
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
他
の
諸
問
題
は
別
稿
で
次
第
に
取
り
あ
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

本
稿
は
ド
イ
ツ
の
学
説
の
分
析
で
あ
る
。
そ
乙
で
ド
イ
ツ
語
と
日
本
語
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
一
応
の
約
束
が
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
本
稿
で
用
い
ら
れ
る
語
が
ド
イ
ツ
語
の
何
を
示
す
つ
も
り
で
あ
る
か
を
示
す
表
を
作
成
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

七
要

求
H
図
。

m
o
v
H
B
。
申
立

H
K戸
口
可
員
。
権
利

HMNRV件
。
法
律
関
係

H
m
R
V
Z
S吾
箆
宮
山
田
。
請
求
権

HK戸
口
名

g
n
v
g
盟
ロ
忠
弘

g

切
の
図
。
請
求
日
間
】
円
。

NmmgMw-okrロ
印
有
ロ
nv。
権
利
主
張

u
m
R宮
田

-
g
y
g耳
g
m。
法
的
効
果

HHNonvzEmt
訴
訟
物
日
∞
可
包
括
巾

mgt

m
g
E。
生
活
上
の
事
件

U
F
$
8
2
3
m
g
m。
事

実

関

係

H
E
n
v
g岳
山
岸
。
要
件
事
実
い
け
吋
三
宮
田

E
E
Q
事
実
日
吋

ω
E
R
E
-
巾山口
N
m
E

-ロゅ、
H
，

a
g
n
y
m。

?
)
こ
れ
ら
の
語
を
、
ド
イ
ツ
の
学
者
が
そ
の
意
味
内
容
に
お
い
て
、

ニ
ュ
ア
ン
ス
を
附
し
て
用
い
て
い
る
こ
と
は
衆
知
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に
は

北法 11(1・4) 4 
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第
一
章

訴
訟
物
の
概
念

論

序

そ
の
概
念
規
定
が
い
ろ
い
ろ
と
試
み
ら
れ
て
い
る
と
と
ろ
の
訴
訟
物
は
、

訴
訟
に
お
け
る
争
の
対
象
で
あ
り
、

訴
訟
の
対
象
、

従
っ
て
裁
判
の
対
象
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
(
例
え
ば

ω島
司
ち

ωの
認
)
、

と
な
り
、
訴
訟
係
属
の
抗
弁
が
立
っ
か
否
か
の
基
準
で
あ
り
、
既
判
力
の
及
ぶ
範
囲
を
画
す
る
基
準
で
あ
る
と
こ
ろ
の
中
心
概
念
で
あ
っ

そ
の
同
一
性
が

訴
の
併
合
、

訴
の
変
更
の
有
無
の
基
準

て
ほ
し
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
又
、
確
認
、
給
付
、
形
成
の
三
穫
に
共
通
し
て
通
用
す
る
も
の
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。
乙
の
希
望
を
満
た
す
訴
訟
物
概
念
が
確
定
さ
れ
、

そ
の
内
包
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
な
ら
ば
、
法
典
の
用
語
、
例
え
ば
、
の
ゆ
幅
四

8
・

田
宮
包
含
田
却
。
N
2
9
ω
昨日伊丹

m
o
m
g
m
Z
E
-
k，pm胃
ロ
与
の
意
味
内
容
や
乙
れ
と
関
連
す
る
用
語
、
例
え
ば
、

krロ昨日
m
-
c
o
m
m
g
g
E

向
田

g
k
rロ
者

E
S∞
-
C
E宮
内
同
色

g
k
p
g胃
z
n
E
な
ど
の
意
味
内
容
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
の
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
民
事
訴
訟
法
の

体
系
の
明
確
化
に
役
立
つ
。

と
こ
ろ
で
訴
訟
の
対
象
は
原
告
に
よ
っ
て
特
定
し
て
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
訴
に
よ
る
。
訴
は
ひ
と
つ
の
行
為
で
あ

る
。
訴
は
要
求
と
い
う
行
為
で
あ
る
。
要
求
は
何
か
の
要
求
で
あ
る
。
そ
れ
は
要
す
る
に
、
裁
判
の
要
求
で
あ
る
。
こ
の
要
求
は
申
立
に

お
い
て
表
現
さ
れ
る
。
裁
判
は
争
に
つ
い
て
な
さ
れ
る
。
裁
判
は
ひ
と
つ
の
判
断
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
要
求
が
認
め
ら
れ
る
か
認
め
ら
れ

な
い
か
に
つ
い
て
の
判
断
で
あ
る
。

し
か
し

そ
れ
は

訴
訟
に
お
い
て
俗
定
さ
れ
た
事
実
に
法

主
張
さ
れ
た
法
的
効
果
(
広
義
)
が
、

規
を
適
用
し
た
結
果
認
定
さ
れ
る
か
ど
う
か
の
判
断
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
訴
訟
の
対
象
は
、
要
求
か
、
中
立
か
、
法
的
効
果

が
論
争
さ
れ
る
に
至
る
。

の
主
張
か
、

、.、，、.、.

T
V
例
え
ば
、
問
2
2
r
o
H
m
印
〉
口
出
・

8
H
は
、
「
訴
は
判
決
に
よ
る
権
利
保
護
供
与
の
申
請
で
あ
る
」
と
い
っ
て
い
る

Q

し
か
し
、
要
す
る
に
、
判
決
の
要

6 北法 11(1・6)



求
で
あ
る
。
乙
の
点
は
、

ZHrgnrkH(UHV-E-N誌
に
お
い
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る

Q

ハ
2
v

但
し
主
張
さ
れ
な
い
法
的
効
果
を
認
定
す
る
乙
と
は
許
き
れ
な
い
。
叉
、
提
出
さ
れ
な
い
(
主
要
)
事
実
を
認
定
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
。

ハ
3
v

と
こ
で
、
訴
訟
物
を
訴
権
概
念
と
関
連
さ
せ
て
概
念
規
定
を
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
権
利
保
護
の
要
求
が
そ
れ
自
体
訴
訟
物
で
あ
る
と

か
、
権
利
保
護
請
求
権
(
の
存
否
)
が
訴
訟
物
で
あ
る
と
か
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
叉
、
訴
訟
物
は
寄
在
す
る
私
法
上
の
権
利
で
あ
る
と
す
る
考
え
方

も
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
、
本
稿
に
お
け
る
分
析
の
対
象
か
ら
は
除
か
れ
る

Q

こ
れ
ら
の
考
え
方
は
す
で
に
克
服
さ
れ
た
と
し
て
差
支
え
な
い
か

ら
で
あ
る
。

西ドイツにおける近年の訴訟物理論の分析

ま
ず
、
訴
訟
物
は
裁
判
所
に
向
け
ら
れ
た
原
告
の
要
求
で
あ
る
と
す
る
説
が
あ
る
。
例
え
ば
、
昨
巾
山
口
t

守
口

ghwyo口
付
。
は

「
実
体
、
法
上
の
要
件
事
実
の
法
的
効
果
を
判
決
に
よ
っ
て
宣
言
す
る
こ
と
の
原
告
の
要
求
」
で
あ
る
と
す
る
(
叩
回
己
ロ
ω
)
Q

同

2
8
Z話
は
訴
訟
物
は
「
あ
る
法
的
効
果
の
既
判
カ
あ
る
確
定
を
求
め
る
要
求
」
と
定
義
す
る

(frr・
?
山
口
出
・

ω・
説
品

)Qω
岳
話
回
げ
は

訴
訟
物
を
「
訴
の
申
立
に
お
い
て
指
示
さ
れ
た
裁
判
の
要
求
」
と
定
義
す
る

(ω0・
ω
S
H
ω
・
5
弓

要
求
説

訴
訟
物
は

T
d
g
o
E
]
Cロ
gaω
口町
Hα
ロ
ro
は
、
す
べ
て
の
場
合
に
、
訴
訟
物
は
主
張
さ
れ
七
法
的
効
果
と
と
れ
を
び
き
出
す
要
件
事
実
と
に
よ
っ
て
特
定
す
る
と
い
う

(
明
日
印

ωHHHN)
。

(
2
u
m
c
z
ロ
σ
2四
日
〉
口
出
・
は
、
訴
訟
物
は
申
立
に
よ
っ
て
特
定
し
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
申
立
と
事
実
関
係
と
に
よ
っ
て
特
定
す
る
と
い
い
、

m
c
m
mロa

Z
H出
品
〉
戸
時
日
・
は
訴
訟
物
は
申
立
に
よ
っ
て
特
定
す
る
と
い
う
ω

ハ
3
)
ω
n
y
d
q日
σ
は
、
す
べ
て
の
場
合
に
、
訴
訟
物
は
申
立
に
よ
っ
て
特
定
す
る
と
い
う
(
∞
の
区
ω

ご
Q

事
実
関
係
は
、
訴
訟
物
の
要
素
で
は
な
い
と
い
う
。

次
に
、
訴
訟
物
は
あ
る
法
的
効
果
(
広
義
)
の
主
張
で
あ
る
と
す
る
説
が
あ
る
。
例
え
ば
、
円
。
旦
は
、
訴
訟
物

は
つ
ね
に
「
権
利
又
は
法
律
関
係
」
で
あ
る
と
い
う

(rrpω
・
自

)
Q
W
Eロ
宮
は
、
訴
訟
物
は
「
原
告
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
権
利
主
張
」

で
あ
る
と
い
う

(
N可
知
叶
〉
邑
・
帥
令
同

)
Q
Z
E回
与
は
、
訴
訟
物
は
「
原
告
が
そ
れ
に
つ
い
て
既
判
力
あ
る
裁
判
を
要
求
す
る
と
こ
ろ
の
権

で
あ
る
と
い
う

(ω
。・

ω
・ド

ω
-
E
u
N
E凶
E
U
)。
同
即
日
V
R
F
2仏
は
訴
訟
物
は

四

法
的
効
果
主
張
説

利
主
張
」

「
当
該
手
続
に
お
い
て
要
求
さ
れ
た
法
的
効
果
が

7 北法 11(1・7)



コ一一、

説

定
の
生
活
事
実
関
係
に
基
づ
き
、
原
告
の
た
め
に
肯
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
原
告
の
権
利
主
張
」
で
あ
る
と
い
う
窃
の
伊
N
N
H
l
N
N
N
Y

論

な
お
、
回
2
5
σ
R
v
h
g
R叶

gnF
は
、
訴
訟
物
は
「
一
定
の
事
実
関
係
に
基
づ
く
既
判
力
あ
る
裁
判
所
の
権
利
宣
言
で
あ
る
」
と
い

う
(
関
O
B
E
g
g同
N
N

〉
ロ
竺
e

T
ぜ
こ
こ
で
法
的
効
果
の
語
は
、
広
義
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
物
権
、
債
権
、
請
求
権
、
形
成
権
、
法
律
関
係
な
ど
の
ほ
か
に
、
例
え
ば
、
一

定
額
の
金
銭
を
支
払
う
べ
き
乙
と
、
離
婚
そ
の
も
の
、
な
ど
を
も
意
味
す
る

Q

し
た
が
っ
て
、
一
般
に
は
権
利
主
張
と
い
わ
れ
る
が
、
前
者
に
考
え
て
い

る
か
(
例
え
ば

Z
E
m
n
r
)
後
者
に
考
え
て
い
る
か
(
例
え
ば
切

g
c
n
Z
O
は
人
に
よ
り
異
な
る
。

ハ
2
)
H
b
与
は
、
訴
訟
物
は
す
べ
て
の
訴
訟
に
お
い
て
、
実
体
法
上
の
権
利
に
よ
っ
て
特
定
さ
れ
る
と
い
う

Q

そ
と
で
実
体
法
上
の
権
利
と
は
、
一
定
の
要

件
事
実
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
権
利
で
あ
る
。
請
求
権
競
合
の
場
合
に
お
け
る
例
外
に
つ
い
て
は
後
述
(
一
一

O
頁
以
下
)

Q

τゾ

ω円
}
回
。
ロ
「
め
は
、
訴
訟
物
は
消
極
的
確
認
の
訴
の
場
合
を
除
き
、
他
の
す
べ
て
の
場
合
に
お
い
て
、
申
立
と
事
実
関
係
と
に
よ
っ
て
特
定
さ
れ
る
と
い

う

(Fぬ
}
凶
円

Y
叩
品
、
吋
阿

HHAFPω
ロ
}
凶
唱
曲

σω
の
呂
)
Q

τ
υ
Z
F
F
ω
口
げ
に
お
い
て
は
、
訴
訟
物
は
一
確
認
の
訴
に
お
い
て
は
申
立
に
よ
り
、
給
付
の
訴
及
び
あ
る
種
の
形
成
の
訴
に
お
い
て
は
、
申
立
と
事
実
関
係
と

に
よ
り
、
特
定
さ
れ
る
、
(
N句
列
H
8
1
5
h
p
)
Q

円
三
国

Nwgロ
r
E仏
に
お
い
て
は
、
訴
訟
物
は
、
法
的
主
張
と
生
活
事
実
関
係
と
か
ら
成
り
、
法
的
主
張
は
手
続
主
張
と
法
的
効
果
主
張
と
か
ら
成
り
、
そ
の

す
べ
て
に
よ
っ
て
特
定
さ
れ
る

(ωの
N
N
N
)
。
そ
こ
で
は
法
的
効
果
主
張
は
、
特
定
の
実
体
法
上
の
権
利
に
よ
っ
て
細
固
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
例

外
的
に
あ
り
う
る
(
同
上
三

〈

6
)

訴
訟
物
は
裁
判
所
の
権
利
宣
言
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
訴
訟
物
は
裁
判
で
あ
る
、
と
い
う
の
に
等
し
い
。
と
こ
ろ
で
訴
訟
物
は
裁
判
の
対
象
で
あ

る
。
そ
う
す
る
と
要
求
さ
れ
た
裁
判
が
認
容
さ
れ
た
り
棄
却
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
無
意
味
で
あ
る

Q

ふ
り
し
ろ
、
認
容
さ
れ
た
り
棄
却
さ

れ
た
り
す
る
の
は
、
裁
判
を
す
る
こ
と
の
要
求
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
守
色
・

ωny者同『・
ωの

ω-E)。

要
求
説
は
法
的
効
果
主
張
を
無
視
し
て
い
な
い
し
又
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
要
求
の
対
象
は
裁
判
で
あ
り
、
裁
判
の
た
め
に

は
主
張
さ
れ
た
法
的
効
果
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
の
判
断
が
必
要
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
又
、
法
的
効
果
主
張
説
が
、
法
的
効
果
主
張
に

五

8 北法 11(l.R) 



つ
い
て
の
裁
判
の
要
求
を
無
視
し
な
い
の
は
当
然
で
あ

F

る。

つ
ま
り
、

い
ず
れ
の
説
に
お
い
て
も
、
訴
訟
物
の
実
体
と
し
て
は
予
同
じ

の
が
把
握
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
と
の
実
体
に
与
え
る
概
念
が
異
な
る
の
で
あ
る
。
と
す
る
と
、

い
ず
れ
の
概
念
が
よ
り
適
当
か

は
、
そ
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
た
概
念
が
、
実
定
法
上
訴
訟
物
に
対
し
て
加
え
ら
れ
て
い
る
規
整
や
訴
訟
法
学
の
論
理
体
系
と
、

よ
り
よ
く
調
和
す
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
う
乙
と
が
で
き
る
。

い
ず
れ
が

T
〉
例
え
ば
、

m
gゆ
出
宮
門
間
印
〉
ロ
出
・

ω
監
は
「
訴
訟
物
は
事
実
で
は
な
く
、
ぞ
れ
か
ら
び
き
出
さ
れ
る
権
利
主
張
で
あ
る
」
と
い
っ
て
い
る
。

3
例
え
ば
、

zrzr
用問
5
N
は
、
「
そ
れ
に
つ
い
て
原
告
が
既
判
力
あ
る
裁
判
を
要
求
す
る
と
こ
ろ
の
、
原
告
に
よ
っ
て
訴
に
お
い
て
呈
示
さ
れ
た

権
利
主
張
:
:
:
L
と
い
っ
て
い
る

Q

六

HNgoロ
宮
『
ぬ
の
要
求
説
に
対
す
る

Z
W広
島
の
批
判
は
お
お
よ
そ
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

重苦ドイツにおける近年の訴訟物理論の分析

訴
訟
物
、
か
要
求
な
ら
ば
、
訴
訟
物
は
行
為
J

と
し
て
の
訴
と
同
一
の
も
の
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
同
一
性
は
Z
P
O
の
用
語
に
合
わ
な
い

Q
Z
P
O
の
多
く

の
規
定
は
訴
で
も
っ
て
請
求
を
起
す
と
か
主
張
す
る
と
か
い
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
訴
と
請
求
と
は
同
一
義
で
は
あ
り
え
な
い
。
叉
法
規
は
、
請
求
の
承
認
と

か
否
認
と
か
確
定
と
か
い
っ
て
い
る
。
請
求
を
要
求
だ
と
考
え
る
と
、
法
規
制
虻
不
可
解
の
も
の
に
な
る
。
又
、
要
求
の
認
諾
と
か
放
棄
と
か
は
お
か
し
い

(ZFznrω
の

h
H

由
民

ω己
HM有
印
ゲ

ω
の
AFU)Q

Hggロ
Z
話
は
そ
の
教
科
書
第
四
版
で
、
権
利
主
張
説
に
改
め
た
。

そ
の
後
切
符
念
。
何
回

R
が
一
九
四
九
年
に

Z
W
2
n
v
の
同
omoロ
宮
括
批
判
を
批
判
し
た
(
切
E
F
n
y
R
ω
の
u
m，

g
仲
間
与
え
出

H
m
g
g
Z『
mwω
・
2

8
0
次
の
と
お
り
。

9 

権
利
主
張
説
は
形
成
の
訴
の
場
合
に
は
貫
か
れ
な
い
。
形
成
の
訴
に
お
け
る
訴
訟
物
は
形
成
権
が
過
去
に
発
生
し
て
存
在
す
る
と
の
主
張
で
は
な
く
、
形

成
が
将
来
に
向
つ
て
な
さ
る
べ
し
と
の
主
張
で
あ
る
守
が
ら
。
又
、
訴
訟
物
は
権
利
主
張
で
あ
る
な
ら
ば
、
同
一
権
利
の
確
一
認
の
訴
と
給
付
の
訴
に
お
い
て
は

訴
訟
物
除
問
一
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

Z
E
R
V
は
こ
の
場
合
に
Z
P
O
一
一
六
三
条
の
た
ω
R
g
g
R
Z
3
と
い
う
言
葉
を
つ
か
ま
え
て
、
そ
の
同
一
性
を
一
台

北法 11(1・9)



品、

-

f

r

-

税

定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
雲
仙
係
属
を
歪
仁
向
。
叉
、
認
諾
と
は
原
告
の
要
求
し
た
判
決
に
服
す
る
こ
と
で
あ
る
ω

給
付
判
決
の
場
合
は
認
諾
判
決
は
給

付
判
決
と
し
て
な
さ
れ
、
原
告
の
権
利
主
張
が
確
定
さ
れ
る
に
止
ま
る
の
で
は
な
い

o
m
g
g
Z
H聞
が
、
訴
訟
物
を
原
告
の
権
利
主
張
を
基
に
し
て
だ
け

で
な
く
、
原
告
の
要
求
の
内
容
を
基
に
し
て
構
成
し
た
の
は
正
し
い
。

論

T
V
Zト

E
Z
V
の
こ
の
考
え
方
は
、

Z』

E
2
r
w
〉
の
H
M
5
A
F
U
N

芯
に
お
い
て
も
な
お
維
持
さ
れ
て
い
る

Q

す
な
わ
ち
、
事
件
の
向
一
性
の
た
め
に
は
、
申
立

て
ら
れ
た
権
利
保
護
の
形
式
の
同
一
性
も
必
要
で
あ
る
と
し
て
、
確
認
の
訴
と
給
付
の
訴
と
で
は
求
め
ら
れ
た
権
利
保
護
形
式
が
異
な
る
か
ら
同
一
事
件

で
な
い
と
し
だ
。

H
N
2
3
Z話
は
そ
の
教
科
書
第
五
版
(
一
九
五
一
年
)
で
は
、
再
び
、
要
求
説
に
戻
っ
た
。

七

五
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
、
概
念
の
問
題
は
い
わ
ば
用
語
と
し
て
の
適
不
適
の
問
題
で
あ
る
。
要
求
説
に
お
い
て
も
、
法
的

効
果
主
張
説
に
お
い
て
も
、
訴
訟
物
と
よ
ば
れ
る
も
の
の
実
体
と
し
て
は
、
ほ
ぼ
同
じ
も
の
が
把
握
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
何
で
あ
る
か

が
、
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
訴
訟
物
が
何
で
あ
る
か
は
訴
訟
物
を
い
か
に
区
別
す
る
か
を
通
し
て
明
ら
か
に
な
る
。
何
で
あ
る
か
分
ら
な

い
も
の
は
乙
れ
を
区
別
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
ζ

で
、
訴
訟
物
の
特
定
の
問
題
が
争
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
も
、

乙
の
問

題
に
移
ろ
う
。

第
二
章

訴
訟
物
の
特
定

序

訴
訟
物
を
特
定
す
る
の
に
必
要
な
こ
と
と
訴
状
に
記
載
す
べ
き
事
項
と
は
、
概
念
的
に
、

こ
れ
は
注
意
さ

区
別
さ
れ
る
。

1 

れ
る
に
値
す
る
。
事
実
記
載
説
と
識
別
説
の
争
の
契
機
は
後
者
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
で
は
前
者
の
み
を
取
扱
う
。

2 

当
事
者
は
訴
訟
物
の
特
定
に
必
要
な
要
素
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
同
一
物
の
所
有
権
確
認
の
訴
に
お
い
て
、
甲
を

被
告
と
す
る
場
合
と
乙
を
被
告
と
す
る
場
合
と
で
は
、
訴
訟
物
が
異
な
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
し
か
し
、
訴
訟
物
の
特

10 北法 11(1・10)



定
の

い
わ
ば
主
体
的
要
素
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
を
採
り
あ
げ
な
い
ζ

と
に
す
る

Q

τ〉
訴
訟
物
の
特
定
の
主
体
的
要
素
は
、
訴
訟
物
の
概
念
の
要
素
で
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
暗
献
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る

Q

3 

訴
の
種
類
、
す
な
わ
ち
、

確
認
の
訴
、
給
付
の
訴
、
形
成
の
訴
の
三
種
類
も
、
訴
訟
物
の
特
定
に
必
要
な
要
素
で
あ
る
と
さ
れ
て

い
わ
ば
手
続
的
要
素
で
あ
る
。
例
え
ば
同
一
請
求
権
に
関
す
る
訴
に
お
い
て
、
そ
の
存
在
の
確
認
の
訴
と
そ
れ
に
基
づ
く
給
付
の

訴
と
で
は
、
訴
訟
物
は
異
な
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
同
一
請
求
権
に
関
す
る
確
認
の
訴
と
給
付
の
訴
と
は
、
二
重
の
訴
に
な
る
か

いフ
Q
O

に
つ
い
て
は
問
題
が
あ
る
。

ζ

の
問
題
も
ま
た
本
稿
で
は
取
り
扱
わ
な
い
。

T
V
訴
訟
物
の
特
定
の
手
続
的
要
素
を
意
識
的
に
訴
訟
物
概
念
の
要
素
に
し
た
の
は
同
m
w
r
R
r
E
で
あ
る
υ

商ドイツにおける近年の訴訟物理論の分析

そ
う
す
る
と
、

そ
れ
が
特
定
し
な
け
れ
ば
訴
訟
物
が
特
定
し
な
い
と
こ
ろ
の
も
の
は
、

法
的
効
果
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
法
的
効

4 

そ
の
主
張
が
特
定
す
る
。
法
的
効
果
主
張
が
特
定
す
れ
ば
、

果
が
特
定
す
れ
ば
、

そ
れ
に
つ
い
て
の
裁
判
要
求
が
特
定
す
る
。
と
ζ

ろ
が

法
的
効
果
の
特
定
は
、
法
的
効
果
と
し
て
何
を
考
え
る
か
に
よ
っ
て
異
な
る

Q

逆
に
、
法
的
効
果
が
何
に
よ
っ
て
特
定
さ
れ
る
と
考
え
ら

れ
て
い
る
か
に
よ
っ
て
、
法
的
効
果
と
し
て
何
が
考
え
ら
れ
て
い
る
か
が
分
る
。

又
、
給
付
の
訴
、
確
認
の
一
点
、
形
成
の
訴
を
通
じ
て
、

同
じ
考
え
方
で
法
的
効
果
が
考
え
ら
れ
て
い
る
と
は
か
な
ら
ず
し
も
い
え
な
い
。

そ
こ
で
、

こ
の
三
つ
の
訴
を
区
別
し
て
取
り
扱
う
ζ

と

が
適
当
で
あ
る
。

的
物
が
特
定
物
で
あ
る
場
合
に
は
、

そ
の
特
定
物
は
、

法
的
効
果
と
し
て
、
何
が
考
え
ら
れ
て
い
る
か
に
か
か
わ
り
な
く
、
給
付
の
目

そ
の
種
類
に
よ
っ
て
、
又
、
そ
の
占
め
る
空
聞
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
そ
れ
自
体

給
付
の
訴

1 

序

給
付
の
訴
の
訴
訟
物
は
、

で
、
特
定
し
て
い
る
か
ら
、

そ
の
特
定
物
に
よ
っ
て
特
定
さ
れ
る
と
い
う
ζ

と
が
で
き
よ
う
。
給
付
の
目
的
物
の
種
類
が
異
な
る
場
合
に
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; 

一、。---
♂、

鋭

は
、
訴
訟
物
も
又
異
な
る
、

と
い
う
こ
と
に
は
異
論
は
な
い
。

論

T
}
例
え
ば
、
ピ
ア
ノ
の
給
付
の
訴
と
馬
の
給
付
の
訴
と
で
は
訴
訟
物
が
異
な
る
こ
と
に
つ
い
て
は
異
論
が
な
い
。

(
2
〉
同
じ
規
格
の
ピ
ア
ノ
で
も
、
代
替
物
と
し
て
で
な
く
、
特
定
物
と
し
て
、
給
付
の
訴
の
目
的
物
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
訴
訟
物
と
、
他
の
同

規
格
の
ピ
ア
ノ
の
給
付
の
訴
の
訴
訟
物
と
は
異
な
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
異
論
は
な
か
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
を
は
っ
き
り
い
っ
て
い
る

学
者
は
多
く
な
い
。

2 

法
的
効
果
(
従
っ
て
訴
訟
物
)
は
実
体
法
上
の
権
利
に
よ
っ
て
特
定
さ
れ
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
(
こ
れ
を
A
説
と
よ
ぼ
う
)
。
給

付
の
訴

K
お
い
て
は
、
実
体
法
上
の
請
求
権
に
よ
っ
て
特
定
さ
れ
る
。
実
体
法
上
の
請
求
権
は
そ
の
要
件
事
実
に
よ
っ
て
特
定
さ
れ
る
。

そ
の
要
件
事
実
は
具
体
的
に
は
そ
れ
に
該
当
す
る
事
実
(
現
実
の
事
実
)
に
よ
っ
て
特
定
さ
れ
る
。

ζ

の
考
え
方
の
よ
っ
て
く
る
所
以
を
探

求
す
る
乙
と
は
本
稿
の
目
的
で
は
な
い
。

こ
の
考
え
方
が
人
に
満
足
を
与
え
る
か
を
検
討
す
る
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

T
)
訴
訟
物
が
実
体
法
上
の
権
利
に
よ
っ
て
特
定
さ
れ
る
と
い
う
考
え
方
の
意
味
が
こ
こ
で
も
う
少
し
明
ら
か
に
さ
れ
る
必
要
が
あ
る

Q

主
張
さ
れ
た
権
利

は
、
あ
る
具
体
的
な
事
実
に
あ
る
特
定
の
法
相
績
を
適
用
し
て
そ
の
結
果
引
出
さ
れ
る
も
の
と
レ
て
確
定
き
れ
る
。
権
利

(
l巾
立
に
包
含
さ
れ
る
)
は
、

あ
る
程
度
そ
れ
自
身
に
お
い
て
自
ら
を
特
定
す
る
。
例
え
ば
前
述
(
序
)
の
よ
う
に
、
金
銭
の
支
払
請
求
権
と
物
の
引
渡
請
求
権
と
は
そ
れ
だ
け
で
相
互

に
区
別
で
き
る
。
と
こ
ろ
で
権
利
は
適
用
さ
れ
た
法
規
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
細
か
く
特
定
さ
れ
る
。
例
え
ば
金
十
万
円
の
支
払
請
求
権
に
お
い
て
、
損
害

賠
償
金
(
独
民
八
二
三
一
条
一
項
)
千
万
円
の
請
求
権
と
貸
金
(
独
民
六

O
七
条
)
十
万
円
の
請
求
権
と
は
区
別
さ
れ
る

Q

法
規
に
よ
っ
て
特
定
さ
れ
た
権
利

は
、
さ
ら
に
、
要
件
事
実
の
具
体
性
に
よ
っ
て
特
定
さ
れ
る
。
例
え
ば
貸
金
十
万
円
の
支
払
請
求
権
に
お
い
て
、
一
九
五

O
年
の
貸
金
十
万
円
と
一
九
六

O
年
の
貸
金
十
万
円
と
は
区
別
さ
れ
る
(
抽
象
的
要
件
事
実
と
し
て
は
同
一
で
あ
る
が
、
具
体
的
要
件
事
実
と
し
て
は
異
別
で
あ
る
と
い
う
と
と
は
注
意

を
必
要
と
す
る
)
0

叉
損
害
賠
償
金
十
万
円
の
支
払
請
求
に
お
い
て
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
も
の
と
債
務
不
履
行
に
基
づ
く
も
の
と
は
区
別
さ
れ
る
Q

具

体
的
要
件
事
実
(
及
び
法
規
)
に
よ
っ
て
特
定
さ
れ
た
権
利
は
さ
ら
に
、
細
目
的
事
実
に
よ
っ
て
特
定
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
不
当
利
得
金
十
万
円
の
支
払

請
求
権
に
お
い
て
、
同
一
契
約
の
当
然
無
効
を
原
因
と
す
る
不
当
利
得
金
十
万
円
と
取
消
を
原
因
と
す
る
不
当
利
得
金
十
万
円
と
は
区
別
さ
れ
う
る
(
こ
の

場
合
、
無
効
原
因
事
実
や
取
消
原
因
事
実
は
、
法
律
上
の
原
因
が
な
い
と
い
う
要
件
事
実
(
独
民
八
二
一
条
)
に
包
摂
総
括
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
意
を
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必
要
と
す
る
)
。
叉
例
え
ば
、
売
買
を
取
得
原
因
と
す
る
所
有
権
に
基
づ
く
物
の
返
還
請
求
権
と
相
続
を
取
得
原
因
と
す
る
周
一
物
の
所
有
権
に
基
づ
く

返
還
請
求
権
と
は
区
別
さ
れ
う
る
。

し
か
し
こ
こ
で
、
訴
訟
物
が
、
実
体
法
上
の
権
利
に
よ
っ
て
特
定
さ
れ
る
と
い
う
考
え
万
の
意
味
は
、
訴
訟
物
が
、
具
体
的
要
件
事
実
(
及
び
法
規
〉

に
よ
っ
て
特
定
さ
れ
た
権
利
に
よ
っ
て
特
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
要
件
事
実
に
吸
収
さ
れ
る
細
目
的
事
実
は
、
権
利
の
認
定
の
た
め
に

は
、
そ
の
存
在
が
訴
訟
に
お
い
て
、
認
定
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
請
求
を
理
由
あ
ら
し
め
る
の
に
必
要
な
事
実
で
あ
る

Q

し
か
じ
、
ぞ
れ
は

訴
訟
物
を
特
定
白
す
る
た
め
に
は
必
要
で
は
な
い
。

(
ζ

の
区
別
は
注
意
に
値
す
る
)

Q

実
体
法
上
の
権
利
は
実
体
法
規
の
適
用
に
よ
り
引
出
さ
れ
る
か
ら
、

適
用
さ
れ
る
べ
き
法
規
が
特
定
し
か
っ
、
そ
の
法
規
が
適
用
さ
れ
る
場
合
(
そ
れ
は
た
だ
一
回
で
あ
る
)
が
特
定
さ
れ
れ
ば
足
り
る
の
で
あ
り
、
そ
の
た

だ
一
回
の
場
合
は
要
件
事
実
の
特
定
に
よ
っ
て
特
定
守
口
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

3 

法
的
効
果
(
従
っ
て
訴
訟
物
)
は
一
定
の
事
実
関
係
に
よ
っ
て
特
定
さ
れ
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
(
こ
れ
を
B
説
と
よ
ぼ
う
)
。

法
的
効
果
は
事
実
関
係
に
よ
っ
て
特
定
さ
れ
る
と
い
う
場
合
、
法
的
効
果
は
そ
れ
白
体
に
お
い
て
あ
る
程
度
特
定
し
、
さ
ら
に
事
実
関
係
に
よ
っ
て
十

i&ドイツK おける近年の訴訟物理論の分析

(2) (1) 
分
に
特
定
す
る
と
し、
う

と
を
意
味
す
る。

(3) 

法
的
効
果
は
、
訴
に
お
け
る
申
立

(
Z
P
O
ご
五
三
条
)
に
お
い
て
表
示
さ
れ
る
。
従
っ
て
右
の
考
え
方
は
、
し
ば
し
ば
訴
訟
物
は
申
立
主
事
実
関
係

と
に
よ
っ
て
特
定
さ
れ
る
と
表
現
さ
れ
る
(
例
え
ば
、

H
N
2
2
z
a
u
ー
〉
己
出
ー
・
聞
包
口

ω
)
。
も
ち
ろ
ん
、
申
立
の
内
容
は
法
的
効
果
だ
け
で
は
な
い

Q

事
実
関
係
は
、
」
個
々
の
事
実
と
は
異
な
る
。
例
え
ば
、
損
害
賠
償
請
求
権
を
特
定
す
る
も
の
は
、
「
故
意
」
の
事
実
、
「
過
失
」
の

事
実
で
は
な
く

一
定
の
加
害
行
為
が
あ
っ
た
と
い
う
事
実
関
係
で
あ
る
。

(4) 

事
実
関
係
は
、
要
件
事
実
と
は
か
な
ら
ず
し
も
一
致
し
な
い
。

あ
る
損
害
賠
償
請
求
権
は

あ
る
債
務
不
履
行
を
一
定
の
事
実
関
係
と
し
そ
こ
か
ら
引
出
さ
れ
る
法
的
効
果
で
あ
る
爪
駄
目
民

例
え
ば

-一八

O
条
)
P
又
‘
他
の
損
害
賠
償
請
求
権
は
、
右
の
債
務
不
履
行
と
競
合
し
な
い
あ
る
不
法
行
為
を
一
定
の
事
実
関
係
と
し
そ
こ
か
ら
ひ

き
出
さ
れ
る
法
的
効
果
で
あ
る
(
独
民
八
ご
三
条
)
。
こ
れ
ら
の
場
合
に
は
、
「
一
定
の
事
実
関
係
」
は
一
個
の
要
件
事
実
に
該
当
す
る
。
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と
こ
ろ
が
、
請
求
権
の
競
合
の
場
合
に
は

例
え
ば
、
鉄
道
事
故
を
原
因
と
し
て
、
債
務
不
履
行
と
不
法
行
為
と
を
理
由
と
し
て
損
害

賠
償
を
請
求
す
る
場
合
に
は
、
民
法
上
は
二
個
の
請
求
権
が
ひ
き
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
訴
訟
上
は
、
法
的
効
果
を
特
定
す
る
の
は
、

一
定
の
事
実
関
係
で
あ
り
、

右
の
例
で
は
一
定
の
鉄
道
事
故
が
乙
れ
に
あ
た

要
件
事
実
(
債
務
不
履
行
と
か
不
法
行
為
と
か
)
で
は
な
く
て
、

ザ
令
。

又
、
貸
金
請
求
と
消
費
貸
借
契
約
の
無
効
を
仮
定
し
た
不
当
利
得
返
還
請
求
と
に
お
い
て
、
訴
訟
上
、
法
的
効
果
を
特
定
す
る
の
は
、

そ
の
契
約
関
係
(
そ
の
有
効
無
効
が
争
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
)

消
費
貸
借
契
約
と
か
不
当
利
得
と
か
い
う
要
件
事
実
で
は
な
く
て
、

一
定
の
事
実
関
係
で
あ
る
。

T
》
例
え
ば
、

Z
F
z
n
r
N司
一
河
口
由
。

か
ら
区
別
し
た
。

ム
」
い
v

つ

ζ

の
場
合
を
、

F
O
R
は
一
一
倒
の
多
義
的
な
事
実
関
係
と
名
づ
け
て
、
問
。

ω
g
gお
は
、
こ
れ
を
数
個
の
事
実
関
係

同
こ
こ
で
い
う
事
実
関
係
は
、
法
的
効
果
が
そ
こ
か
ら
引
出
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
法
規
の
適
用
を
受
け
う
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
こ
で
い
う
事
実
関
係
は
、
法
的
効
果
の
特
定
に
役
立
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
事
実
関
係
を
必
要
と
せ
ず
に
法
的
効
果
が
特
定
さ
れ
る

、.、.

場
合
に
は
、
法
的
効
果
の
判
定
に
必
要
な
事
実
で
も
法
的
効
果
の
特
定
に
は
必
要
で
は
な
い

Q

事
実
関
係
が
法
的
効
果
の
特
定
に
役
立
っ
た
め
に
は
、
い
か

な
る
法
規
の
適
用
を
受
け
て
も
そ
の
事
実
関
係
か
ら
そ
の
法
的
効
果
し
か
引
出
さ
れ
え
な
い
と
い
う
関
係
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

Q

し
か
し
、
そ
れ
は
、
事

実
関
係
は
単
個
の
法
的
効
果
し
か
そ
こ
か
ら
引
出
さ
れ
え
な
い
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
い
み
し
な
い
ω

単
個
の
事
実
関
係
か
ら
数
個
の

法
的
効
果
が
引
出
さ
れ
え
て
も
、
そ
れ
ら
の
法
的
効
果
、
が
そ
れ
自
身
に
お
い
て
相
互
を
区
別
す
る
ほ
ど
に
独
立
の
も
の
で
あ
る
場
合
(
例
え
ば
加
害
の
事
実

か
ら
引
出
さ
れ
う
る
、
損
害
賠
償
金
の
給
付
と
、
不
加
害
と
い
う
不
作
為
請
求
と
の
法
的
効
果
)
が
あ
る
か
ら
で
あ
る

Q

そ
の
事
実
関
係
は
そ
れ
ぞ
れ
の
法

的
効
果
の
特
定
(
他
の
損
害
賠
償
金
請
求
か
ら
区
別
す
る
)
に
役
立
つ
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
事
実
関
係
に
よ
る
法
的
効
果
の
特
定

が
必
要
な
の
は
、
金
銭
請
求
に
お
い
て
で
あ
る
ω

こ
の
場
合
に
は
、
ま
さ
に
事
実
関
係
が
法
的
効
果
の
特
定
に
役
立
っ
た
め
に
は
、
そ
の
事
実
関
係
か
ら
そ
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の
法
的
効
果
し
か
引
出
さ
れ
え
な
い
と
い
う
関
係
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

Q

例
え
ば
、
一
万
円
の
給
付
請
求
に
つ
い
て
は
、
同
一
人
が
同
一
人
に
対
し
て
同
時
に
数
偲
の
一
万
円
を
求
め
う
る
こ
と
が
あ
り
う
る

Q

そ
こ
で
そ
の
う
ち

の
ど
れ
か
が
特
定
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
こ
で
は
、

一
万
円
の
給
付
請
求
の
特
定
は
、
請
求
権
の
特
定
に
よ
ら
な
い

Q

そ
う
す
る
と
、
そ
れ
は

要
件
事
実
と
は
概
念
的
に
異
な
る
と
こ
ろ
の
事
実
関
係
の
特
定
に
よ
る
よ
り
ほ
か
は
な
い
。
し
か
も
そ
の
事
実
関
係
は
、
そ
れ
に
法
規
が
適
用
さ
れ
た
な
ら

ば
そ
の
結
果
一
個
の
一
万
円
の
み
を
給
付
す
ベ
ぎ
結
果
が
引
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4 

法
的
効
果
(
従
っ
て
訴
訟
物
)
は
そ
れ
自
体
に
お
い
て
特
定
す
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
さ
れ
を
C
説
と
よ
ば
う
)
。

山
法
的
効
果
、
は
前
述

(
3
聞
)
の
よ
う
に
、
申
立
に
お
い
て
表
示
さ
れ
る

Q

そ
こ
で
こ
の
考
え
方
は
、
訴
訟
物
は
申
立
に
よ
っ
て
特
定
さ
れ
る
、
と
表

現
さ
れ
る
。

西ドイツにおける近年の訴訟物理論の分析

、

，

、

.

、

.

、

，

、

.

聞
こ
の
考
え
方
に
お
い
て
は
、
給
付
の
訴
に
お
い
て
は
、
法
的
効
果
は
、
請
求
権
と
い
う
よ
り
は
、
何
ら
か
の
請
求
権
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
給

、.、.、.、.、.、.

付
す
べ
き
こ
と
、
と
し
て
把
握
さ
れ
る

Q

形
成
の
訴
に
お
い
て
も
同
じ
発
想
で
あ
る
。
確
認
の
訴
に
お
い
て
は
、
権
利
叉
は
法
律
関
係
が
考
え
ら
れ
て
い

る。(3) 

こ
の
考
え
方
に
お
い
て
は
、
法
的
効
果
は
、
概
念
的
に
事
実
か
ら
切
り
は
な
さ
れ
て
、
観
念
さ
れ
て
い
る

Q

従
っ
て
、
実
体
法
上

の
権
利
と
も
切
り
は
な
さ
れ
て
い
る
。

な
る
ほ
ど
、
金
銭
(
叉
は
代
替
物
の
一
定
の
数
量
、
以
下
単
に
金
銭
と
い
う
)
の
給
付
を
求
め
る
訴
以
外

の
給
付
の
訴
に
お
い
て
は
.
給
付
の
目
的
物
の
特
定
に
よ
り
、
訴
訟
物
が
特
定
さ
れ
う
る
。

そ
し
て
給
付
の
目
的
物
は
前
述
の
よ
う
に
そ

れ
自
体
に
お
い
て
特
定
す
る
。
だ
が
金
銭
が
給
付
の
目
的
物
の
場
合
に
は
、
金
銭
は
、
個
性
が
な
く
、
価
値
は
空
間
を
占
め
な
い
か
ら
、

金
銭
は
そ
れ
自
体
に
お
い
て
特
定
す
る
と
は
い
え
な
い
。

そ
乙
で
こ
の
考
え
方
に
お
い
て
は
、
金
銭
の
給
付
の
訴
の
場
合
に
は
、
申
立
の
識
別
の
た
め
に
、
申
立
は
解
釈
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
、

そ
の
素
材
は
申
立
の
理
由
づ
け
で
あ
る

(ω
与
者
与

ωの
F
E
F
H
H
H
L
H
E
L
N印
-HN品)。

申
立
を
理
由
づ
け
る
も
の
は
、
事
実
で
あ
る
。

" 

15 
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説

じ
、
事
実
関
係
は
訴
訟
物
の
要
素
で
は
な
い

(ω
与
司
与

ωの
足
。
)
Q

例
え
ば
十
万
円
請
求
の
訴
に
お
い
て
、
委
任
事
務
の
報
酬
と
請
負
代
金
と
が
主
張
さ
れ
る
場
合
が
あ
る

Q

こ
の
場
合
は
、
次

5 

、1
4
E
A
 

(
 

論

一
、
委
任
の
報
酬
五
万
円
、
請
負
代
金
五
万
円
計
十
万
円
の
請
求
で
あ
る
場
合
。

の
三
つ
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。

二
、
委
任
の
報
酬
十
万

そ
の
契
約
の
性
質
が

円
、
請
負
代
金
十
万
円
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
請
求
で
あ
る
場
合
。
三
、

一
個
の
契
約
に
基
づ
く
十
万
円
の
請
求
で
、

委
任
か
請
負
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
場
合
。

(2) 

第
一
の
場
合
に
つ
い
て
。

A
説
に
よ
れ
ば
、
訴
訟
物
は
二
個
あ
る
こ
と
に
な
る
。
実
体
法
上
の
請
求
権
が
二
個
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

B
説
に
よ
っ
て
も
、
訴
訟
物
ほ
二
個
あ
る
こ
と
に
な
る
。
申
立
が
二
個
あ
り
事
実
関
係
が
二
個
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

C
説
に
よ
っ
て
も
、

訴
訟
物
は
二
個
あ
る
と
と
に
な
る
。
申
立
は
、
外
観
上
は
一
個
で
も
、
実
は
二
個
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
(
実
は
二
個
で
あ
る
こ
と
は
、
申
立
の

解
釈
に
よ
り
判
明
す
る
)
。
要
す
る
に
、

乙
の
場
合
に
お
い
て
は
、

ど
の
説

K
よ
っ
て
も
、
結
論
は
異
な
ら
な
い
。

?
v
乙
の
場
合
は
申
立
は
外
観
上
一
個
で
あ
る
が
、
法
的
効
果
が
三
個
で
あ
る
か
ら
、
申
立
も
実
は
ご
伺
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
ろ
う

Q

第
二
の
場
合
に
つ
い
て
。

A
説
B
説
C
説
と
も
に
第
一
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
考
え
る
。

は
別 (3)

の
問
題
で
あ
る

乙
の
場
合
に
併
合
が
許
さ
れ
る
か
否
か

第
一
二
の
場
合
に
つ
い
て
。
、
A
説
に
よ
れ
ば
訴
訟
物
は
一
個
で
あ
る
(
例
え
ば
ピ
三
N
N
H
u
g
-
ω
N
N
)
。
訴
訟
物
を
特
定
す
る
実
体
法
上

の
給
付
請
求
権
と
は
、
一
定
の
要
件
事
実
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
請
求
権
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
一
定
の
要
件
事
実
は
契
約
で
あ
っ
て
、
そ
れ

が
委
任
で
あ
る
か
請
負
で
あ
る
♂
か
は
、
契
約
の
法
的
性
質
の
問
題
で
あ
り
、
契
約
の
単
複
の
問
題
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
契
約
の
法
的

位
質
を
複
数
主
張
す
る
こ
正
は
仮
定
的
主
張
で
し
か
な
い
。
又
、
そ
れ
は
裁
判
所
を
拘
束
し
な
い
。
そ
れ
は
法
規
の
適
用
上
の
問
題
で
あ

(4) 
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る
か
ら
で
あ
る
。

B
説
に
よ
っ
て
も
、
訴
訟
物
は
一
個
で
あ
る

Q

申
立
は
一
個
で
事
実
関
係
も
一
個
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

C
説
に
よ
っ

て
も
、
訴
訟
物
は
一
個
で
あ
る
。
申
立
が
一
個
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
要
す
る
に
、

ζ

の
場
合
に
お
い
て
も

ど
の
説
に
よ
っ
て
も
、
結

論
は
異
な
ら
な
い
。

同
第
ゴ
一
の
場
合
に
関
す
る
以
上
の
結
論
は
、
そ
の
限
り
で
、
理
由
が
あ
る

Q

法
的
性
質
決
定
の
問
題
は
、
あ
る
要
件
事
実
に
該
当
す
る
あ
る
特
定
の
事
実

が
、
こ
れ
を
法
的
に
評
価
す
る
な
ら
ば
、
た
だ
一
つ
の
評
価
し
か
な
し
え
な
い
場
合
に
、
す
な
わ
ち
た
だ
一
つ
の
法
規
し
か
こ
れ
に
適
用
さ
れ
え
な
い
場
合

に
、
そ
の
法
規
が
ど
れ
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
法
規
の
適
用
は
裁
判
所
の
専
権
に
属
す
る
。
当
事
者
の
法
規
の
適
用
に
裁
判
所
は
拘
束
さ
れ

な
い
。
従
っ
て
当
事
者
は
法
規
の
適
用
に
よ
る
訴
訟
物
の
特
定
を
す
る
必
要
は
な
い
し
、
又
し
て
も
裁
判
所
は
こ
れ
に
拘
束
さ
れ
な
い
。

6 

(1) 

例
え
ば
、
十
万
円
の
請
求
の
静
に
お
い
て
、
違
法
な
権
利
侵
害
た
る
不
法
行
為
(
B
G
B
八
二
三
条
)
と
良
俗
に
反
す
る
し
か

i!lf.ドイ:11における近年の訴訟物理論の分析

た
で
の
不
法
行
為
(
B
G
B
八
二
六
条
)
と
が
主
張
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。

こ
の
場
合
は
、
次
の
三
つ
の
場
合
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。

あ
る
違
法
な
権
利
侵
害
た
る
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
五
万
円
と
、

こ
れ
と
時
を
異
に
す
る
別
の
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
五
万
円
と
の

合
計
の
請
求
で
あ
る
場
合
。
二
、

あ
る
違
法
な
権
利
侵
害
た
る
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
十
万
円
と
、

こ
れ
と
時
を
旧
共
に
す
る
別
の
不
法

行
為
に
基
づ
く
損
害
十
万
円
と
の

い
ず
れ
か
を
請
求
す
る
場
合
。
三
、

あ
る
一
つ
の
、

同
時
に
違
法
な
か
っ
，
只
俗
に
反
す
る
し
か
た
で

な
さ
れ
た
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
十
万
円
を
請
求
す
る
場
合
。

第
一
の
場
合
と
第
二
の
場
合
に
つ
い
て
は
、

5
に
お
い
て
、

(2) 

そ
の
第
一
の
場
合
と
第
二
の
場
合
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
こ
と
と
同

じ
で
あ
る
。

信
用
一
一
一
の
場
合
は
、

い
わ
ゆ
る
法
条
競
合
の
場
合
で
あ
る
。

A
説
に
よ
れ
ば
、
訴
訟
物
は
一
個
で
あ
る
(
例
え
ば

T
5
N
N
M
M
g
U
8
3
0

(3) 
数
個
の
法
条
が
適
用
さ
れ
る
、
す
な
わ
ち
‘
数
個
の
要
件
事
実
が
考
え
ら
れ
る
場
合
で
は
あ
る
が
、
民
法
上
一
佃
の
請
求
権
し
か
生
じ
な

2 

乙ト
ヰ

庁 、
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説

い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
と
の
場
合
は
、
違
法
と
か
、
良
俗
に
反
す
る
し
か
だ
と
か
は
、
訴
訟
上
は
請
求
を
理
由
あ
ら
し
め

る
事
実
で
訴
訟
物
を
別
に
す
る
も
の
で
は
な
い
。

B
説
に
よ
っ
て
も
訴
訟
物
は
一
個
で
あ
る
。
申
立
は
一
個
で
事
実
関
係
も
一
個
で
あ
る

論

か
ら
で
あ
る
。

乙
の
場
合
、
事
実
関
係
と
は
そ
の
(
不
法
)
行
為
を
指
す
か
ら
で
あ
る
。

C
説
に
よ
っ
て
も
、
訴
訟
物
は
一
個
で
あ
る
。

申
立
が
一
個
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

(4) 

法
条
競
合
と
は
、
単
個
の
事
実
に
数
個
の
法
条
が
適
用
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
引
出
さ
れ
る
請
求
権
は
単
個
で
あ
る
場
合
で
あ
る
。
(
例
え
ば
、
B

/
 

二
項
及
び
八
二
六
条
、
叉
は
B
G
B
四
五
九
条
一
項
及
び
二
項
)
。
そ
れ
は
、
法
規
が
数
個
存
在
す
る
が
、
そ
れ
ら
の
法
規
の
要
件

G
B
八
二
三
条
一
項
、

事
実
の
構
造
が
、
基
本
的
な
共
通
の
事
実
と
こ
れ
を
修
飾
す
る
事
実
と
か
ら
成
り
、
後
者
が
、
前
者
と
請
求
権
の
発
生
と
を
結
び
つ
け
る
条
件
を
な
し
て
い

る
に
す
ぎ
な
い
が
ゆ
え
に
、
請
求
権
は
基
本
的
に
は
前
者
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
で
も
い
え
よ
う
か
。

例
え
ば
十
万
円
請
求
ニ
の
訴
に
お
い
て
、
債
務
不
履
行
と
不
法
行
為
と
が
主
張
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。

こ
の
場
合
は
次
の
三
つ

7 

、BJ
4
E
A
 

(
 

の
場
合
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
一
、
債
務
不
履
行
に
あ
た
る
あ
る
事
実
に
基
づ
く
損
害
五
万
円
と
不
法
行
為
に
あ
た
る
別
の
事
実
に
基
づ

く
損
害
五
万
円
と
の
合
計
を
請
求
す
る
場
合
。
二
、
債
務
不
履
行
に
あ
た
る
あ
る
事
実
に
基
づ
く
損
害
十
万
円
と
不
法
行
為
に
あ
た
る
別

の
事
実
に
基
づ
く
損
害
十
万
円
と
の
い
ず
れ
か
を
請
求
す
る
場
合
。
三
、
あ
る
一
個
の
事
実
が
同
時
に
債
務
不
履
行
に
も
あ
た
り
、
不
法

行
為
に
も
あ
た
る
場
合
に
、

そ
の
事
実
に
基
づ
く
損
害
十
万
円
を
請
求
す
る
場
合
。

(2) 

第
一
の
場
合
と
第
二
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
前
述
5
及
び
6
に
お
い
て
、

そ
の
第
一
及
び
第
二
の
場
合
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
と

こ
ろ
と
同
じ
。

貯
三
の
場
合
は
、
い
わ
ゆ
る
請
求
権
の
競
合
の
場
合
で
あ
れ
。

A
説
に
よ
れ
ば
、
訴
訟
物
は
二
個
あ
る
こ
と
に
な
る

(
F
巾
己
旧
説

(3) 

N
N司
印
叶
v

H

ぬ
)
。
実
体
法
上
の
請
求
権
が
二
個
あ
る
場
合
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

B
説
に
よ
れ
ば
、

訴
訟
物
は
一
個
で
あ
る
。
申
立
は
一
個
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f 

， 

で
あ
り
、
請
求
権
が
ひ
き
出
さ
れ
る
事
実
関
係
が
一
個
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、

不
法
行
為
に
も
あ
た
る
一
個
の
事
実
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

C
説
に
よ
っ
て
も
、

事
実
関
係
は
、
同
時
に
債
務
不
履
行
に
も
あ
た
り

訴
訟
物
は
一
個
で
あ
る

Q

申
立
が
一
個
で
あ
る
か
ら
で

あ
る
。

乙
乙
で

A
説
と

B
C
説
と
が
異
な
っ
た
結
果
を
も
っ
。

B
C
説
に
お
い
て
は
、
実
体
法
上
の
請
求
権
は
、
請
求
を
理
由
あ
ら
し
め

る
法
的
観
点
の
機
能
を
、
訴
訟
上
有
し
、
訴
訟
物
を
特
定
す
る
機
能
を
有
し
な
い
。

τv
い
わ
ゆ
る
請
求

ι

権
の
競
合
な
る
現
象
を
、
お
よ
そ
認
め
る
か
認
め
な
い
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
叉
、
あ
る
場
合
が
、
請
求
権
の
競
合
に
あ
た
る
か
否

か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
と
れ
ら
の
ご
つ
の
問
題
は
、
請
求
権
の
競
合
の
場
合
に
訴
訟
上
訴
訟
物
は
ど
う
な
る
か
と
い
う
問
題
と
は
別
で
あ
る
。

)
 

4
k
 

l
 (
 

A
説
の
欠
点
は
次
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
た
。

ω
n
y
J司
ωσ
の
批
判
を
借
り
よ
う
。

西ドイツにおける近年の訴訟物理論の分析

「
裁
判
所
が
原
告
の
被
告
に
対
す
る
B
G
B
八
六
一
条
に
基
づ
く
占
有
回
収
請
求
権
を
宵
定
し
、

B
G
B
九
八
丘
条
に
基
づ
く
請
求
権
を
否
定
す
る
と
き

は
、
訴
を
一
部
認
容
し
一
部
棄
却
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
原
告
が
、
被
告
が
馬
の
引
渡
を
す
る
よ
う
に
判
決
さ
れ
る
こ
と
に
の
み
利
益
を
有
し

い
か
な
る
理
由
に
基
づ
く
か
を
問
わ
な
い
場
合
に
は
、
右
の
判
決
は
原
告
に
と
っ
て
全
く
理
解
で
ぎ
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
じ
窃
与
耳
与

ωの
区
)
。
「
裁
判
所

が
、
こ
の
双
方
の
実
体
法
上
の
請
求
権
を
理
由
あ
り
と
す
る
と
ぎ
は
、
被
告
は
同
一
の
馬
の
引
渡
を
す
べ
く
二
回
に
わ
た
り
判
決
さ
れ
る
こ
と
に
な
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
(
同
上
三
特
定
物
の
場
合
に
は
二
重
に
引
渡
判
決
を
受
け
て
も
実
害
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
二
重
に
は
執
行
さ
れ
え
な
い
か
ら
で
あ

る
Q

し
か
し
、
金
銭
の
支
払
の
場
合
は
問
題
で
あ
る
。
一
千
マ
ル
ク
を
支
払
う
べ
く
二
回
判
決
さ
れ
た
場
合
、
「
被
告
は
二
千
マ
ル
ク
を
支
払
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
の
か
?
で
な
け
れ
ば
、
二
重
の
判
決
に
も
か
か
わ
ら
ず
一
千
マ
ル
ク
だ
け
支
払
う
、
へ
ま
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
ど
う
し
て
な
る
か

?
」
(
向
上
)
。
レ
ン
ト
旧
説
に
お
け
る
こ
の
点
に
対
す
る
、
こ
れ
以
上
の
批
判
の
紹
介
は
こ
れ
を
省
略
す
る
。

間
こ
う
い
っ
た
難
点
が
生
ず
る
根
拠
は
、
請
求
権
競
合
の
場
合
に
は
請
求
権
は
数
個
存
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
の
清
水
権
が
承
認
す
る
利
益

l

そ
れ
ら
の
請
求
権
に
よ
っ
て
追
求
さ
れ
る
利
益
が
単
一
(
前
例
で
は
、
損
害
賠
償
)
で
あ
る
こ
と
に
あ
る

Q

さ
き
に
二
重
の
判
決
、
低
触
す
る
判
決
の
危

険
が
指
摘
さ
れ
た
が
、
狙
わ
れ
た
単
一
の
利
益
の
観
点
か
ら
観
て
二
重
で
あ
り
叉
は
紙
触
す
る
の
で
、
請
求
権
と
い
う
観
点
か
ら
み
れ
ば
二
重
で
あ
り
え

ず
、
叉
低
触
す
る
こ
と
も
あ
り
え
な
い
。
従
っ
て
、
こ
の
難
点
は
請
求
権
に
よ
っ
て
訴
訟
物
を
特
定
す
る
と
い
う
考
え
方
の
難
点
と
な
る
の
で
あ
る

Q
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説

間
二
重
の
判
決
を
避
け
る
た
め
の
理
論
構
成
と
し
て
、
訴
訟
物
の
選
択
的
併
合
を
、

F
E
H
自
身
は
と
ら
な
か
っ
た

Q

余
談
で
あ
る
が
、
わ
が
国
の
従
来

の
学
説
は
、

A
説
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
ほ
正
で
あ
る
の
に
、
こ
の
場
合
に
つ
い
て
は
選
択
的
併
合
を
認
め
て
い
る

Q

し
か
し
選
択
的
併
合
の
構
成
は
、

つ
い
に
は
、
破
綻
を
来
し
て
い
る
。
詳
細
は
三
カ
月
章
、
民
事
訴
訟
法
九
二
|
九
=
一
頁
を
み
よ

Q

な
お
、
選
択
的
併
合
の
場
合
唱
と
し
て
検
討
の
対
象
と
し
て
考
え
ら
れ
る
も
の
に
、
三
種
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
一
は
、
当
事
者
叉
は
裁
判
所
に
選
択
権

あ
る
場
合
に
、
選
択
し
う
る
両
方
を
選
択
的
に
求
ゆ
る
場
合
で
あ
る

Q

法
律
上
い
ず
れ
か
一
方
し
か
権
利
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
は
給

付
の
目
的
物
が
い
ず
れ
か
で
し
か
あ
り
え
な
い
場
合
で
あ
る

Q

二
は
、
請
求
権
が
競
合
(
広
義
)
し
、
そ
の
い
ず
れ
か
一
に
基
づ
く
給
付
を
求
め
る
場
合
。

法
律
上
は
い
ず
れ
の
権
利
を
も
主
張
し
う
る
が
、
給
付
は
一
回
し
か
求
め
え
な
い
場
合
で
あ
る

Q

三
は
、
全
く
独
立
別
個
の
権
利
を
選
択
的
に
主
張
し
、
独

立
別
個
の
給
付
を
選
択
的
に
求
め
る
場
合
で
あ
る
。
法
律
上
い
ず
れ
の
権
利
を
も
主
張
し
う
る
し
、
給
付
も
そ
れ
ぞ
れ
を
求
め
う
る
場
合
で
あ
る
。
た
だ
原

告
が
そ
の
訴
訟
で
は
い
ず
れ
か
一
方
じ
か
求
め
な
い
と
い
う
意
思
を
有
す
る
場
合
で
あ
る

Q

選
択
的
併
合
は
第
一
の
場
合
に
し
か
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
の

が、

mO田

g
Z
H開閉
8
H
H
H
N
P
ω
n
Eロ
r
o
閉山。
N
3
9何
回
目
l
]
C
ロ
geω
ロゲ
α口
rowkHロ
B
・口
N
C

間

Ngwmwnvd〈与

ω
の
主
で
あ
り
、
第
二
の
場
合
の
み

で
あ
る
と
す
る
の
が
、

Z
F
F
4田
口

r
k
H
(
U同
M
5
A
F
N∞
叶
で
あ
る
。

論

(7) 

二
重
の
判
決
を
避
け
る
た
め
の
理
論
構
成
と
し
て
、
円
。
己
の
そ
れ
が
注
目
に
値
す
る
。

す
な
わ
ち
、
請
求
権
競
合
の
場
合
の
給
付
訴
訟
は
、
単
個
の
給
付
を
求
め
る
訴
訟
で
あ
る
と
把
え
ら
れ
る
。

こ
の
訴
訟
に
お
い
て
、
競

合
す
る
数
個
の
請
求
権
の
い
ず
れ
を
主
張
す
る
か
は
原
告
の
自
由
で
あ
る
。
数
個
の
請
求
権
を
主
張
す
る
場
合
に
は
、

二
つ
の
可
能
性
が

あ
る
。

一
は
、
数
個
の
請
求
権
の
い
ず
れ
に
基
づ
い
て
給
付
が
認
め
ら
れ
て
も
よ
い
と
す
る
場
合
で
あ
る
。
他
は
、
数
個
の
請
求
権
の
一

を
特
定
し
て
そ
れ
に
基
づ
く
給
付
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
求
め
る
場
合
で
あ
る
。

い
ず
れ
の
場
合
か
は
原
告
の
意
思
が
決
定
す
る

N
N句

8

8
印u
g
o
前
者
の
場
合
に
は
主
張
さ
れ
た
す
べ
て
の
請
求
権
が
訴
訟
物
で
あ
る
が

(Hh
己
N
N
M
M
3
8印
)
、
申
立
は
結
局
一
個
で
従

っ
て
訴
訟
物
も
一
個
で
あ
る

(Fg同

N
同

p
a
s
o
後
者
の
場
合
は
給
付
の
申
立
は
一
個
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
場
合
に
他
の
請
求
権
の
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主
張
が
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
に
基
づ
く
給
付
の
申
立
を
許
す
と
、
申
立
が
二
個
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
二
重
の
判

決
の
虞
れ
が
あ
る
。
そ
乙
で
他
の
請
求
権
の
主
張

K
基
づ
く
申
立
は
確
認
の
申
立
に
切
り
か
え
ら
れ
る

Q

乙
の
確
認
の
申
立
は
利
益
が
あ

れ
ば
ζ

れ
に
つ
き
判
決
が
な
さ
れ
う
る

9
0
E
N
N
H
M
g
u
ピ叶
)
Q

(8) 

こ
の
説
は
し
か
し
難
点
を
多
く
も
っ
て
い
る
。

ωnvdgσ

の
指
摘
を
借
り
よ
う
。

西ドイツにおける近年の訴訟物理論の分析

右
に
あ
げ
た
二
つ
の
可
能
性
の
い
ず
れ
に
よ
る
か
は
原
告
の
意
思
に
よ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
「
裁
判
官
は
、
給
付
の
訴
に
お
い
て
つ
ね
に
、

個
の
特
定
の
法
的
観
点
に
基
づ
く
被
告
の
義
務
づ
け
を
欲
す
る
か
、
そ
れ
と
も
い
か
な
る
法
的
観
点
に
基
づ
い
て
被
告
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
か
を
問
わ
な
い

か
を
、
原
告
に
質
問
す
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
種
の
質
問
は
な
さ
れ
た
こ
と
は
な
く
、
叉
な
さ
れ
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
だ
ろ
う
こ

と
は
、
全
く
疑
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
@
又
一
定
の
法
的
観
点
に
基
づ
く
義
務
づ
け
を
要
求
す
る
こ
と
は
原
告
の
任
務
で
は
な
い
」

(ω
各
司
与

ωの
窃
)
。

又
、
請
求
権
競
合
の
場
合
に
申
立
が
一
個
の
場
合
に
は
、
請
求
権
の
主
張
が
数
個
で
も
、
訴
訟
物
は
一
個
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
訴
訟
物
特
定
の
基
準

が
二
種
類
あ
る
こ
と
に
な
り
、
ひ
い
て
訴
訟
物
概
念
を
あ
ら
ゆ
る
訴
に
共
通
な
統
一
的
概
念
と
す
る
こ
と
が
で
ま
な
く
な
る

(ω
長
耳
目
『

ωの
ロ
ム
ω
)
Q

叉
、
訴
訟
物
が
一
個
か
数
個
か
が
原
告
の
意
思
で
き
ま
る
と
す
る
な
ら
ば
、
~
倒
の
場
合
に
は
訴
訟
物
は
訴
訟
法
的
観
点
か
ら
特
定
さ
れ
、
数
個
の
場
合

に
は
訴
訟
物
は
実
体
法
の
観
点
か
ら
特
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
原
告
に
は
委
ね
ら
れ
て
は
お
ら
ず
、
弁
論
主
義
又
は
処
分
権
主
義

も
そ
こ
ま
で
は
作
用
し
な
い
〈
同
上
三

一
個
又
は
数

し
か
し
、

B
説
に
対
し
て
も
批
判
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

つ
ま
り
、
実
定
法
は
実
体
法
上
の
請
求
権
の
既
判
力
あ
る
確
定
を
前

(9) 
提
と
し
、
既
判
力
は
訴
訟
物
に
つ
い
て
生
ず
る
か
ら
、
実
体
法
上
の
請
求
権
が
訴
訟
物
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
例
え
ば

B
G
B
一
二
八
条
に
よ
れ
ば
、
既
判
力
を
も
っ
て
確
定
さ
れ
た
請
求
権
は
一
二

O
年
で
は
じ
め
て
消
滅
時
効
に
か
か
る

Q

こ
乙
で
請
求
権
と

は
疑
も
な
く
実
体
法
上
の
請
求
権
で
あ
る
。
又
、

B
G
B
三
九
三
条
に
よ
れ
ば
相
殺
は
不
法
行
為
に
基
づ
く
債
権
に
対
し
て
は
行
使
で
き

な
い
。
そ
う
す
る
と
原
告
は
損
害
賠
償
が
不
法
行
為
に
基
づ
い
て
認
容
さ
れ
る
と
と
に
つ
い
て
利
益
を
有
す
る
ζ

と
が
あ
り
う
る
わ
け
で
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鋭

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
請
求
権
に
つ
い
て
既
判
力
あ
る
裁
判
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る

Q

又
、
強
制
執
行
に

お
い
て
、
執
行
吏
が
売
得
金
を
受
領
し
た
こ
と
は
、
債
務
者
に
よ
る
支
払
た
る
効
カ
を
有
す
る

(
Z
P
O
八
一
九
条
)
が
、
支
払
と
は
一
定
の

輸

実
体
法
上
の
請
求
権
に
応
じ
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
(
以
上

T
E
N
N
H
U
F
p
t
ω
)。

乙
の
批
判
に
対
し
て
は
、
弁
明
が
な
さ
れ
て
い
る
Q
B
G
B
一
二
八
条
の
規
定
は
、
裁
判
が
実
体
法
上
の
請
求
権
に
つ
い
て
で
は
な
く

訴
訟
上
の
請
求
に
つ
い
て
な
さ
れ
る
乙
と
を
妨
げ
な
い
。

B
G
B
-
二
八
条
に
い
わ
ゆ
る
請
求
権
と
は
、
裁
判
所
に
よ
り
実
体
法
上
の
観

点
と
し
て
そ
の
価
値
が
認
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
実
体
法
上
の
請
求
権
を
指
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
し
か
し
裁
判
の
対
象
で
は
な
い

(ω
島
司
与

B
G
B
三
九
三
条
に
関
し
て
は
、

M
M
O
E
H
l区
N
)
。
又
、

と
く
に
不
法
行
為
の
法
的
観
点
に
基
づ
く
認
容
判
決
を
求
め
よ
う
と
す
る
原
告
は

不
法
行
為
の
要
件
事
実
の
み
を
主
張
し
、
他
の
請
求
権
の
要
件
事
実
の
主
張
を
し
な
け
れ
ば
よ
い
わ
け
で
あ
る

(ω
ら
g
r
ω
の
に
N
Y
Z
P

。
八
一
九
条
の
規
定
も
裁
判
の
対
象
が
実
体
法
上
の
権
利
で
あ
る
こ
と
を
結
果
し
な
い
。
強
制
執
行
に
お
け
る
債
務
者
の
支
払
に
よ
っ
て

既
判
力
あ
る
裁
判
を
，
つ
け
た
訴
訟
上
の
請
求
も
消
滅
す
る
の
で
あ
る
。
訴
訟
上
の
請
求
は
実
体
法
上
の
権
利
の
実
現
の
補
助
手
段
に
す
ぎ

な
い
か
ら
、
後
者
の
消
滅
と
同
時
に
前
者
も
消
滅
す
る

(ω口
r
s
r
ω
の
E
U
)
Q

他
方
に
お
い
て
、
右
の
批
判
に
答
え
よ
う
と
す
る
折
衷
説
が
あ
る
。
例
え
ば
、
特
に
特
定
の
請
求
権
に
基
づ
く
給
付
判
決
を
求
め
る
必

要
が
あ
る
場
合
に
は

裁
判
所
は
こ
れ
に
拘
束
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
(
例
え
ば
、

当
事
者
が
そ
の
意
思
を
有
す
る
こ
と
は
許
さ
れ

出回

g
n
r
o
F
ω
ρ
H宏
153。

(IO) 

法
的
効
果
は
一
定
の
法
条
の
要
件
事
実
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
実
体
法
上
の
権
利
で
あ
り
そ
の
特
定
が
す
な
わ
ち
訴
訟
物
の
特
定
に

な
る
と
い
う
考
え
方
は
、
請
求
権
競
合
の
場
合
に
お
い
て
破
綻
を
示
し
た
。
し
か
し
、

こ
の
破
綻
は
、
請
求
権
が
数
個
存
す
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
訴
訟
上
は
一
個
の
訴
訟
物
の
み
が
存
す
る
と
す
る
構
成
の
必
要
を
自
覚
さ
せ
、

そ
の
た
め
に
は
、

い
わ
ゆ
る
実
体
法
上
の
請
求
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~ 

権
概
念
か
ら
の
解
放
と
給
付
が
一
回
し
か
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
の
根
拠
の
探
求
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
さ
せ
た
。

唱-

8 

例
え
ば
、
十
万
円
請
求
の
訴
に
お
い
て
、
貸
金
と
不
当
利
得
と
が
主
張
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
ο

こ
の
場
合
は
、
次
の
三
つ
の

場
合
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。

一
、
貸
金
五
万
円
と
こ
れ
と
関
係
の
な
い
不
当
利
得
五
万
円
と
の
合
計
を
請
求
す
る
場
合
。
二
、
貸
金
十
万

円
と
こ
れ
と
関
係
の
な
い
不
当
利
得
十
万
円
の
う
ち
い
ず
れ
か
を
請
求
す
る
場
合

Q

一
二
、
十
万
円
の
金
銭
の
授
受
が
貸
金
で
な
け
れ
ば
法

律
上
の
原
因
が
な
い
乙
と
に
な
る
場
合
。

(2) 

第
一
と
第
二
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
前
述
5
、
6
、
7
に
お
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
第
一
と
第
二
の
場
合
に
つ
い
て
、
述
べ
ら
れ
た

乙
と
と
同
様
で
あ
る
。

(3) 

第
三
の
場
合
に
つ
い
て
。

訴
訟
物
は
二
個
あ
る
こ
と
に
な
る

Q

実
体
法
上
の
請
求
権
が
二
個
あ
る
か
ら
で
あ

A
説
に
よ
れ
ば

西ドイツにおける近年の訴訟物理論の分析

る
。
但
し
、
予
備
的
併
合
で
あ
る
。

B
説
に
よ
れ
ば
、
訴
訟
物
は
一
個
で
あ
る
。
申
立
は
一
個
で
あ
り
、
十
万
円
の
請
求
権
が
ひ
き
出
さ

れ
る
事
実
関
係
が
一
個
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

と
の
場
合
、
事
実
関
係
は
十
万
円
の
金
銭
の
授
受
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

B
説
に
お
い
て

は
貸
金
と
か
不
当
利
得
と
か
は
、
請
求
を
理
由
あ
ら
し
め
る
法
的
観
点
の
仮
定
的
な
主
張
の
機
能
を
い
と
な
む
Q
C
説
に
よ
っ
て
も
、
訴

訟
物
は
一
個
で
あ
る
。
申
立
は
一
個
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

乙
こ
で
も
、

A
説
と
B
C
説
が
対
立
す
る
。

A
説
に
つ
い
て
は
、

そ
の
欠
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

Q

右
の
例
に
お
い
て
、

二
個
の
実
体
法
上
の
請
求
権
が
一
の
訴
で
主
張
さ
れ

(4) 
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
予
備
的
併
合
の
理
論
で
二
重
の
判
決
、

抵
触
す
る
判
決
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
別
一
誌
で
主
張
さ
れ
る
場

合
に
は
そ
れ
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

う
も
の
で
は
な
い
」
(
例
え
ば
国
与
R
y
g《

r
u
p
戸品
)
Q

「
法
的
平
和
、

法
的
安
定
を
追
求
す
る
民
事
訴
訟
の
基
本
的
な
努
力
に
か
な

乙
れ
は

例
え
ば
、
十
万
円
の
請
求
の
訴
に
お
い
て
〉
売
買
代
金
と
子
形
金
と
が
主
張
さ
れ
る
場
合
が
あ
る

Q

(1) 

乙
の
場
合
は
、
一
次
の
三

9 
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説

つ
の
場
合
の
い
ず
れ
か
で
あ
石
プ
一
、
売
買
代
金
五
万
円
と
こ
れ
と
関
係
の
な
い
手
形
金
五
万
円
と
の
合
計
を
請
求
す
る
場
合
。
二
、
売

買
代
金
十
万
円
と
こ
れ
と
関
係
の
な
い
手
形
金
十
万
円
の
う
ち
い
ず
れ
か
を
請
求
す
る
場
合

Q

三
、
手
形
が
そ
の
売
買
代
金
十
万
円
の
支

論

払
の
た
め
に
振
出
さ
れ
た
場
合
に
十
万
円
を
請
求
す
る
場
合
。

T
〉
十
万
円
請
求
の
訴
に
お
い
て
、
一
九
回
二
年
の
保
証
債
務
と
一
九
四
三
年
の
保
証
債
務
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
場
合
も
同
様
で
あ
る
Q

(

手
形
の
場
合

に
は
、
特
別
の
手
形
訴
訟
が
あ
る
と
い
う
点
が
、
異
な
る
に
け
で
あ
る

Q

こ
こ
で
は
手
形
訴
訟
に
よ
ら
な
い
場
合
が
取
扱
わ
れ
る
。
)
叉
、
十
万
円
請
求

の
訴
に
お
い
て
、
売
買
代
金

(
B
G
B
四
三
三
条
二
項
)
と
そ
れ
に
つ
い
て
江
さ
れ
た
債
務
の
承
認

(
B
G
B
七
八
一
条
)
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
場
合

も
同
様
で
あ
る
。

(2) 

第
一
と
第
二
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
前
述
5
、
6
、

そ
れ
ぞ
れ
の
第
一
と
第
二
の
場
合
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ

7
、
8
に
お
い
て
、

r
 

た
こ
と
と
同
じ
こ
と
が
と
乙
で
も
述
べ
ら
れ
る
。

(3) 

第
三
の
場
合
に
つ
い
て
。

実
体
法
上
の
請
求
権
が
二
個
あ
る
か
ら
で
あ

A
説
に
よ
れ
ば

訴
訟
物
は
二
個
あ
る
こ
と
に
な
る
。

る。

B
説
に
よ
っ
て
も
、
訴
訟
物
は
二
個
あ
る
こ
と
に
な
る
。
事
実
関
係
が
二
個
あ
る
か
ら
で
あ
る
(
例
え
ば
国
与

E
Z
F
ω
F
N
5
1
売

買
契
約
と
手
形
行
為
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
別
個
の
請
求
権
が
ひ
き
出
さ
れ
る
別
個
の
事
実
関
係
で
あ
り
(
例
え
ば

m
g
g
Z
H色、

一
個
の

事
実
関
係
で
こ
の
両
つ
に
同
時
に
該
当
す
る
も
の
は
な
い
か
ら
で
あ
る

Q
C
説
に
よ
れ
ば
、
訴
訟
物
は
一
個
で
あ
る
。
申
立
が
一
個
で
あ

る
か
ら
で
あ
る

(ω
口
『
唱
与

ω
F
口
ω
も
、
事
実
関
係
が
別
個
で
あ
る
こ
と
は
認
め
て
い
る
¥
。

(4-) 

乙
の
問
題
に
至
り
、

B
説
も
ま
た
難
点
を
含
む
こ
と
が
暴
露
さ
れ
る
。
二
重
の
判
決
、
抵
触
す
る
判
決
を
論
浬
上
防
ぎ
え
な
い
か

ら
で
あ
る
。

そ
と
で
、
ζ

の
場
合
に
、
と
く
に
訴
訟
物
の
選
択
的
併
合
(
例
え
ば
、

zzι
れ
〉

S
H
E
W
N匂

pr2ELω
の
ω
印
印
)
(
な
お

Z
F
U与
は
、
こ
の

24 北法 11(1・24)



場
合
を
真
正
の
請
求
権
競
h
A

口
で
あ
る
と
し
て
い
る

Q

〉
(UMMHFWNE)
又
は
予
備
的
併
合
若
し
く
は
重
田
宜
的
併
合
(
例
え
ば

T
2
7
]
g
g
I
F
r
α
ロ
『
・
)

を
認
め
る
考
え
方
が
あ
る
。

と
れ
ら
の
場
合
に
選
択
的
併
合
を
認
め
る
考
え
方
は

請
求
権
競
合
の
場
合
に
選
択
的
併
合
を
認

し
か
し

め
る
考
え
方
と
同
じ
く
、

批
判
に
堪
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
乞
の
場
台
に
、
重
畳
的
併
合
も
、
予
備
的
併
合
も

選
択
的
併
合
も
理
論
的
満
足
を
与

え
る
構
成
で
は
な
い
こ
と
に
つ
い
て

ω口
『
耳
与

ωの
弓
l
句
。
こ
れ
に
対
す
る

Z
F
Z与
の
弁
明
は
〉
の
司
窃
品

wNgo
そ
れ
ら
の
詳
細
は
別
補
に
譲
る
)
。

&
V
 

?
)
但
し
、

Z
E
ω
口『

ωの
・
沼
町
で
は
、
権
利
保
護
要
求
の
単
一
性
を
理
由
に
し
て
、
訴
訟
物
は
一
個
で
あ
る
と
し
て
い
た
。
叉
、

Z
F
Z口
『
は
古
く
は

初

2
2
H
Z円四・
ω
〉
丘
四
の
選
択
的
併
合
説
を
否
定
し
て
い
た

Q

(，'5) 

C
説

(ω
の
『
調
印
押
》
)
に
対
し
て
は
、

Z
野
町
門
町
の
批
判
が
あ
る
予
の
句
H
日
仏

wNa)Q
次
の
と
お
り
。

西ドイツにおける近年の訴訟物理論の分析

申
立
の
み
が
訴
訟
物
を
成
す
こ
と
を
貫
く
な
ら
ば
、
事
実
関
係
が
異
別
で
も
申
立
が
同
一

(mEnZ)
な
ら
ば
、
訴
の
変
更
は
否
定
さ
る
べ
き
で
、
同
一

の

(
r
g巳
宮
口
)
申
立
が
訴
訟
係
属
中
に
別
訴
で
提
起
さ
れ
た
な
ら
ば
、
訴
訟
係
属
の
抗
弁
が
許
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う

Q

そ
う
す
る
と
、
千
マ
ル
ク
支
払
請

求
を
、
ま
ず
貸
金
で
つ
い
で
売
買
契
約
で
理
由
づ
け
た
場
合
に
、
訴
の
変
更
は
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
し
、
売
買
代
金
一
の
訴
は
貸
金
の
訴
の
訴
訟
係
属
に
よ
っ

て
妨
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

3ω
円}阿君戸
σ
が
そ
う
は
考
え
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る

Q

と
す
る
と
伎
は
矛
脂
す
る
。

こ
の

Z
H
E
R
r
の
批
判
は
、
的
、
が
ず
れ
て
い
る
。
千
マ
ル
ク
の
支
払
を
求
め
、
貸
金
と
売
買
代
金
と
が
主
張
さ
れ
た
場
合
は
、
次
の
三
つ
の
う
ち
の
い

(6) ず
れ
か
で
あ
る
。
一
、
五
百
マ
ル
ク
の
貸
金
と
五
百
マ
ル
ク
の
売
買
代
金
と
の
合
計
を
請
求
す
る
場
合
ω

二
、
千
マ
ル
ク
の
貸
令
一
と
千
マ
ル
ク
の
売
買
代
金

の
い
ず
れ
か
を
請
求
す
る
場
合
。
三
、
千
マ
ル
ク
を
単
個
の
契
約
に
基
づ
き
請
求
し
て
い
る
場
合
u

第
二
の
場
合
に
お
い
て
は
、
訴
の
変
更
が
あ
り
、
訴
訟

係
属
の
抗
弁
は
立
た
な
い
。
第
三
の
場
合
に
お
い
て
は
、
貸
金
を
売
買
代
金
に
変
え
る
こ
と
は
法
的
性
質
に
関
す
る
主
張
の
変
更
で
、
訴
の
変
更
で
は
な

ぃ
。
又
、
訴
訟
係
属
の
抗
弁
は
立
つ
。

)
 

吋

t(
 
C
説

(ωnF45σ)
に
対
し
て
は
、

さ
ら
に

Z
目度目

n
F
Fの句

HRUNg)
の
批
判
が
あ
る
。
次
の
と
お
り
。

手
形
金
請
求
訴
訟
の
係
属
中
の
原
因
関
係
上
の
請
求
訴
訟
は
訴
訟
係
属
の
抗
弁
で
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る

Q

手
形
金
が
手
形
訴
訟
で
請
求
さ
れ
て
い
る

電
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一一一「→ --;cc 一 一一市 一-
〈守

、
J 

説

場
合
は
例
外
で
あ
る
。
こ
の
例
外
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
と
こ
ろ
に
す
で
に
矛
盾
が
あ
る
。

B
説
に
お
い
て
は
、
事
実
関
係
が
一
個
か
数
個
か
が
、
訴
訟
物
の
単
複
の
基
準
で
あ
る
。
事
実
関
係
は
他
の
事
実
関
係
と
区

10 

)
 

4
E
4
 

(
 

論

別
で
き
る
て
い
ど
に

z
a
i円山口包
2
5
5ロ
さ
れ
れ
ば
足
り
る
(
例
え
ば
、

Z
F
2
Y
N
E凶
H
G
C
)
。
と
こ
マ
わ
が
、

こ
れ
に
つ
き
、
明
確
な
基
準
は

立
て
ら
れ
て
い
な
い
。
馬
の
引
渡
請
求
に
お
い
て
は
、

所
有
者
が
馬
を
奪
わ
れ
た
と
い
う
要
件
事
実
や
、
占
有
者
が
馬
の
占
有
を
奪
わ
れ

た
と
い
う
要
件
事
実
で
は
な
く
、
馬
の
奪
取
が
一
個
の
特
定
の
事
実
関
係
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
(
例
え
ば
、
岡
山
2
2
Z
H色
。
前
述
7
の
例

に
お
い
て
は
、
例
え
ば
、
特
定
の
鉄
道
事
故
が
特
定
の
事
実
関
係
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
生
活
上
の
事
件
で
あ
る
。
前
述
9
の
例
に
お
い

て
は
、
売
買
契
約
と
手
形
の
振
出
は
別
個
の
生
活
上
の
事
件
で
あ
る
、
(
例
え
ば
、
河
2
2
5円
四
・
国
与

E
Z広
ωの
広
品
I
N
N
H
)
Q

貸
金
と
債
務
の
承

認
も
別
個
の
生
活
事
実
関
係
で
あ
る
(
出
与
R
F
E
ω

。H
E
l
N
N
H
)
Q

継
続
的
関
係
の
場
合
に
は
、
そ
の
関
係
が
特
定
の
事
実
関
係
で
あ
る
。
例
え
ば
、
契
約
の
場
合
、
予
約
の
準
備
、
註
文
、
引
渡
、
使
用
、

そ
の
後
の
展
開
は
、
単
一
の
生
活
事
実
関
係
に
ぞ
く
す
る

Q

履
行
請
求
か
ら
損
害
賠
償
へ
の
移
行
は
、
請
求
の
変
更
で
は
な
い
。
単
一
の

生
活
事
実
関
係
に
ぞ
く
す
る

EmrmnZH千
切
の

N50

一
個
の
事
実
関
係
か
ら
数
個
の
異
種
の
法
的
効
果
が
ひ
き
出
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
う
る
ω

例
え
ば
、
特
定
物
の
盗
人
に
対
し
物
の
返
還
と
損
害
賠
償
と

を
請
求
す
る
場
合
が
そ
う
で
あ
る
。

ζ

の
よ
う
な
場
合
に
は
物
の
返
還
と
損
害
賠
償
と
は
給
付
の
目
的
物
の
種
類
の
ち
が
い
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
か
ら

問
題
は
な
い

Q

問
題
は
金
銭
請
求
で
あ
る
。

A
U
1
)
 

B
説
に
お
い
て
、
事
実
関
係
の
単
複
の
基
準
が
明
確
で
な
い
と
い
う
の
が
、

B
説
の
欠
点
と
し
て
攻
撃
さ
れ
た
。
こ
の
攻
撃
の
詳
細
を
紹
介
し
、
、
そ
れ

が
理
由
の
あ
る
攻
撃
で
あ
る
か
否
か
の
吟
味
を
す
る
こ
と
は
、
別
稿
に
譲
る
こ
と
と
し
た
い
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
攻
撃
さ
る
べ
き
は
、
事
実
関
係
の
単
複
の

基
準
が
明
確
で
な
い
と
い
う
点
で
は
な
く
、

B
説
に
お
け
る
、
事
実
関
係
の
把
握
の
し
か
た
が
適
切
で
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
に
止
め
る
。

聞
事
実
関
係
を
権
利
の
発
生
原
因
た
る
要
件
事
実
に
該
当
す
る
事
実
と
把
握
し
て
よ
い
場
合
と
い
け
な
い
場
合
と
が
あ
る

Q

所
有
権
確
認
の
訴
の
場
合
に

(2) 
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は
、
所
有
権
の
取
得
原
因
た
る
事
実
は
、
訴
訟
物
を
特
定
す
る
事
実
関
係
で
は
な
い
。
訴
訟
物
を
特
定
す
る
こ
と
は
、
確
認
の
訴
の
場
合
に
は
、
確
認
の
対

象
を
特
定
す
る
こ
と
で
、
確
認
の
対
象
た
る
所
有
権
は
そ
れ
自
体
で
特
定
し
う
る
も
の
で
あ
る

Q

給
付
の
訴
に
お
い
て
も
、
訴
訟
物
を
特
定
す
る
こ
と
は
給

付
の
目
的
物
を
特
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
給
付
の
目
的
物
を
特
定
す
る
に
は
、
金
銭
が
給
付
の
目
的
物
で
あ
る
場
合
に
は
、
何
ら
か
の
事
実
関
係
が
必
要
で

あ
る
。
請
求
権
発
生
の
要
件
事
実
に
該
当
す
る
事
実
関
係
を
も
っ
て
、
訴
訟
物
を
特
定
す
る
事
実
関
係
と
し
て
よ
い
場
合
が
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ

は
実
体
法
規
の
要
件
に
該
当
す
る
か
ら
で
は
な
い
。
そ
の
事
実
関
係
が
そ
の
ま
ま
で
他
の
事
実
関
係
と
区
別
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
ω

そ
の
区
別
さ
れ
る
条

件
は
こ
う
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
そ
の
事
実
関
係
か
ら
例
え
ば
一
個
の
十
万
円
が
ひ
き
出
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
か
っ
、
金
銭
と
し
て
は
そ
の
十
万
円
の
み
が
引
き
出
さ
れ
る
場
合

で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
事
実
関
係
か
ら
数
個
の
十
万
円
の
給
付
が
ひ
き
出
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
う
ち

ωど
れ
か
一
つ
の
十
万
円
を
特
定
す
る
の
に
、

西ドイツにおける近年の訴訟物理論の分析

そ
の
事
実
関
係
は
十
分
で
は
な
い
。
あ
る
一
個
の
十
万
同
が
ひ
き
出
さ
れ
る
こ
と
は
、
適
用
法
規
の
数
と
は
必
然
の
関
係
は
な
い

Q

そ
の
十
万
円
を
ひ
き
出

す
た
め
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
法
規
が
数
個
あ
っ
て
も
そ
の
十
万
円
し
か
ひ
ま
出
さ
れ
え
な
い
場
合
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
そ
の
事
実
関
係
は
そ
の

十
万
円
を
特
定
す
る
と
い
う

Q

従
っ
て
前
述
7
、
8
、
9
の
例
の
場
合
に
、
事
実
関
係
と
し
て
把
握
さ
れ
る
べ
き
も
の
は
、
給
付
の
目
的
杓
た
る
金
銭
の
村
ゼ
に
必
要
な
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
実
体
法
秩
序
が
実
は
一
回
の
弁
済
し
か
認
め
な
い
場
合
を
一
個
の
事
実
関
係
と
い
う
語
で
表
現
し
た
と
理
解
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
実
体
法
秩

序
が
一
回
の
弁
済
し
か
認
め
な
い
場
合
は
い
か
な
る
場
合
か
と
間
わ
れ
た
場
合
に
、
タ
ウ
ト
ロ
ギ
イ
に
お
ち
い
る
か
ら
で
あ
る
υ

父
、
一
回
か
二
回
以
上
か

と
い
う
発
想
の
論
理
的
前
提
と
し
て
、
単
一
物
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
単
一
物
の
特
定
が
必
要
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
Q

W一
〈
別
の
も
の
な
ら
二
回
で
は
な
く
一

回
ず
つ
で
あ
り
、
単
一
物
で
あ
っ
て
は
じ
め
て
二
回
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る

Q

こ
う
い
う
ふ
う
に
吟
味
す
る
と
、
そ
の
単
一
物
、
す
な
わ
ち
金
銭
は
そ
れ
自

身
に
お
い
て
特
定
さ
れ
う
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る

Q

そ
し
て
、
そ
の
場
合
に
は
、
事
実
関
係
は
い
わ
ば
「
あ
る
一
定
額
の
金
銭
を
給
付
す
べ
き
こ
と
」
の
属

性
で
あ
り
、
こ
れ
が
つ
他
の
同
額
の
金
銭
を
給
付
す
べ
き
こ
と
」
か
ら
白
ら
を
区
別
す
る
徴
表
と
な
る
の
で
あ
る
ω

ち
ょ
う
ど
、
特
定
物
の
場
合
に
は
、
そ

れ
が
占
め
る
「
空
間
」
が
他
の
同
種
の
も
の
か
ら
自
ら
を
区
別
す
る
徴
表
で
あ
る
よ
う
に

Q

あ
る
い
は
ま
た
、
そ
の
形
状
や
性
質
が
、
他
の
も
の
か
ら
自
ら

d 
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一月 一一一

鋭

を
区
別
す
る
徴
表
で
あ
る
よ
う
に
。
こ
う
し
て
、
右
の
発
想
の
吟
味
は
、
訴
訟
物
は
金
銭
請
求
の
場
合
に
も
、
法
的
効
果

(
1申
立
)
そ
れ
自
体
に
よ
り
特

定
さ
れ
る
と
い
う
発
相
応
に
導
く
よ
う
に
み
え
る

Q

論

き
て
、
給
付
の
目
的
物
の
特
定
の
た
め
に
必
要
な
事
実
関
係
は
何
か

Q

場
合
に
よ
り
異
な
る
。
原
告
は
原
告
の
主
観
に
お
い
て
、
必
要
だ
と
考
え
る
す
べ

て
の
事
実
を
提
示
す
れ
ば
よ
い
。
原
告
の
主
張
し
た
事
実
か
ら
、
申
立
て
ら
れ
た
金
銭
が
特
定
し
な
い
場
合
は
、
不
特
定
の
訴
と
し
て
却
下
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
Q

申
立
て
ら
れ
た
金
銭
が
主
張
さ
れ
た
事
実
か
ら
特
定
す
る
か
し
な
い
か
は
、
事
実
相
互
の
関
係
で
き
ま
る

Q

請
求
権
競
合
の
場
合
に
申
立
て
ら
れ
た
給

付
が
一
個
か
数
個
か
が
、
主
張
さ
れ
た
請
求
権
相
互
の
関
係
で
き
ま
り
、
法
条
競
合
の
場
合
に
申
立
て
ら
れ
た
請
求
権
が
一
個
か
数
個
か
が
、
主
張
さ
れ
た

法
条
相
互
の
関
係
で
ぎ
ま
っ
た
よ
う
に

Q

と
こ
ろ
が
、
法
条
競
合
の
場
合
も
請
求
権
競
合
の
場
合
も
、
実
は
法
条
の
一
致
件
事
実
相
互

ω関
係
、
従
っ
て
、
そ

れ
に
該
当
す
る
事
実
相
互
の
関
係
で
、
請
求
権
が
一
個
か
否
か
、
給
付
が
一
個
か
否
か
が
き
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る

Q

給
付
の
目
的
物
の
単
一
性
を
指
導
標
と
す
る
と
こ
ろ
の
事
実
の
相
互
関
係
の
探
求
が
、
訴
訟
物
の
特
定
に
必
要
で
あ
る
ω

一
定
瀬
の
会
銭
、
例
え
ば
あ
る

十
万
円
は
、
観
念
的
に
怯
原
告
の
申
立
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
う
る
し
、
叉
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
問
題
は
、
市
『
リ
J

に
お
い
て
一
不
さ
れ
た
そ
の
十
万

円
は
‘
い
か
な
る
十
万
円
か
で
あ
る
。
い
か
な
る
十
万
円
か
を
確
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
。
日
常
的
に
も
な
さ
れ
て
お
り
、
な
さ
れ
う
る
こ
と
で

あ
る
。

11 

(
U訴
訟
物
)

給
付
請
求
の
う
ち
金
銭
(
叉
は
代
替

が
特
定
す
る
と
い
う
考
え
方
は

さ
ら
に
、
事
実
関
係
に
よ
っ
て
法
的
効
果

物
の
一
定
の
数
量
)
請
求
に
の
み
適
用
す
る
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た

(ω
各
百
与
)
Q

す
な
わ
ち
、

に
お
い
て
は
、
訴
訟
物
は
給
付
の
目
的
物
に
よ
っ
て
十
分
に
特
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

特
定
物
の
給
付
請
求

T
V
特
定
物
の
給
付
請
求
に
つ
い
て
も
、
一
定
額
の
金
銭
請
求
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
が
あ
る
。
た
し
か
に
、
特
定
の
同
一
物
に
つ
い
て
も

同
一
人
が
同
一
人
に
対
し
て
一
一
数
回
求
め
う
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。
し
か
し
、
同
一
人
が
同
一
人
に
対
し
数
個
一
万
円
を
求
め
る
場
合
と
、
数
回
同
一
物
を

求
め
る
場
合
と
は
異
な
る
。
前
者
に
お
い
て
は
同
時
に
数
回
一
万
円
を
求
め
る
と
き
は
、
そ
れ
は
同
時
に
数
個
の
一
万
円
を
求
め
う
る
と
き
で
あ
り
、
と

れ
は
数
万
円
求
め
る
場
合
で
あ
る
。

ζ

の
場
合
一
万
円
の
特
定
は
、
数
個
の
う
ち
の
ど
れ
で
あ
る
か
の
特
定
で
あ
る

Q

こ
れ
と
異
な
り
、
後
者
に
お
い
て
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は
、
数
回
時
を
異
に
し
て
同
一
物
を
求
め
る
こ
と
は
あ
げ
え
て
も
、
同
時
に
数
回
求
め
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
給
付
の
訴
は
、
現
在
の
給
付
の
訴
で
あ

る
0

(

将
来
の
給
付
の
訴
は
ζ

乙
で
は
除
か
れ
る
)
。
現
在
の
給
付
の
訴
に
お
い
て
は
、
一
回
の
給
付
で
足
り
か
っ
そ
れ
以
上
で
は
あ
り
え
な
い

Q

従
っ
て

数
回
求
声
る
乙
と
は
あ
り
え
ず
、
か
つ
数
回
の
う
ち
、
ど
れ
か
を
特
定
す
る
必
要
は
な
い

Q

従
っ
て
特
定
物
の
給
付
の
場
合
に
は
、
給
付
の
目
的
物
の
特

定
に
よ

h
訴
訟
物
が
特
定
す
る
と
い
う
乙
と
が
で
き
る
。
給
付
の
目
的
物
は
申
立
に
お
い
て
特
定
す
る
。
こ
う
し
て
こ
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
事
実
関
係

を
必
要
と
せ
ず
、
申
立
だ
け
で
訴
訟
物
が
特
定
す
る
と
い
う
考
え
方
が
生
ま
れ
る
は
ず
で
あ
る

Q

確
認
の
訴

序

給
付
の
訴
に
つ
い
て
、

右
の
三
説
が
、
形
式

A
B
C
一
二
説
が
分
れ
た
よ
う
に
、

確
認
の
訴
に
つ
い
て
も
、

1 

論
理
的
に
、
分
か
れ
う
る

Q

し
か
し
、
実
際
は
そ
う
で
は
な
い
。

2 

例
え
ば
、
特
定
物
の
所
有
権
確
認
の
訴
に
お
い
て
、
売
買
と
取
得
時
効
の
取
得
原
因
が
主
張
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。

A
説
に
よ
れ

ば
、
訴
訟
物
は
一
個
で
あ
る
α

実
体
法
上
の
権
利
が
一
個
だ
か
ら
で
あ
る
。
実
体
法
上
の
権
利
は
、

物
権
の
場
合
に
は
、
物
権
の
(
主
体

西ドイツにおける近年の訴訟物理論の分析

は
も
ち
ろ
ん
)
種
類
(
例
え
ば
所
有
権
)
と
そ
の
目
的
物
(
例
え
ば
馬
)
と
に
よ
っ
て
十
分
に
特
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
場
合
に
は
、
し

か
し
も
物
権
の
特
定
は
申
立
に
お
い
て
な
さ
れ
る
か
ら
、
形
式
的
に
は
C
説
と
同
じ
に
な
る
。

B
説
に
よ
れ
ば
、
説
が
分
れ
る
。

訟
物
は
二
個
あ
る
と
い
う
説
で
あ
ね
。
事
実
が
二
個
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

一
は
、
訴

二
は
、
訴
訟
物
は
一
個
で
あ
る
と
い
う
説
で
あ
る
。
確
認
の
対

象
は
所
有
権
で
、
同
一
人
の
同
一
物
に
一
つ
い
て
の
所
有
権
は
同
時
に
は
一
個
し
か
存
在
し
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

B
説
の
第
二
説
も
、
形

C
説
と
同
じ
に
な
る
。

C
説
に
よ
れ
ば
、
訴
訟
物
は
一
個
で
あ
る
。
申
立
が
一
個
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
申
立
が
一
個
な
の

式
的
に
は
、

ζ

の
場
合

C
説
の
実
質
は
A
説
と
同
じ
で
あ
る
。

こ
の
よ
ャ
つ
に
、

A
B
C
一
ニ
説
と
も
、
結
果

は
確
認
の
対
象
が
一
個
だ
か
ら
で
あ
る
。

に
お
い
て
同
じ
で
あ
る
の
は
、
確
認
の
対
象
た
る
法
的
効
果
を
、
物
権
、

と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

3 

身
分
関
係
確
認
の
訴
に
つ
い
て
は

2
刊
に
同
じ
。

T
}
宮
内
宮
山

8
2・ωnrα
ロ
r
p
出
回
目
百
円

F
a
p
ζ
の
考
え
方
を
貫
く
と
、
売
買
を
取
得
原
因
と
す
る
所
有
権
の
確
認
の
訴
の
訴
訟
物
と
、
取
得
時
効
を
取
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:も '-一千

説 q

得
原
因
と
す
る
同
一
物
の
所
有
権
の
確
認
の
訴
の
訴
訟
物
と
は
同
一
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
、
同
一
当
事
者
間
に
同
一
物
の
所
有
権
に
つ
い
て
相
反

す
る
判
決
が
な
さ
れ
る
と
と
が
論
理
上
あ
り
う
る
こ
と
に
な
る
。
乙
の
よ
う
な
結
果
は
肯
定
さ
れ
え
な
い
。
と
れ
は
少
数
説
で
あ
る

Q

(
2
〉
物
権
は
、
同
一
人
が
同
一
物
に
う
き
同
種
の
物
権
を
数
回
取
得
す
る
と
と
は
あ
り
う
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
い
み
で
は
、
物
権
の
特
定
に
も
取
得
原
因

事
実
(
物
権
一
発
生
の
要
件
事
実
)
の
特
定
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
訴
訟
に
お
い
て
は
、
あ
る
一
時
点
に
お
け
る
物
権
の
存
否
が
判
断
さ
れ
る
。
そ
し

、，、.、.、.

て
伺
一
人
が
同
一
物
に
つ
い
て
同
時
に
は
数
個
の
同
種
の
物
権
を
取
得
し
て
い
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
(
例
外
、
担
保
物
権
)

Q

ゆ
え
に
物
権
に
よ
っ
て

訴
訟
物
が
特
定
す
る
場
合
に
は
、
物
権
の
特
定
は
そ
の
主
体
、
客
体
、
種
類
内
容
の
特
定
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。

ζ

乙
で
物
権
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
乙
と
は
、
同
一
人
聞
に
同
時
に
は
一
個
し
か
存
在
し
え
な
い
法
律
関
係
(
例
え
ば
、
親
子
関
係
)
に
つ
い
て
も
あ

て
は
J

ま
る
。

論

4 

金
銭
債
権
関
係
や
金
銭
請
求
権
の
確
認
の
訴
に
つ
い
て
は
、
給
付
の
訴
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
た
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
と
い
、
っ
て
よ

ぃ
。
し
か
し
、
厳
密
に
同
じ
か
ど
う
か
は
、

、、、、、、、

目
的
物
を
給
付
す
べ
き
こ
と
、
一
と
し
て
把
握
し
、

請
求
権
で
あ
る
と
す
る
乙
と
と
比
べ
る
と
、
給
付
の
対
象
の
概
念
的
把
握
と
確
認
の
対
象
の
そ
れ
と
の
聞
に
若
干
の
ず
れ
が
あ
る
乙
と
を

こ
れ
を
明
ら
か
に
し
え
な
い
。
例
え
ば
、
給
付
の
訴
に
つ
い
て
、

C
説
は
、
法
的
効
果
を
、

そ
れ
は
そ
れ
自
体
と
し
て
特
定
す
る
と
考
え
た
。
そ
う
す
る
と
、

確
認
の
対
象
は
金
銭

感
ず
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し

と
の
こ
と
は
、

訴
訟
物
の
特
定
の
論
の
差
を
も
た
ら
し
て
は
い
な
い

Q

5 

特
定
物
を
中
核
と
す
る
債
権
関
係
や
給
付
請
求
権
の
確
認
の
訴
に
つ
い
て
は
、
物
権
の
確
認
の
訴
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
こ
と
と

同
じ
と
い
え
そ
う
で
あ
る
一
。
し
か
し

乙
の
点
を
指
摘
し
た
学
説
は
ま
だ
見
当
ら
な
い
。
筆
者
が
見
落
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

こ
れ
を
要
す
る
に
、
確
認
の
訴
に
つ
い
て
は
、
訴
訟
物
の
特
定
に
つ
い
て
、
異
論
が
な
い
と
い
っ
て
、
ほ
ほ
差
支
え
が
な
い
。
そ
れ
は
確
認
の
目
的

物
を
権
利
と
把
握
す
る
か
ら
で
あ
る
。
と
の
把
握
に
は
疑
問
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
給
付
せ
ら
る
べ
き
も
の
、
形
成
せ
ら
る
べ
き
も
の
は
、
い
ず
れ
も
権

6 利
で
は
な
い
の
に
、
な
ぜ

J

確
認
せ
ら
る
べ
き
も
の
は
権
利
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
ま
ず
体
系
的
統
一
性
が
破
れ
る
。
給
付
せ
ら
る
べ
き
も
の
や
、
形
成

せ
ら
る
べ
き
も
の
は
、
権
利
で
は
な
い
か
ら
、
原
告
は
、
法
律
を
知
ら
な
く
て
も
こ
れ
を
特
定
し
う
る
が
、
確
認
せ
ら
る
べ
き
も
の
が
権
利
で
あ
る
な
ら
ば
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法
律
を
知
ら
な
い
原
告
は
、
い
か
に
し
て
と
れ
を
特
定
し
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
次
に
民
事
訴
訟
の
建
前
と
紙
触
す
る
。

四

形
成
の
訴

序

A
説
B
説
C
説
が
、
形
式
的
に
考
え
ら
れ
る
が
、
実
際
の
姿
は
、

い
く
ら
か
の

1 

形
成
の
訴
に
つ
い
て
も
、

陰
影
を
伴
な
っ
て
い
る
。

2 

)
 

4
a
A
 

(
 

例
え
ば
、
離
婚
の
訴
に
お
い
て
、
姦
通
(
巳
あ
お
)
と
重
症
の
伝
染
病

(E028
と
が
主
張
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。

A
説
に

よ
れ
ば
、
訴
訟
物
は
二
個
あ
る
こ
と
に
な
る
。
実
体
法
上
の
離
婚
請
求
権
乃
至
離
婚
権
が
二
個
あ
る
か
ら
で
あ
る

Q

実
体
法
上
は
形
成
原

因
あ
る
ご
と
に
形
成
権
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
B
説
に
よ
れ
ば
、
説
は
分
れ
う
る
。

一
、
訴
訟
物
は
二
個
あ
る
と
す
る
説
。

事
実
関
係
が
二
個
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
姦
通
と
重
症
の
伝
染
病
は
、
売
買
と
手
形
振
出
の
よ
う
に
、
別
異
の
事
実
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
(
例
え

二
、
訴
訟
物
は
一
個
で
あ
る
と
す
る
説

Q

事
実
関
係
は
一
個
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
事
実
関
係
は

ば、

Z
F
E口
r
N
M
V河
口
町
)
。

西ドイツにおける近年の訴訟物理論の分析

(
解
消
さ
る
べ
き
)
婚
姻
関
係
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
(
例
え
ば
、
同
州
2
2
Z叶
間
∞
円

V
E
T
国
与
ω
円
『
丘
)
Q
C
説
に
よ
れ
ば
、

訴
訟
物
は
一
個
で
あ
る
。
申
立
が
一
個
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
離
婿
は
一
つ
し
か
あ
り
え
な
い
。

?
)
Z
ω
r
u
h
r
ω
の
で
は
、
訴
訟
物
は
一
個
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
権
利
保
護
要
求
が
一
個
だ
か
ら
で
あ
る
。

A
説
に
よ
れ
ば
、
右
の
場
合
、
姦
通
と
重
症
の
伝
染
病
が
一
の
一
誌
で
主
張
さ
れ
る
場
合
に
は
、
訴
の
併
ム
円
で
あ
る

Q

(2) 

そ
れ
は
、
予
備
的

又
は
重
畳
的
併
合
で
あ
る
(
例
え
ば
、

ω
Eロ・
]
O
E
?
ω
n
E昇。
)

Q

一
の
訴
で
主
張
さ
れ
る
こ
と
が
法
律
上
要
求
さ
れ
て
い
る
か
ら

(
N
H
U
0
2
3
、

別
訴
で
離
婚
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
従
っ
て
抵
触
す
る
判
決
の
お
そ
れ
は
な
い
。

二
重
の
判
決
の
お
そ
れ
は

政
論
上
は
存
在
し
う

る
。
し
か
し
、
第
二
の
二
重
の
判
決
は
無
意
味
で
あ
ろ
う
。

訴
訟
物
は
二
個
あ
る
が

一
の
訴
の
場
合
に
は

訴
の
併
合
と
な
り
、

こ
の
併
合
は
選
択
的
併
合
で
あ
る

B
説
の
第
一
に
よ
れ
ば

31 北法 11(1・31)



一一一一一一一一一一一一一一〆

"正、t

説

(
例
え
ば
、

z
k
g
v
N句
河
口
町
)
。
こ
の
場
合
に
選
択
的
併
合
を
認
め
る
こ
と
に
つ
い
て
は
前
述
ニ

7
、

9
の
一
場
合
に
選
択
的
併
合
を
認
め
る

場
合
の
難
点
と
同
じ
理
論
上
の
難
点
が
あ
る
。

論

B
説
の
第
二
は
、
事
実
関
係
が
一
個
と
い
う
よ
り
も
、
形
成
の
対
象
が
一
個
と
い
う
の
に
近
い

Q

と
の
二
つ
は
相
表
裏
し
て
い
る
υ

ま
り
、
夫
婦
関
係
(
事
実
関
係
)
の
消
滅
(
形
成
さ
る
べ
き
状
態
)
が
形
成
の
い
わ
ば
目
的
物
で
あ
る
。
こ
れ
は
巾
立

ω中
に
お
い
て
十
分

に
そ
れ
自
体
で
特
定
す
る
。
従
っ
て
、

B
説
の
第
二
は
、
形
式
上
は
、

C
説
と
同
じ
に
な
る
。
逆
に
、

C
説

ω
主
聞
は
B
説
の
第
二
と
、

ち
が
わ
な
い
。

(3) 

A
説
か
ら
B
説
の
第
二
及
、
び

C
説
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
な
批
判
が
な
さ
れ
る
。

、、

姦
通
を
理
由
と
す
る
こ
と
が
、
法
律
上
固
有
の
独
自
の
効
果
を
有
す
る
場
合
に
は
、
姦
通
を
理
由
と
す
る
離
婚
判
決
を
求
め
る
利
益
が
あ
る
か
ら
、
他
の

事
由
を
理
由
と
す
る
場
合
と
、
訴
訟
上
も
区
別
を
す
べ
き
で
あ
る
と
。

こ
の
批
判
を
、

B
説
の
あ
る
も
の
は
受
け
い
れ
る
ω

す
な
わ
ち
、
右
の
よ
う
な
利
益
が
あ
る
場
合
に
は
、

原
告
に

理
由
を
特
定
す
る

乙
と
(
そ
し
て
、

ひ
い
て
そ
の
理
由
に
よ
り
訴
訟
物
を
特
定
す
る
こ
と
)
が
、

そ
の
理

許
さ
れ
る
と
(
例
え
ば
、
国
内
w
r
R
Z
H
L
ω
ο
)。
又
は
、

由
を
第
一
位
に
す
る
と
こ
ろ
の
予
備
的
な
攻
撃
方
法
の
併
合
を
認
め
る
こ
と

E
E
R
Y
旧
説
)
Q

ζ

の
批
判
に
対
し
、

C
説
の
あ
る
も

φ
は
、
次
の
よ
う
に
弁
明
す
る
。

離
婚
原
因
に
該
当
す
る
事
実
を
提
出
す
る
の
は
、
原
告
の
権
能
で
あ
る
。
姦
通
を
理
由
と
す
る
離
婚
を
欲
す
る
原
告
は
‘
姦
通
に
該
当
す
る
事
実
の
み
を

提
出
す
れ
ば
よ
い

(ω
岳
唱
与

ωの
∞
∞
i-S)。

こ
の
よ
う
に
、

B
説
と
C
説
が
接
近
し
、

A
説
に
よ
っ
て
も
、

B
C
説
に
よ
っ
て
も
、
実
際
の
結
果
に
さ
ほ
ど
不
都
合
を
生
じ
な
い
の
は
、
ひ
と
つ
に
は
、

訴
訟
一
回
主
義
が
あ
る
か
ら
で
あ
り

(
N
旬
。
自
由
参
照
)
、
も
う
ひ
と
つ
に
は
、
形
成
判
決
の
形
成
の
効
果
は
二
重
と
い
う
こ
と
が
意
味
を
も
た
な
い
か
ら

(4) 

3:2 
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警

で
あ
ろ
う
。

3 

し
か
し
、
訴
訟
一
国
主
義
の
適
用
の
な
い
形
成
の
訴
の
場
合
に
は
、
問
題
が
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
合
名
会
社
の
社
員
除
名
の
訴
に

お
い
て
異
な
る
除
名
理
由
が
主
張
さ
れ
る
場
合
が
そ
う
で
あ
る
Q
A
説
及
び
B
説
の
第
一
に
よ
れ
ば
、

一
理
由
で
敗
訴
し
た
原
告
は
他
の

理
由
を
別
訴
で
主
張
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。

B
説
の
第
二
及
び
C
説
K
よ
れ
ば

そ
の
反
対
で
あ
る
。

4 

(1) 

離
婚
の
訴
と
婚
姻
取
消
の
訴
と
は
、
そ
の
併
合
が
要
求
さ
れ
て
い
る

(
N
H
M
O
B由
参
照
)
Q

ま
さ
に
訴
の
併
合

A
説
に
よ
れ
ば
、

に
あ
た
る
。
離
婚
の
訴
と
婚
姻
取
消
の
訴
と
は
訴
訟
物
を
異
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
離
婚
権
と
婚
姻
取
消
権
と
は
実
体
法
上
異
な

る
権
利
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

B
説
に
よ
っ
て
も
、
訴
の
併
合
で
あ
ろ
う
。
訴
訟
物
は
二
個
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
離
婚
を

西ドイツにおける近年の訴訟物理論の分析

必
要
と
す
る
事
実
関
係
と
婚
姻
の
取
消
を
必
要
と
す
る
事
実
関
係
と
は
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。

C
説
に
よ
っ
て
も
、
訴
の
併
合
で
あ
ろ
う

(
例
え
ば
、

ω円
rd司与

ωの
は
訴
の
予
備
的
併
合
と
す
る
)
。
離
婚
の
申
立
と
婚
姻
の
取
消
の
申
立
と
は
、

そ
の
内
容
に
お
い
て

異
別
で
あ
る
か

ら
で
あ
る

Q

(2) 

と
こ
ろ
が
、

ζ

の
場
合
に
、
訴
訟
物
は
単
個
で
あ
り
、
従
っ
て
訴
の
併
合
は
な
い
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
(
切
言
各
立
。

ζ

の
考
え

方
は
、
訴
訟
物
は
、
婚
姻
が
解
消
さ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
形
成
の
効
果
、

い
わ
ば
、
形
成
の
目
的
物
の
性
質
に
着

日
し
た
わ
け
で
あ
る
。

わ

お

り

に

本
稿
は
、
と
り
あ
げ
ら
れ
た
諸
学
説
の
、

い
わ
ば
小
山
理
解
を
前
提
と
す
る
。
こ
の
前
撲
に
誤
り
が
あ
り
は
し
な
い
か
と
お
そ
れ

1 
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説

て
い
る
。
本
稿
は
、

と
り
あ
げ
ら
れ
た
諸
学
説
の
、
筆
者
に
よ
る
意
味
づ
け
や
位
置
づ
け
を
前
提
と
す
る
。

乙
の
点
に
つ
い
て
も
、
不
適

切
さ
が
あ
り
は
し
な
い
か
と
お
そ
れ
る
。

論

と
り
あ
げ
ら
れ
た
諸
学
説
を
通
観
す
る
と
、

右
の
理
解
と
意
味
づ
け
と
を
前
提
と
し
て
、

そ
こ
に
ひ
と
つ
の
方
向
へ
の
流
れ

2 

(1) 

が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
学
説
は
、
少
な
く
な
い
矛
盾
を
内
包
し
て
い
る
。
又
、
難
点
を
内
包
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え

に
ま
た
改
説
が
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
改
説
の
方
向
は
、
共
通
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
す
べ
て
の
問
題
の
場
に
お
い
て
、
同
じ
よ

う
な
歩
調
で
、

と
に
か
く
、
方
向
が
ひ
と
つ
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
そ
れ

ひ
と
つ
の
方
向
に
流
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
に
し
て
も
、

は
、
訴
訟
物
の
特
定
の
た
め
に
、

い
わ
ゆ
る
具
体
的
な
実
体
法
上
の
権
利
に
よ
る
区
別
を
す
る
こ
と
を
や
め
て
、
給
付
の
目
的
物
、
確
認

の
目
的
物
、
形
成
の
目
的
物
を
そ
れ
自
体
に
お
い
て
特
定
す
る
と
い
う
方
向
で
あ
る
。
こ
の
方
向
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
、
訴
訟
物
の
特

定
の
理
論
の
原
理
的
な
統
一
が
は
が
れ
う
る
。
給
付
せ
ら
る
べ
き
も
の
、
確
認
せ
ら
る
べ
き
も
の
、
形
成
せ
ら
る
べ
き
も
の
、
の
特
定
に

よ
る
と
い
う
乙
と
で
、
訴
訟
物
の
特
定
の
方
法
は
統
一
的
に
な
る
。
ひ
い
て
は
、
訴
訟
物
概
念
の
統
一
的
な
構
成
が
可
能
に
な
る
。

?
ゾ
乙
の
方
向
は
、
叉
訴
訟
制
度
の
目
的
は
、
紛
争
の
解
決
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
、
実
体
法
組
閣
は
裁
判
規
範
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
、
の
方
向
と
併
行
し

関
連
を
も
っ
て
い
る
と
恩
わ
れ
る
。

残
る
問
題
は
、
給
付
の
目
的
物
、
確
認
の
目
的
物
、
形
成
の
目
的
物
の
実
質
を
、
同
じ
視
点
で
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
で
あ

り杢
ー (2)

そ
れ
が

そ
れ
自
体
で
特
定
す
る
条
件
を
発
見
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
、

い
わ
ば
目
的
物
の
識
別
法
で
あ
り
、
別
な
言
葉
で
は

利
益
の
識
別
法
で
あ
り
、
利
益
と
事
実
と
の
対
応
関
係
を
発
見
す
る
方
法
で
あ
る
。

こ
れ
が
こ
れ
か
ら
の
課
題
と
な
ろ
う
。

T
V
例
え
ば
給
付
の
訴
に
お
い
て
、
「
原
告
は
権
利
主
張
を
特
定
の
実
体
法
上
の
権
利
で
特
定
す
る
必
要
は
な
い

L
(
Z
F同月
r
N
E
N
5印
)
と
い
わ
れ
て
い

る
。
で
は
確
認
の
訴
に
お
い
て
、
例
え
ば
所
有
権
の
存
否
の
主
張
は
、
特
定
の
実
体
法
上
の
権
利
で
特
定
さ
れ
た
主
張
で
あ
る
が
、
な
ぜ
確
認
の
訴
で
は

警
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そ
の
必
要
が
あ
る
の
か
。
こ
れ
を
考
え
る
た
め
に
は
給
付
の
訴
で
は
何
故
特
定
の
実
体
法
上
の
権
利
で
特
定
す
る
必
要
が
な
い
の
か
の
根
拠
を
き
ヤ
る
必

要
が
あ
る
。

(3) 

本
稿
で
な
さ
れ
た
分
析
は
、
特
に
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
す
で
に
数
人
の
わ
が
国
の
学
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
が

こ
れ
を
繰
返
す
の
は
、
筆
者
自
身
で
分
析
の
過
程
を
体
験
し
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
自
分
で
分
析
す
る
こ
と
は
、
他
人
の
分
析
を
読
む

と
と
か
ら
得
ら
れ
る
も
の
以
外
の
も
の
を
、

し
ば
し
ば
与
え
る
か
ら
で
あ
る
。
分
析
の
結
果
を
発
表
す
る
の
は
、
読
者
の
な
か
に
、
筆
者

の
分
析
か
ら
何
ら
か
の
示
唆
を
受
け
る
人
が
い
た
ら
幸
せ
だ
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

(
一
九
六

O
年
八
月
十
八
日
)

商ドイツにおける近年の訴訟物理論の分析
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