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昭
三
七
日

（
誠一
1
4
P
出
時）

確
定
判
決
に
基
づ
く
強
制
執
行
と
権
利
の
濫
用

詰
求
異
議
事
件
（
昭
和
三
七
・

五
・

二
四
第一
小
法
廷
判
決）

原
告
九
九
（
控
訴
人
・

上
告
人）

夫
婦
の
次
男
訴
外
A
は 、

自
動
車
事
故
を
お

こ
し
被
告
Y
（
被
控
訴
人
・

披
上
告
人）

を
負
傷
さ
せ
た 。

V均

等
は
A
に
代
り

Y
の
治
療
費
・

見
舞
金
等
を
支
払
っ
た 。

Y
は
A
に
対
し
損
害
賠
償
請
求
の
訴

を
提
起
し
て 、

Y
が
負
傷
の
結
果
そ
の
荷
馬
車
運
送
業
を
営
み
う
る
よ
う
に
回

復
し
え
な
い
こ
と
を
前
提
に 、

右
営
業
を
な
す
に
よ
り

将
来
得
ベ
か
り
し
利
益

の
損
失
を
ホ
フ
マ
ン
式
計
算
で
算
定
し 、

二
一
四
万
八
千
円
を
請
求 。

う
ち
五

O
万
円
か一
認
容
し
た
第
一
審
判
決
が
確
定 。

後
に
A
は
こ
れ
を
苦
に
し
て
自
殺 。

γ内
等
は
相
続（
単
純
承
認
可

Y
は
負
傷
が

回
復
し
て
前
記
営
業
を
自
ら
堂
々
と
経
営
し
て
い
た
が 、

右
判
決
確
定
後
五
年

に
し
て 、

右
判
決
に
基
づ
き

vh
等
を
債
務
者
と
し
て
承
継
執
行
文
を
う
け
て
執

行
の
申
立
を
な
し
た 。

本
件
訴
は
右
執
行
を
と
め
る
た
め
V均

等
が
Y
を
披
告
と
し
て
提
起
し
た
請
求
異

議
の
訴
で
あ
る 。

vh
等
は 、

異
議
事
由
と
し
て 、

Y
の
負
傷
が
回
復
し
現
に
前

記
営
業
を
営
ん
で
い
る
か
ら 、

右
判
決
は
事
情
の
変
更
に
よ
り

最
早
執
行
に
適

せ
ざ
る
に
至
っ
た
も
の
で 、

か
か
る
判
決
に
基
づ
き
な
さ
れ
る
強
制
執
行
は
権

利
濫
用
で
信
義
則
に
反
す
る
と
主
張
し
た 。

第
一
審
V均

等
の
詰
求
棄
却 。

V向

等

竿I)

{JJ 

研

究

控
訴 。

控
訴
棄
却 。

理
由
は 、

川w
v均
等
の
主
張
は
結
局
Y
が
前
記
確
定
判
決
で

確
定
さ
れ
た
損
害
賠
償
請
求
権
の
存
在
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
っ
て 、

か
か
る

主
張
は
前
記
確
定
判
決
の
既
判
力
に
よ
り

遮
断
さ
れ
る 、

制
前
記
確
定
判
決
後

の
負
傷
の
回
復
は 、

右
確
定
判
決
を
執
行
に
適
さ
な
い
よ
う
に
す
る
事
情
の
変

更
で
は
な
い 、

料
確
定
判
決
に
も
と
づ
く

執
行
は
権
利
濫
用
で
も
な
け
れ
ば
信

義
則
に
も
反
し
な
い 、

と
い
う
こ
と
で
あ
る 。

九
等
は
上
告 。

上
告
理
由
で

は 、

第一
・

二
審
に
お
け
る
主
張
を
繰
返
し
た
上
に
さ
ら
に
加
え
て 、

大
判
昭

一
五
・

二
・

三
民
集
一
九
巻
一
一
O
瓦
を
引
用
し 、

請
求
異
議
の
訴
は 、

請
求

が
事
実
審
の
口
頭
弁
論
終
結
後
に
変
更
・

消
滅
し
た
場
合
の
ほ
か 、

判
決
の
執

行
そ
れ
自
体
が
不
法
な
坊
合
に
も
認
め
ら
れ 、

本
件
の
場
合
が
こ
れ
に
あ
た
る

と
し
て
い
る 。

こ
れ
に
対
し
上
告
者
裁
判
所
で
あ
る
最
高
裁
判
所
は
次
の
ご
と

く
判
示
し
た 。

確
定
判
決
上
の
梓
利
と
監
も
信
義
に
従
い
誠
実
に
行
使
す
べ
き

で
あ
っ
て 、

こ
れ
を
濫
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は 、

多
言
を
要
し
な
い
筋
合

で
あ
る
と
こ
ろ 、

前
記
判
決
に
お
い
て
被
上
告
人
が
A
に
対
し
て
認
め
ら
れ
た

煩
害
賠
償
請
求
権
は
将
来
の
営
業
活
動
不
能
の
前
提
の
下
に
肯
定
さ
れ
た
の
で

あ
る
か
ら 、

も
し
世
上
告
人
の
前一
万
負
傷
が
γ均
等
主
張
の
よ
う
に
快
悲
し
自
ら

の
力
を
以
て
営
業
可
能
の
状
態
に
回
復
す
る
と
と
も
に 、

電
話
を
引
き
な
ど
し

て
堂
々
と
営
業
を
営
ん
で
い
る
程
に
事
情
が
変
更
し
て
い
る
も
の
と
す
れ
ば 、

し
か
も
一
方
に
お
い
て

丸
等
主
張
の
よ
う
に
A
は
右
損
害
賠
償
債
務
の
負
担
を

苦
に
し
て
列
車
に
飛
込
自
殺
を
す
る
な
ど
の
事
故
が
あ
っ
た
に
拘
ら
ず
前
記
判

八
五

（
一
O
三
九）



　
　
判
　
例
　
研
　
究

決
確
定
後
五
年
の
後
に
至
つ
て
A
の
父
母
で
あ
る
瓦
等
に
対
し
前
示
確
定
判
決

た
る
債
務
名
義
に
執
行
文
の
付
与
を
受
け
突
如
と
し
て
本
件
執
行
に
及
ん
だ
も

の
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
如
何
に
確
定
判
決
に
基
づ
く
権
利
の
行
使
で
あ
つ
て

も
、
誠
実
信
義
の
原
則
に
背
反
し
、
権
利
濫
用
の
嫌
な
し
と
し
な
い
。
然
る
に

原
判
決
は
叙
上
の
点
に
つ
い
て
は
、
何
ら
思
を
運
ら
し
た
形
跡
が
な
く
、
た
だ

漫
然
と
判
決
の
既
判
力
理
論
と
民
訴
五
四
五
条
二
項
の
解
釈
に
の
み
偏
し
て
本

件
を
解
決
せ
ん
と
し
た
の
は
、
到
底
審
理
不
尽
理
由
不
備
の
誹
り
を
免
れ
な
い

も
の
と
云
わ
ざ
る
を
得
な
い
．
な
お
、
原
審
は
、
大
審
院
が
昭
和
一
五
年
二
月

三
日
の
判
決
に
お
い
て
な
し
た
「
：
－
斯
ノ
如
キ
債
務
名
義
二
因
リ
無
制
限
二

上
告
人
二
対
シ
強
制
執
行
ヲ
敢
テ
ス
ル
コ
ト
ハ
不
法
行
為
二
属
ス
ル
コ
ト
論
ヲ

侯
タ
ザ
ル
ト
コ
ロ
ナ
リ
。
民
訴
五
四
五
条
ガ
異
議
ノ
訴
ヲ
認
メ
タ
ル
ハ
、
不
当

ナ
ル
強
制
執
行
ノ
行
ハ
レ
ザ
ラ
γ
コ
ト
ヲ
期
ス
ル
モ
ノ
ニ
外
ナ
ラ
ザ
ル
ヲ
以

テ
、
判
決
ニ
ヨ
リ
確
定
シ
タ
ル
請
求
ガ
判
決
二
接
着
セ
ル
ロ
頭
弁
論
終
結
後
二

変
更
消
減
シ
タ
ル
場
合
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
判
決
ヲ
執
行
ス
ル
コ
ト
自
体
ガ
不
法
ナ

ル
場
合
ニ
ア
リ
テ
モ
、
亦
異
議
ノ
訴
ヲ
許
容
ス
ル
モ
ノ
ト
解
ス
ル
ヲ
正
当
ナ
リ

ト
ス
」
云
々
と
の
判
示
に
深
く
思
を
致
す
べ
ぎ
で
あ
る
、
と
。
原
判
決
破
棄
。

　
確
定
判
決
上
の
権
利
と
難
も
信
義
に
従
い
誠
実
に
行
使
す
べ
き
で
あ
つ
て
、

こ
れ
を
濫
用
し
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
点
で
こ
の
判
決
は
正
し
い
と
思
う
が
、

本
件
執
行
が
権
利
濫
用
で
あ
る
と
結
論
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
。
本
判
決

が
本
件
執
行
が
権
利
濫
用
で
あ
る
と
断
定
す
る
根
拠
は
』
以
下
の
諸
点
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
ω
Y
の
訴
外
A
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
は
将
来
の
営
業
不

能
を
前
提
と
し
て
認
め
ら
れ
た
が
、
Y
の
負
傷
は
快
癒
し
自
ら
営
業
し
て
い
る

と
い
う
事
情
の
変
更
が
あ
る
こ
と
．
㈲
A
は
損
害
賠
償
債
務
の
負
担
を
苦
に
し

自
殺
し
た
こ
と
。
⑥
判
決
確
定
後
五
年
に
し
て
突
然
相
続
人
瓦
等
に
対
し
執
行

し
た
こ
と
．
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
三
点
は
い
ず
れ
も
Y
の
執
行
の
権
利
濫

八
六
　
　
（
一
〇
四
〇
）

用
を
理
由
づ
け
る
も
の
で
は
な
い
。

　
ま
ず
ω
に
つ
い
て
。
な
る
ほ
ど
本
件
損
害
賠
償
請
求
権
は
Y
の
将
来
の
営
業

不
能
を
前
提
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
判
決
に
よ
り
右
請
求
権
が
確
定
さ

れ
た
以
上
は
右
判
決
は
既
判
力
を
有
し
、
そ
の
前
提
の
判
断
が
後
に
誤
り
で
あ

つ
た
こ
と
が
判
明
し
て
も
、
右
請
求
権
自
体
を
争
う
こ
と
は
既
判
力
に
よ
り
遮

断
さ
れ
る
。
前
提
が
正
し
い
限
り
に
お
い
て
右
請
求
権
の
存
在
に
つ
い
て
既
判

力
が
認
め
ら
れ
る
わ
け
荏
な
い
（
鍬
瀧
舗
齪
覇
毒
謬
醜
￥
か
か
る

判
決
は
誤
判
で
あ
る
が
、
誤
判
で
あ
つ
て
も
確
定
判
決
の
確
定
力
を
排
除
す
る

た
め
に
は
再
審
を
必
要
と
す
る
。
再
審
理
由
は
民
訴
法
四
二
〇
条
に
制
限
的
に

列
挙
さ
れ
て
い
る
が
、
本
件
は
同
条
七
号
の
場
合
に
は
あ
た
ら
な
い
。
け
だ
し

鑑
定
人
が
虚
偽
の
陳
述
を
な
す
に
つ
き
故
意
が
訟
い
か
ら
で
あ
る
（
細
一
一
萄
燦
鉱
頒

照
）
．

　
も
つ
と
も
こ
の
点
に
つ
き
以
下
の
ご
と
き
見
解
が
あ
る
．
「
将
来
の
労
働
可

能
性
は
到
底
適
確
な
認
定
を
期
し
難
い
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
前
判
決
の
訴
訟

資
料
に
一
定
の
蝦
疵
の
存
す
る
と
き
は
再
審
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
か
ん

が
み
て
も
、
そ
の
認
定
に
著
し
く
相
違
し
た
事
態
を
生
じ
た
と
き
は
、
事
案
を

再
審
理
す
る
こ
と
が
で
ぎ
る
と
解
し
て
も
、
必
ず
し
も
既
判
力
制
度
の
趣
旨
に

そ
わ
な
い
も
の
と
は
断
じ
え
な
い
で
あ
ろ
う
．
も
つ
と
も
確
定
判
決
後
の
事
態

が
判
決
に
お
け
る
認
定
と
ど
の
程
度
相
違
す
れ
ば
、
そ
の
相
違
を
著
し
い
も
の

と
認
め
る
べ
き
か
は
問
題
で
あ
る
が
、
結
局
は
、
正
義
乃
至
衡
平
の
観
念
に
照

ら
し
て
具
体
的
に
判
定
す
る
ほ
か
な
い
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
確
定
判
決
に
よ

つ
て
損
害
賠
償
請
求
権
の
存
否
が
確
定
し
て
い
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
形
式

的
に
は
既
判
力
を
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
立
法
論
と
し
て
は
、
再
審
事



由
を
拡
張
す
る
と
か
．
ド
イ
ッ
民
訴
法
の
規
定
す
る
変
更
判
決
の
制
度
の
よ
う

な
も
の
を
認
め
る
の
が
適
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
わ
が
現
行
法
の
下
で

は
、
本
件
の
よ
う
に
確
定
判
決
で
認
め
ら
れ
た
損
害
賠
償
請
求
権
の
不
成
立
を

主
張
す
る
場
合
に
は
、
本
判
決
の
説
く
よ
う
に
、
請
求
異
議
の
訴
に
関
す
る
規

定
を
拡
張
的
に
適
用
す
べ
き
で
あ
る
．
」
「
こ
の
よ
う
に
解
す
る
な
ら
ば
、
逆
の

場
合
、
す
な
わ
ち
確
定
判
決
に
お
い
て
負
傷
に
よ
る
将
来
の
労
働
不
能
に
基
づ

く
損
害
賠
償
請
求
権
が
否
定
せ
ら
れ
て
い
る
場
合
に
も
、
そ
の
後
判
決
に
お
け

る
認
定
に
著
し
く
相
違
し
て
労
働
不
能
の
状
態
と
な
つ
た
と
き
は
、
被
害
者
は

更
に
そ
の
損
害
の
賠
償
を
請
求
し
う
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
ま

た
確
定
判
決
に
基
づ
い
て
既
に
給
付
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
に
．
そ
の
後
判
決

の
認
定
に
著
し
く
相
違
す
る
事
態
が
明
ら
か
と
な
つ
た
と
き
は
、
加
害
者
は
不

当
利
得
と
し
て
そ
の
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ

う
」
と
（
動
淋
炉
揃
鵬
煎
）
．
将
来
の
労
働
の
可
能
性
は
予
測
で
き
る
こ
と
も
あ
ろ

う
し
、
で
き
な
い
こ
と
も
あ
ろ
う
。
本
件
の
場
合
実
は
予
測
不
可
能
で
あ
つ
た

と
し
て
も
、
A
に
は
・
て
れ
を
主
張
立
証
す
る
充
分
な
機
会
が
与
え
ら
れ
た
う
え

で
．
予
測
可
能
な
も
の
と
し
て
労
働
の
不
可
能
性
の
判
断
が
な
さ
れ
た
の
で
あ

る
か
ら
、
こ
れ
を
以
て
再
審
事
由
又
は
そ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
は

適
切
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
一
定
の
訴
訟
資
料
に
基
づ
く
事
実
認
定
が
著
し
く

真
実
に
相
違
し
て
い
る
と
い
う
一
事
を
も
つ
て
し
て
、
再
審
が
可
能
で
あ
る
と

し
た
り
、
再
審
事
由
を
拡
張
す
る
必
要
を
認
め
る
な
ら
ば
、
再
審
が
非
常
に
広

範
囲
に
わ
た
り
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
こ
の
こ
と
は
結
果

に
お
い
て
既
判
力
制
度
と
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
．
も
ち
ろ
ん
論
老
は
、
正

義
衡
平
の
理
念
に
照
ら
し
て
相
違
が
著
し
い
場
合
に
限
る
と
い
5
限
定
を
附
し
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研
　
究

て
は
い
る
が
、
こ
の
限
界
は
甚
だ
不
明
確
で
あ
る
。
さ
れ
ば
こ
そ
四
二
〇
条
四

号
～
七
号
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
罰
す
べ
き
行
為
に
つ
き
有
罪
判
決
も
し
く
は

過
料
の
裁
判
が
確
定
し
た
と
き
、
ま
た
は
証
拠
の
欠
敏
以
外
の
理
由
に
よ
り
有

罪
の
確
定
判
決
も
し
く
は
過
料
の
確
定
裁
判
を
得
る
こ
と
が
で
ぎ
な
か
つ
た
場

合
に
限
つ
て
再
審
事
由
に
な
リ
ラ
る
に
過
ぎ
な
い
（
塑
面
）
と
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

　
本
件
の
場
合
請
求
異
議
の
訴
を
認
め
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
。
請
求
異
議
の

訴
は
、
債
務
名
義
が
確
定
判
決
で
あ
る
場
合
は
、
既
判
力
の
標
準
時
以
後
に
生

じ
た
実
体
的
請
求
権
に
関
す
る
異
議
事
由
が
存
す
る
場
合
に
認
め
ら
れ
る
。
さ

ら
に
、
債
務
名
義
に
表
示
さ
れ
た
実
体
的
請
求
権
の
消
滅
と
か
期
限
の
猶
予
と

い
う
よ
う
な
異
議
事
由
が
な
く
て
も
、
執
行
が
実
体
的
に
違
法
が
あ
れ
ば
、
か

か
る
執
行
か
ら
の
救
済
手
段
と
し
て
請
求
異
議
の
訴
が
類
推
的
に
許
さ
れ
る
と

す
る
見
解
が
あ
る
（
読
批
㍑
躍
ゼ
嫌
好
鍬
巖
燃
辮
猟
断
獅
儲
源
捷
破
難
繊
趾
励
頒
鞭
艘
葡
乏
妹
薩
ポ

執
行
は
執
行
法
上
は
適
法
で
あ
る
が
．
か
か
る
執
行
か
ら
の
救
済
と
し
て
本
訴
を
認
め
て
い
る
．
民
事
法

研
究
一
巻
二
九
〇
頁
以
下
。
な
お
斎
藤
執
行
契
約
民
事
訴
訟
法
講
座
四
巻
一
〇
五
八
頁
以
下
．
判
例
と
し

て
は
、
大
審
昭
和
『
五
年
二
月
ミ
日
民
二
判
民
集
一
九
巻
二
〇
頁
、
大
審
昭
和
一
五
年
三
月
二
日
鴇
三

判
新
聞
四
五
四
九
号
一
五
四
頁
　
大
審
昭
和
一
五
年
八
月
一
二
日
民
一
判
新
聞
四
六
一
七
号
二
一
頁
　
本

件
上
告
理
由
並
び
に
上
告
審
判
決
理
由
に
援
用
さ
れ
た
最
初
に
挙
げ
た
判
決
は
、
口
顕
弁
論
終
結
前
に
限

定
承
認
の
抗
弁
を
提
出
せ
ず
に
判
決
が
確
定
し
、
こ
れ
に
も
と
づ
く
執
行
に
対
し
て
　
請
求
異
議
の
訴
を

提
起
し
て
限
定
承
認
を
主
張
し
た
の
に
対
し
て
、
第
一
．
二
審
で
は
か
か
る
主
張
は
確
淀
判
決
の
既
判
力

に
よ
り
遮
断
さ
れ
る
と
し
て
原
告
敗
訴
の
判
決
を
な
し
た
の
に
反
し
て
　
上
告
審
で
は
　
か
か
る
判
決
の

執
行
は
不
法
行
為
で
あ
り
、
し
た
が
つ
て
判
決
の
執
行
自
体
が
不
法
な
場
合
で
あ
る
と
し
て
原
判
決
を
破

棄
し
た
も
の
で
あ
る
。
責
任
は
執
行
の
段
階
で
具
体
的
に
は
間
題
に
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
執
行
の
段

哺
薩
娠
㌶
鰍
禁
醸
耀
鏡
翻
鶴
離
襲
器
甥
奪
齢
灘
擁
漸
叢
な
）
．

　
と
こ
ろ
で
本
件
の
場
合
、
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
の
既
判
力
の
標
準
時
以
後
に

事
情
の
変
更
が
あ
り
、
損
害
賠
償
請
求
権
が
消
滅
し
た
と
み
た
り
、
右
請
求
権

の
行
使
が
（
確
促
鋼
徹
艦
基
）
不
法
乃
至
権
利
濫
用
に
な
る
も
の
と
み
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
何
故
な
ら
ぽ
、
将
来
の
労
働
の
不
可
能
性
が
損
害
賠
償
請
求
権
確
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
七
　
　
（
一
〇
四
一
）
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の
前
提
問
題
と
し
て
判
断
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
結
果
後
者
が
既
判
力
を
も
つ
て

確
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
将
来
の
労
働
の
可
能
性
を
前
提
と
す
る
右

請
求
権
の
消
滅
を
主
張
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
通
り

で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
本
件
の
場
合
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
の
既
判
力
の
標
準

時
以
後
に
事
情
の
変
更
の
主
張
を
認
め
る
こ
と
は
、
一
般
の
場
合
に
、
法
律
要

件
の
誤
認
が
後
に
明
白
に
な
つ
た
場
合
事
情
の
変
更
あ
り
と
し
て
既
判
力
を
以

て
確
定
さ
れ
た
当
該
請
求
権
の
消
滅
を
主
張
す
る
が
ご
と
き
も
の
で
あ
る
と
い

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
異
る
点
と
い
え
ば
、
本
件
の
場
合
労
働
の
可
能

性
・
不
可
能
性
の
予
見
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
．
し
か
し
、
こ
の

点
は
、
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
で
予
見
可
能
な
も
の
と
判
断
さ
れ
、
し
か
も
そ
れ

が
事
実
の
誤
認
で
あ
つ
た
と
し
て
も
、
最
早
こ
の
点
に
も
と
づ
く
右
請
求
権
の

存
在
を
争
う
余
地
は
既
判
力
に
よ
つ
て
遮
断
さ
れ
る
し
、
確
定
判
決
に
よ
り
認

め
ら
れ
た
請
求
権
が
、
確
定
判
決
の
判
断
の
基
礎
た
る
事
実
が
不
存
在
で
あ
つ

た
こ
と
に
よ
り
、
消
滅
す
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
．

　
つ
ぎ
に
㈹
の
理
由
、
す
な
わ
ち
、
債
務
を
苦
に
し
た
債
務
者
の
自
殺
行
為

は
、
全
く
債
務
者
個
人
の
事
情
で
、
こ
れ
を
も
つ
て
事
情
の
変
更
あ
り
、
し
た

が
つ
て
か
か
る
行
為
に
よ
つ
て
債
権
の
消
滅
又
は
そ
の
行
使
の
権
利
濫
用
性
は

根
拠
づ
け
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
．

　
最
後
に
⑥
の
理
由
に
つ
い
て
み
よ
う
．
損
害
賠
償
債
務
の
相
続
は
事
情
の
変

更
に
は
な
ら
な
い
。
相
続
人
は
限
定
承
認
も
で
き
る
し
相
続
放
棄
も
で
き
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
本
件
の
場
合
単
純
承
認
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

債
務
全
額
に
つ
き
執
行
さ
れ
て
も
止
む
を
得
な
い
．
判
決
確
定
後
五
年
に
し
て

突
然
執
行
を
な
し
て
も
．
そ
れ
だ
け
て
は
権
利
濫
用
と
い
う
に
は
充
分
な
根
拠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
八
　
　
（
一
〇
四
二
）

を
欠
く
よ
う
に
思
う
。
仮
り
に
右
執
行
が
執
行
濫
用
で
あ
る
と
し
て
も
そ
の
救

済
は
五
四
五
条
に
よ
る
べ
き
で
は
な
く
、
五
四
四
条
な
い
し
五
五
八
条
に
よ
る

べ
き
で
あ
ろ
う
こ
と
は
以
下
に
の
べ
る
通
り
で
あ
る
。

　
ド
イ
ッ
民
訴
法
七
六
五
条
a
第
一
項
は
、
「
執
行
処
分
が
債
権
者
の
保
護
の
必

要
を
充
分
に
評
価
し
て
も
特
殊
な
事
情
の
た
め
に
、
公
序
良
俗
に
反
す
る
苛
酷

さ
を
も
つ
場
合
、
執
行
裁
判
所
は
債
務
者
の
申
立
に
基
づ
き
執
行
処
分
の
全
部

又
は
一
部
を
取
消
し
、
拒
否
し
、
一
時
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
す

る
。
こ
れ
は
執
行
の
濫
用
の
禁
止
を
内
容
と
す
る
。
こ
の
理
は
我
法
上
も
当
然

認
め
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
（
鮎
細
曜
瀧
脳
灘
像
晦
蜘
図
醐
翻
噸
罐
駐

た
飢
六
》
本
件
執
行
が
こ
の
場
合
に
該
当
す
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
（
獄
賠
鮒
臆
馳
W

は
、
斎
藤
判
例
評
論
五
〇
号
（
判
例
時
報
三
〇
六
陽
）
二
一
頁
。
右
田
前
掲
一
弧
六
九
頂
は
、
請
求
椛
確
定

の
前
提
た
る
基
礎
事
実
の
判
決
確
定
後
に
お
け
る
変
更
の
場
合
の
執
行
に
つ
し
て
も
法
的
評
価
は
執
行
濫

姻
ゆ
腸
胎
批
硬
協
￥
山
木
戸
教
授
が
正
当
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
本
件
の
場
合

問
題
な
の
は
本
件
執
行
の
基
本
た
る
確
定
判
決
の
当
否
、
し
た
が
つ
て
右
判
決

に
よ
り
確
定
さ
れ
た
請
求
権
の
存
否
そ
れ
自
体
で
あ
つ
て
、
執
行
方
法
の
良
俗

違
反
性
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
（
知
諌
炉
哨
鰯
祖
継
紅
顯
ガ
叛
卸
㍑
琳
鰭
噺
蜥
幅
混
賭
証
漱
犯

七
〇
条
の
二
、
六
一
八
条
の
二
に
い
わ
ゆ
る
差
押
禁
止
物
に
対
し
て
執
行
を
な
し
て
い
る
な
ら
ば
、
五
四

四
条
乃
至
五
五
八
条
で
救
済
が
与
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
少
な
く
と
も
請
求
異
議
の
訴
は
認
め
ら
れ
な

御
硬
あ
）
。
仮
り
に
、
本
件
執
行
が
執
行
の
濫
用
で
あ
る
と
し
て
も
、
本
件
執
行

か
ら
の
救
済
は
民
訴
法
五
四
四
条
な
い
し
五
五
八
条
に
よ
る
べ
き
で
あ
つ
て
、

請
求
異
議
の
訴
に
よ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
．
執
行
濫
用
の
場
合
権
利
の
行
使

が
実
体
法
的
に
み
て
も
権
利
濫
用
に
あ
た
る
こ
と
を
理
由
に
五
四
五
条
の
訴
又

は
こ
れ
に
準
じ
る
訴
の
提
起
を
認
め
る
と
、
五
四
五
条
の
訴
が
債
務
名
義
の
執

行
力
の
排
除
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
解
す
る
立
場
か
ら
、
か
か
る
場
合

に
問
題
な
の
は
債
務
名
義
の
執
行
力
の
排
除
で
は
な
い
か
ら
、
五
四
五
条
の
訴



又
は
こ
れ
に
準
ず
る
訴
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
反
論
が
提
出
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
。　

以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
本
訴
の
異
議
事
由
と
し
て
原
告
ら
が
、
仮
り
に
実
体

的
請
求
権
そ
の
も
の
が
そ
も
そ
も
存
在
し
な
い
と
か
消
滅
し
た
と
い
う
の
で
あ

れ
ぽ
、
本
訴
請
求
は
理
由
が
な
い
し
、
本
件
執
行
の
方
法
が
権
利
濫
用
で
あ
る

と
い
う
な
ら
ぽ
救
済
の
方
法
を
誤
る
も
の
で
あ
つ
た
訴
は
却
下
せ
ら
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
本
件
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
交
通
事
故
に
も
と
づ
く
損
害
額
の

算
定
に
は
困
難
を
伴
う
こ
と
が
多
い
。
し
た
が
つ
て
、
訴
訟
に
お
い
て
損
害
額

の
算
定
を
誤
る
こ
と
も
多
い
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
事
態
を
回
避
す
る
た
め
に
、

立
法
論
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
変
更
判
決
の
制
度
（
ゴ
コ
9
紙
訴
）
を
認
め
る
こ

と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
し
か
し
現
行
法
の
下
に
お
い
て
も
、
一
部
請
求
を
認
め
る
こ
と
に
よ
つ
て
、

か
か
る
困
難
は
あ
る
程
度
解
決
し
う
る
で
あ
ろ
う
（
甑
錦
蒲
牒
講
嬬
鋤
説
畷
醐
器
伽
脇
駅

鰭
働
鍛
蕪
藍
灘
雍
績
諜
一
離
酵
讐
．
す
な
わ
ち
、
原
告
は
損
害

額
算
定
の
不
能
な
場
合
、
さ
し
ず
め
算
定
可
能
な
部
分
に
つ
い
て
一
部
請
求
を

な
す
べ
き
で
あ
る
．
本
件
に
お
け
る
ご
と
く
．
仮
り
に
将
来
の
労
働
の
可
能
性

が
予
測
し
え
な
い
場
合
、
原
告
は
将
来
の
労
働
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
前
提

と
し
て
算
定
し
た
損
害
額
に
つ
き
給
付
の
訴
を
提
起
し
て
も
全
額
に
つ
い
て
請

求
は
認
容
さ
れ
な
い
か
ら
、
既
に
発
生
せ
る
部
分
に
つ
い
て
一
部
請
求
を
な
す

よ
う
請
求
を
縮
限
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
請
求
を
縮
限
し
な
い
易
合
、
そ
の

全
部
に
つ
い
て
は
認
容
判
決
は
得
ら
れ
な
い
が
全
部
請
求
に
つ
い
て
判
断
が
な

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
以
後
判
明
す
る
損
害
に
つ
い
て
賠
償
請
求
を
し
え

判
　
例
　
研
　
究

な
く
な
る
。
将
来
の
労
働
の
不
可
能
性
が
予
測
し
う
る
こ
と
を
前
提
に
損
害
額

全
額
に
つ
ぎ
賠
償
を
請
求
し
、
予
測
可
能
を
前
提
と
し
て
全
額
に
つ
き
請
求
が

認
容
さ
れ
た
場
合
、
予
測
に
反
し
て
労
働
が
可
能
に
な
つ
た
と
し
て
も
、
こ
れ

を
争
う
こ
と
は
も
は
や
で
き
な
い
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
将
来
の
労
働
の
可
能
性
に
つ
き
予
測
は
で
ぎ
な
く
て
も
、
原
告
は
一
部

請
求
を
な
す
こ
と
に
よ
り
、
労
働
が
不
可
能
で
あ
つ
た
場
合
の
損
害
賠
償
を
確

保
し
う
る
し
、
被
告
は
労
働
が
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
予
測
の
可
能
性
を
前
提

と
し
て
な
さ
れ
た
請
求
に
対
し
て
、
予
測
の
可
能
性
を
争
う
こ
と
に
よ
つ
て
、

予
測
が
不
可
能
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
可
能
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
な

さ
れ
た
損
害
賠
償
請
求
に
応
じ
る
必
要
が
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
石
川
　
明
）

昭
三
七
1
2
（
環
驕
嘱
課
一
糸
蜷
）

　
独
立
当
事
者
参
加
不
許
の
裁
判
の
未
確
定
の
間
に
下
さ
れ
た
被
参
加
訴
訟
本

　
案
判
決
に
対
す
る
上
告
の
適
否

　
　
家
屋
明
渡
請
求
事
件
（
昭
和
三
七
・
五
二
一
九
第
三
小
法
廷
判
決
）

　
　
A
所
有
建
物
の
賃
借
人
た
る
X
（
原
告
）
が
契
約
の
解
除
に
基
づ
き
転
借
人
Y

　
　
（
被
告
）
に
対
し
て
家
屋
の
明
渡
と
賃
料
・
損
害
金
の
支
払
と
を
訴
求
し
て
概
ね

　
　
勝
訴
（
詳
し
く
言
え
ば
Y
に
は
共
同
被
告
が
あ
る
が
簡
明
の
た
め
割
愛
）
。
Y
か

　
　
ら
控
訴
、
控
訴
審
で
地
主
B
が
民
訴
七
一
条
に
よ
り
当
事
者
と
し
て
参
加
し
た

　
　
が
、
参
加
の
申
立
は
不
適
法
と
し
て
判
決
て
却
下
さ
れ
、
B
は
こ
れ
に
対
し
て

　
　
上
告
を
お
こ
し
た
（
参
加
申
立
は
再
度
行
わ
れ
再
度
却
下
さ
れ
て
こ
れ
に
つ
い

　
　
て
も
上
告
を
お
こ
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
）
．
B
の
上
告
は
な
お
審
理
せ
ら

八
九
　
　
（
一
〇
四
三
）
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れ
て
い
な
い
に
拘
ら
ず
、
控
訴
審
は
X
Y
問
の
被
参
加
訴
訟
に
つ
き
本
案
の
判

　
　
決
を
し
て
（
第
一
審
判
決
を
や
や
変
更
し
つ
つ
も
）
同
じ
く
ほ
ぽ
X
を
勝
訴
さ
せ

　
　
た
．
そ
こ
で
Y
か
ら
上
告
に
及
ん
だ
の
が
本
件
で
あ
つ
て
、
上
告
理
由
は
「
被

　
　
参
加
訴
訟
の
弁
論
を
終
結
し
て
も
参
加
の
適
否
に
関
す
る
上
級
審
の
裁
判
が
確

　
　
定
す
る
迄
は
判
決
を
な
し
得
な
い
」
筈
だ
と
主
張
す
る
。
最
高
裁
い
わ
く
、
「
所

　
　
論
は
、
上
告
人
ら
自
身
（
Y
と
そ
の
共
同
訴
訟
人
）
に
と
つ
て
何
ら
上
訴
の
利

　
　
益
な
き
主
張
で
あ
る
か
ら
上
告
適
法
の
理
由
と
な
ら
な
い
」
、
と
。
ー
棄
却
。

　
嘗
て
、
大
審
院
は
、
第
三
者
の
独
立
当
事
者
参
加
に
も
拘
ら
ず
こ
れ
を
無
視

し
て
被
参
加
訴
訟
に
つ
い
て
の
み
本
案
判
決
を
下
し
た
控
訴
審
の
措
置
を
非
難

し
、
被
参
加
訴
訟
敗
訴
当
事
者
の
上
告
を
容
れ
て
、
原
判
決
を
破
棄
、
強
く
学

説
の
支
持
を
え
た
こ
と
が
あ
つ
た
（
献
剛
糊
甑
硯
究
互
一
一
簸
瞭
乳
継
レ
彬
鵬
断
餅
旭
勘
頁
）
．

こ
れ
を
本
件
の
判
旨
と
対
照
さ
せ
る
と
き
、
こ
の
両
者
が
ど
う
調
和
す
る
の
か

は
、
些
か
疑
問
な
き
を
え
な
い
．
あ
る
い
は
、
彼
此
の
間
に
、
嘗
て
は
第
三
者

の
参
加
に
つ
き
被
参
加
訴
訟
の
当
事
者
間
異
議
が
な
か
つ
た
の
に
対
し
、
今
回

は
参
加
申
立
が
却
下
せ
ら
れ
、
却
下
判
決
に
対
し
て
は
上
告
が
お
こ
さ
れ
て
い

る
ば
か
り
で
な
く
．
被
参
加
訴
訟
の
原
告
は
恐
ら
く
参
加
を
不
適
法
と
考
え
て

い
る
と
い
う
点
に
、
相
違
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
却
下
判

決
に
対
し
て
上
告
が
あ
れ
ぽ
、
参
加
人
の
新
た
に
お
こ
し
た
請
求
は
、
上
告
と

と
も
に
上
告
裁
判
所
に
移
る
と
考
う
べ
き
で
あ
ろ
う
こ
と
を
顧
み
る
と
、
右
の

よ
う
な
差
別
立
て
も
決
し
て
一
理
も
な
い
と
は
言
い
き
れ
な
い
。
し
か
し
、
参

加
の
許
否
は
、
参
加
人
に
対
し
独
立
に
既
判
力
の
あ
る
裁
判
を
与
う
べ
き
か
否

か
の
判
断
で
あ
る
か
ら
、
当
事
者
の
態
度
に
拘
束
さ
れ
る
か
ぎ
り
で
は
な
く
．

且
つ
．
こ
れ
に
一
任
す
べ
き
事
柄
で
は
な
い
し
、
参
加
申
立
が
却
下
せ
ら
れ
て

も
、
そ
れ
だ
け
で
は
未
だ
参
加
が
不
適
法
と
決
ま
つ
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
〇
　
　
（
一
〇
四
四
）

右
の
事
情
を
両
者
の
差
別
と
み
る
こ
と
は
当
ら
な
い
。
申
立
却
下
の
判
決
が
未

確
定
の
間
は
、
確
定
が
上
訴
に
よ
つ
て
遷
延
せ
ら
れ
て
い
る
場
合
と
、
未
確
定

が
上
訴
期
間
の
ま
だ
経
過
し
お
わ
ら
な
い
場
合
と
で
．
被
参
加
訴
訟
の
あ
り
方

に
相
違
が
生
じ
る
理
由
も
な
い
．
あ
る
い
は
、
ま
た
、
参
加
人
主
張
の
実
体
法

的
内
容
が
、
嘗
て
は
被
参
加
訴
訟
の
本
案
判
決
に
影
響
を
及
ぽ
す
こ
と
明
か
で

あ
つ
た
が
、
今
回
は
影
響
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
い
う
実
質
的
な
判
断
の
相

違
が
、
彼
此
の
両
案
件
の
判
旨
に
差
異
を
生
ぜ
し
め
て
い
る
の
で
も
あ
ろ
う

か
。
さ
よ
う
な
実
質
的
な
判
断
が
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
当
つ
て
い
る
か
ど
う
か

は
姑
く
措
く
．
参
加
人
主
張
の
実
体
権
が
真
実
に
存
在
す
る
か
ど
う
か
（
請
求

理
由
あ
り
や
否
）
は
勿
論
、
当
該
実
体
権
が
独
立
当
事
者
参
加
に
適
す
る
も
の

か
ど
う
か
（
参
加
理
由
あ
り
や
否
）
も
、
参
加
が
「
あ
る
」
か
ど
う
か
と
は
全

く
別
の
こ
と
で
、
最
後
の
問
題
を
前
二
者
の
い
ず
れ
か
に
置
換
え
る
こ
と
は
、

問
題
の
混
同
で
あ
る
か
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
便
宜
に
の
み
走
り
す
ぎ
た
取
扱

で
あ
る
。
勿
論
、
同
じ
考
慮
を
被
参
加
訴
訟
敗
訴
被
告
か
ら
の
上
告
の
「
利
益
し

の
有
無
の
問
題
と
し
て
行
う
余
地
は
な
お
失
わ
れ
な
い
。
本
件
Y
は
、
右
の
旧

事
件
に
お
け
る
と
は
異
な
り
、
た
と
え
B
を
加
え
て
審
判
が
行
わ
れ
た
と
こ
ろ

で
、
現
在
以
上
に
有
利
な
判
決
を
獲
得
し
う
る
見
込
が
な
い
か
ら
、
判
決
は
違

法
だ
と
し
て
も
、
こ
の
場
合
Y
に
不
服
を
申
立
て
る
利
益
は
な
い
と
考
え
る
わ

け
で
あ
る
。
本
件
判
旨
の
真
意
は
、
実
は
、
こ
の
趣
旨
に
こ
そ
解
せ
ら
る
べ
き

も
の
の
よ
う
で
、
こ
う
解
し
て
始
め
て
、
旧
事
件
と
の
調
和
も
、
判
旨
の
言
辞

も
理
解
で
き
る
の
み
な
ら
ず
、
B
の
参
加
に
よ
つ
て
判
決
に
影
響
を
及
ぽ
す
べ

き
防
禦
の
方
法
と
い
う
も
の
は
す
べ
て
「
原
審
に
お
い
て
主
張
な
く
そ
の
判
断

を
経
な
」
か
つ
た
事
実
ば
か
り
で
は
な
い
か
と
Y
を
き
め
つ
け
る
判
旨
第
二
点



の
本
件
論
点
（
鯛
鮨
第
）
と
の
関
連
を
も
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
．
そ
し
て
、
こ

の
線
で
問
題
を
解
決
し
、
事
態
を
落
著
さ
せ
る
に
判
旨
を
踏
み
き
ら
せ
た
も
の

は
、
反
対
に
勝
訴
当
事
者
X
の
地
位
が
、
B
の
参
加
に
よ
つ
て
（
紹
燃
鯵
鱒
馳
阪
噸
）

何
時
ま
で
も
確
定
し
な
い
不
都
合
へ
の
配
慮
と
察
せ
ら
れ
（
斬
臓
磁
廿
縮
鉱
稚
盈
妙
蔀

姓
厳
貿
帖
酪
懸
牲
卦
測
切
物
照
礁
）
、
こ
の
配
慮
は
充
分
に
尊
重
せ
ら
れ
る
価
値
が
あ

る
。
し
か
し
、
X
Y
間
の
請
求
に
つ
い
て
の
み
判
断
を
下
し
た
原
審
の
判
決

は
、
た
と
え
B
の
参
加
に
よ
つ
て
も
Y
の
地
位
が
改
善
さ
れ
る
見
込
は
な
い
場

合
で
も
、
B
X
間
・
B
Y
間
の
請
求
に
つ
い
て
全
く
判
断
を
欠
く
と
い
う
意
味

で
「
全
体
の
判
断
も
誤
つ
て
い
る
こ
と
に
な
る
」
の
み
な
ら
ず
（
鞠
併
用
訟
酢
樹
勲
》

Y
自
身
に
と
つ
て
も
B
Y
問
が
本
案
に
つ
き
既
判
力
を
も
つ
て
確
定
さ
れ
る
こ

と
は
利
益
で
あ
ろ
う
（
鼠
跳
胴
鶴
刑
笹
箆
枇
細
瀕
醐
帽
この
冴
礒
雄
融
く
）
．
原
審
の
判
決
が
B

の
参
加
「
あ
る
」
に
む
拘
ら
ず
そ
の
請
求
に
つ
い
て
「
判
断
し
て
い
な
い
」
こ

と
を
認
め
る
以
上
、
最
高
裁
は
、
上
告
を
容
れ
．
原
判
決
を
破
棄
し
て
、
事
件

を
原
審
に
差
戻
す
べ
き
で
あ
つ
た
。

　
尤
も
、
か
よ
う
に
解
す
る
こ
と
に
な
る
と
、
参
加
申
立
の
濫
用
に
よ
つ
て
、

被
参
加
訴
訟
の
勝
訴
当
事
者
の
地
位
は
長
く
不
安
定
に
さ
ら
さ
れ
る
と
い
う
判

旨
の
貴
重
な
配
慮
は
、
生
か
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
既
に
本
件
に
つ
い
て
判

例
批
評
を
書
か
れ
た
小
室
教
授
も
、
本
文
同
様
判
旨
に
反
対
さ
れ
な
が
ら
、
懇

切
に
濫
参
加
対
策
を
考
え
、
参
加
申
立
の
適
否
を
即
時
抗
告
の
み
に
服
す
る
決

定
で
裁
判
し
、
早
く
浮
動
の
状
況
を
終
結
せ
し
む
べ
き
こ
と
を
提
唱
さ
れ
た
こ

と
で
あ
つ
た
（
駅
鏑
畑
凧
聴
一
一
）
．
だ
が
、
当
事
者
参
加
は
、
そ
の
実
質
、
ひ
と
つ
の

訴
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
補
助
参
加
に
か
か
わ
る
民
訴
六
六
条
を
類
推
適
用
す

る
こ
と
は
乱
暴
で
あ
る
し
（
覇
耕
購
簸
》
か
く
て
は
逆
に
正
当
な
参
加
人
の
利
益
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が
害
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
む
し
ろ
、
中
間
判
決
ま
た
は
最
終
の
全
部
判

決
の
中
で
申
立
却
下
を
宣
言
す
る
方
が
筋
が
通
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

が
、
そ
れ
で
は
、
ま
た
、
却
つ
て
、
早
く
確
定
で
き
る
も
の
を
ア
ト
ま
で
持
越

す
こ
と
に
な
つ
て
、
訴
訟
経
済
に
反
す
る
。
勿
論
、
三
面
訴
訟
と
い
う
構
造

は
、
こ
の
場
合
、
参
加
人
の
申
立
に
よ
つ
て
生
じ
る
も
の
で
、
そ
れ
が
一
般
の

訴
訟
要
件
を
そ
な
え
、
あ
る
い
は
参
加
の
理
由
あ
る
を
侯
つ
の
で
は
な
い
。
こ

の
こ
と
は
、
単
一
独
立
の
訴
と
比
照
し
て
考
え
れ
ば
明
白
な
こ
と
で
、
既
存
の

訴
訟
以
外
に
こ
れ
ら
の
要
件
を
調
査
す
る
場
所
も
な
く
、
「
適
法
な
参
加
に
よ

つ
て
、
三
面
的
訴
訟
が
成
立
す
る
」
と
い
う
よ
う
な
解
説
は
表
現
と
し
て
不
正

確
で
あ
る
（
蘇
子
触
鱈
に
勤
籾
）
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
つ
て
、
参
加
の
許
否
を
一

部
判
決
で
宣
言
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
三
面
訴
訟
の
拘
束

は
本
案
裁
判
を
下
す
に
つ
い
て
存
す
る
も
の
で
訴
訟
判
決
を
拘
束
せ
ず
、
許
否

は
参
加
の
「
行
為
」
に
つ
い
て
決
せ
ら
れ
る
も
の
で
全
体
と
し
て
の
訴
訟
に
か

か
わ
る
の
で
は
な
い
の
み
な
ら
ず
、
申
立
の
却
下
は
三
面
訴
訟
の
解
消
を
志
す

行
為
で
こ
れ
を
前
提
と
す
る
行
為
で
は
な
い
（
榊
摘
榊
⑳
紳
漸
塀
）
か
ら
で
あ
る
。
我

々
は
、
通
説
と
同
様
、
参
加
の
申
立
を
不
適
法
と
考
え
る
裁
判
所
は
、
ま
ず
終

局
の
一
部
判
決
を
も
つ
て
申
立
を
却
下
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
解
す
べ
き
で

あ
る
（
緬
蒲
臨
鵬
、
爺
、
責
、
）
．

　
問
題
は
次
の
二
点
に
残
ろ
う
。
第
一
は
、
却
下
の
判
決
に
対
し
て
上
訴
が
お

こ
さ
れ
た
場
合
、
何
が
上
級
審
に
移
審
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
．
参
加
人
提
起

の
新
請
求
が
上
級
審
に
移
る
こ
と
は
認
め
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
．
そ
う
で
な
け

れ
ば
「
訴
ヲ
不
適
法
ト
シ
テ
却
下
シ
タ
ル
第
一
審
判
決
ヲ
取
消
ス
場
合
二
」
控

訴
裁
判
所
が
た
だ
原
判
決
を
取
消
す
だ
け
で
は
足
り
ず
「
事
件
ヲ
第
一
審
裁
判

九
U

（
り
〇
四
五
）
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所
二
差
戻
ス
コ
ト
ヲ
要
ス
」
る
旨
規
定
し
た
民
訴
三
八
八
条
の
趣
旨
を
理
解
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
だ
が
、
そ
う
な
る
と
、
今
度
は
、
原
審
に
残
留
す
る
の

は
被
参
加
訴
訟
の
請
求
だ
け
な
の
で
あ
る
か
ら
、
何
故
、
原
審
裁
判
所
が
被
参

加
訴
訟
の
請
求
だ
け
に
つ
い
て
審
判
し
て
は
い
け
な
い
の
か
疑
間
に
な
る
し
、

被
参
加
訴
訟
の
請
求
だ
け
が
残
留
す
る
こ
と
を
嫌
う
立
場
か
ら
は
、
参
加
人
の

上
訴
に
よ
つ
て
全
部
の
請
求
が
上
級
審
に
移
る
と
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と

に
も
馨
う
（
響
醜
劉
艦
む
。
↑
鵜
鯵
澱
禦
纂
舗
耀
か
の
欄
襟
縛
Y
そ
う

し
て
、
第
二
は
、
参
加
人
の
上
訴
あ
る
場
合
、
原
判
決
の
確
定
ま
で
、
被
参
加

訴
訟
は
中
止
せ
ら
れ
る
か
否
か
、
と
い
う
こ
と
。
「
第
六
八
条
を
類
推
適
用
し

て
参
加
の
適
否
が
上
級
審
で
確
定
す
る
ま
で
一
応
参
加
人
に
訴
訟
行
為
を
許
す

（
麟
￥
と
す
る
こ
と
が
、
訴
訟
経
済
上
妥
当
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
判
決

を
し
て
し
ま
う
こ
と
は
で
き
な
い
．
従
つ
て
、
た
と
え
弁
論
を
終
結
し
て
も
、

参
加
の
適
否
に
関
す
る
上
級
審
の
裁
判
が
確
定
す
る
ま
で
は
判
決
を
差
し
控

え
」
る
べ
ぎ
だ
、
と
い
う
の
が
差
当
り
手
許
の
解
説
書
の
中
で
は
最
も
立
入
つ

た
説
明
だ
が
（
踊
齢
黙
y
原
審
に
残
留
す
る
請
求
が
被
参
加
訴
訟
の
請
求
だ
け
で

あ
る
と
き
、
参
加
人
は
一
お
う
訴
訟
行
為
を
許
さ
れ
て
、
何
が
で
き
る
こ
と
に

な
る
か
．
ま
た
、
そ
も
そ
も
参
加
入
の
請
求
の
係
属
し
な
い
原
審
裁
判
所
で
ど

う
し
て
参
加
人
は
な
お
参
加
人
た
る
の
資
格
を
も
つ
か
．
あ
る
い
は
参
加
人
の

請
求
ぽ
か
り
で
な
く
総
て
の
請
求
が
移
審
す
る
と
考
え
た
場
合
、
な
お
原
審
で

参
加
人
が
訴
訟
行
為
を
認
め
ら
れ
、
原
審
裁
判
所
が
審
理
を
進
め
う
る
の
は
一

体
何
に
よ
つ
て
可
能
と
な
る
の
か
．
更
に
、
も
し
、
原
審
裁
判
所
が
敢
て
被
参

加
訴
訟
に
つ
い
て
本
案
の
判
決
を
し
た
場
合
、
そ
の
判
決
の
効
力
お
よ
び
上
訴

権
者
奈
何
。
そ
し
て
、
か
く
、
上
級
審
の
判
決
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
所
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に
こ
そ
、
被
参
加
訴
訟
の
勝
訴
（
す
べ
き
）
当
事
者
の
多
大
な
迷
惑
が
ひ
そ
む

の
で
あ
る
．

　
思
5
に
、
三
面
訴
訟
と
い
う
訴
訟
の
構
造
は
、
前
に
も
言
つ
た
よ
う
に
、
参

加
の
申
立
そ
れ
自
体
の
効
果
と
し
て
生
じ
る
（
娠
翻
都
激
勢
翻
榊
醐
加
曙
瀕
選
翫
濾
燗
曙

鍵
箪
．
申
立
が
参
加
の
理
由
を
そ
な
え
て
い
る
と
き
で
も
な
け
れ
ば
、
そ
れ
が
一

般
の
訴
訟
要
件
を
そ
な
え
て
い
る
と
き
で
も
な
い
（
腰
謝
鶴
催
随
繊
断
励
鮒
獣
櫨
匠
面
）
．

参
加
が
理
由
を
そ
な
え
て
い
る
こ
と
は
、
特
別
訴
訟
要
件
た
る
に
他
な
ら
ず
、

訴
訟
上
こ
れ
を
一
般
の
訴
訟
要
件
か
ら
区
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
剛
腰
講
獣

繭
射
講
蛾
摺
錯
羅
靴
軌
○
）
。
申
立
そ
れ
自
体
の
効
果
で
あ
る
か
ら
、
三
面
訴
訟
と
い

う
構
造
は
、
申
立
の
有
効
な
取
下
ま
た
は
却
下
判
決
の
確
定
に
よ
つ
て
決
定
的

に
こ
れ
が
解
消
せ
ら
れ
る
ま
で
、
失
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
申
立
が
却
下
せ
ら

れ
て
も
な
お
上
訴
を
な
し
5
る
か
ぎ
り
依
然
訴
訟
は
三
面
構
造
を
失
う
も
の
で

は
な
い
が
、
こ
の
道
理
は
申
立
却
下
の
判
決
に
対
し
て
上
訴
が
お
こ
さ
れ
た
こ

と
に
よ
つ
て
判
決
の
確
定
が
遷
延
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
も
異
な
る
筈
は

な
い
。
上
訴
は
、
な
る
ほ
ど
、
参
加
人
の
新
請
求
を
上
級
審
に
移
審
は
せ
し
め

る
が
、
原
審
に
は
な
お
被
参
加
訴
訟
の
請
求
が
「
三
面
訴
訟
と
い
う
構
造
の
中

で
」
残
留
す
る
の
で
あ
る
。
言
葉
を
か
え
て
い
え
ば
、
三
面
訴
訟
と
い
う
構
造

に
基
づ
く
「
制
約
の
附
著
し
た
形
」
で
被
参
加
訴
訟
の
請
求
が
残
留
す
る
の
で

あ
る
。
独
立
単
一
の
訴
の
場
合
か
か
る
こ
と
が
な
い
の
は
、
残
留
す
べ
き
請
求

が
な
い
か
ら
で
あ
る
し
、
逆
に
、
固
有
必
要
的
共
同
訴
訟
の
よ
う
な
運
命
の
一

律
を
必
要
と
は
し
な
い
独
立
当
事
者
参
加
に
あ
つ
て
．
被
参
加
請
求
の
同
時
却

下
や
同
時
移
審
ま
で
を
考
え
る
必
要
は
な
い
。

　
被
参
加
訴
訟
の
請
求
は
、
制
約
の
附
著
し
た
形
で
の
み
、
原
審
に
残
留
す
る
．



従
つ
て
、
常
に
且
つ
自
由
に
、
裁
判
所
が
、
こ
の
制
約
を
無
視
し
て
、
当
該
請

求
の
審
理
を
進
め
判
決
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
だ
か

ら
と
い
つ
て
、
参
加
人
の
上
訴
の
提
起
に
よ
り
、
手
続
の
中
止
を
生
じ
る
と
考

え
る
こ
と
は
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
中
止
が
生
じ
る
と
考
え
て
は
、
被
参
加

訴
訟
の
請
求
に
つ
い
て
、
訴
訟
判
決
さ
え
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
わ
け
で
、
こ

れ
は
三
面
訴
訟
構
造
の
目
的
を
逸
脱
す
る
．
む
し
ろ
、
制
約
の
附
著
し
た
請
求

は
、
制
約
の
附
着
し
た
も
の
と
し
て
な
ら
ば
、
審
理
し
判
決
せ
ら
れ
る
こ
と
が

で
ぎ
る
筈
だ
、
と
い
う
道
理
を
思
い
お
こ
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
な
る
ほ

ど
、
三
面
訴
訟
は
申
立
に
よ
つ
て
作
ら
れ
る
．
今
や
却
下
の
判
決
に
対
し
て
上

訴
が
お
こ
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
却
下
の
判
決
さ
え
も
取
消
さ
れ
る
可

能
性
が
あ
る
．
と
い
う
こ
と
は
、
し
か
し
、
同
時
に
、
却
下
の
判
決
が
確
定
す

れ
ば
、
参
加
は
遡
つ
て
無
か
つ
た
こ
と
に
帰
著
し
、
現
状
は
実
は
対
立
構
造
訴

訟
と
し
て
塞
理
し
判
決
し
う
る
状
況
で
あ
つ
た
こ
と
に
な
る
可
能
性
も
ま
た
存

す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
．
こ
の
状
態
を
素
直
に
受
取
る
な
ら
ば
、
原
審
裁
判

所
に
対
し
、
我
々
は
、
こ
の
浮
動
状
態
を
こ
え
た
確
定
的
な
行
為
を
し
て
は
な

ら
ぬ
と
は
言
う
こ
と
が
で
き
て
も
、
こ
の
浮
動
状
態
に
相
応
し
い
行
為
ま
で
を

禁
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
原
審
裁
判
所
は
、
か
く
て
、
み
ず
か
ら
参
加
申
立
を
却
下
し
た
う
え
は
、
被

参
加
訴
訟
の
請
求
に
つ
い
て
、
参
加
人
を
関
与
さ
せ
ず
に
審
理
を
進
め
、
仮
に

参
加
が
あ
つ
て
も
こ
の
請
求
に
関
す
る
か
ぎ
り
殆
ど
異
な
つ
た
判
断
に
達
す
る

こ
と
が
あ
る
ま
い
と
自
ら
予
測
す
る
か
ぎ
り
、
参
加
申
立
の
却
下
判
決
が
確
定

す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
本
案
の
判
決
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
、
と
解
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
み
ず
か
ら
参
加
申
立
を
却
下
し
た
裁
判
所
が
、
仮
に
参
加
が
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あ
つ
て
も
こ
の
請
求
に
関
す
る
か
ぎ
り
殆
ど
異
な
つ
た
判
断
に
達
す
る
こ
と
が

先
ず
あ
る
ま
い
と
自
ら
予
測
す
る
か
ぎ
り
で
行
う
か
よ
う
な
本
案
裁
判
は
、
一

箇
の
裁
判
所
の
統
一
的
な
意
思
と
し
て
も
矛
盾
し
な
い
し
、
三
面
訴
訟
構
造
に

基
づ
く
浮
動
的
状
態
を
こ
え
る
も
の
で
も
な
い
。
対
立
訴
訟
に
還
元
さ
れ
る
と

い
う
見
込
か
ら
み
て
適
法
な
こ
の
判
決
も
、
三
面
構
造
か
ら
み
て
違
法
な
こ
と

は
勿
論
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
判
決
に
対
し
て
は
、
勝
訴
・
敗
訴
の
当
事
者
も
参

加
人
も
不
服
の
申
立
が
で
き
る
。
勝
訴
・
敗
訴
の
当
事
者
が
参
加
人
の
請
求
を

判
断
し
て
い
な
い
点
を
攻
撃
す
べ
ぎ
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
参
加
人
も
ま

た
同
じ
点
を
攻
撃
す
べ
き
で
申
立
却
下
の
点
を
攻
撃
す
べ
き
で
は
な
い
（
稗
野
は
の

吐
糖
晦
敏
弾
仙
畷
諦
鴬
魁
峨
磁
繍
萄
）
。
　
い
く
ら
参
加
申
立
却
下
判
決
が
確
定
す
る
こ

と
を
条
件
と
は
し
て
い
て
も
、
立
法
措
置
の
な
い
現
行
法
上
、
既
判
力
に
停
止

条
件
や
解
除
条
件
を
つ
け
る
こ
と
は
で
ぎ
な
い
か
ら
、
判
決
は
一
般
の
規
定
に

従
つ
て
確
定
し
且
つ
（
無
条
件
に
）
既
判
力
を
生
じ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
、
実
際
に
判
断
せ
ら
れ
た
X
Y
間
の
請
求
に
つ
い
て
の
み
で
、
判
決
が

参
加
人
（
B
）
に
既
判
力
を
及
ぼ
す
こ
と
は
な
い
。

　
あ
る
い
は
、
右
は
、
あ
ま
り
に
も
大
胆
に
す
ぎ
る
解
決
か
も
知
れ
ず
、
事

実
、
被
参
加
訴
訟
の
判
決
に
対
し
て
も
ま
た
上
訴
の
お
こ
さ
れ
る
よ
う
な
場
合

は
、
き
わ
め
て
錯
雑
し
た
関
係
を
も
生
じ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
あ
る
が
、
同

様
の
錯
雑
し
た
関
係
は
既
に
X
Y
間
の
判
決
が
訴
訟
判
決
に
す
ぎ
な
い
場
合
に

も
こ
れ
に
対
し
同
じ
く
上
訴
の
あ
る
か
ぎ
り
等
し
く
生
じ
る
所
で
あ
り
、
た
と

え
ば
独
法
上
、
数
額
の
確
定
か
ら
切
離
し
て
予
め
行
わ
れ
る
原
因
判
決
が
上
訴

と
の
関
係
で
終
局
判
決
と
み
な
さ
れ
る
結
果
（
脳
離
目
・
y
　
一
つ
の
訴
訟
が
同
時

に
二
つ
の
審
級
に
係
属
す
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
は
一
般
に
認
め
ら
れ
る
所
で
あ
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る
に
徴
し
て
も
（
噸
駝
肝
秀
．
．
解
艶
。
賜
ゆ
一
．
。
．
》
荒
唐
無
稽
な
理
論
構
成
と
は
い
え

な
い
で
あ
ろ
う
。
寧
ろ
、
三
面
訴
訟
た
る
現
況
か
ら
は
違
法
だ
が
、
対
立
訴
訟

に
還
元
さ
れ
る
可
能
性
か
ら
は
適
法
と
い
う
、
事
態
の
「
そ
の
ま
ま
」
を
写
す

と
い
う
意
味
で
、
歪
み
が
避
け
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
、
と
く
に
、
右
の
よ
う
に

考
え
れ
ば
、
参
加
人
の
上
訴
に
も
拘
ら
ず
、
被
参
加
訴
訟
の
当
事
者
は
、
訴
訟

を
進
め
、
判
決
を
下
さ
し
め
、
必
要
に
応
じ
て
は
仮
執
行
の
宣
言
を
も
求
め
る

こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
訴
訟
費
用
に
よ
る
制
裁
・
濫
上
訴
の
制
裁
と
あ
わ
せ
て

第
三
者
の
参
加
申
立
の
濫
用
を
控
制
す
る
に
充
分
で
あ
ろ
う
し
、
参
加
人
の
方

か
ら
は
、
被
参
加
訴
訟
の
判
決
に
対
し
て
も
み
ず
か
ら
上
訴
す
る
こ
と
に
よ
つ

て
自
己
の
地
位
を
防
衛
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
参
加
申
立
の
適
否
を
判
決

で
判
断
し
て
貰
え
る
こ
と
と
相
倹
つ
て
、
必
要
な
保
護
が
奪
わ
れ
る
こ
と
は
な

い
と
い
え
る
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
判
旨
が
Y
の
上
告
を
棄
却
し
た
こ
と
に
は
賛
成
で
き
な

い
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
伊
東
　
乾
）
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