
Title 〔最高裁民訴事例研究
五二〕控訴審において提出する反訴状の貼用印紙額

Sub Title
Author 石川, 明(Ishikawa, Akira)

栂, 善夫( Toga, Yoshio)
清水, 暁( Kurasawa, Yasuichiro)
倉沢, 康一郎( Minji soshoho kenkyukai)
民事訴訟法研究会

Publisher 慶應義塾大学法学研究会
Publication

year
1968

Jtitle 法學研究 : 法律・政治・社会 (Journal of law, politics, and sociology
). Vol.41, No.3 (1968. 3) ,p.115- 131 

JaLC DOI
Abstract
Notes 判例研究
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara

_id=AN00224504-19680315-0115

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会また
は出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守し
てご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to
the respective authors, academic societies, or publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese
Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


〔
最
高
裁
民
訴
事
例
研
究
五
二
〕

昭
四
一
1
6
（
糧
鵬
號
煉
を
一
酌
）

　
控
訴
審
に
お
い
て
提
出
す
る
反
訴
状
の
貼
用
印
紙
額

国
家
賠
償
請
求
事
件
（
昭
四
一
・
四
・
二
二
第
二
小
法
廷
判
決
）

本
件
は
、
X
（
原
告
・
控
訴
人
・
上
告
人
）
の
Y
（
被
告
．
・
被
控
訴
人
・
被
上

判
　
例
　
研
究

告
人
）
に
対
す
る
民
訴
法
及
び
民
訴
用
印
紙
法
の
無
理
解
と
い
う
重
大
な
過
失

が
あ
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
国
家
賠
償
請
求
事
件
で
あ
る
。

最
初
に
訴
外
A
と
X
と
の
間
に
建
物
収
去
土
地
明
渡
請
求
事
件
が
あ
り
、
控
訴

審
に
お
い
て
X
は
、
訴
外
A
に
対
し
て
損
害
賠
償
請
求
の
反
訴
を
提
起
し
た
．

そ
の
際
、
，
反
訴
状
に
畑
用
し
た
印
紙
の
額
に
つ
い
て
、
X
は
A
の
同
意
が
な
け

れ
ば
第
一
審
に
移
送
さ
れ
る
も
の
と
考
え
「
四
〇
〇
〇
円
の
印
紙
を
貼
用
し
た

一
、
五

（
三
九
五
）



判
卜
例

研
　
究

が
、
控
訴
審
で
の
印
紙
貼
用
額
は
第
一
審
の
一
・
五
倍
で
あ
る
と
の
受
付
係
書

記
官
の
言
葉
で
、
二
〇
〇
〇
円
を
追
貼
し
計
六
〇
〇
〇
円
と
し
た
。
．

と
こ
ろ
が
こ
の
反
訴
に
つ
い
て
は
、
A
が
同
意
し
な
か
つ
た
の
で
、
東
京
高
裁

は
反
訴
を
却
下
し
た
（
X
は
A
の
同
意
が
な
い
た
め
却
下
さ
れ
る
に
際
し
、
第

一
審
に
移
送
す
る
よ
う
申
立
て
た
が
、
こ
の
申
立
は
却
下
さ
れ
た
．
尤
も
、
こ

れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
つ
て
記
録
に
よ
る
と
X
が
自
ら
反
訴
を
取
り

下
げ
た
ら
し
い
）
。

X
は
以
下
の
理
由
に
よ
り
国
に
対
し
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
。
即
ち
、
控
訴
審

に
お
け
る
反
訴
の
提
起
を
認
め
た
こ
と
は
訴
訟
経
済
の
た
め
で
あ
る
か
ら
、
こ

の
反
訴
提
起
に
つ
い
て
相
手
方
の
同
意
が
得
ら
れ
な
い
場
合
は
、
こ
れ
を
独
立

の
訴
と
し
て
取
り
扱
い
、
こ
れ
を
第
一
審
裁
判
所
に
移
送
す
べ
き
で
あ
つ
て
、

こ
の
よ
う
な
場
合
、
反
訴
状
に
は
、
印
紙
法
二
条
に
よ
り
第
一
審
の
訴
状
に
貼

用
す
べ
き
印
紙
の
額
と
同
額
の
印
紙
を
貼
用
す
れ
ば
足
り
る
筈
で
あ
る
。
ま

た
、
裁
判
所
が
相
手
方
の
同
意
が
な
い
た
め
に
控
訴
審
に
お
け
る
反
訴
を
却
下

す
る
の
で
あ
れ
ば
、
わ
ざ
わ
ざ
第
一
審
の
訴
状
に
貼
用
す
べ
き
印
紙
の
一
・
五

倍
の
印
紙
を
貼
用
さ
せ
た
う
え
で
こ
れ
を
却
下
す
る
必
要
は
な
い
筈
で
あ
る
。

し
か
る
に
、
東
京
高
裁
の
受
付
係
職
員
が
X
に
対
し
、
本
件
反
訴
状
に
第
一
審
で

貼
用
す
べ
ぎ
印
紙
額
の
一
・
五
倍
の
印
紙
の
貼
用
を
命
じ
、
二
〇
〇
〇
円
加
貼
さ

せ
た
の
は
違
法
で
あ
る
。
従
つ
て
、
反
訴
却
下
の
際
、
右
書
記
官
の
な
し
た
違
法

処
分
を
是
正
し
、
違
法
に
徴
収
し
た
金
二
〇
〇
〇
円
の
印
紙
額
を
X
に
返
還
す

べ
ぎ
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
を
し
な
か
つ
た
。
そ
れ
故
、
Y
（
国
）
は
X
の
蒙

う
た
損
害
を
賠
償
す
べ
ぎ
義
務
が
あ
る
と
。
こ
れ
に
対
し
て
、
一
・
二
審
と
も

請
求
棄
却
。
そ
の
理
由
と
す
る
と
こ
ろ
は
次
の
点
で
あ
る
。
ω
受
付
係
書
記
官

は
受
訴
裁
判
所
の
補
佐
と
し
て
の
事
実
上
の
調
査
に
と
ど
ま
り
、
印
紙
の
加
貼

を
命
ず
る
こ
と
は
な
い
。
ω
控
訴
審
に
お
け
る
反
訴
の
提
起
は
第
一
審
で
審
判

の
対
象
と
な
り
て
い
な
か
つ
た
新
請
求
の
提
起
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
新
請

一
一
六

（
三
九
六
）

求
（
反
訴
）
は
、
控
訴
審
の
判
断
の
内
容
と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
．
挫
訴
状
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

同
じ
く
印
紙
法
五
条
に
よ
り
反
訴
状
に
は
、
そ
の
訴
額
に
対
す
る
印
紙
額
の

一
・
五
倍
を
貼
用
す
べ
ぎ
で
あ
る
。
⑥
手
数
料
納
付
義
務
は
、
当
事
者
が
裁
判

所
に
対
し
て
一
定
の
行
為
を
求
め
る
こ
と
に
よ
つ
て
当
然
に
生
ず
る
も
の
で
あ

つ
て
、
裁
判
所
に
よ
つ
て
申
請
通
り
の
行
為
が
な
さ
れ
る
か
否
か
、
ま
た
な
さ

れ
た
か
否
か
に
関
係
し
な
い
．
従
つ
て
、
控
訴
審
に
於
て
反
訴
を
提
起
す
る
と

き
は
、
反
訴
状
に
は
⑧
に
述
べ
た
印
紙
額
を
貼
用
す
べ
ぎ
で
あ
る
。
㈲
控
訴
審

に
於
け
る
反
訴
の
提
起
に
は
相
手
方
の
同
意
あ
る
場
合
で
あ
る
こ
と
が
要
求
さ

れ
て
お
り
、
こ
れ
を
欠
く
と
き
は
不
適
法
と
し
て
判
決
で
却
下
さ
る
べ
き
も
の

で
あ
る
。

X
は
、
第
一
に
原
審
の
判
断
（
前
記
ω
な
い
し
ω
）
を
争
い
、
右
判
断
は
民
訴

法
・
民
訴
用
印
紙
法
の
解
釈
適
用
を
誤
つ
た
違
法
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
主
張

し
、
第
二
に
憲
法
二
九
条
違
反
で
あ
る
と
し
て
上
告
し
た
が
、
最
高
裁
は
上
告

理
由
第
二
点
に
つ
い
て
は
単
な
る
法
令
違
反
を
主
張
す
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
と

し
て
、
ま
た
、
第
一
点
に
つ
い
て
は
以
下
の
理
由
に
よ
り
棄
却
し
た
。

「
控
訴
審
に
お
け
る
反
訴
の
提
起
は
、
本
訴
の
目
的
た
る
請
求
ま
た
は
防
禦
方

法
と
の
牽
連
が
要
求
さ
れ
る
に
止
ま
る
新
訴
請
求
に
つ
い
て
、
本
訴
に
対
す
る

控
訴
審
と
し
て
の
判
断
の
中
で
こ
れ
が
判
断
を
受
け
、
こ
れ
に
よ
つ
て
そ
の
判

断
に
控
訴
審
の
審
判
と
し
て
の
効
力
を
得
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
つ
て
、

そ
の
反
訴
状
に
は
、
民
事
訴
訟
用
印
紙
法
四
条
に
あ
た
る
場
合
の
ほ
か
は
、
控

訴
状
に
関
す
る
同
法
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
第
一
審
で
提
起
す
る
場
合
の
印
紙

額
の
一
・
五
倍
の
印
紙
を
貼
用
す
べ
き
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
そ

し
て
、
司
法
手
数
料
の
性
質
上
、
右
基
準
に
よ
る
印
紙
の
納
付
義
務
は
、
反
訴

提
起
行
為
自
体
に
つ
い
て
当
然
確
定
的
に
生
ず
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
か

ら
、
そ
の
反
訴
提
起
当
時
に
は
こ
れ
に
対
す
る
相
手
方
の
同
意
の
有
無
が
き
ま

つ
て
い
な
い
か
ら
と
い
り
て
、
友
訴
状
に
貼
用
す
べ
き
右
印
紙
額
を
減
額
し
て



よ
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
」

　
判
旨
に
反
対

　
本
判
決
は
、
控
訴
審
に
お
い
て
提
出
す
る
反
訴
状
に
は
、
民
訴
用
印
紙
法
四

条
に
あ
た
る
と
ぎ
の
ほ
か
は
、
同
法
五
条
の
控
訴
状
に
関
す
る
規
定
に
よ
り
、

第
一
審
に
お
い
て
提
出
す
る
場
合
に
貼
用
す
べ
き
印
紙
額
の
一
・
五
倍
の
印
紙

を
貼
用
す
べ
ぎ
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
、
学
説
（
舗
餅
瑠
瑚
轡
蝕
）
・
実
務
（
馴
講
韻

糊
繭
憶
㈱
闘
魂
詳
識
醐
蜥
湘
確
殖
噺
略
新
山
パ
期
）
の
と
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
判
例
と
し
て

登
載
さ
れ
る
も
の
と
し
て
は
初
め
て
の
も
の
で
あ
る
（
肱
壌
鉢
聯
欄
鮨
蕉
賎
献
け
茄
跳
籾

麓
齢
躯
績
馨
嘉
騨
舗
．
）
．

　
本
件
に
お
け
る
論
点
は
、
第
｝
に
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
控
訴
審
で
提
起
す

る
場
合
の
反
訴
状
に
貼
用
す
べ
き
印
紙
額
に
つ
い
て
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の

前
提
と
し
て
判
決
で
は
触
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
重
要
な
問
題
と
し

て
、
第
一
審
に
お
け
る
反
訴
提
起
の
際
の
貼
用
印
紙
額
の
算
定
方
法
は
い
か
に

す
べ
き
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
各
別
算
定
説
に
よ
る
の
か
合
算

説
に
よ
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
第
二
に
は
、
控
訴
審
で
の
反
訴
に
相
手

方
の
同
意
が
な
い
場
合
に
は
、
独
立
の
訴
と
し
て
第
一
審
に
移
送
す
べ
き
か
否

か
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
第
三
に
は
、
手
数
料
の
納
付
義
務
に
つ
い
て
の
問
題

で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ

　
論
点
第
一
に
つ
い
て
。
本
判
決
は
、
第
一
審
に
お
い
て
提
出
す
る
反
訴
状
の

貼
用
印
紙
の
算
定
方
法
に
は
触
れ
ず
に
、
控
訴
審
に
お
け
る
反
訴
の
提
起
は
、

そ
の
判
断
に
控
訴
審
の
審
判
と
し
て
の
効
力
を
得
ん
と
す
ゐ
も
の
で
あ
為
か

ら
、
第
一
審
に
お
い
て
提
出
す
べ
き
反
訴
状
に
貼
用
す
べ
鳶
印
紙
額
の
一
・
五

　
　
　
　
判
　
例
研
究

倍
を
貼
用
す
べ
き
で
あ
る
と
説
く
。
こ
れ
恭
通
説
で
あ
る
と
い
え
よ
う
が
、
こ

れ
に
は
有
力
な
反
対
説
が
あ
る
（
謙
解
か
鱗
辮
梱
即
記
諾
廟
頭
桿
紳
姻
餌
醗
）
。
反
対
説
に

よ
る
と
、
旧
請
求
に
合
算
さ
れ
る
新
請
求
の
訴
額
に
応
じ
て
、
第
一
審
で
貼
用

す
べ
き
印
紙
額
の
一
・
五
倍
と
、
既
に
控
訴
状
に
貼
用
し
た
印
紙
額
と
の
差
額

の
印
紙
を
追
貼
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

　
と
こ
ろ
で
、
第
一
審
で
提
起
す
る
場
合
の
反
訴
状
に
貼
用
す
べ
き
印
紙
の
額

の
算
定
方
法
に
は
、
既
述
の
如
く
、
各
別
算
定
説
と
合
算
説
の
二
説
が
あ
る
。

各
別
算
定
説
は
、
反
訴
の
訴
額
だ
け
を
基
礎
と
し
て
印
紙
法
二
条
に
よ
り
算
出

す
る
も
の
で
あ
る
。
合
算
説
は
、
本
訴
の
訴
額
と
反
訴
の
訴
額
と
を
合
算
し
、

そ
の
総
額
に
つ
い
て
印
紙
法
二
条
に
よ
り
算
出
し
た
額
と
、
本
訴
訴
状
に
貼
用

さ
れ
た
印
紙
額
と
の
差
額
を
反
訴
状
に
貼
用
す
べ
ぎ
で
あ
る
と
す
る
。
例
え

ば
、
本
訴
額
六
万
円
、
反
訴
額
五
万
円
の
場
合
を
考
え
て
み
る
と
、
印
紙
法
二

条
に
よ
り
、
一
万
円
か
ら
一
〇
万
円
ま
で
は
、
一
万
円
ま
で
に
つ
ぎ
一
〇
〇
円

の
印
紙
を
、
一
〇
万
円
以
上
五
〇
万
円
ま
で
は
、
一
万
円
ま
で
ご
と
に
七
〇
円

の
印
紙
を
貼
用
す
る
こ
と
に
な
つ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
各
別
算
定
説
に
よ

れ
ば
、
反
訴
状
に
は
五
〇
〇
円
の
印
紙
を
、
合
算
説
に
よ
れ
ぽ
、
本
訴
と
反
訴

と
の
訴
額
を
合
算
す
る
と
一
一
万
円
で
あ
る
か
ら
印
紙
額
は
一
〇
七
〇
円
で
、

本
訴
の
訴
額
が
六
〇
〇
円
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
と
の
差
額
四
七
〇
円
を
貼
用
す

れ
ば
よ
い
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
い
ず
れ
の
説
が
正
当
で
あ
ろ
う
か
。

　
確
か
に
、
各
別
算
定
説
は
反
訴
額
の
み
を
基
礎
と
し
て
い
る
の
で
あ
つ
て
、

明
確
で
あ
り
簡
単
で
あ
る
．
実
務
の
と
る
所
以
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
印
紙
法

二
条
が
訴
額
が
増
え
る
に
し
た
が
つ
て
、
一
万
円
ま
で
ご
と
の
印
紙
額
を
．
一

〇
〇
円
か
ら
七
〇
円
、
七
〇
円
か
ら
五
〇
円
と
減
ら
し
て
い
く
よ
う
に
し
て
い

一
七

（
三
九
七
）



判
例
　
研
　
究

る
こ
と
鳴
及
び
，
・
印
紙
法
四
条
の
如
ぐ
．
〆
本
訴
と
反
訴
と
そ
の
目
的
が
同
一
の

訴
訟
物
で
あ
る
と
き
は
反
訴
の
訴
状
に
印
紙
を
貼
用
し
な
く
て
も
よ
い
と
い
う

規
定
な
ど
か
ら
考
え
る
と
、
各
別
算
定
説
に
疑
問
な
し
と
し
な
い
。

　
ド
イ
ッ
め
裁
判
費
用
法
（
O
国
Q
Y
一
三
条
は
、
本
訴
と
反
訴
と
が
同
一
の
目

的
物
に
関
し
な
い
限
り
訴
価
は
合
算
さ
れ
る
旨
の
規
定
が
あ
る
（
撒
髄
鴎
蜥
則
叢
翻

劃
恥
四
）
。
我
が
国
で
は
鴨
こ
の
よ
う
な
明
文
の
規
定
は
な
い
。
し
か
し
、
管
轄

の
た
め
の
訴
額
で
は
、
「
訴
ヲ
以
テ
主
張
ス
ル
利
益
」
を
見
る
か
ら
本
訴
反
訴

の
合
算
は
不
当
だ
が
、
手
数
料
の
場
合
は
、
国
家
の
司
法
行
為
に
対
す
る
も
の

で
あ
る
か
ら
同
じ
手
続
に
起
さ
れ
た
以
上
、
原
告
か
ら
で
も
被
告
か
ら
で
も
、

証
拠
調
の
共
通
と
い
う
点
に
お
い
て
違
い
は
な
い
（
訟
榊
喫
協
騰
遅
葺
嘱
漸
騙
山
パ
第
）
。

す
な
わ
ち
、
反
訴
は
本
訴
と
請
求
の
基
礎
が
同
一
で
あ
り
、
同
じ
こ
と
を
調
べ

て
い
る
の
で
あ
つ
て
、
同
一
訴
訟
手
続
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
手
間
が
省
け

る
点
に
手
数
料
軽
減
の
理
由
が
存
す
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
合
算
説
が
各
別
算

定
説
に
勝
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
第
一
審
に
お
け
る
反
訴
状
に
つ
き
合
算
説
を
相

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ
　
　
ち

当
な
り
と
し
た
理
由
か
ら
み
れ
ば
、
控
訴
審
に
お
け
る
反
訴
状
に
貼
用
す
べ
ぎ

印
紙
額
の
算
定
方
法
と
し
て
も
、
兼
子
・
中
田
説
が
相
当
で
あ
る
と
い
え
よ

う
。
す
な
わ
ち
、
最
高
裁
の
判
旨
は
．
第
一
審
で
貼
用
す
べ
ぎ
額
の
一
・
五
倍

と
い
う
が
、
第
一
審
に
つ
い
て
各
別
算
定
説
を
と
つ
た
も
の
で
あ
る
か
合
算
説

を
と
つ
た
も
の
で
あ
る
か
明
ら
か
で
は
な
く
（
お
そ
ら
く
各
別
算
定
説
と
思
わ

れ
る
が
）
、
た
と
え
第
一
・
審
で
の
反
訴
状
に
貼
用
す
べ
き
印
紙
額
の
算
定
方
法

に
つ
い
て
合
算
説
を
と
つ
た
も
の
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
充
分
で
は
な

い
。
既
述
の
合
算
説
を
と
る
理
由
よ
り
み
れ
ば
単
に
、
第
一
審
で
貼
用
す
べ
き

印
紙
額
に
つ
い
て
合
算
説
に
よ
つ
た
と
し
て
も
、
そ
の
一
・
五
倍
と
す
る
だ
け

一
，
八

（
三
九
八
）

で
は
な
ぐ
、
既
に
控
訴
状
に
貼
用
し
た
印
紙
額
と
の
差
額
の
印
紙
を
追
貼
す
る

と
い
う
点
に
ま
で
進
ん
で
こ
そ
相
当
で
あ
る
。

　
論
点
第
二
に
つ
い
て
。
X
は
、
第
一
審
に
お
い
て
も
、
第
二
審
に
お
い
て

も
、
最
高
裁
に
お
い
て
も
、
一
貫
し
て
、
控
訴
審
に
お
け
る
反
訴
に
つ
い
て
相

手
方
分
局
意
が
な
い
場
合
は
、
第
一
審
に
移
送
す
べ
き
で
あ
る
旨
主
張
し
て
い

る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
原
審
は
、
控
訴
審
に
お
け
る
反
訴
の
提
起
に
は
相
手

方
の
同
意
あ
る
場
合
で
あ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
か
ら
．
こ
れ
を
欠
く
と

ぎ
は
、
不
適
法
と
し
て
判
決
で
却
下
さ
れ
る
べ
ぎ
も
の
で
あ
る
旨
述
べ
て
い

る
。
確
か
に
、
相
手
方
の
同
意
は
控
訴
審
に
お
け
る
反
訴
提
起
の
要
件
で
あ
り

（
眠
籍
融
庭
八
）
、
相
手
方
の
同
意
が
な
い
反
訴
は
不
適
法
と
し
て
却
下
さ
れ
る
と

い
う
の
は
通
説
の
よ
う
で
あ
る
が
、
－
分
離
ま
た
は
移
送
し
て
別
訴
と
し
て
有
効

に
取
扱
う
べ
き
で
あ
る
と
す
る
有
力
説
が
あ
る
（
繭
耕
コ
尉
歩
パ
鋤
賄
．
〉
。
私
は
以

下
の
理
由
に
よ
り
、
独
立
の
訴
と
し
て
の
要
件
を
備
え
て
い
る
な
ら
移
送
し
て

有
効
に
取
扱
う
べ
き
で
あ
る
と
解
す
る
。
民
訴
法
三
八
二
条
一
顕
溝
、
相
手
方

の
同
意
を
要
す
る
の
は
、
そ
れ
が
審
級
の
利
益
を
失
わ
せ
し
め
る
こ
と
に
な
を

か
ら
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
審
級
の
利
益
喪
失
と
い
う
こ
と
か
ら
、

一
審
を
失
う
不
利
益
を
与
え
る
も
の
と
は
解
さ
れ
な
い
と
き
は
、
相
手
方
の
同

意
を
要
し
な
い
と
す
る
判
例
（
畷
輔
一
癩
鵜
訊
争
一
一
バ
肛
恥
）
が
あ
る
し
、
ま
た
学
説

も
、
審
級
の
利
益
を
実
質
的
に
奪
つ
た
こ
ど
に
な
ら
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
反

訴
の
提
起
に
つ
い
て
な
に
も
相
手
方
の
同
意
を
要
求
す
る
ま
で
も
な
い
と
し
て

い
る
（
噺
駝
錨
蘇
論
謝
鞍
驕
鷺
茄
鷺
）
．
あ
こ
と
は
、
単
に
相
秀
の

同
意
の
有
無
だ
け
で
却
下
し
て
し
ま
わ
ず
に
、
な
る
べ
く
反
訴
を
有
効
に
取
扱

う
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
た
が
つ
て
、
反
訴
を
な
る
べ
く
有
効
に
取
扱
う
と
い



う
趣
旨
か
ら
、
右
の
よ
5
な
場
合
に
あ
た
ら
な
い
場
合
に
も
、
独
立
の
訴
と
し

て
の
要
件
を
備
え
て
い
る
限
り
、
反
訴
を
不
適
法
と
し
て
却
下
す
る
よ
り
は
第

一
審
裁
判
所
に
移
送
し
て
、
別
訴
と
し
て
有
効
に
取
扱
う
こ
と
が
、
訴
訟
経
済

に
も
合
致
す
る
。
も
つ
と
も
、
本
件
で
は
、
記
録
に
よ
る
と
、
こ
の
反
訴
は
X

が
自
ら
取
下
げ
て
い
る
ら
し
い
の
で
、
問
題
に
は
な
ら
な
い
。

　
論
点
第
三
に
つ
い
て
。
本
判
決
は
、
司
法
手
数
料
の
性
質
上
、
料
決
要
旨
に

い
う
基
準
に
よ
る
印
紙
の
納
付
義
務
は
、
反
訴
提
起
行
為
自
体
に
つ
い
て
当
然

確
定
的
に
生
ず
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
反
訴
提
起
当
時
に
は

こ
れ
に
対
す
る
相
手
方
の
同
意
0
有
無
が
ぎ
ま
つ
て
い
な
い
か
ら
と
い
つ
て
、

反
訴
状
に
賠
用
す
べ
き
印
紙
額
を
減
額
し
て
よ
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
旨
判

示
し
て
い
る
。
司
法
手
数
料
の
性
質
は
、
国
家
の
施
設
、
す
な
わ
ち
、
裁
判
所

を
利
用
し
、
そ
の
活
動
を
特
別
に
要
求
す
る
こ
と
に
対
す
る
一
種
の
対
価
と
も

（
厳
密
な
意
味
で
は
対
価
で
は
な
い
が
）
、
報
酬
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
（
紳
縮

訟
費
用
」
岩
波
法
律
辞
典
・
三
巻
・
一
七
三
九
頁
、
鈴
木
忠
一
「
訴
訟
費
用
の
裁
判
」
民
訴
講
座
三
巻
・

九
二
四
頁
、
な
お
特
に
田
中
永
司
・
本
件
判
例
解
説
・
最
高
裁
判
例
解
説
・
民
事
編
・
昭
四
一
年
度
・
二

㌍
肱
碩
が
）
。
な
る
ほ
ど
司
法
手
数
料
が
こ
の
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
あ
る
な
ら

ば
、
本
件
の
場
合
、
単
に
相
手
方
の
同
意
の
有
無
で
反
訴
却
下
と
な
る
こ
と
に

つ
い
て
、
納
付
し
た
手
数
料
に
見
合
う
べ
き
裁
判
所
の
行
為
が
な
い
と
解
し
て

手
数
料
を
減
額
す
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
も
い
え
よ
う
（
尤
も
、
私
は
相
手
方
の

同
意
が
な
い
場
合
、
ま
た
同
意
が
な
い
場
合
で
審
級
の
利
益
を
奪
う
こ
と
が
な
い
と

し
て
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
独
立
の
訴
之
し
て
の
要
件
を
備
え
て
い
る
限
り
、

移
送
し
て
独
立
の
訴
と
し
て
有
効
に
取
扱
5
べ
ぎ
も
の
と
み
る
か
ら
、
相
手
方
の
同

意
が
な
い
と
の
理
由
で
却
下
す
る
と
き
は
、
手
数
料
を
減
額
せ
よ
と
の
問
題
は
起
ら

な
い
で
あ
ろ
う
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
納
付
し
た
手
数
料
に
見
合
う
裁
判
所
の
行

　
　
　
　
判
・
例

研
、
究

為
の
有
無
で
手
数
料
の
額
が
左
右
さ
れ
る
と
い
う
の
は
正
し
ぐ
な
い
。
手
数
料

の
納
付
義
務
は
、
当
事
者
が
裁
判
所
に
対
し
て
一
定
の
行
為
を
求
め
る
こ
と
に

因
り
且
つ
此
と
同
時
に
常
に
生
ず
る
の
で
あ
り
、
裁
判
所
に
よ
つ
て
申
請
通
り

の
行
為
が
為
さ
れ
る
か
否
か
、
又
為
さ
れ
た
か
否
か
に
関
係
し
な
い
（
齢
淋
彊
勘
一

嗣
噸
緬
激
噸
鰻
舞
購
訟
）
。
そ
し
て
、
こ
の
手
数
料
の
納
付
義
務
は
、
請
求
の
種
類
・

額
に
ょ
つ
て
、
規
定
に
よ
る
一
定
の
手
数
料
の
額
に
つ
い
て
生
じ
る
の
で
あ

る
。
し
た
が
つ
て
、
手
数
料
の
額
も
ま
た
裁
判
所
に
よ
つ
て
申
請
通
り
の
行
為

が
為
さ
れ
る
か
否
か
、
又
為
さ
れ
た
か
否
か
に
関
係
し
な
い
。
す
な
わ
ち
、
訴

が
請
求
棄
却
と
な
ろ
う
と
、
訴
訟
要
件
を
欠
く
と
の
理
由
で
却
下
と
な
ろ
う

と
、
そ
の
他
取
下
や
和
解
に
よ
り
訴
が
終
了
し
た
と
し
て
も
、
手
数
料
の
納
付

義
務
も
そ
の
額
も
そ
れ
ら
に
よ
つ
て
な
ん
ら
影
響
を
受
け
な
い
と
解
す
べ
き
で

あ
り
、
本
件
に
お
い
て
最
高
裁
が
、
相
手
方
の
同
意
が
な
い
こ
と
の
み
で
却
下

さ
れ
た
場
合
、
反
訴
状
に
貼
用
す
べ
き
印
紙
額
を
減
額
し
て
よ
い
も
の
で
は
な

い
と
し
た
点
は
正
し
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
石
　
川
　
　
明
・
栂
　
　
善
　
夫
）

昭
里
1
7
（
畷
薙
肇
恥
巻
）

　
弁
護
士
の
提
出
し
た
代
理
委
任
状
が
偽
造
ぞ
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
調
査

　
し
な
か
つ
た
こ
と
に
裁
判
官
の
過
失
が
な
い
と
さ
れ
た
事
例

　
　
損
害
賠
償
請
求
事
件
（
昭
四
一
・
四
・
二
二
第
二
小
法
廷
判
決
）

　
　
X
（
原
告
・
被
控
訴
人
・
被
上
告
人
）
は
訴
外
A
・
B
両
会
社
に
対
し
合
計
二

　
　
八
六
万
三
〇
〇
円
の
確
定
判
決
に
基
づ
く
債
権
を
有
し
て
い
た
。
そ
こ
で
X
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

一
九
　
　
　
（
三
九
九
》



　
　
判
例
研
究

A
・
B
両
会
社
が
第
三
債
務
者
C
・
D
・
E
に
対
し
て
有
し
て
い
た
本
件
各
債

権
を
差
押
え
た
所
、
そ
れ
と
前
後
し
て
A
・
B
会
社
に
対
す
る
他
の
債
権
者
F

等
も
自
ら
有
す
る
各
債
権
に
基
づ
い
て
右
被
差
押
債
権
に
就
ぎ
競
合
し
て
差
押

を
な
し
た
為
、
第
三
債
務
者
C
・
D
・
E
は
金
銭
を
供
託
す
る
に
至
り
、
そ
の

各
供
託
金
に
就
ぎ
配
当
手
続
が
開
始
さ
れ
た
。
所
が
そ
れ
よ
り
前
、
X
は
甲
弁

護
士
を
訴
訟
代
理
人
と
し
て
右
執
行
手
続
を
進
め
て
い
た
所
、
A
・
B
会
社
の

代
表
取
締
役
で
あ
る
S
が
同
会
社
の
本
件
訴
訟
代
理
人
乙
に
X
名
義
の
委
任
状

を
偽
造
交
付
し
た
の
で
、
乙
は
他
の
債
権
者
F
等
の
代
理
人
丙
等
と
共
に
協
議

を
な
し
、
右
配
当
事
件
に
於
け
る
供
託
金
全
額
を
債
権
者
の
一
人
で
あ
る
F
に

配
当
さ
れ
て
も
異
議
な
き
旨
の
示
談
が
各
債
権
者
・
債
務
者
問
に
成
立
し
た
旨

を
記
し
た
協
議
書
を
作
成
し
、
之
を
配
当
裁
判
所
に
提
出
し
た
。
そ
ご
で
配
当

裁
判
所
の
担
当
裁
判
官
は
配
当
期
日
を
指
定
し
た
が
、
そ
の
指
定
の
告
知
は
X

に
関
し
て
は
乙
弁
護
士
に
の
み
な
さ
れ
た
為
、
甲
弁
護
士
は
全
く
そ
の
事
実
を

知
り
得
な
か
つ
た
。

乙
は
債
務
者
（
A
・
B
）
と
債
権
者
（
X
）
の
双
方
代
理
人
と
し
て
期
日
に
出
頭

し
、
裁
判
官
に
対
し
配
当
協
議
書
通
り
の
配
当
表
作
成
を
求
め
、
同
裁
判
官
は
・

右
協
議
書
に
基
づ
き
法
定
の
優
先
順
位
に
関
係
な
く
各
供
託
金
全
額
を
F
に
配

当
す
る
旨
の
配
当
表
を
作
成
し
、
そ
の
実
施
を
命
じ
た
．
そ
の
結
果
、
F
は
供

託
金
全
額
を
受
領
し
た
の
に
反
し
、
X
は
全
く
配
分
を
受
け
な
か
つ
た
の
で
、

も
し
正
当
な
配
当
手
続
が
行
わ
れ
た
な
ら
ば
認
容
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
配
当
額
九

三
万
三
三
一
七
円
の
損
害
を
受
け
る
に
至
つ
た
。
そ
こ
で
X
は
右
損
害
は
畢

寛
、
担
当
裁
判
官
が
訴
訟
代
理
権
の
存
否
・
適
否
を
職
権
で
調
査
し
な
か
つ
た

こ
と
に
よ
つ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
の
理
由
で
国
に
対
し
損
害
賠
償
を
求
め

た
の
が
本
件
訴
訟
で
あ
る
。

第
一
・
二
審
は
「
配
当
手
続
に
於
い
て
債
権
者
と
債
務
者
は
間
接
的
意
味
に
於

い
て
は
利
害
の
対
立
す
る
地
位
に
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
債
権
者
と
債

一
二
〇

（
四
〇
9

務
者
の
双
方
の
代
理
人
を
同
一
人
が
兼
ね
る
の
は
異
常
の
現
象
と
云
う
を
妨
げ

な
い
。
よ
つ
て
担
当
裁
判
官
が
被
控
訴
人
又
は
そ
の
代
理
人
を
直
接
審
問
す
る

等
、
適
当
な
措
置
を
と
つ
て
い
た
な
ら
ば
、
真
実
乙
に
授
権
の
な
か
つ
た
事
が

た
や
す
く
発
見
出
来
た
事
は
推
測
に
難
く
な
い
か
ら
右
委
任
状
の
存
在
を
看
過

し
た
の
は
結
局
、
担
当
裁
判
官
が
そ
の
職
務
を
行
う
に
当
つ
て
尽
す
べ
き
注
意

義
務
を
怠
つ
た
事
に
よ
る
も
の
と
認
め
ざ
る
を
得
な
い
』
と
し
て
X
の
請
求
を

認
容
し
た
。

Y
（
被
告
・
控
訴
人
・
上
告
人
）
は
「
債
権
者
・
債
務
者
間
に
は
実
質
的
に
利

害
の
対
立
は
な
い
か
、
又
は
両
者
の
利
害
・
意
見
が
共
通
な
為
、
当
該
授
権
が

行
わ
れ
た
も
の
と
信
頼
し
て
授
権
に
就
き
格
別
の
調
査
を
す
る
こ
と
な
く
配
当

手
続
を
進
め
た
と
し
て
も
そ
れ
は
無
理
か
ら
ぬ
事
で
、
担
当
裁
判
官
に
右
調
査

を
な
す
べ
き
法
律
上
の
義
務
あ
り
と
は
云
え
な
い
。
従
つ
て
担
当
裁
判
官
が
職

務
上
、
尽
す
べ
ぎ
注
意
義
務
を
怠
つ
た
と
し
た
原
判
決
に
は
法
令
解
釈
上
の
違

法
で
あ
る
」
と
上
告
し
た
。

最
高
裁
は
「
①
配
当
手
続
に
於
て
は
主
た
る
利
害
の
対
立
は
む
し
ろ
競
合
す
る

債
権
者
相
互
間
に
於
い
て
存
す
る
か
ら
双
方
の
本
人
が
双
方
代
理
を
知
悉
し
な

が
ら
真
実
、
こ
れ
に
同
意
し
て
い
る
な
ら
ば
民
法
一
〇
八
条
の
規
定
と
同
様
の

法
理
に
よ
つ
て
無
効
で
あ
る
と
は
云
え
な
い
（
尚
、
本
件
配
当
手
続
で
は
確
定

さ
れ
た
債
務
の
履
行
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
同
条
但
書
に
あ
た
る
様
な
解
釈
の

生
ず
る
余
地
が
な
い
で
は
な
い
）
。
②
弁
護
士
法
二
五
条
一
号
、
二
号
違
反
と
し

て
そ
の
効
力
を
否
定
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
．
・
③
訴
訟
代
理
権
の
有
無
が
職
権

調
査
事
項
で
あ
る
事
は
云
う
迄
も
な
い
が
、
当
該
弁
護
士
が
自
己
の
訴
訟
代
理

権
を
主
張
し
て
之
に
添
う
委
任
状
を
提
出
し
て
い
る
場
合
に
は
そ
の
真
偽
を
疑

わ
せ
る
特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
真
正
の
代
理
権
が
存
在
す
る
も
の
と
し
て
取

り
扱
え
ば
足
り
る
」
、
等
を
根
拠
と
し
て
「
債
権
者
・
債
務
者
の
双
方
を
同
脚
の

弁
護
士
が
代
理
す
る
事
は
稀
な
事
で
あ
る
と
し
て
も
、
本
件
委
任
状
が
偽
造
で



あ
る
か
ど
う
か
を
担
当
裁
判
官
に
於
い
て
疑
つ
て
み
る
べ
き
注
意
義
務
が
あ
る

と
云
え
る
程
の
特
段
の
事
情
が
あ
る
と
は
認
め
難
く
、
更
に
本
件
は
特
段
の
事

惰
の
有
無
に
就
き
尚
、
審
理
を
要
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
」
と
破
棄
差
戻
。

e
本
件
に
於
い
て
、
、
国
家
賠
償
法
一
条
に
基
づ
き
国
が
損
害
賠
償
を
負
担
す

る
か
否
か
は
「
裁
判
官
の
職
務
活
動
自
体
が
同
条
に
云
う
公
権
力
の
行
使
の
定

型
性
を
備
え
て
い
る
か
」
と
の
剛
般
的
側
面
か
ら
の
考
察
に
加
え
て
「
当
該
裁

判
官
の
配
当
手
続
に
於
け
る
裁
判
権
行
使
に
関
し
注
意
義
務
違
反
が
認
定
さ
れ

得
る
か
」
の
面
か
ら
の
両
面
か
ら
判
断
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。

⇔
　
国
家
賠
償
法
一
条
に
云
う
所
謂
「
公
権
力
の
行
使
」
の
内
容
に
就
い
て
は
、

「
国
家
統
治
権
に
基
づ
く
優
越
的
な
意
思
の
発
動
た
る
作
用
を
指
し
、
立
法
・

行
政
・
司
法
の
三
作
用
を
包
含
す
る
」
と
す
る
狭
義
説
と
、
「
国
家
行
為
中
、
私

経
済
作
用
を
除
く
全
て
の
公
行
政
作
用
を
包
含
す
る
」
と
す
る
広
義
説
と
の
対

立
は
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
多
数
の
学
説
は
裁
判
官
の
職
務
活
動
自
体
が

同
条
の
構
成
要
件
該
当
性
を
備
え
る
も
の
と
解
し
て
い
る
（
齢
朗
械
却
鉱
胴
財
補
）
。

　
少
数
説
は
主
に
、
「
裁
判
官
の
職
務
行
為
は
高
度
に
裁
判
官
の
自
主
的
判
断
に

委
ね
ら
る
ぺ
き
事
項
で
あ
る
か
ら
国
家
賠
償
責
任
を
認
め
る
と
間
接
的
に
せ
よ

裁
判
官
の
独
立
性
を
お
び
や
か
す
」
と
し
て
反
対
す
る
が
、
，
司
法
権
の
独
立
が

確
保
さ
れ
て
い
る
我
国
で
は
、
右
の
如
き
は
単
な
る
杞
憂
π
過
ぎ
な
い
と
も
云

え
よ
う
し
、
裁
判
官
の
独
立
と
そ
の
違
法
な
職
務
行
為
に
就
い
て
の
賠
償
責
任

と
は
本
来
、
別
個
の
観
点
か
ら
論
議
さ
る
べ
き
も
の
故
、
右
の
理
由
の
み
で
以

て
直
ち
に
国
家
賠
償
免
責
を
是
認
す
る
の
は
不
適
切
で
あ
る
。
従
つ
て
、
裁
判

官
の
職
務
活
動
自
体
、
同
条
の
定
型
性
を
充
足
す
る
と
す
を
多
数
説
の
立
場
に

判
例
　
研
　
究

賛
成
す
る
．

㊧
　
訴
訟
代
理
権
の
有
効
な
る
存
在
は
訴
訟
要
件
で
あ
り
且
つ
、
そ
の
存
否
は

職
権
調
査
事
項
で
あ
る
と
す
る
の
が
多
数
説
で
あ
る
（
蝋
解
蜘
」
「
嘱
灘
噺
鰍
）
。
従
つ

て
本
件
に
於
い
て
は
、
裁
判
権
行
使
に
就
い
て
の
国
家
賠
償
の
対
象
た
り
得
る

注
意
義
務
違
反
は
職
権
調
査
事
項
た
る
訴
訟
代
理
権
の
欠
訣
に
対
す
る
職
権
行

使
の
必
要
性
を
ど
の
程
度
ま
で
是
認
す
る
か
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
も
の
と
云
え

よ
う
。
此
の
点
に
就
き
、
一
、
二
審
は
論
議
の
焦
点
を
弁
護
士
の
双
方
代
理
の

異
常
性
に
置
き
、
当
該
手
続
に
於
け
る
代
理
権
欠
訣
の
認
知
の
容
易
さ
を
強
調

す
る
事
に
よ
つ
て
双
方
代
理
の
異
常
性
即
代
理
権
存
否
の
調
査
義
務
違
反
を
認

定
し
て
い
る
。
之
に
対
し
最
高
裁
は
原
審
の
斯
か
る
論
理
構
成
に
疑
間
を
投

じ
、
双
方
代
理
の
異
常
性
か
ら
直
ち
に
訴
訟
要
件
の
職
権
調
査
義
務
に
対
す
る

裁
判
官
の
過
失
を
帰
結
す
る
の
は
非
で
あ
る
と
し
、
右
論
理
が
成
立
す
る
為
に

は
他
に
具
体
的
特
段
の
事
情
が
存
在
す
る
事
を
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
尤

も
最
高
裁
は
双
方
代
理
に
よ
る
当
該
訴
訟
手
続
の
無
効
そ
の
も
の
の
論
理
に
就
い
て

も
否
定
的
で
あ
る
）
。

　
一
般
に
訴
訟
要
件
と
云
わ
れ
る
も
の
の
中
に
も
種
々
の
性
格
の
も
の
が
あ
る

為
に
そ
れ
ら
の
全
部
が
一
律
に
職
権
調
査
の
対
象
と
な
る
庵
の
で
は
な
く
、
裁

判
所
・
当
事
者
の
主
導
性
に
就
き
種
々
の
態
様
の
も
の
が
あ
る
事
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
（
証
灘
「
タ
寝
鱒
訴
）
が
裁
判
官
の
実
務
上
の
負
担
軽
減
に
よ
る
司
法
制
度

の
円
滑
化
の
為
に
は
一
律
に
全
て
の
訴
訟
要
件
に
裁
判
官
の
職
権
調
査
義
務
を

要
求
す
る
事
も
無
理
で
あ
る
と
云
え
よ
5
。
然
ら
ば
仮
令
剛
般
的
に
職
権
調
査

の
必
要
性
が
是
認
さ
れ
る
場
合
で
あ
つ
て
も
尚
、
例
え
ば
訴
訟
代
理
権
の
欠
飲

と
云
つ
た
問
題
は
弁
護
士
の
資
質
な
ら
び
に
そ
の
自
治
能
力
に
よ
り
事
前
に
防

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
二
　
　
　
（
四
〇
一
）



　
　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

止
さ
れ
、
事
後
的
に
是
正
さ
れ
る
畜
期
待
し
（
響
難
齢
齢
棚
翠
一
鯵
）
、

以
て
裁
判
官
の
負
担
軽
減
が
企
図
さ
れ
る
べ
ぎ
事
も
認
容
出
来
る
の
で
あ
る
。

従
つ
て
原
審
の
な
し
た
裁
判
官
の
注
意
義
務
違
反
認
定
の
論
拠
が
抽
象
的
な
双

方
代
理
の
異
常
性
の
み
に
在
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
論
理
構
成
の
不
備
を
つ
く
最

高
裁
の
論
旨
に
は
十
分
な
説
得
力
が
あ
る
の
で
あ
る
．
然
し
君
の
点
は
、
あ
く

迄
も
一
般
的
論
理
で
あ
り
、
裁
判
官
の
過
失
が
具
体
的
に
認
定
出
来
る
事
由
が

認
め
ら
れ
れ
ぽ
別
論
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
点
、
最
高
裁
の
云
う
「
特
段
の
事
情
」

の
実
体
が
追
及
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
．

⑳
　
最
高
裁
は
原
審
の
認
定
し
た
双
方
代
理
に
よ
る
訴
訟
代
理
権
欠
飲
を
理
由

と
す
る
当
該
配
当
手
続
の
無
効
そ
の
も
の
に
就
い
て
も
否
定
的
で
あ
る
。
そ
の

論
拠
は
専
ら
、
「
金
銭
債
権
に
就
い
て
の
強
制
執
行
の
配
当
手
続
に
於
い
て
は
、

主
た
る
利
害
の
対
立
は
む
し
ろ
競
合
す
る
債
権
者
相
互
間
に
於
い
て
存
す
る

事
」
と
「
双
方
の
本
人
が
双
方
代
理
を
知
悉
し
真
実
之
に
同
意
し
て
い
る
な
ら

ば
民
法
一
〇
八
条
と
同
様
の
法
理
に
よ
り
無
効
と
す
る
を
得
な
い
事
」
に
あ

り
、
又
、
補
充
的
に
本
件
の
場
合
は
民
法
一
〇
八
条
但
書
に
該
当
す
る
と
の
解

釈
の
余
地
を
認
め
て
い
る
。

　
民
法
一
〇
八
条
の
規
定
の
趣
旨
は
「
斯
か
る
場
合
は
理
論
的
に
代
理
が
成
立

し
な
い
と
云
う
の
で
は
な
く
本
人
の
利
益
を
考
慮
し
た
代
理
権
の
制
限
に
過
ぎ

ず
、
従
つ
て
同
条
但
書
で
新
た
に
利
益
の
交
換
を
生
ず
る
の
で
な
い
行
為
は
除

外
し
た
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
（
繊
購
詳
醒
諭
服
法
）
。
右
の
本
人
保
護
の
思

想
は
単
に
実
体
法
上
の
関
係
に
限
ら
ず
訴
訟
手
続
上
に
於
い
て
も
貫
徹
さ
る
べ

ー
き
も
の
で
あ
る
事
は
言
を
倹
た
な
い
（
弁
護
士
法
二
五
条
は
そ
の
趣
旨
を
弁
護
士

に
対
す
る
拘
束
の
面
よ
り
規
定
す
る
）
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
二
　
　
　
（
四
〇
二
）

　
所
で
最
高
裁
は
本
件
に
於
い
て
双
方
代
理
に
よ
る
無
効
を
否
定
す
る
論
拠
の

第
輔
に
当
該
配
当
手
続
に
於
け
る
債
権
者
・
債
務
者
間
の
利
益
の
対
立
の
非
本

来
性
を
掲
げ
る
が
、
そ
の
点
の
論
旨
は
大
い
に
疑
間
で
あ
る
。
確
か
に
配
当
手
続

の
段
階
に
於
い
て
は
利
害
の
対
立
は
主
に
債
権
者
の
配
分
決
定
に
就
い
て
の
も

の
で
あ
る
か
ら
原
審
の
云
う
如
き
債
権
者
・
債
務
者
間
の
対
立
は
二
次
的
に
過

ぎ
な
い
事
も
否
定
出
来
な
い
。
然
し
右
の
最
高
裁
の
理
論
は
配
当
手
続
の
一
般

的
側
面
で
あ
つ
て
、
個
々
具
体
的
な
場
合
に
右
の
関
係
と
並
ん
で
債
権
者
・
債
務

者
間
の
利
害
の
対
立
が
重
要
な
も
の
と
な
る
事
ま
で
も
否
定
す
る
事
は
出
来
な

い
筈
で
あ
る
。
も
し
そ
れ
を
認
め
な
け
れ
ば
、
例
え
ば
一
定
の
債
権
者
と
債
務

者
が
共
謀
し
て
特
定
の
債
権
者
の
利
益
を
害
す
る
事
が
可
能
と
な
つ
て
し
ま
う

で
あ
ろ
う
。
最
高
裁
の
論
旨
よ
り
す
れ
ば
、
裁
判
官
の
注
意
義
務
違
反
を
認
容

さ
せ
る
特
段
の
事
情
の
存
在
と
は
、
双
方
代
理
、
弁
護
士
法
二
五
条
違
反
以
外
の

事
由
を
指
し
て
い
る
も
の
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
が
、
仮
に
そ
の
立
場
が
、
特

段
の
事
由
が
あ
れ
ぽ
債
権
者
・
債
務
者
問
に
就
い
て
の
双
方
代
理
の
効
力
も
無

効
た
り
得
る
事
を
肯
定
し
て
い
る
も
の
と
解
し
た
に
し
て
も
、
抽
象
論
と
し
て

債
権
者
・
債
務
者
問
の
利
益
の
対
立
の
二
次
性
を
強
調
す
る
事
の
実
益
が
ど
れ

程
あ
る
か
疑
わ
し
い
。
結
局
、
双
方
代
理
の
代
理
人
の
行
為
の
効
力
は
最
高
裁

の
云
う
如
き
一
般
的
な
利
益
対
立
の
論
理
で
云
々
さ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、

具
体
的
側
面
で
の
利
害
対
立
に
よ
つ
て
の
み
判
断
さ
る
べ
ぎ
も
の
で
あ
る
（
本

来
、
民
法
一
〇
八
条
で
意
味
さ
れ
る
利
害
の
対
立
と
は
具
体
的
側
面
に
於
け
る
そ
れ

で
あ
り
．
も
し
概
念
上
．
抽
象
的
利
害
対
立
と
具
体
的
利
害
対
立
を
区
別
し
得
る
と

し
て
も
両
者
は
不
即
不
離
の
関
係
に
あ
る
の
だ
か
ら
最
高
裁
の
云
う
様
に
抽
象
的
嚇

般
的
な
利
益
判
断
が
ま
ず
な
さ
れ
、
そ
れ
が
否
定
さ
れ
て
も
尚
、
具
体
的
特
段
の
事



由
が
あ
れ
ぽ
一
〇
八
条
の
予
想
す
る
利
害
の
対
立
が
あ
る
と
云
ヶ
も
の
で
は
な
い
．

尤
も
最
高
裁
が
前
述
の
具
体
例
の
場
合
で
も
双
方
代
理
の
成
立
を
否
定
す
る
の
で
あ

れ
ば
別
論
で
あ
る
）
．

　
そ
こ
で
此
の
問
題
を
具
体
的
事
実
に
即
し
て
見
る
と
、
「
債
権
者
中
、
供
託
金

配
分
を
主
張
し
た
者
は
F
】
人
で
あ
つ
た
事
」
、
「
委
任
状
を
偽
造
し
た
S
は
全

債
務
者
A
・
B
会
社
双
方
の
代
表
取
締
役
で
あ
つ
た
事
」
、
「
X
は
債
権
者
中
、

第
二
位
の
債
権
額
を
有
し
て
お
り
、
他
の
債
権
者
は
X
に
比
し
可
成
り
少
額
で

あ
つ
た
事
」
等
か
ら
X
は
当
該
供
託
金
配
分
を
め
ぐ
り
F
の
外
、
債
務
者
と
も

利
害
は
対
立
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
こ
に
債
務
者
と
F
の
作
為
を
看
取
出

来
る
の
で
あ
る
．
斯
く
の
如
ぎ
具
体
的
事
実
を
通
し
て
初
め
て
X
と
債
務
者
の

実
質
的
利
害
対
立
が
認
め
ら
れ
双
方
代
理
を
否
と
す
る
論
理
が
構
成
さ
れ
る
の

で
あ
つ
て
、
最
高
裁
の
云
う
債
権
者
・
債
務
者
問
の
利
益
対
立
の
二
次
性
の
理

論
は
否
定
さ
る
べ
き
事
は
勿
論
な
る
も
原
審
の
抽
象
的
論
拠
だ
け
か
ら
で
は
論

理
上
の
不
明
確
さ
は
免
れ
得
な
い
。

　
次
に
最
高
裁
は
「
双
方
代
理
で
あ
つ
宅
も
双
方
の
本
人
が
そ
の
事
を
知
悉
し

真
実
こ
れ
に
同
意
し
て
い
る
な
ら
ば
無
効
と
云
え
な
い
」
ど
云
う
が
、
本
件
で

は
X
も
、
そ
の
代
理
人
甲
も
全
く
右
事
実
に
就
き
不
知
な
の
で
あ
る
か
ら
単
な

る
一
般
論
と
し
て
肯
定
出
来
る
に
過
ぎ
な
い
。
更
に
補
充
的
に
「
本
件
配
当
手

続
で
は
債
務
履
行
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
一
〇
八
条
但
書
に
該
当
す
る
と
な
す

余
地
さ
え
な
い
訳
で
は
な
い
」
と
云
う
が
此
の
点
も
疑
問
で
あ
る
。
即
ち
前
述

の
様
に
具
体
的
側
面
に
於
い
て
は
債
権
者
・
債
務
者
間
に
は
利
害
の
対
立
が
成

立
し
得
る
し
、
特
に
本
件
の
如
く
X
を
配
当
よ
り
排
除
せ
ん
と
す
る
債
務
者
な

い
し
F
の
作
為
が
推
測
さ
れ
る
以
上
、
同
但
書
の
予
想
す
る
「
既
に
成
立
し
た

　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

債
務
の
機
械
的
決
済
」
の
如
ぎ
場
合
と
同
視
す
る
事
は
出
来
な
い
。
結
局
、
双

方
代
理
に
関
す
る
最
高
裁
の
論
旨
は
支
持
し
得
な
い
。

㈲
　
弁
護
士
法
二
五
条
一
、
二
号
違
反
に
よ
る
訴
訟
行
為
の
効
力
に
就
い
て
は

当
初
、
絶
対
的
無
効
が
主
張
さ
れ
た
が
（
献
糊
騙
批
笠
欝
気
蝦
聯
射
垂
迄
一
逆
一
一
頂

璽
欺
欄
關
薩
”
㌻
一
；
駄
鰻
喋
卜
靴
蜷
に
卸
財
モ
）
、
次
第
に
追
認
に
よ
り
有
効
と
な

る
と
す
る
判
例
（
欺
糊
堅
班
”
＝
＝
翫
眠
墾
舵
螢
函
鉱
二
璽
）
や
相
手
方
が
異
議

を
述
べ
な
か
つ
た
時
は
訴
訟
法
上
、
完
全
に
効
力
を
生
ず
る
と
す
る
判
例
（
晦
蒲

萄
ル
一
一
一
σ
鉱
襲
毒
麺
髪
頂
ゴ
爆
鴫
）
が
出
て
く
る
に
至
り
、
漸
時
、
有
効

説
の
方
へ
と
傾
斜
し
て
来
つ
つ
あ
る
様
で
あ
る
。

　
本
件
に
於
て
最
高
裁
は
右
昭
和
三
八
年
の
判
例
の
立
場
を
論
拠
と
し
て
当
該

配
当
手
続
は
弁
護
士
法
二
五
条
一
、
二
号
違
反
と
し
て
無
効
を
主
張
し
得
な
い

と
す
る
の
で
あ
る
が
、
右
判
例
は
本
件
と
情
況
を
異
に
し
、
そ
の
論
拠
た
り
得
・

な
い
の
で
あ
る
。
事
例
を
簡
単
に
説
明
す
る
と
、
X
の
貸
金
支
払
請
求
事
件
に

於
い
て
弁
護
士
A
は
X
・
Y
双
方
を
代
理
し
て
訴
訟
手
続
を
進
行
せ
し
め
た
の

で
あ
る
が
、
Y
は
一
、
二
審
を
通
じ
て
全
く
異
議
を
述
べ
ぬ
ま
ま
控
訴
審
で
敗

訴
し
た
が
．
そ
こ
で
初
め
て
当
該
訴
訟
行
為
の
無
効
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

最
高
裁
は
多
数
意
見
で
以
て
「
弁
護
士
法
二
五
条
一
号
違
反
の
訴
訟
行
為
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
　
　
や
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
や
　
　
め

つ
て
も
相
手
方
が
こ
れ
を
知
り
又
は
知
り
得
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
異
議
を
述
ぶ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
　
ち
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ
　
　
　
や
　
　
　
う
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
や
　
　
　
へ
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ
　
　
　
う
　
　
　
ヤ

る
こ
と
な
く
訴
訟
を
進
行
さ
せ
、
第
二
審
の
口
頭
弁
論
が
終
結
し
た
と
き
は
、

相
手
方
ほ
後
日
に
至
ウ
そ
の
無
効
を
主
張
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
」
と
し

た
。
此
の
判
例
の
結
論
に
は
「
双
方
代
理
の
事
実
を
相
手
方
が
知
り
又
は
知
り

得
た
に
も
拘
ら
ず
」
等
の
制
限
が
付
さ
れ
て
い
る
点
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
本
件
の
当
該
配
当
手
続
中
に
於
い
て
は
、
双
方
代
理
の
事
実
、
期
日
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
三
　
　
　
（
四
〇
三
）
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告
知
等
、
手
続
の
進
行
を
X
側
は
全
く
知
ら
ず
又
、
知
り
得
な
か
つ
た
如
き
情

況
に
あ
つ
た
の
で
あ
る
。

　
然
ら
ば
一
般
に
弁
護
士
法
二
五
条
一
、
二
号
違
反
の
訴
訟
行
為
の
効
力
を
ど

の
様
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
同
条
の
立
法
趣
旨
と
し
て
④
当
事
者
の
信

頼
利
益
の
保
護
、
◎
弁
護
士
の
品
位
の
保
持
、
◎
司
法
公
正
の
保
持
、
が
考
え

ら
れ
よ
う
が
、
そ
の
い
ず
れ
に
重
点
を
置
く
か
に
よ
つ
て
そ
の
結
論
を
異
に
す

る
で
あ
ろ
う
　
（
同
判
例
で
多
く
の
少
数
意
見
と
反
対
意
見
が
出
た
事
は
そ
の
事
を

示
し
て
い
る
）
。
恐
ら
く
多
数
説
は
責
問
権
の
放
棄
に
類
す
る
考
え
に
よ
つ
て
Y

の
上
告
を
棄
却
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
点
に
就
い
て
さ
え
も
「
弁
護
士
法
二

五
条
の
名
宛
人
が
当
事
者
で
は
な
く
弁
護
士
で
あ
る
以
上
、
何
故
、
当
事
者
が
異

議
を
述
べ
な
け
れ
ぽ
保
護
さ
れ
な
い
の
か
」
と
の
批
判
（
雄
鞭
撚
酷
邸
、
鵡
佛
蜥
訟
）

や
．
「
同
条
一
号
違
反
の
違
法
性
は
三
号
の
場
合
と
異
な
り
当
事
者
の
許
容
に

よ
つ
て
補
正
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
の
で
な
い
か
」
と
の
疑
問
が
残
る
の

で
あ
る
。

　
弁
護
士
法
二
五
条
の
立
法
趣
旨
と
し
て
前
述
し
た
三
要
素
は
悉
く
包
含
さ
れ

て
い
る
事
は
疑
え
な
い
が
そ
の
主
眼
は
「
司
法
の
公
正
の
保
持
」
に
あ
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
原
則
と
し
て
司
法
の
公
正
の
保
持
が
計
ら
れ
ず
し
て
保
護

に
値
す
る
当
事
者
の
信
頼
利
益
を
認
め
る
余
地
は
無
く
、
又
、
弁
護
士
の
品
位

の
保
持
は
司
法
の
公
正
の
保
持
の
為
の
手
段
な
い
し
は
反
射
的
効
果
に
過
ぎ
な

い
。
即
ち
、
訴
訟
に
於
け
る
紛
争
の
解
決
は
可
能
な
限
り
正
義
に
貫
か
れ
た
も

の
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
ず
、
唯
、
手
続
の
安
定
と
訴
訟
経
済
の
一
事
で
以
て
一
方

当
事
者
の
犠
牲
の
下
に
他
方
当
事
者
が
不
当
に
利
益
を
受
け
る
事
は
　
（
仮
令
そ

の
者
が
善
意
で
あ
る
に
し
て
も
）
許
さ
る
べ
き
で
は
な
い
。
斯
く
考
う
る
限
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
四
　
　
　
（
四
〇
四
）

同
条
違
反
の
訴
訟
行
為
は
無
効
と
云
う
外
な
い
。
唯
、
そ
の
場
合
で
も
例
え
ば

三
八
年
判
例
の
如
く
、
不
利
を
受
く
べ
き
当
事
者
が
同
条
違
反
を
知
り
又
は
容

易
に
知
り
得
た
に
も
拘
ら
ず
異
議
を
述
べ
ず
、
逆
に
そ
れ
を
判
決
の
結
果
が
不

利
な
場
合
に
の
み
利
用
す
る
と
云
つ
た
如
き
場
合
に
は
当
然
．
後
日
に
至
つ
て

そ
の
無
効
を
主
張
す
る
こ
と
は
許
さ
る
べ
き
で
は
な
い
（
そ
こ
に
至
れ
ぽ
、
む

し
ろ
当
事
者
の
信
頼
利
益
の
保
護
の
要
素
が
当
面
の
課
題
と
な
る
）
。
そ
の
論
拠
と

し
て
は
第
一
に
前
述
の
責
間
権
の
放
棄
か
ら
す
る
立
場
が
考
え
ら
れ
る
が
疑
間

が
多
く
、
結
局
、
・
信
義
則
な
い
し
禁
反
言
の
法
理
に
よ
り
右
主
張
を
排
斥
す
る

外
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
の
点
か
ら
本
件
を
見
る
と
、
X
は
全
く
双
方
代
理
に
よ
る
同
条
違
反
の

事
実
を
知
り
得
な
か
つ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
（
尤
も
詳
細
な
事
実
認
定

を
行
え
ば
不
知
に
つ
き
過
失
が
認
め
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
）
、
伺
条
一
、
二
号

違
反
と
し
て
当
該
配
当
手
続
は
無
効
と
解
す
る
外
な
い
。

㊨
　
結
局
、
前
記
配
当
手
続
に
於
い
て
債
権
者
F
、
債
務
者
A
・
B
の
代
表
取

締
役
S
の
一
方
又
は
双
方
に
X
の
利
益
侵
害
の
作
為
及
び
X
の
善
意
が
看
取
出

来
よ
う
か
ら
乙
の
双
方
代
理
な
い
し
弁
護
士
法
二
五
条
違
反
に
基
づ
き
当
該
配

当
手
続
は
無
効
と
云
え
よ
う
。
従
つ
て
裁
判
官
自
ら
代
理
権
欠
俵
を
覚
知
し
、

そ
の
存
否
、
適
否
を
調
査
す
べ
き
事
は
必
要
に
し
て
容
易
な
る
も
の
と
考
え
ら

れ
る
か
ら
右
適
切
な
る
措
置
を
取
ら
な
か
つ
た
担
当
裁
判
官
に
は
注
意
義
務
違

反
が
あ
つ
た
と
云
う
外
な
い
。
そ
し
て
右
違
反
に
よ
り
X
は
供
託
金
の
配
当
を

受
け
ら
れ
な
く
な
つ
た
の
で
あ
る
か
ら
X
の
請
求
は
認
容
さ
る
べ
ぎ
も
の
だ
つ

た
の
で
あ
る
。
然
し
既
に
見
た
様
に
原
審
の
判
断
は
双
方
代
理
の
異
常
性
嚇
調

査
義
務
違
反
と
の
抽
象
的
論
議
に
終
始
し
、
裁
判
官
の
注
意
義
務
違
反
を
結
論



づ
け
る
為
の
具
体
的
事
実
の
認
定
の
不
足
、
並
び
に
そ
の
理
論
構
成
の
不
明
確

の
そ
し
り
は
免
れ
な
い
の
で
、
再
度
、
右
の
点
を
審
理
す
る
の
が
適
当
と
考
え

ら
れ
る
。

　
以
上
に
よ
り
判
旨
の
結
論
に
賛
成
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
づ
け
に
反
対
で
あ

る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
清
　
水
　
暁
）

昭
四
一
1
8
（
畷
驕
鵬
礫
に
酌
巻
）

　
会
社
更
生
手
続
の
開
始
と
会
社
に
対
す
る
譲
渡
担
保
権

　
　
動
産
引
渡
請
求
事
件
（
昭
四
一
創
四
・
二
八
第
一
小
法
廷
判
決
）

　
　
X
相
互
銀
行
（
原
告
・
控
訴
人
・
上
告
人
）
は
、
訴
外
中
小
企
業
金
融
公
庫
よ

　
　
り
、
同
公
庫
の
訴
外
更
生
会
社
に
対
す
る
元
利
金
合
計
金
七
一
四
万
四
、
三
四

　
　
八
円
の
債
権
を
、
不
動
産
に
対
す
る
抵
当
権
（
順
位
第
一
番
）
と
、
工
場
備
附

　
　
の
機
械
器
具
等
に
対
す
る
譲
渡
担
保
権
と
と
も
に
譲
り
受
け
、
裁
判
所
に
対
し

　
　
前
記
抵
当
権
お
よ
び
譲
渡
担
保
権
を
目
的
と
す
る
更
生
担
保
権
届
出
書
を
提
出

　
　
し
た
。
更
生
管
財
人
町
（
被
告
・
被
控
訴
人
・
被
上
告
人
）
嫡
更
生
計
画
案

　
　
で
、
X
の
右
更
生
担
保
権
全
額
を
、
本
件
更
生
計
画
認
可
決
定
の
あ
つ
た
日
の

　
　
翌
年
の
応
当
日
を
初
回
と
し
て
六
年
均
等
分
割
弁
済
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
全

　
　
額
の
弁
済
が
あ
る
ま
で
本
件
抵
当
権
は
存
続
す
る
こ
と
と
し
、
裁
判
所
で
認
可

　
　
決
定
さ
れ
た
。
本
件
譲
渡
担
保
物
件
に
つ
い
て
は
、
Y
会
社
の
根
抵
当
権
が
設

　
　
定
さ
れ
て
い
た
が
、
本
件
翼
生
計
画
で
、
偽
の
た
め
右
根
抵
当
権
は
存
続
す
る

　
　
も
の
と
さ
れ
、
本
件
譲
渡
担
保
権
の
存
続
は
認
め
ら
れ
な
か
つ
た
。

　
　
X
は
、
本
件
譲
渡
担
保
物
件
で
あ
る
動
産
に
つ
き
、
そ
の
所
有
権
に
も
と
づ
く

　
　
　
　
判
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引
渡
請
求
の
訴
を
提
起
し
た
．
第
輔
審
判
決
（
原
榔
伽
購
鱗
編
鼓
翻
瑚
墾
旺
撃
恥
）

は
、
完
全
に
所
有
権
を
取
得
し
第
三
者
に
対
す
る
対
抗
要
件
を
具
え
た
譲
渡
担

保
権
者
は
原
則
と
し
て
、
更
生
手
続
に
よ
ら
ず
、
そ
の
目
的
物
件
を
更
生
会
社

か
ら
取
戻
す
権
利
を
有
す
る
と
解
し
な
が
ら
も
、
本
件
の
場
合
は
「
特
別
事
情
」

と
し
て
、
X
の
譲
受
債
権
は
本
来
抵
当
権
と
譲
渡
担
保
権
と
に
よ
り
共
同
的
に

担
保
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
本
件
更
生
計
画
の
確
定
に
よ
り
そ
の
内
容

の
変
更
を
う
け
る
に
い
た
り
、
更
生
担
保
権
た
る
本
件
抵
当
権
で
担
保
さ
れ
る

と
同
一
債
権
を
担
保
す
る
本
件
譲
渡
担
保
権
の
行
使
は
抑
制
さ
れ
る
と
し
て
．

X
を
敗
訴
せ
し
め
た
。

X
は
、
更
生
担
保
権
の
認
可
確
定
に
よ
つ
て
．
本
件
譲
渡
担
保
権
者
と
し
て
の

地
位
は
何
ら
変
更
を
う
け
る
い
わ
れ
は
な
い
と
し
て
控
訴
、
第
二
審
判
決
（
献
繊

郷
｛
菰
暫
か
髪
卸
紐
鵬
職
曳
）
は
、
譲
渡
担
保
権
は
本
来
は
取
戻
権
で
あ
る
が
、
、
譲

渡
担
保
権
者
が
積
極
的
に
届
出
を
し
た
と
き
は
更
生
担
保
権
と
し
て
処
理
す
べ

く
、
そ
の
場
合
に
は
譲
渡
担
保
権
者
の
組
を
設
け
て
特
別
の
利
益
保
護
が
さ
れ

る
べ
ぎ
で
あ
り
、
そ
の
点
本
件
更
生
計
画
は
暇
疵
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
認
可
決

定
が
確
定
し
た
か
ぎ
り
そ
れ
は
有
効
で
あ
り
、
従
つ
て
、
譲
渡
担
保
権
者
は
、

更
生
手
続
に
参
加
す
る
か
ぎ
り
、
そ
の
譲
渡
担
保
権
が
更
生
計
画
に
よ
つ
て
存

続
す
る
権
利
と
認
め
ら
れ
な
い
と
き
は
、
会
社
更
生
法
二
四
嚇
条
に
よ
つ
て
失

権
す
る
と
し
て
、
控
訴
を
棄
却
し
た
。

そ
こ
で
、
X
は
、
会
社
更
生
法
六
二
条
は
破
産
法
八
七
条
と
同
様
に
、
譲
渡
担

保
権
者
と
し
て
一
旦
所
有
権
を
取
得
し
た
者
の
取
戻
権
を
認
め
る
も
の
で
あ

り
、
ま
た
更
生
法
一
二
三
条
の
規
定
な
ら
び
に
立
法
の
沿
革
的
事
情
か
ら
し
て

も
．
譲
渡
担
保
権
で
担
保
さ
れ
る
債
権
は
更
生
担
保
権
に
属
し
な
い
こ
と
が
あ

き
ら
か
で
あ
る
と
し
て
、
上
告
し
た
。
こ
れ
に
対
し
最
高
裁
は
「
本
件
更
生
手

続
開
始
当
時
、
本
件
物
件
の
所
有
権
は
、
更
生
会
社
と
X
間
の
譲
渡
担
保
契
約

に
も
と
づ
き
、
X
に
移
転
し
て
い
た
が
、
右
所
有
権
の
移
転
は
確
定
的
な
も
の

ご
盃

（
四
〇
五
）



　
発
例
研
、
究

で
は
な
く
、
両
会
社
間
に
債
権
債
務
関
係
が
存
続
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
．
か

か
る
場
合
、
譲
渡
担
保
隆
者
は
、
更
生
担
保
権
者
に
準
じ
て
そ
の
権
利
の
届
出

を
な
し
、
更
生
手
続
に
よ
つ
て
の
み
権
利
行
使
を
な
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
目

的
物
に
対
す
る
所
有
権
を
主
張
し
て
、
そ
の
引
渡
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い

も
の
と
い
う
べ
く
、
す
な
わ
ち
取
戻
権
を
有
し
な
い
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ

る
」
と
し
て
、
上
告
を
棄
却
し
た
．

　
会
社
更
生
法
上
の
譲
渡
担
保
権
者
の
地
位
に
つ
い
て
は
、
立
法
当
初
か
ら
問

題
が
あ
つ
た
．
同
法
が
、
更
生
会
社
に
対
す
る
譲
渡
担
保
権
者
の
地
位
に
つ
き

何
ら
の
明
文
規
定
を
置
か
な
い
の
は
、
立
法
の
時
点
で
、
こ
の
問
題
に
つ
き
適

切
な
規
定
を
設
け
る
こ
と
が
不
可
能
だ
つ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
て
お
り

（
鵬
酢
罫
燗
桁
酬
）
、
泌
の
後
、
こ
の
問
題
の
実
際
上
の
重
要
性
が
ま
す
ま
す
増
し

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
回
の
改
正
に
お
い
て
も
、
「
調
査
審
議
の
時
間

的
余
裕
が
十
分
に
与
え
ら
れ
な
か
つ
た
の
で
、
今
後
引
き
続
い
て
行
な
わ
れ
る

民
法
又
は
強
制
執
行
法
の
改
正
の
際
に
併
せ
て
検
討
を
加
え
る
と
い
う
留
保
付

で
」
立
法
的
解
決
は
見
送
ら
れ
た
（
落
脇
ん
欄
調
卸
廻
恥
ズ
）
。
こ
の
よ
う
な
立
法
状

況
の
も
と
に
お
い
て
、
本
件
判
決
の
占
め
る
指
導
的
地
位
は
き
わ
め
て
大
き
い

も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
．

　
と
こ
ろ
で
、
立
法
過
程
に
お
け
る
内
部
的
事
情
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

れ
、
現
行
法
上
の
会
社
更
生
手
続
に
お
い
て
、
譲
渡
担
保
権
者
の
取
戻
権
の
有

無
は
、
そ
の
目
的
物
が
会
社
更
生
法
六
二
条
に
い
う
「
会
社
に
属
し
な
い
財

産」に

該
当
す
る
か
否
か
に
よ
つ
て
決
着
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
し
た
が

つ
て
、
問
題
は
譲
渡
担
保
に
お
け
る
所
有
権
の
帰
趨
乏
し
て
一
般
化
さ
れ
ざ
る

を
え
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
噺
二
六
　
　
　
　
（
四
〇
山
ハ
）

　
譲
渡
担
保
が
設
定
さ
れ
た
場
合
に
、
所
有
権
の
帰
趨
如
何
の
問
題
は
、
譲
渡

担
保
権
設
定
契
約
が
有
効
で
あ
る
と
す
る
以
上
．
設
定
契
約
の
実
体
的
効
果
の

間
題
で
あ
り
、
し
た
が
つ
て
当
事
者
の
意
思
の
解
釈
か
ら
演
繹
さ
る
べ
き
こ
と

が
ら
に
属
す
る
。
譲
渡
担
保
の
経
済
的
目
的
は
も
と
よ
り
担
保
で
あ
る
が
、
そ

の
目
的
が
、
単
に
当
事
者
の
動
機
に
過
ぎ
ず
、
効
果
意
思
の
内
容
は
所
有
権
移

転
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
所
有
権
移
転
の
効
果
が
生
ず
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
し

か
し
、
学
説
上
、
い
わ
ゆ
る
狭
義
の
譲
渡
担
保
と
い
う
行
為
類
型
に
あ
つ
て

は
、
当
事
者
の
効
果
意
思
の
内
容
が
、
抵
当
的
・
清
算
的
・
留
保
的
で
あ
る
と

解
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
そ
の
よ
う
な
当
事
者
の
効
果
意
思
が
い
か
な
る
法
律

効
果
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
べ
き
か
が
問
題
と
な
る
。

　
判
例
は
、
譲
渡
担
保
契
約
の
当
事
者
間
の
関
係
と
第
三
者
に
対
す
る
関
係
と

に
お
い
て
、
同
一
物
に
対
す
る
所
有
権
が
異
な
つ
て
帰
属
す
る
こ
と
が
あ
る
こ

と
を
認
め
る
立
場
（
い
わ
ゆ
る
関
係
的
所
有
権
）
に
立
つ
。
す
な
わ
ち
、
明
治

四
四
年
か
ら
五
年
に
か
け
て
の
東
京
控
訴
院
民
事
第
一
部
に
お
け
る
六
件
の
判

決
（
瑚
醐
胸
、
鶏
鄭
ネ
曙
噺
瑚
些
駄
場
配
縦
頗
ザ
胴
砒
翫
咲
賄
澗
靴
）
に
お
い
て
関
係
的
所

有
権
の
存
在
が
認
め
ら
れ
、
そ
れ
が
、
明
治
四
五
年
七
月
八
日
の
大
審
院
第
二

民
事
部
の
判
決
（
嘱
墾
郎
輯
）
に
よ
り
採
用
さ
れ
て
以
来
、
当
事
者
の
意
思
に
従

い
．
対
内
的
に
は
設
定
者
の
も
と
に
所
有
権
は
留
保
さ
れ
る
が
、
対
外
的
に
は

所
有
権
が
移
転
す
る
効
果
も
可
能
で
あ
る
と
す
る
（
た
だ
し
、
大
正
二
二
年
一

二
月
二
四
日
の
連
合
部
判
決
－
民
集
三
巻
五
五
五
頁
ー
は
、
そ
の
よ
う
な
権
利

の
分
属
は
異
例
の
こ
と
で
あ
り
、
「
当
事
者
が
法
律
行
為
ヲ
為
ス
ニ
当
リ
異
例
ノ
事

態
ハ

通
常
其
ノ
生
ゼ
シ
メ
ザ
ル
所
ナ
ル
ガ
故
二
…
－
其
ノ
何
レ
ナ
ル
ヤ
当
事
者
ノ
意

思
明
カ
ナ
ラ
ザ
ル
場
合
二
於
テ
ハ
、
其
ノ
意
思
ハ
内
外
共
二
財
産
権
ヲ
移
転
ス
ル
ニ



在
リ
ト
推
定
ス
ル
ヲ
柑
当
ト
ス
」
と
し
て
ザ
挙
証
責
任
を
転
換
し
た
）
。
こ
の
見
解

に
立
つ
か
ぎ
り
、
更
生
会
社
（
設
定
者
）
と
譲
渡
担
保
権
者
と
の
関
係
に
お
い

て
は
、
所
有
権
は
更
生
会
社
の
も
と
に
留
保
さ
れ
て
お
り
、
担
保
権
者
の
取
戻

権
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
す
じ
あ
い
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
学
説
は
、
関
係
的
所
有
権
は
わ
が
民
法
上
認
め
ら
れ
ず
（
訟
麟

蝕
甥
鰍
鎚
醗
澗
鯛
鄭
流
蟹
願
桝
繍
淋
㍉
輩
牒
勲
権
）
、
判
例
の
い
う
対
内
的
所
有
権
留
保
と

は
、
所
有
権
移
転
に
お
け
る
信
託
的
拘
束
の
「
た
と
え
」

に
す
ぎ
な
い
も
の
と

す
る
（
齢
淋
）
。
こ
の
見
解
に
立
て
ぽ
、
原
則
と
し
て
譲
渡
担
保
権
者
に
取
戻
権

を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
．
破
産
の
場
合
に
破
産
法
八
八
条
の
反
対
解
釈
と
し

て
、
債
権
者
に
取
戻
権
を
認
め
る
見
解
が
こ
れ
ま
で
有
力
で
あ
つ
た
し
、
破
産

法
八
八
条
と
同
趣
旨
の
規
定
で
あ
る
会
社
更
生
法
六
三
条
も
こ
の
立
場
の
有
力

な
論
拠
と
さ
れ
る
。

　
L
か
し
な
が
ら
、
譲
渡
担
保
権
設
定
契
約
に
お
け
る
当
事
者
の
効
果
意
思
が

抵
当
的
・
清
算
的
・
留
保
的
な
内
容
で
あ
る
以
上
、
そ
の
効
果
と
し
て
所
有
権
の

移
転
が
生
じ
る
余
地
も
必
要
も
な
い
の
で
は
な
い
か
。
意
思
表
示
に
お
け
る
表

現
手
段
と
し
て
の
用
語
は
通
常
の
用
法
に
従
つ
て
客
観
的
意
味
を
も
つ
べ
き
で

あ
る
と
す
る
い
わ
ゆ
る
表
示
主
義
の
要
請
は
、
そ
の
表
示
内
容
を
用
語
の
客
観

的
意
味
に
従
つ
て
信
じ
た
第
三
者
と
の
間
の
争
の
問
題
の
解
決
に
お
け
る
合
理

性
と
し
て
の
み
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
当
事
者
双
方
が
或
る
用
語
に

よ
り
共
通
の
理
解
に
達
し
て
い
る
場
合
に
、
契
約
内
容
を
当
事
者
の
共
通
の
理

解
以
外
の
と
こ
ろ
に
定
め
る
合
理
性
は
あ
る
ま
い
。
譲
渡
担
保
は
、
慣
習
法
的

に
そ
の
行
為
類
型
が
確
定
し
て
い
る
と
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
た
だ
、
の

こ
る
問
題
は
取
引
の
安
全
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
誤
解
性
あ
る
表
現
を
し
た
者

　
　
　
判
倒
　
研
究

が
．
そ
れ
を
信
じ
る
に
つ
き
正
当
な
理
由
の
あ
る
第
三
者
に
対
し
．
一
種
の
表

見
責
任
と
し
て
、
客
観
的
な
用
語
の
意
味
に
従
つ
た
責
任
を
負
わ
さ
れ
る
と
い

う
こ
と
で
足
り
る
（
齢
厭
号
巌
禰
箆
八
）
。
判
例
の
い
う
関
孫
的
所
有
権
と
は
、
対
外

的
に
は
表
示
ど
お
り
の
効
果
あ
る
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ

う
し
、
さ
ら
に
、
破
産
法
八
八
条
・
会
社
更
生
法
六
三
条
等
の
規
定
も
他
の
債

権
者
に
対
す
る
関
係
に
お
け
る
右
の
よ
う
な
責
任
を
定
め
る
も
の
と
解
す
べ
き

で
あ
る
。
、

　
な
お
、
本
件
で
は
、
本
件
設
定
契
約
が
「
強
い
譲
渡
担
保
」
で
あ
る
か
「
弱

い
譲
渡
担
保
」
で
あ
る
か
が
争
点
と
な
つ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
原
審
判
決
で

は
、
「
強
き
譲
渡
担
保
が
特
約
せ
ら
れ
、
弁
済
期
日
の
経
過
に
よ
り
、
債
権
者
が

そ
の
目
的
物
の
所
有
権
を
完
全
に
取
得
し
、
更
生
会
社
の
債
務
も
消
滅
し
て
い

る
と
き
は
、
会
社
更
生
法
上
問
題
と
な
る
余
地
は
な
い
」
と
す
る
の
に
対
し
、

上
告
審
で
は
、
譲
渡
担
保
一
般
に
つ
き
、
「
債
権
債
務
関
係
の
存
続
」
と
い
う
条

件
で
取
戻
権
を
否
定
し
て
い
る
。
も
し
、
譲
渡
担
保
と
い
う
行
為
類
型
に
お
い

て
、
設
定
契
約
の
時
点
で
所
有
権
移
転
の
効
果
が
生
じ
う
る
余
地
が
あ
る
と
す

れ
ば
、
そ
れ
は
取
戻
権
の
対
象
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
が
、
慣
習
法
的
に
認
め

ら
れ
て
い
る
譲
渡
担
保
の
類
型
に
お
い
て
、
所
有
権
が
移
転
し
て
い
な
い
も
の

で
あ
る
と
す
れ
ぽ
、
債
権
債
務
関
係
の
存
続
す
る
か
ぎ
り
、
更
生
手
続
の
開
始

の
時
に
所
有
権
を
取
得
し
て
い
な
い
以
上
、
後
に
取
戻
権
を
取
得
し
え
な
い
と

解
す
べ
き
で
あ
り
（
そ
う
で
な
い
と
、
五
六
条
一
項
、
五
七
条
一
項
と
の
バ
ラ
ン

ス
が
崩
れ
よ
ラ
）
、
上
告
審
判
決
を
妥
当
と
す
べ
き
で
あ
る
。

　
次
に
、
譲
渡
担
保
権
附
債
権
を
更
生
担
保
権
と
し
て
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
準

じ
て
扱
い
う
る
か
ど
う
か
は
、
か
な
り
問
題
が
あ
る
。
更
生
担
保
権
を
定
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
七
　
　
　
（
四
〇
七
）



判
　
例
薪
　
究

会
社
更
生
法
一
二
三
条
の
規
定
か
ら
し
て
、
そ
れ
が
更
生
担
保
権
そ
の
も
σ
た

り
え
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
が
“
立
法
の
い
き
さ
つ

か
ら
す
れ
ば
、
更
生
担
保
権
に
準
じ
た
扱
を
な
す
こ
と
を
積
極
的
に
否
定
す
る

こ
と
が
立
法
趣
旨
に
叶
う
も
の
と
も
い
え
な
い
。
結
局
、
こ
の
問
題
は
譲
渡
担

保
の
法
的
性
質
如
何
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
物
権
法
定
主
義
の
立
前
か
ら
し

て
、
そ
れ
が
単
な
る
債
権
的
拘
束
の
効
果
の
み
し
か
認
め
ら
れ
な
い
も
の
と
す

れ
ば
更
生
担
保
権
と
し
て
扱
わ
れ
る
途
は
と
ざ
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
最
近
、
譲
渡
担
保
を
担
保
物
権
と
し
て
構
成
す
る
見
解
が
有
力
に
主
張
さ
れ

る
よ
う
に
な
つ
て
来
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
根
拠
は
、
あ
る
い
は
慣
習
法
に

も
と
め
ら
れ
（
購
淋
剛
藷
馳
一
難
釈
）
、
あ
る
い
は
昭
和
三
四
年
改
正
の
国
税
徴
収
法

二
四
条
の
規
定
に
も
と
め
ら
れ
る
（
箆
∀
棚
か
嘱
灘
蜥
鰍
轍
噸
竣
騨
皿
蜷
一
一
一
魍
二
）
。
事
柄

の
実
質
か
ら
し
て
、
更
生
担
保
権
に
準
じ
た
扱
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
妥
当
で
あ

り
、
さ
ら
に
更
生
担
保
権
と
し
て
の
効
力
（
譲
渡
担
保
権
附
の
も
の
を
特
別
の
組

に
し
て
優
先
的
取
扱
を
な
す
べ
き
か
否
か
）
も
間
題
で
あ
つ
て
、
立
法
的
解
決
が

望
ま
れ
る
が
、
そ
の
場
合
、
譲
渡
担
保
権
の
担
保
物
権
法
上
の
位
置
づ
け
が
先

行
し
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
倉
沢
康
［
郎
）

昭
四
一
1
9
（
繋
曝
蓄
賭
）

　
信
義
則
上
訴
訟
行
為
の
無
効
を
主
張
し
え
な
い
と
さ
れ
た
事
例

　
　
家
屋
明
渡
請
求
事
件
（
昭
四
一
・
七
・
一
四
第
一
小
法
廷
判
決
〉

　
　
家
屋
の
所
有
者
で
あ
り
賃
貸
人
で
あ
る
X
（
原
告
・
被
控
訴
人
・
被
上
告
人
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
八
　
　
　
（
四
〇
八
）

は
、
賃
借
人
（
Y
）
と
転
借
人
（
ぬ
・
鶏
・
輪
・
脇
・
輪
・
偽
）
と
を
相
手
に
、

Y
に
対
し
て
は
賃
貸
借
契
約
終
了
に
基
づ
く
家
屋
の
明
渡
と
賃
料
相
当
額
の
遅

延
損
害
金
の
支
払
を
、
磧
以
下
六
名
に
対
し
て
は
所
有
権
に
基
づ
い
て
そ
の
占

有
す
る
各
部
屋
の
明
渡
を
求
め
て
、
訴
を
提
起
し
た
。

右
訴
に
つ
ぎ
X
が
第
一
審
裁
判
所
に
訴
状
を
提
出
し
た
の
は
昭
和
三
七
年
三
月

一
三
日
で
あ
り
、
第
一
審
裁
判
長
の
第
一
回
口
頭
弁
論
期
日
の
指
定
は
同
年
同

月
一
四
日
で
あ
つ
た
。
そ
し
て
、
本
件
訴
状
と
同
年
四
月
四
日
の
第
一
回
口
頭

弁
論
期
日
呼
出
状
が
Y
に
送
達
さ
れ
た
の
は
同
年
三
月
二
三
日
で
あ
つ
た
。
し

か
し
、
Y
は
、
同
年
三
月
一
六
日
に
死
亡
し
て
い
た
の
で
、
第
一
審
裁
判
所
は

右
第
一
回
口
頭
弁
論
期
日
を
Y
と
の
関
係
で
開
か
ず
、
口
頭
弁
論
期
日
を
お
つ

て
指
定
す
る
旨
の
措
置
を
と
つ
た
。
そ
の
後
、
同
年
九
月
二
一
百
、
Y
の
相
続

人
昭
・
脇
・
現
（
控
訴
人
・
上
告
人
）
は
、
弁
護
士
A
を
訴
訟
代
理
人
に
選
任

し
て
Y
の
訴
訟
を
承
継
す
る
旨
申
立
た
の
で
、
第
一
審
裁
判
所
は
受
継
を
許
可

し
、
同
年
一
〇
月
三
日
口
頭
弁
論
を
開
い
た
。
第
一
審
裁
判
所
は
、
そ
の
後
一
〇

回
の
口
頭
弁
論
を
開
ぎ
、
昭
和
三
八
年
一
二
月
三
日
第
一
審
X
勝
訴
。
そ
こ
で

昭
以
下
九
名
の
共
同
訴
訟
人
が
控
訴
の
申
立
を
し
た
が
、
昭
和
三
九
年
九
月
九

日
控
訴
棄
却
の
判
決
。
箔
以
下
九
名
は
更
に
上
告
。
上
告
理
由
中
本
件
に
関
係

の
あ
る
の
は
、
訴
状
送
達
の
時
Y
は
死
亡
し
て
お
り
訴
訟
当
事
者
で
は
な
い
か

ら
、
磧
・
脇
・
亀
は
受
継
の
申
立
を
な
し
得
ず
、
従
つ
て
本
件
訴
訟
は
訴
状
送

達
と
い
5
訴
訟
要
件
を
欠
く
か
ら
却
下
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で

あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
右
一
・
二
審
に
お
い
て
は
、
Y
の
訴
訟
を
払
・
偽
・
ぬ
に
お
い
て

受
継
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
Y
・
Y
・
Y
か
ら
は
勿
論
、
X
か
ら
も
な
ん
ら
の

異
議
が
で
ず
、
た
だ
X
の
請
求
の
当
否
の
み
が
争
わ
れ
て
き
た
。

最
高
裁
は
以
下
の
理
由
に
よ
り
上
告
を
棄
却
し
た
、
「
以
上
の
訴
訟
の
経
過
に

も
と
づ
い
て
、
本
件
を
検
討
す
る
に
上
告
人
Y
・
、
Y
・
Y
の
三
名
は
、
前
記
の



と
お
り
．
み
ず
か
ら
被
告
た
る
Y
の
訴
訟
を
承
継
す
る
手
続
を
と
り
こ
れ
を
承

継
し
た
も
の
と
し
て
、
本
件
訴
訟
の
当
初
か
ら
な
ん
ら
の
異
議
を
述
べ
ず
に
す

べ
て
の
訴
訟
手
続
を
遂
行
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
被
上
告
人
の
本
訴
請
求
の

適
否
に
つ
い
て
、
第
一
・
二
審
の
判
断
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
、
第
扁
・
二
審
を
通
じ
て
み
ず
か
ら
進
ん
で
訴
訟
行
為
を
し
た
前
記
上
告
人

三
名
が
、
い
ま
さ
ら
本
件
訴
訟
の
当
事
者
（
被
告
）
が
死
者
で
あ
る
Y
で
あ
つ

た
と
し
て
み
ず
か
ら
の
訴
訟
行
為
の
無
効
を
主
張
す
る
こ
と
は
、
信
義
則
の
う

え
か
ら
許
さ
れ
な
熔
の
と
解
す
る
の
霜
当
で
誓
．
（
瑚
鋲
議
謹
聯

醤
嶽
課
醸
鵡
攣
財
縫
判
）
．
・

　
判
旨
の
結
論
に
は
賛
成
、
理
論
構
成
に
は
疑
間
が
あ
る
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
　
　
ガ
　
　
　
　

　
一
、
二
審
を
通
じ
て
自
ら
進
ん
で
訴
訟
行
為
を
し
た
Y
・
Y
・
Y
の
三
名
が
、

最
高
裁
に
ま
で
争
つ
て
き
て
い
な
が
ら
、
い
ま
さ
ら
本
件
訴
訟
の
当
事
者
が
死

者
で
あ
る
Y
で
あ
つ
た
と
し
て
自
ら
の
訴
訟
行
為
の
無
効
を
主
張
す
る
こ
と

は
、
許
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
異
論
が
な
い
（
賄
醸
蕪
ハ
錨
婁

駕
埆
杁
頂
醐
肝
一
精
触
獅
躰
酢
欄
微
訥
誠
脇
爪
胴
港
躰
男
飢
影
忙
）
。
間
題
は
そ
の
理
論
構
成
で

あ
る
。
信
義
則
の
適
用
に
よ
り
Y
以
下
三
名
の
上
告
を
し
り
ぞ
け
る
こ
と
は
で

き
る
（
縮
礒
測
ぽ
贈
堵
齢
蛛
小
靴
鰯
る
）
。
し
か
し
、
信
義
則
を
適
用
す
る
ま
で
も
な
ぐ

上
告
を
排
斥
し
う
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
信
義
創
が
訴
訟
法
の
領
域
に
お
い

て
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
異
論
は
な
い
が
（
嘱
繭
蓄
轍
駄
磁
論
諦
鵬
憾
測
講
諏
飾

為
三
八
頁
以
下
、
山
木
戸
・
末
川
古
稀
記
念
・
中
・
二
六
五
頁
以
下
、
福
永
有
利
・
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
続

学
説
展
望
二
二
〇
頁
、
な
お
本
件
に
お
け
る
信
義
則
適
用
の
可
否
に
つ
い
て
、
石
川
・
前
掲
・
一
〇
四
頁

鯵
）
、
信
義
則
な
ど
と
い
う
一
般
条
項
は
な
る
べ
く
使
わ
ず
に
解
決
す
る
の
が
望

ま
し
い
（
誰
読
勘
雛
雛
叢
謙
偽
激
↓
齢
覇
叢
醜
裟
誹
叢
距
講

欝
輪
）
．
そ
れ
で
は
、
本
件
に
お
い
て
上
告
を
排
斥
落
澱
如
禦
る
理

　
　
　
，
判
例
　
研
究

論
に
よ
る
の
が
正
当
で
あ
ろ
う
か
．

　
本
件
に
お
け
る
間
題
点
は
、
第
一
に
、
当
事
者
は
誰
で
あ
る
の
か
（
当
事
者

確
定
の
時
期
及
び
方
法
の
問
題
）
、
第
二
に
、
本
件
に
お
い
て
相
続
人
Y
・
Y
・
・

脇
の
受
継
の
申
立
は
許
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
（
訴
訟
係
属
の
時
期
の
問
題
）
、

と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　
第
一
に
つ
い
て
。
当
事
者
の
確
定
に
つ
い
て
は
、
意
思
説
・
行
動
説
・
表
示

説
が
あ
る
（
網
麟
諸
勘
腱
蕊
恥
馳
秘
運
騨
跡
翻
臨
酷
諒
賭
恥
腱
碇
射
暇
訴
）
。
な
お
以
上
の
説

の
他
に
適
格
説
が
あ
る
。
始
め
か
ら
当
事
者
を
適
格
者
に
合
わ
せ
て
確
定
し
よ

う
と
い
う
も
の
で
あ
る
．
た
だ
、
こ
こ
で
は
、
適
格
説
を
一
応
除
外
し
、
意
思

説
・
行
動
説
・
表
示
説
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
（
瞼
廊
蘭
絡
臓
鮮
り

璃
”
翫
一
証
諺
謬
）
．

　
意
思
説
は
、
、
原
告
の
内
心
的
な
意
思
を
標
準
と
し
、
行
動
説
は
、
現
実
に
当

事
者
と
し
て
の
行
動
を
し
て
い
る
者
を
当
事
者
と
す
る
。
通
説
た
る
表
示
説

は
、
訴
状
に
当
事
者
と
し
て
表
示
せ
ら
れ
た
者
が
当
事
者
で
あ
る
と
す
る
（
鵡
居

賄
動
轍
伽
覗
調
郷
酌
鋤
駅
）
。
こ
の
三
説
の
う
ち
で
は
表
示
説
が
、
客
観
的
・
画
一
的

で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
意
思
説
・
行
動
説
に
勝
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
当
事
者
の
確
定
の
時
期
に
つ
い
て
は
訴
提
起
時
説
と
訴
状
送
達

時
説
と
が
あ
る
。
行
動
説
に
お
い
て
は
、
訴
提
起
以
後
口
頭
弁
論
終
結
ま
で
を

通
じ
て
確
定
し
う
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
表
示
説
に
お
い
て
は
、
い
ず

れ
の
説
に
よ
る
べ
き
か
間
題
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
多
数
説
は
訴
提
起
時
説

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
訴
提
起
時
説
は
、
当
事
者
は
訴
訟
の
出
発
点
に
お
い
て

確
定
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
訴
提
起
行
為
に
そ
の
基
準
を
求

め
る
も
の
で
あ
り
、
正
当
で
あ
る
。

」
二
九

（
四
〇
九
U
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右
各
説
の
う
ち
、
も
し
、
当
事
者
の
確
定
に
つ
い
て
、
ω
意
思
説
を
と
つ
た

と
す
る
な
ら
ぽ
、
原
告
の
意
思
い
か
ん
に
よ
る
が
、
本
件
に
お
い
て
Y
以
下
三

名
は
初
め
か
ら
訴
訟
当
事
者
で
あ
つ
た
と
解
し
う
る
し
、
⑭
行
動
説
を
と
る
な

ら
ば
、
や
は
り
Y
以
下
三
名
が
訴
訟
当
事
者
と
な
り
、
上
告
を
排
斥
し
う
る
。

ま
た
、
の
表
示
説
を
と
つ
て
、
任
意
的
当
事
者
変
更
を
認
め
る
こ
と
に
よ
り
Y

以
下
三
名
を
訴
訟
当
事
者
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
当
事
者
の
確
定
及
び
時
期
に
つ
い
て
は
、
表
示
説
・
訴
提
起
時
説
に
よ
る

の
が
正
当
で
あ
る
こ
と
は
既
述
の
通
り
で
あ
る
か
ら
、
右
⑳
㈲
に
つ
い
て
は
そ

の
理
由
よ
り
（
の
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
）
、
採
用
し
が
た
い
。
尤
も
、
判
例
の

な
か
に
は
．
最
近
表
示
説
を
採
る
も
の
が
多
く
な
つ
て
き
た
と
は
い
え
、
従
来

は
意
思
説
な
い
し
行
動
説
を
と
つ
て
き
た
。
し
た
が
つ
て
、
本
件
に
お
い
て

も
、
行
動
説
を
と
つ
て
Y
以
下
三
名
を
訴
訟
当
事
者
霊
あ
る
と
し
て
、
上
告
を

排
斥
し
え
た
は
ず
で
あ
る
（
そ
の
適
否
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
た
）
。
あ
え
て
そ
う

し
な
か
つ
た
の
は
、
最
高
裁
は
、
当
事
者
の
確
定
に
つ
ぎ
表
示
説
を
前
提
に
し

た
も
の
で
あ
る
と
解
す
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
か
。

　
第
二
点
に
つ
い
て
。
本
件
受
継
の
適
否
は
訴
訟
係
属
の
時
期
如
何
で
異
な

る
。
訴
訟
手
続
の
中
断
及
び
受
継
は
、
訴
訟
係
属
の
発
生
を
前
提
と
す
る
か
ら

で
あ
る
。
訴
訟
係
属
の
時
期
に
関
し
て
、
訴
状
提
出
時
説
（
訴
提
起
時
説
）
・

期
日
指
定
説
・
訴
状
送
達
時
説
（
剛
王
劒
蝉
税
齢
撤
漱
き
3
か
煎
Y
折
衷
説
（
辮
甥
誉
竣

加
卜
頂
醐
下
π
肱
惚
脚
勘
覗
吻
磯
調
恥
）
の
四
説
が
あ
も
。
本
件
の
場
合
、
訴
状
提
出

時
説
・
期
日
指
定
時
説
に
よ
る
と
、
Y
が
当
事
者
で
Y
以
下
三
名
の
受
継
が
適

法
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
訴
が
提
起
さ
れ
た
段
階
で
は
、
ま
だ
原
告
ー

と
裁
判
所
と
の
間
に
の
み
審
判
の
権
利
義
務
が
生
じ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
〇
　
　
　
（
四
一
〇
）

で
あ
り
、
訴
状
も
し
く
は
こ
れ
に
準
じ
あ
る
い
は
代
わ
る
書
面
の
送
達
そ
の
他

に
よ
つ
て
相
手
方
が
訴
の
提
起
を
了
知
し
う
る
状
態
に
お
か
れ
た
と
き
か
ら
、

相
手
方
と
裁
判
所
と
の
間
に
も
審
判
の
権
利
義
務
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る

（
艀
蓼
嘱
蜥
酷
免
）
、
と
解
す
べ
ぎ
で
あ
る
か
ら
、
訴
訟
係
属
の
時
期
は
訴
状
送

達
時
説
が
正
当
で
あ
る
（
畔
飢
訳
勲
ド
噺
釧
引
粛
鋸
賂
）
。
そ
れ
で
は
、
凪
以
下
三
名
の

受
継
は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
当
事
者
の
確
定
及
び
そ
の
時
期
に
つ
い

て
通
説
を
と
り
、
訴
訟
係
属
の
時
期
に
つ
い
て
多
数
説
を
と
る
な
ら
ば
（
表
示

説
を
と
り
、
確
定
の
時
期
に
つ
き
訴
提
起
時
説
を
と
り
、
訴
訟
係
属
の
発
生
に
つ
ぎ

訴
状
送
達
時
説
を
と
る
）
、
本
件
に
お
い
て
は
、
Y
が
被
告
と
し
て
確
定
し
た
こ

と
に
な
る
が
訴
訟
係
属
は
生
じ
な
い
わ
け
で
、
本
来
、
訴
状
却
下
を
す
る
こ
と

が
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
も
、
本
件
の
よ

う
に
受
継
を
申
立
て
き
た
場
合
、
受
継
を
認
め
る
の
が
多
数
説
で
あ
る
（
齢
翻
助

罫
醸
館
袖
卜
唄
飾
儲
碑
鋤
調
恥
八
）
。
す
な
わ
ち
、
本
件
の
如
く
被
告
Y
が
訴
提
起

時
に
は
生
存
し
て
い
た
が
、
訴
状
が
Y
に
送
達
さ
れ
る
以
前
に
Y
が
死
亡
し
て

し
ま
つ
た
場
合
、
本
来
訴
訟
係
属
の
効
果
が
発
生
す
る
前
で
は
あ
る
が
、
訴
訟

係
属
後
の
当
事
者
死
亡
の
場
合
の
民
訴
法
二
〇
八
条
の
規
定
を
類
推
し
て
受
継

を
認
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
ご
の
民
訴
法
二
〇
八
条
を
類
推
す
る
考
え

は
、
確
か
に
訴
状
送
達
時
説
を
と
る
限
り
訴
訟
係
属
は
な
い
け
れ
ど
も
、
訴
状

送
達
に
よ
り
訴
訟
係
属
に
転
化
す
る
潜
在
的
訴
訟
係
属
は
あ
る
（
噺
㎝
『
一
鴫
．
）
と

い
え
る
し
、
訴
訟
経
済
の
点
か
ら
も
正
当
で
あ
る
と
解
す
る
。

　
か
く
て
本
件
は
、
Y
以
下
三
名
の
受
継
を
適
法
な
も
の
と
し
て
上
告
を
排
斥

し
え
た
。
任
意
的
当
事
者
変
更
（
前
記
の
）
は
問
題
と
す
る
ま
で
も
な
い
（
晦
蝋

穂
堵
嫉
頒
旗
⑳
如
献
關
ゲ
艸
嚇
ゆ
硝
鵬
偶
勝
熊
槽
欄
餌
頂
期
）
。
た
だ
、
受
継
を
適
法
な
も
の



と
し
え
な
い
場
合
に
も
、
こ
の
任
意
的
当
事
者
変
更
に
よ
り
解
決
し
え
た
と
い

う
こ
と
は
で
ぎ
る
。

　
以
上
全
て
の
理
論
が
排
斥
さ
れ
る
な
ら
ば
、
信
義
則
を
適
用
し
て
解
決
す
る

こ
と
と
な
る
。
果
し
て
、
最
高
裁
が
、
こ
れ
ら
全
て
の
理
論
を
排
斥
し
て
信
義

則
に
よ
る
し
か
な
い
と
し
た
の
で
あ
る
か
否
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
信
義
則
を

も
ち
だ
す
ま
で
も
な
く
解
決
し
う
る
事
例
で
あ
つ
た
と
思
わ
れ
る
（
幽
僧
剛
稠
劫
醗

炸
覇
搬
騎
嬬
跡
雛
霜
警
眠
肇
二
驕
講
塾
蕊
鋸
儀
課
韻
す
）
．
し
た
が

つ
て
、
Y
以
下
三
名
の
受
継
を
認
め
こ
の
理
由
よ
り
し
て
解
決
し
え
た
と
解
す

る
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
石
川
　
明
・
栂
　
善
夫
）
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