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法学研究64巻5号（’91：5）

〔
下
級
審
民
訴
事
例
研
究
一
五
〕

144

15

一
　
起
訴
前
の
和
解
の
要
件
で
あ
る
「
民
事
上
ノ
争
」
が
肯
定
さ
れ
た
事
例

二
　
右
和
解
に
お
い
て
設
定
さ
れ
た
借
地
権
が
一
時
使
用
の
た
め
の
賃
貸
借
契
約
に
基
づ
く
も
の
と
認
め
ら
れ
た

　
　
事
例

東
京
地
裁
平
成
元
年
九
月
二
六
日
判
決
（
昭
六
二
⑰
八
七
八
六
号
請
求
異
議
事
件
、
判
例
時
報
一
三
五
四
号
一
二
〇
頁
）

〔
事
　
実
〕

　
X
は
，
昭
和
五
二
年
三
月
、
Y
の
先
代
か
ら
、
本
件
土
地
を
賃
借
し
た

が
、
そ
の
際
、
両
者
間
で
、
本
件
土
地
に
関
す
る
使
用
賃
借
契
約
を
合
意

解
除
し
た
こ
と
に
し
、
な
お
本
件
土
地
を
総
合
解
体
の
業
務
用
資
材
置
場

及
び
自
家
用
貨
物
自
動
車
の
駐
車
場
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、

X
に
お
い
て
プ
レ
ハ
ブ
ニ
階
建
物
等
の
仮
設
構
造
物
を
建
て
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
等
を
内
容
と
す
る
第
一
回
目
の
即
決
和
解
調
書
が
作
成
さ
れ
、

そ
の
後
ま
も
な
く
、
本
件
土
地
上
に
プ
レ
ハ
ブ
ニ
階
建
物
等
が
築
造
さ
れ

た
．
両
者
は
、
昭
和
五
六
年
四
月
、
明
渡
期
限
及
び
月
額
損
害
金
の
額
を

除
く
ほ
か
、
第
一
回
目
の
即
決
和
解
と
ほ
ぽ
同
様
の
内
容
の
本
件
和
解
を

成
立
さ
せ
た
が
、
本
件
和
解
の
申
立
書
に
は
、
両
者
間
に
明
渡
猶
予
期
間

及
び
損
害
金
の
額
に
つ
い
て
争
い
が
あ
っ
た
な
ど
と
の
記
載
が
あ
っ
た
。

　
こ
れ
に
対
し
、
X
は
、
本
件
和
解
に
つ
い
て
は
Y
の
先
代
が
即
決
和
解

の
形
式
を
と
る
こ
と
を
希
望
し
、
X
が
こ
れ
に
応
じ
た
も
の
で
あ
り
、
賃
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貸
借
の
目
的
・
期
間
・
賃
料
額
な
ど
は
い
ず
れ
も
明
確
に
な
っ
て
お
り
、

両
者
の
間
に
何
ら
の
紛
争
も
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
本
件

土
地
の
賃
貸
借
が
普
通
建
物
所
有
を
目
的
と
す
る
賃
貸
借
で
あ
る
こ
と
を
、

理
由
と
し
て
、
本
件
和
解
調
書
の
執
行
力
の
排
除
を
求
め
る
請
求
異
議
の

訴
え
を
提
起
し
た
の
が
本
訴
で
あ
る
。

〔
判
　
旨
〕

　
判
示
事
項
一
に
つ
い
て
。
原
告
は
、
即
決
和
解
の
申
立
は
民
事
上
の
紛

争
に
つ
い
て
の
み
許
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
本
件
和
解
は
右
紛
争
性
の
要

件
を
欠
き
、
あ
る
い
は
借
地
法
の
規
定
を
潜
脱
す
る
も
の
で
無
効
で
あ
る

旨
主
張
す
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
民
訴
法
三
五
六
条
所
定
の
和
解
が
将
来
に
お
け
る
訴

訟
防
止
を
一
つ
の
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
同

条
の
規
定
に
お
け
る
右
目
的
に
照
ら
し
、
同
条
所
定
の
「
民
事
上
の
争

い
」
と
は
権
利
関
係
の
存
否
・
内
容
及
び
範
囲
に
つ
い
て
の
現
在
の
紛
争

に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
権
利
関
係
に
つ
い
て
の
不
確
実
、
将
来
に

お
け
る
権
利
実
行
の
不
安
全
も
こ
れ
に
含
ま
れ
る
と
解
す
ぺ
き
で
あ
る
。

　
本
件
和
解
申
立
の
内
容
た
る
一
時
使
用
の
た
め
の
土
地
賃
貸
借
の
関
係

に
お
い
て
は
、
殊
に
そ
れ
が
一
時
使
用
の
た
め
の
賃
貸
借
で
あ
る
か
否
か

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
が
訴
訟
上
の
争
点
と
し
て
争
わ
れ
る
事
例
が
少
な
か

ら
ず
見
受
け
ら
れ
る
実
情
に
鑑
み
、
他
に
特
段
の
事
情
を
認
め
る
べ
き
資

料
の
な
い
本
件
に
お
い
て
は
将
来
の
紛
争
発
生
の
可
能
性
を
予
測
し
う
る

権
利
関
係
の
不
確
実
ま
た
は
将
来
の
権
利
関
係
実
行
の
不
安
全
の
存
す
る

場
合
と
し
て
、
同
条
所
定
の
「
民
事
上
の
争
い
』
あ
る
場
合
と
認
め
る
の

が
相
当
で
あ
る
。

　
判
示
事
項
二
に
つ
い
て
。
こ
れ
を
本
件
に
つ
い
て
み
る
に
、
前
記
認
定

事
実
に
よ
れ
ぽ
、
当
時
本
件
土
地
に
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
築
計
画
が
あ
っ
た

か
否
か
は
別
と
し
て
、
豊
治
（
Y
の
先
代
－
筆
者
注
）
と
し
て
は
、
現
に
本
件

土
地
に
隣
接
す
る
自
己
所
有
の
九
四
番
の
土
地
を
賃
貸
マ
ソ
シ
ョ
γ
の
敷

地
と
し
て
利
用
し
て
い
た
の
で
あ
る
し
、
ま
た
上
述
の
よ
う
な
金
竜
学

（
訴
外
ー
筆
者
注
）
と
の
過
去
の
紛
争
の
経
過
に
鑑
み
、
再
び
将
来
長
期
に

わ
た
り
、
本
件
土
地
を
占
有
さ
れ
る
こ
と
を
危
惧
し
、
本
建
築
に
あ
ら
ざ

る
仮
建
築
物
の
所
有
を
目
的
と
し
存
続
期
間
も
短
期
間
に
限
定
す
る
意
図

を
有
し
て
い
た
も
の
と
い
う
べ
く
（
豊
治
が
わ
ざ
わ
ざ
原
告
に
依
頼
し
て

本
件
土
地
の
周
囲
に
鉄
製
フ
ェ
ソ
ス
を
設
置
し
て
い
る
の
も
そ
の
一
つ
の

証
左
で
あ
り
、
昭
和
五
二
年
三
月
二
四
日
成
立
し
た
第
一
回
目
の
即
決
和

解
に
お
い
て
も
、
和
解
条
項
第
一
項
で
豊
治
と
原
告
と
が
本
件
土
地
に
関

す
る
「
使
用
貸
借
契
約
」
を
「
合
意
解
除
」
す
る
旨
規
定
さ
れ
て
お
り
、

第
二
項
で
賃
貸
借
期
間
満
了
時
の
原
告
の
地
上
物
件
全
部
の
収
去
土
地
明

渡
条
項
ま
で
こ
と
さ
ら
定
め
て
い
る
こ
と
は
、
本
件
の
実
体
か
ら
す
れ
ば
、

一
部
措
辞
適
切
を
欠
く
け
れ
ど
も
、
豊
治
が
本
件
土
地
の
明
渡
に
つ
い
て

あ
れ
こ
れ
配
慮
し
て
い
た
こ
と
を
強
く
推
測
さ
せ
る
も
の
と
い
う
ぺ
き
で

あ
る
．
）
、
金
の
残
置
し
た
物
件
の
解
体
撤
去
工
事
に
当
た
り
．
ま
た
、
駐

車
場
等
の
移
転
を
迫
ら
れ
、
暫
定
的
に
し
て
も
こ
れ
ら
を
別
の
場
所
に
確

保
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
原
告
と
し
て
も
豊
治
の
右
意
図
を
十

分
察
知
し
得
た
も
の
と
推
認
す
る
に
難
く
な
い
。

　
し
か
も
、
原
告
が
本
来
本
件
土
地
上
に
建
築
を
許
容
さ
れ
て
い
た
の
は

145
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「
仮
設
」
建
物
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
現
実
に
建
築
さ
れ
た
も
の
に
つ

い
て
み
て
も
、
い
ず
れ
も
建
物
と
し
て
の
表
示
登
記
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、

固
定
資
産
税
課
税
台
帳
に
も
登
録
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
そ
の
投
下
資

本
額
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
種
類
・
構
造
・
設
備
及
び
借
地

全
体
に
し
め
る
割
合
等
か
ら
考
え
て
、
解
体
・
移
転
・
撤
去
は
比
較
的
容

易
で
あ
る
と
み
ら
れ
、
原
告
と
し
て
も
右
投
下
資
本
額
の
相
当
部
分
を
回

収
し
た
の
で
は
な
い
か
と
も
み
え
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
て
、
前
記
認
定
事
実
と
前
記
各
即
決
和
解
調
書
の
記
載
内
容
と

か
ら
す
れ
ぽ
．
原
告
と
豊
治
と
の
間
の
本
件
土
地
の
賃
貸
借
の
主
た
る
目

的
は
当
初
よ
り
一
貫
し
て
、
こ
れ
を
業
務
用
貨
物
自
動
車
の
駐
車
場
と
し

て
使
用
す
る
と
と
も
に
．
業
務
用
の
資
材
置
場
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
に

あ
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
普
通
建
物
所
有
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
い

と
認
め
る
が
相
当
で
あ
り
、
た
だ
そ
の
目
的
を
よ
り
よ
く
実
現
す
る
た
め

の
付
随
的
施
設
と
し
て
前
記
の
よ
う
な
仮
説
の
建
物
・
構
造
物
の
設
置
が

許
容
さ
れ
て
き
た
も
の
と
認
め
る
の
が
相
当
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　
し
か
し
て
、
地
主
側
と
し
て
も
、
所
有
地
の
自
己
使
用
の
必
要
性
な
い

し
可
能
性
が
、
将
来
的
に
は
と
も
か
く
、
当
面
は
な
い
か
、
ま
た
は
弱
い

場
合
に
、
土
地
の
不
法
占
拠
を
防
ぎ
土
地
の
効
率
的
利
用
を
図
る
た
め
に

こ
れ
を
一
時
貸
与
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
な
り
に
多
分
に
客
観
的
合
理
的
理

由
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
豊
治
と
原
告
は
、
昭
和
五
六
年
四
月
二
〇
日
、
本
件
和
解
を

し
た
の
で
あ
る
が
．
前
記
第
一
回
目
の
即
決
和
解
を
し
た
と
き
か
ら
本
件

和
解
を
す
る
ま
で
の
間
に
格
別
の
事
情
の
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
は
認
め
ら

れ
な
い
か
ら
、
コ
時
使
用
」
の
文
言
が
使
用
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
使

用
損
害
金
額
が
増
額
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
明
渡
期
限
の
昭
和
六
〇
年
一
月

三
一
日
か
ら
昭
和
六
二
年
五
月
一
四
日
頃
ま
で
明
渡
要
求
の
な
か
っ
た
こ

と
な
ど
の
諸
事
情
を
考
慮
し
て
も
な
お
、
こ
れ
ま
た
豊
治
と
原
告
は
本
件

土
地
に
つ
い
て
一
時
使
用
の
た
め
の
賃
貸
借
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
に
合

意
し
本
件
和
解
を
す
る
に
至
っ
た
も
の
と
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

〔
批
　
評
〕

　
判
示
事
項
二
は
、
実
体
法
上
の
問
題
な
の
で
、
本
稿
で
は
訴
訟
上
の
問

題
で
あ
る
判
示
事
項
一
に
限
っ
て
論
評
す
る
。

　
判
示
事
項
一
に
つ
い
て
の
判
旨
の
結
論
に
は
反
対
で
あ
る
。
以
下
そ
の

理
由
を
述
べ
る
。

一
　
民
事
訴
訟
法
三
五
六
条
第
一
項
は
、
「
民
事
上
ノ
争
二
付
テ
ハ
』
と

規
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
．
起
訴
前
の
和
解
す
な
わ
ち
即
決
和
解

（
以
下
即
決
和
解
と
い
う
）
が
民
事
上
の
争
い
を
対
象
と
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
．
土
地
家
屋
の
明
渡
等
公
正
証
書
に
よ
っ
て
は
得

ら
れ
な
い
債
務
名
義
が
安
価
・
簡
便
に
得
ら
れ
る
こ
と
に
よ
る
も
の
と
思

わ
れ
る
が
、
こ
の
種
の
請
求
権
に
つ
い
て
、
当
事
者
間
で
裁
判
外
に
成
立

し
て
い
る
示
談
契
約
を
こ
の
手
続
に
の
せ
る
と
い
う
目
的
を
も
っ
て
即
決

和
解
が
締
結
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
種
の
場
合
に
即
決

和
解
の
要
件
で
あ
る
右
の
「
民
事
上
の
争
い
』
が
存
在
す
る
と
い
え
る
か

否
か
が
問
題
に
な
る
。

　
と
こ
ろ
で
．
判
例
に
は
こ
の
種
の
場
合
．
少
数
判
例
と
し
て
．
a
『
民
事

上
の
争
」
な
し
と
し
て
和
解
の
申
立
を
却
下
し
た
も
の
（
①
名
古
屋
地
決
昭
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和
四
二
年
一
月
一
六
日
判
時
四
七
六
号
四
七
頁
）
、
b
「
民
事
上
の
争
い
」
が
な

い
の
に
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
当
該
起
訴
前
の
和
解
は
無
効
で
あ
る
と

判
示
し
た
も
の
（
②
東
京
地
判
昭
和
五
年
七
月
一
三
日
新
聞
一
三
五
四
号
八
頁
、
③

神
戸
地
判
昭
和
二
四
年
六
月
三
日
高
民
二
巻
一
一
二
七
頁
）
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
に

対
し
て
多
く
の
判
例
は
「
民
事
上
の
争
い
」
を
以
下
の
よ
う
に
解
し
て
い
る
．

す
な
わ
ち
、
c
権
利
関
係
の
不
確
実
や
権
利
実
行
の
不
安
全
が
あ
る
こ
と

（
④
大
阪
高
判
昭
和
二
四
年
一
一
月
二
五
日
高
民
二
巻
三
〇
九
頁
、
⑤
東
京
地
判
昭

和
二
六
年
二
月
＝
一
日
下
民
二
巻
一
八
七
頁
、
⑥
大
阪
高
判
昭
和
三
一
年
五
月
一
三

日
下
民
七
巻
＝
二
二
五
頁
、
⑦
福
岡
地
決
昭
和
四
四
年
七
月
八
日
判
時
五
八
九
号
六

五
頁
）
、
d
現
在
の
紛
争
が
な
く
て
も
、
和
解
申
立
当
時
か
ら
将
来
の
紛
争

の
発
生
が
予
測
で
き
る
事
情
が
あ
る
こ
と
（
⑧
東
京
地
判
昭
和
三
〇
年
八
月
一

六
日
下
民
六
巻
一
六
三
三
頁
、
⑨
名
古
屋
高
判
昭
和
三
五
年
一
月
二
九
日
高
民
二
二

巻
七
月
二
日
）
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
学
説
は
、
判
例
の
大
勢
を
支
持
す
る
も
の
（
我
妻
・
判
例

研
究
三
・
四
・
八
五
、
菊
井
”
村
松
・
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
H
四
七
〇
、
斉
藤
編
・
注

解
民
訴
法
5
三
七
一
、
兼
子
闘
松
浦
“
新
堂
”
竹
下
・
条
解
民
訴
法
一
二
一
＝
）
も

あ
る
が
、
批
判
的
な
も
の
も
あ
る
（
谷
口
安
平
・
民
商
四
三
・
六
二
六
八
、

判
民
昭
一
五
・
五
四
事
件
斉
藤
評
釈
、
深
沢
「
起
訴
前
の
和
解
に
関
す
る
諸
問
題
」

実
務
民
訴
講
座
2
二
六
〇
）
。

『
民
事
上
の
争
い
」
は
即
決
和
解
の
要
件
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
何
で
あ

る
か
は
別
に
し
て
、
そ
れ
が
存
在
し
な
い
以
上
即
決
和
解
の
申
立
を
不
適

法
と
し
て
却
下
で
き
る
。
こ
の
点
で
前
記
判
例
①
は
正
当
で
あ
る
．
問
題

は
民
事
上
の
争
い
に
何
を
含
め
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
前
記
判
例
②
に
は
問
題
が
あ
る
。
民
事
上
の
争
い
が
な

く
て
も
和
解
が
調
書
に
記
載
さ
れ
れ
ぽ
即
決
和
解
は
成
立
し
た
も
の
と
さ

れ
、
そ
の
執
行
力
を
争
う
に
は
請
求
異
議
に
よ
る
以
外
に
な
く
執
行
力
が

当
然
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
訴
訟
上
の
和
解
に
既
判
力

を
否
定
す
る
な
ら
ば
、
残
る
訴
訟
上
の
効
力
は
執
行
力
と
訴
訟
終
了
効
で

あ
る
．
起
訴
前
の
和
解
に
訴
訟
終
了
効
は
問
題
に
な
ら
な
い
の
で
、
残
る

の
は
執
行
力
で
あ
り
和
解
手
続
終
了
効
で
あ
る
。
し
か
し
、
請
求
異
議
に

よ
り
執
行
力
を
排
除
し
な
い
以
上
は
成
立
し
た
和
解
は
当
然
無
効
で
は
な

く
、
執
行
力
を
有
す
る
．
和
解
無
効
を
前
提
と
し
て
別
訴
な
い
し
は
和
解

無
効
確
認
の
訴
え
も
可
能
で
あ
る
が
、
成
立
し
た
和
解
は
少
な
く
と
も
和

解
手
続
終
了
効
を
有
す
る
と
い
う
点
で
は
当
然
無
効
と
は
い
え
な
い
。
民

事
上
の
紛
争
を
欠
く
和
解
が
無
効
で
あ
る
と
い
う
場
合
、
請
求
異
議
や
和

解
無
効
確
認
の
訴
え
が
可
能
で
あ
る
と
か
、
和
解
無
効
を
前
提
に
し
て
別

訴
を
提
起
で
き
る
と
い
う
限
り
に
お
い
て
実
体
的
無
効
を
説
く
こ
と
は
で

き
る
が
、
和
解
手
続
終
了
効
を
否
定
す
る
と
い
う
意
味
ま
で
含
め
て
無
効

と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
ち
ろ
ん
右
の
場
合
手
続
終
了
効
ま
で
含
め

て
無
効
と
い
う
余
地
も
全
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
場
合
、
和
解
手

続
は
終
了
し
な
い
こ
と
に
な
り
、
裁
判
所
は
即
決
和
解
の
申
立
を
却
下
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
和
解
手
続
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
私

見
は
訴
訟
上
の
和
解
に
つ
い
て
も
実
体
的
無
効
が
あ
る
場
合
そ
れ
を
訴
訟

上
の
効
力
に
当
然
に
は
反
映
せ
し
め
ず
、
執
行
力
は
請
求
異
議
に
よ
り
排

除
し
う
る
し
、
和
解
の
実
体
的
無
効
を
別
訴
で
そ
れ
自
体
な
い
し
先
決
関

係
と
し
て
主
張
で
き
る
と
考
え
る
が
、
訴
訟
終
了
効
は
争
い
得
な
い
と
解
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す
る
。
こ
の
考
え
方
に
平
灰
を
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
即
決
和
解
に
あ
っ
て

も
そ
の
実
体
的
無
効
は
和
解
手
続
の
終
了
効
を
失
効
せ
し
め
る
も
の
で
は

な
い
と
考
え
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
民
事
上
の
争
い
の
存
在
は
和
解
の
実
体
的
有
効
要
件

で
は
な
く
、
即
決
和
解
の
訴
訟
上
の
要
件
で
あ
る
か
ら
、
和
解
に
対
す
る

当
該
和
解
手
続
内
で
の
不
服
申
立
方
法
が
存
在
し
な
い
限
り
（
私
見
は
既
述

の
よ
う
に
和
解
手
続
終
了
効
を
認
め
る
立
場
で
あ
る
）
こ
の
璃
疵
は
和
解
の
成

立
に
よ
っ
て
洗
い
流
さ
れ
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
る
．

二
　
そ
こ
で
次
に
問
題
に
な
る
の
は
、
民
事
上
の
紛
争
の
意
味
い
か
ん
と

い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
点
で
前
記
④
～
⑦
判
例
は
、
権
利
関
係
の
不
確
実

や
権
利
実
行
の
不
安
全
を
民
事
上
の
紛
争
と
み
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え

ば
、
判
例
⑦
は
、
本
判
決
と
同
様
に
「
本
件
申
立
に
係
わ
る
民
事
訴
訟
法

三
五
六
条
所
定
の
和
解
が
将
来
に
お
け
る
訴
訟
防
止
を
一
つ
の
目
的
と
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
か
で
あ
り
、
同
条
の
規
定
に
お
け
る
右
目
的
に

照
ら
し
、
同
条
所
定
の
「
民
事
上
の
争
い
」
と
は
権
利
関
係
の
存
否
内
容

及
び
範
囲
に
つ
い
て
の
現
在
の
紛
争
に
限
ら
れ
る
も
の
で
な
く
、
権
利
関

係
に
つ
い
て
の
不
確
実
、
将
来
に
お
け
る
権
利
実
行
の
不
安
全
も
こ
れ
に

含
ま
れ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」
と
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
「
権
利
関
係
に
つ
い
て
の

不
確
実
、
将
来
に
お
け
る
権
利
実
行
の
不
安
全
」
の
内
容
で
あ
る
。

　
判
例
⑦
は
そ
の
内
容
に
つ
い
て
、
「
本
件
和
解
申
立
の
内
容
た
る
一
時

使
用
の
た
め
の
土
地
賃
貸
借
の
関
係
に
お
い
て
は
、
殊
に
そ
れ
が
一
時
使

用
の
た
め
の
賃
貸
借
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
．
こ
れ
が
訴
訟
上
の
争

点
と
し
て
争
わ
れ
る
事
例
が
少
な
か
ら
ず
見
受
け
ら
れ
る
実
情
に
鑑
み
、

他
に
特
段
の
事
情
を
認
め
る
べ
き
資
料
の
な
い
本
件
に
お
い
て
は
一
応
将

来
の
紛
争
発
生
の
可
能
性
を
予
測
し
う
る
権
利
関
係
の
不
確
実
ま
た
は
将

来
の
権
利
関
係
実
行
の
不
安
全
の
存
す
る
場
合
と
し
て
、
同
条
所
定
の

「
民
事
上
の
争
い
」
あ
る
場
合
と
し
て
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
説

い
て
い
る
の
で
あ
る
。
裁
判
外
で
一
時
使
用
の
賃
貸
借
を
合
意
し
て
も
、

後
刻
そ
れ
が
一
時
使
用
の
た
め
の
賃
貸
借
で
あ
る
か
否
か
が
、
訴
訟
上
の

争
点
と
し
て
争
わ
れ
る
事
例
が
少
な
か
ら
ず
認
め
ら
れ
る
点
は
確
か
で
あ

る
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
本
件
判
決
に
関
す
る
判
時
一
三
五
四
号
一
二
〇
頁
の
解
説

参
照
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
し
か
る
が
ゆ
え
に
「
民
事
上
の
争
い
」
あ
り
と

い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
右
の
事
例
が
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
と
い
う

事
実
は
抽
象
的
一
般
的
な
現
象
を
指
す
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
具
体
的
個

別
的
に
紛
争
の
存
在
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
民
事
上
の
紛
争
と
い

う
た
め
に
は
、
一
時
使
用
の
賃
貸
借
の
存
在
が
具
体
的
に
争
わ
れ
て
い
る

な
い
し
は
そ
れ
を
め
ぐ
る
紛
争
が
顕
在
化
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
。
す
な
わ
ち
少
な
く
と
も
X
が
一
時
使
用
の
賃
貸
借
で
あ
る
こ
と

を
具
体
的
に
争
っ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
．
例
え
ば
、
確
認
の
訴
が

将
来
の
紛
争
を
予
防
す
る
機
能
を
有
す
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま

で
も
現
在
原
告
の
法
律
的
地
位
を
め
ぐ
る
紛
争
が
存
す
る
か
ら
そ
れ
を
確

認
的
に
解
決
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
将
来
の
法
的
紛
争
を
予
防
す
る
の
で
あ

っ
て
、
一
般
的
抽
象
的
に
現
在
の
原
告
の
法
的
地
位
が
争
わ
れ
る
可
能
性

が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
確
認
の
利

益
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
原
告
の
法
的
地
位
を
め
ぐ
る
具
体
的
な
紛
争

148



判例研究

が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
．
即
決
和
解
が
将
来
の
紛
争
の

防
止
を
目
的
と
す
る
と
い
う
場
合
、
確
認
判
決
に
よ
る
将
来
の
防
止
と
同

様
の
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
民
訴
法
三
五
六
条
に
お
け
る
民
事

上
の
争
い
も
同
様
に
解
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

「
民
事
上
の
争
い
」
を
単
に
一
般
的
抽
象
的
な
も
の
で
足
り
る
と
解
す
る

場
合
に
生
じ
る
不
都
合
は
何
か
。
第
一
に
、
簡
易
裁
判
所
は
法
的
紛
争
解

決
機
関
で
あ
っ
て
法
律
関
係
の
公
証
機
関
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。

前
記
判
例
⑦
は
「
申
立
に
か
か
わ
る
法
律
関
係
に
つ
い
て
、
権
利
関
係
の

不
確
実
ま
た
は
将
来
の
権
利
実
行
の
不
安
全
が
存
す
る
限
り
は
、
当
該
和

解
の
成
立
に
よ
り
は
じ
め
て
新
た
な
権
利
関
係
の
設
定
が
な
さ
れ
る
場
合

で
も
、
一
旦
合
意
成
立
に
よ
り
権
利
関
係
が
設
定
さ
れ
て
後
和
解
の
申
立

を
な
す
場
合
で
も
、
将
来
紛
争
防
止
の
必
要
あ
る
点
に
お
い
て
は
．
右
両

者
は
な
ん
ら
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
く
、
民
事
訴
訟
法
三
五
六
条
に
お
け
る

右
規
定
の
前
記
目
的
に
照
ら
す
と
き
は
訴
訟
防
止
の
た
め
の
和
解
に
つ
い

て
、
特
に
前
者
を
除
外
し
て
後
者
の
場
合
の
み
要
件
あ
り
と
し
、
前
者
に

つ
い
て
は
、
後
に
紛
争
の
生
じ
る
の
を
待
っ
て
然
る
後
、
は
じ
め
て
訴
訟

に
よ
り
解
決
す
る
べ
き
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
な
い
」
と

説
い
て
い
る
．

　
本
件
判
旨
も
こ
れ
と
同
じ
こ
と
を
判
示
し
て
い
る
（
前
掲
＝
西
頁
）
．

す
な
わ
ち
、
「
申
立
に
係
る
法
律
関
係
に
つ
い
て
、
権
利
関
係
の
不
確
実

ま
た
は
将
来
の
権
利
実
行
の
不
安
全
が
存
す
る
限
り
は
、
当
該
和
解
の
成

立
に
よ
り
は
じ
め
て
新
た
な
権
利
関
係
の
設
定
が
な
さ
れ
る
場
合
で
も
、

一
旦
合
意
成
立
に
よ
り
権
利
関
係
が
設
定
さ
れ
て
後
和
解
の
申
立
を
な
す

場
合
で
も
、
将
来
の
紛
争
防
止
の
必
要
性
あ
る
点
に
お
い
て
は
、
右
両
老

は
何
ら
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
く
、
民
事
訴
訟
法
三
五
六
条
に
お
け
る
右
規

定
の
前
記
目
的
に
照
ら
す
と
き
は
訴
訟
防
止
の
た
め
の
和
解
に
つ
い
て
、

特
に
前
者
を
除
外
し
て
後
者
の
場
合
の
み
要
件
あ
り
と
し
、
前
者
に
つ
い

て
は
、
後
に
紛
争
の
生
じ
る
の
を
待
っ
て
し
か
る
後
に
、
訴
訟
に
よ
り
解

決
す
べ
き
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
な
い
」
と
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

　
も
し
、
一
旦
当
事
者
間
に
合
意
が
成
立
し
、
し
か
る
後
に
こ
の
合
意
に

つ
い
て
即
決
和
解
の
申
立
が
な
さ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
も
即
決
和
解
が
認

め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
部
分
に
関
す
る
限
り
、
即
決
和
解
に
お
い
て

裁
判
所
は
当
事
者
間
で
既
に
な
さ
れ
た
合
意
に
関
す
る
公
証
機
関
と
し
て

の
機
能
を
行
使
す
る
こ
と
に
な
る
。
裁
判
所
は
あ
く
ま
で
も
公
証
機
関
で

は
な
く
紛
争
解
決
機
関
で
あ
っ
て
、
即
決
和
解
も
紛
争
解
決
制
度
の
一
環

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
即
決
和
解
に
確
定
判
決
と
同
一
の
効
力
（
そ
の
範
囲
は
問
題
で

あ
る
が
）
が
認
め
ら
れ
る
の
は
何
故
か
。
裁
判
官
が
事
実
及
び
法
律
関
係

を
調
査
し
、
当
事
者
の
主
張
の
対
立
を
調
整
し
合
意
を
誘
導
す
る
が
故
に

で
あ
ろ
う
．
当
事
者
間
に
既
に
存
在
す
る
合
意
を
単
に
公
証
す
る
に
過
ぎ

な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
裁
判
官
に
よ
る
右
の
手
続
は
省
か
れ
る
わ
け

で
、
そ
の
よ
う
な
事
態
の
下
で
成
立
し
た
即
決
和
解
に
確
認
判
決
と
同
一

の
効
力
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。

公
証
人
に
よ
る
公
正
証
書
に
つ
い
て
は
金
銭
そ
の
他
の
代
替
物
の
給
付
に

つ
い
て
の
み
執
行
力
を
認
め
る
に
と
ど
め
る
．
即
決
和
解
の
執
行
力
に
は
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こ
の
よ
う
な
請
求
権
の
限
定
が
な
い
。
両
者
の
相
違
は
い
ず
こ
に
由
来
す

る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
つ
に
は
裁
判
官
と
公
証
人
と
い
う
管
轄
機
関
の

相
違
も
あ
ろ
う
が
、
二
つ
に
は
、
公
正
証
書
の
作
成
に
つ
い
て
即
決
和
解

に
み
ら
れ
る
合
意
形
成
手
続
が
み
ら
れ
な
い
と
い
う
点
に
そ
の
理
由
が
求

め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

三
　
判
例
⑧
は
c
d
の
双
方
を
民
事
上
の
紛
争
に
含
め
．
判
例
⑨
は
d
に

つ
い
て
民
事
上
の
紛
争
を
認
め
た
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
c
の
み
な
ら
ず
d
に

つ
い
て
も
c
に
つ
い
て
述
べ
た
と
こ
ろ
が
妥
当
す
る
．

　
以
上
の
理
由
か
ら
判
旨
一
に
反
対
す
る
。
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