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〔
下
級
審
民
訴
事
例
研
究
二
三
〕

判例研究

23

財
産
所
在
地
を
理
由
に
我
国
の
国
際
裁
判
管
轄
権
が
認
め
ら
れ
た
事
例

東
京
地
裁
八
王
子
支
部
平
成
三
年
五
月
二
二
日
中
間
判
決
（
平
成
元
（
ワ
）
一
三
八
四
号
売
買
手
数
料
等
請
求
事
件
、

イ
ム
ズ
七
五
五
条
二
二
二
頁
）

〔
事
　
実
〕

日
本
法
人
瓦

（
共
同
原
告
）
及
び
そ
の
代
表
者
瓦
（
共
同
原
告
）
と
、

Y
（
ハ
ワ
イ
在
住
の
米
国
人
、
被
告
）

二
目
に
、
訴
外
A
（
ハ
ワ
イ
州
法
人
）

判
例
タ

と
の
間
で
、
昭
和
五
七
年
五
月
二

が
ハ
ワ
イ
に
所
有
す
る
土
地
を
日
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本
法
人
に
売
却
す
る
た
め
の
、
買
主
の
選
定
、
交
渉
、
契
約
の
締
結
に
関

し
て
．
X
ら
を
専
任
の
代
理
人
と
し
、
当
該
土
地
の
売
買
契
約
が
締
結
さ

れ
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
売
買
代
金
の
三
パ
ー
セ
ン
ト
に
当
た
る
手
数

料
が
、
Y
か
ら
X
ら
に
支
払
わ
れ
る
旨
の
売
却
委
託
契
約
が
締
結
さ
れ
た
。

X
ら
の
活
動
の
結
果
、
昭
和
六
一
年
一
二
月
二
五
日
こ
ろ
、
当
該
土
地
を

売
買
代
金
一
〇
二
億
三
〇
〇
〇
万
円
で
、
訴
外
B
（
日
本
法
人
）
が
、
A

よ
り
買
い
受
け
る
こ
と
に
な
り
、
売
買
契
約
が
締
結
さ
れ
た
。
こ
の
A
I

B
間
の
契
約
の
成
立
を
理
由
と
し
て
、
X
ら
が
、
Y
に
対
し
て
、
委
任
契

約
に
も
と
づ
く
手
数
料
の
支
払
を
求
め
た
の
が
本
件
で
あ
る
。

　
Y
は
、
こ
の
請
求
に
対
し
て
、
適
正
な
裁
判
が
行
わ
れ
る
た
め
に
は
正

確
な
事
実
認
定
と
当
事
老
の
十
分
な
訴
訟
活
動
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
裁

判
の
公
平
を
担
保
す
る
た
め
に
は
場
所
的
に
み
て
両
当
事
者
の
実
質
的
平

等
が
十
分
に
保
障
さ
れ
る
国
に
裁
判
権
を
認
め
る
ぺ
き
で
あ
る
こ
と
、
裁

判
の
能
率
は
本
件
訴
が
ハ
ワ
イ
州
の
裁
判
所
で
審
理
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り

達
成
さ
れ
る
こ
と
を
、
具
体
的
な
事
実
と
と
も
に
指
摘
し
て
、
本
案
前
の

主
張
と
し
て
、
本
件
に
関
す
る
我
国
の
裁
判
権
を
争
っ
た
。
こ
れ
に
対
し

て
、
X
ら
は
、
被
告
は
日
本
国
内
で
の
居
所
に
不
動
産
の
共
有
持
分
を
有

し
て
い
る
か
ら
、
民
事
訴
訟
法
八
条
に
該
当
し
て
、
日
本
国
裁
判
所
が
本

件
訴
に
つ
い
て
裁
判
権
を
有
す
る
と
反
論
し
て
、
被
告
の
本
案
前
の
主
張

を
す
べ
て
争
っ
た
。

〔
判
　
旨
〕

　
こ
れ
に
応
え
て
本
判
決
は
、
「
一
　
被
告
に
つ
い
て
民
訴
法
の
規
定
す

る
裁
判
籍
の
い
ず
れ
か
が
わ
が
国
内
に
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
事
者
の

公
平
、
裁
判
の
適
正
・
迅
速
を
期
す
る
と
い
う
理
念
に
照
ら
し
．
こ
れ
を

不
当
と
す
る
特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
、
被
告
を
日
本
国
裁
判
所
の
裁
判

権
に
服
さ
せ
る
の
が
．
条
理
に
適
う
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
二

被
告
は
原
告
ら
の
主
張
す
る
と
お
り
、
日
本
国
内
に
不
動
産
の
共
有
持
分

を
有
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
被
告
に
つ
い
て
民
訴
法
八
条
に
規

定
す
る
裁
判
籍
が
あ
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
し
た
上
で
、
特

段
の
事
情
の
存
否
に
つ
い
て
詳
細
に
検
討
し
、
「
認
定
事
実
に
よ
れ
ば
、

被
告
と
日
本
国
の
法
的
関
連
は
強
く
認
め
ら
れ
る
。
」
と
し
て
、
特
段
の
事

情
は
存
在
し
な
い
と
判
示
し
た
。
さ
ら
に
、
被
告
の
主
張
の
採
否
を
検
討

し
て
．
裁
判
の
適
正
、
裁
判
の
公
平
、
裁
判
の
能
率
の
い
ず
れ
の
点
に
関

し
て
も
、
こ
れ
を
採
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
た
上
で
、
「
被
告
と

日
本
国
と
の
法
的
関
連
が
強
く
認
め
ら
れ
、
被
告
を
日
本
国
裁
判
所
の
裁

判
権
に
服
さ
せ
た
と
し
て
も
．
こ
れ
を
不
当
と
す
る
特
段
の
事
情
は
な
い

も
の
で
あ
る
か
ら
、
日
本
国
裁
判
所
は
本
件
訴
に
つ
い
て
管
轄
権
を
有

す
る
。
」
と
判
示
し
た
。

〔
評
　
釈
〕

判
旨
に
賛
成
す
る
。

一
　
本
判
決
の
判
旨
は
、
被
告
が
日
本
国
内
に
不
動
産
を
有
し
て
い
る
場

合
に
は
、
民
事
訴
訟
法
八
条
に
規
定
す
る
裁
判
籍
が
あ
る
も
の
と
い
う
こ

と
が
で
き
、
特
段
の
事
情
の
無
い
限
り
．
こ
れ
を
理
由
と
し
て
．
我
国
の

国
際
裁
判
管
轄
権
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
．

　
と
こ
ろ
で
、
国
際
裁
判
管
轄
権
一
般
に
関
す
る
、
先
例
と
し
て
は
、
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

わ
ゆ
る
マ
レ
ー
シ
ア
航
空
事
件
判
決
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
実
際
に
、
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こ
の
マ
レ
ー
シ
ア
航
空
事
件
判
決
以
降
、
下
級
審
の
判
決
の
ほ
ぽ
総
て
が
、

イ
．
我
国
に
財
産
事
件
の
国
際
裁
判
管
轄
権
に
関
し
て
こ
れ
を
直
接
規
定

す
る
法
規
が
存
在
し
な
い
こ
と
、
ロ
．
条
理
と
し
て
の
当
事
者
間
の
公
平
、

裁
判
の
適
正
・
迅
速
を
期
す
る
と
い
う
理
念
に
し
た
が
っ
て
決
定
す
べ
き

こ
と
、
ハ
．
我
国
の
民
事
訴
訟
法
上
の
土
地
管
轄
に
関
す
る
規
定
が
定
め

る
裁
判
籍
が
、
国
内
に
あ
る
と
き
に
は
、
被
告
を
我
国
の
裁
判
権
に
服
さ

せ
る
の
が
条
理
に
適
う
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
国
際
裁
判
管
轄
権
の
存
否

を
判
断
す
る
と
い
う
．
マ
レ
ー
シ
ア
航
空
事
件
判
決
の
考
え
か
た
を
踏
襲

し
て
い
る
。

　
但
し
、
最
近
の
下
級
審
は
、
マ
レ
ー
シ
ア
航
空
事
件
判
決
で
は
示
さ
れ

な
か
っ
た
「
特
段
の
事
情
」
と
い
う
制
限
を
設
け
、
国
際
管
轄
権
に
関
す

る
判
断
を
す
る
際
に
、
民
事
訴
訟
法
の
み
を
参
照
す
る
こ
と
か
ら
生
じ
る

不
都
合
を
回
避
す
る
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
。
加
え
て
、
こ
う
し
た
「
特

段
の
事
情
」
が
、
制
限
的
な
役
割
を
越
え
て
、
む
し
ろ
、
特
段
の
事
情
が

あ
る
と
き
に
限
り
、
国
際
裁
判
管
轄
を
認
め
る
と
い
う
、
い
わ
ば
、
例
外

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

と
原
則
の
逆
転
し
た
裁
判
例
も
、
若
千
見
受
け
ら
れ
る
。

　
と
も
あ
れ
．
本
判
決
で
は
、
そ
の
枠
組
み
を
、
概
ね
マ
レ
ー
シ
ア
航
空

事
件
判
決
に
依
拠
し
、
ま
た
、
特
段
の
事
情
の
無
い
こ
と
を
条
件
と
し
て

そ
の
存
否
を
吟
味
し
て
結
論
に
至
る
と
い
う
、
マ
レ
ー
シ
ア
航
空
事
件
判

決
以
降
の
、
多
く
の
下
級
審
の
裁
判
例
と
同
様
の
論
理
を
、
た
ど
る
も
の

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
一
と
こ
ろ
で
、
財
産
所
在
地
の
国
際
裁
判
管
轄
権
に
関
す
る
事
例
と
し

て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

i
横
浜
地
裁
・
昭
和
四
一
年
九
月
二
九
日
判
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

・
1
1
東
京
高
裁
・
昭
和
五
四
年
七
月
三
日
判
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
（
5
）

…
m
大
阪
地
裁
・
昭
和
五
八
年
九
月
三
〇
日
判
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

拉
東
京
地
裁
・
昭
和
六
二
年
一
〇
月
二
三
日
中
間
判
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

v
東
京
地
裁
・
昭
和
三
四
年
六
月
二
日
判
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

頑
東
京
地
裁
・
昭
和
六
二
年
七
月
二
八
日
が
あ
る
。

　
こ
の
う
ち
、
国
際
裁
判
管
轄
権
が
肯
定
さ
れ
た
の
は
i
、
韮
、
m
、
拉

事
例
で
あ
り
、
v
、
願
事
例
は
、
こ
れ
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
i
事
件
で
は
、
仮
差
押
の
先
決
問
題
と
し
て
．
本
案
の
船
舶

衝
突
事
故
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
の
裁
判
管
轄
権
が
問
わ
れ
、
こ

れ
が
認
め
ら
れ
、
そ
の
結
果
、
仮
差
押
自
体
も
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
も

の
で
あ
る
。
本
案
の
管
轄
権
は
、
不
法
行
為
地
の
裁
判
籍
に
よ
っ
て
、
当

然
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
と
り
た
て
て
、
民
事
訴
訟
法
八
条
と
関

連
し
て
考
え
る
必
要
は
な
い
。
加
え
て
、
本
案
の
管
轄
権
を
認
め
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
仮
差
押
の
管
轄
を
認
め
て
い
る
判
旨
を
、
船
舶
の
所
在
の
み

を
理
由
に
管
轄
権
を
認
め
た
も
の
と
理
解
す
る
必
要
は
な
い
。

　
ま
た
、
註
事
件
の
判
旨
は
、
主
と
し
て
、
相
続
権
に
関
す
る
訴
訟
と
し

て
被
相
続
人
の
常
居
所
地
を
理
由
に
管
轄
を
肯
定
し
た
も
の
で
あ
っ
て

（
民
事
訴
訟
法
一
九
条
）
、
民
訴
法
八
条
に
関
す
る
判
旨
は
、
主
た
る
も
の
で

は
な
い
。
加
え
て
、
争
わ
れ
て
い
る
相
続
財
産
の
所
在
が
問
題
と
な
っ
て

お
り
、
こ
の
民
事
訴
訟
法
八
条
に
関
す
る
判
旨
は
、
当
該
訴
訟
と
無
関
係

な
被
告
の
一
般
的
な
財
産
を
理
由
に
管
轄
権
を
認
め
る
も
の
で
は
な
い
。

　
さ
ら
に
，
m
事
件
も
ま
た
．
争
わ
れ
た
の
は
、
当
座
貸
越
契
約
の
解
約
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に
基
づ
く
貸
越
残
高
の
支
払
で
あ
る
が
、
原
被
告
問
に
は
、
被
告
所
有
の

国
内
不
動
産
に
つ
い
て
、
根
抵
当
権
の
設
定
が
な
さ
れ
て
お
り
、
担
保
の

目
的
物
の
所
在
地
を
理
由
と
し
て
、
管
轄
権
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
当
該
訴
訟
と
無
関
係
な
被
告
の
一
般
的
な
財
産
を
理
由
に
管

轄
権
を
認
め
る
も
の
で
は
な
い
。

　
加
え
て
、
短
事
件
の
判
旨
は
、
当
該
委
任
契
約
に
基
づ
く
報
酬
の
支
払

方
法
に
つ
い
て
、
所
有
権
の
持
分
の
移
転
に
よ
る
場
合
に
は
わ
が
国
で
履

行
す
る
こ
と
が
明
示
的
に
合
意
さ
れ
て
い
た
と
し
、
あ
る
い
は
、
持
分
時

価
に
よ
る
金
員
の
支
払
い
に
よ
る
場
合
に
は
、
当
該
土
地
建
物
を
売
却
処

分
し
て
換
金
し
た
金
員
の
中
か
ら
右
持
分
に
応
じ
た
金
額
を
支
払
う
こ
と

が
当
然
前
提
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
の
履
行
も
わ
が
国
で
な
さ
れ
る
こ

と
が
黙
示
的
に
合
意
さ
れ
て
い
た
も
の
と
推
認
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
義
務
の
履
行
が
我
国
で
な
さ
れ
る
こ
と
が
明
示
的
ま
た

は
黙
示
的
に
合
意
さ
れ
て
い
た
と
し
て
、
義
務
履
行
地
の
裁
判
籍
を
認
め

て
い
る
と
理
解
す
る
べ
き
で
あ
る
。
判
旨
に
は
、
民
事
訴
訟
法
八
条
も
管

轄
を
認
め
る
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
債
務
の
履
行
の
方
法
と

し
て
、
当
該
不
動
産
は
不
可
欠
で
あ
り
、
や
は
り
、
当
該
訴
訟
と
無
関
係

な
被
告
の
一
般
的
な
財
産
を
理
由
に
管
轄
権
を
認
め
る
も
の
で
は
な
い
。

　
以
上
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
本
判
決
以
前
に
、
本
件
判
旨
の
よ
う
に
、

国
際
裁
判
管
轄
権
の
決
定
に
関
し
て
、
被
告
の
一
般
財
産
を
理
由
と
し
て

国
際
裁
判
管
轄
権
を
肯
定
し
た
事
例
は
他
に
見
当
た
ら
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
本
判
決
は
、
被
告
が
日
本
国
内
に
一
般
財
産
を
有
す
る
こ
と
を
理
由

と
し
て
、
民
事
訴
訟
法
八
条
を
適
用
し
て
、
国
際
裁
判
管
轄
権
を
肯
定
し

た
初
め
て
の
裁
判
例
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

三
　
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
本
判
決
の
判
旨
の
当
否
は
、
国
際
裁
判
管
轄

権
の
管
轄
原
因
と
し
て
の
財
産
所
在
地
の
適
性
如
何
に
よ
っ
て
、
判
断
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
民
事
訴
訟
法
八
条
の
規
定
の
本
来
の
趣
旨
を
、
起
草
委
員

会
で
は
、
「
日
本
に
住
所
を
有
せ
な
い
老
に
対
し
て
は
、
実
益
の
な
い
場
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

に
は
訴
を
起
こ
す
こ
と
が
出
来
な
い
と
云
ふ
こ
と
に
し
た
方
が
宜
し
い
」

と
し
て
お
り
、
訴
訟
の
実
益
を
優
先
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
国
際
裁
判
管
轄
に
つ
い
て
、
財
産
所
在
地
を
管
轄
原
因
と

し
て
認
め
る
か
否
か
は
、
実
益
に
よ
り
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
す

な
わ
ち
、
我
国
に
訴
を
提
起
す
る
こ
と
に
よ
り
、
原
告
が
満
足
を
得
る
こ

と
が
で
き
る
場
合
（
例
え
ば
、
我
国
に
お
け
る
執
行
が
容
易
で
あ
る
と

き
）
に
は
、
裁
判
管
轄
権
を
認
め
う
る
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ

で
は
、
応
訴
す
る
被
告
の
負
担
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
殆
ど
考
慮
さ
れ

な
い
こ
と
に
な
る
。

　
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
、
裁
判
管
轄
権
を
認
め
る
実
益
を
、
第
一
義
と
し

て
考
え
る
な
ら
ぽ
、
民
事
訴
訟
法
八
条
に
お
い
て
裁
判
籍
を
認
め
ら
れ
る

地
は
、
訴
訟
の
目
的
物
の
相
異
に
よ
っ
て
、
分
類
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

す
な
わ
ち
、
具
体
的
に
は
、
i
ー
イ
．
請
求
の
目
的
物
の
所
在
地
（
特
定

物
の
引
渡
を
訴
訟
物
と
す
る
場
合
）
、
i
－
・
．
担
保
の
目
的
物
の
所
在

地
（
担
保
権
の
実
行
を
目
的
と
す
る
場
合
）
、
韮
－
差
押
え
る
こ
と
が
で

き
る
被
告
の
財
産
の
所
在
地
（
一
般
執
行
を
目
的
と
す
る
場
合
）
に
、
分

別
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
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こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
H
の
管
轄
原
因
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に

は
、
被
告
の
財
産
に
よ
っ
て
、
満
足
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
訴
訟

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
た
め
、
通
常
は
金
銭
の
支
払
い
を
求
め
る

訴
訟
が
典
型
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
件
の
場
合
に
は
．
こ
の
金
銭

の
支
払
い
を
目
的
と
す
る
訴
訟
に
該
当
す
る
．
し
た
が
っ
て
、
民
事
訴
訟

法
八
条
に
基
づ
い
て
、
裁
判
籍
を
認
め
る
と
い
う
判
旨
は
、
正
当
な
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。

四
　
し
か
し
、
民
事
訴
訟
法
の
裁
判
籍
に
関
す
る
規
定
は
、
も
と
も
と
国

内
事
件
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
．
し
た
が
っ
て
、
渉
外
事
件
に
直
接
適
用

す
る
な
ら
ば
、
遠
く
離
れ
た
法
廷
地
に
呼
び
出
さ
れ
る
被
告
の
保
護
に
欠

け
る
懸
念
が
あ
る
こ
と
を
否
定
で
き
な
い
。
こ
の
た
め
、
被
告
の
保
護
を

考
慮
に
入
れ
、
な
ん
ら
か
の
制
限
を
設
け
る
考
え
方
が
生
ま
れ
る
。
最
近

の
下
級
審
が
消
極
的
要
件
と
し
て
（
な
い
し
は
積
極
的
要
件
と
し
て
）
用

い
る
「
特
段
の
事
情
」
と
い
う
概
念
も
、
こ
の
制
限
の
一
類
型
と
し
て
、

位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
本
件
で
問
題
と
な
っ
た
、
民
事
訴
訟
法
八
条
に
関
し
て
も
、
制
限
を
設

け
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
の
が
、
多
数
説
で
あ
る
．
し
か
し
、
多
数
説
が

挙
げ
る
制
限
の
方
法
は
一
様
で
は
な
い
．

　
ま
ず
、
原
告
の
請
求
額
に
見
合
う
以
上
の
財
産
が
継
続
的
に
我
国
に
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

在
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
所
説
が
あ
る
。
請
求
額
と
の
関
連
で

考
え
る
こ
の
立
場
は
、
確
か
に
、
判
決
の
実
現
を
重
視
す
る
意
味
で
は
説

得
的
で
も
あ
る
．
し
か
し
、
請
求
額
の
全
額
の
満
足
が
得
ら
れ
な
く
と
も
、

例
え
ぽ
そ
の
半
額
が
満
た
さ
れ
る
の
な
ら
ば
、
そ
の
部
分
に
関
し
て
、
他

国
の
判
決
承
認
・
執
行
手
続
は
回
避
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
請
求

の
部
分
に
つ
い
て
は
、
か
え
っ
て
、
管
轄
を
認
め
る
実
益
が
あ
る
場
合
も

あ
り
え
よ
う
。
ま
た
、
被
告
の
財
産
が
、
散
在
し
そ
の
い
ず
れ
も
が
請
求

額
の
全
額
に
満
た
な
い
よ
う
な
場
合
に
は
、
処
理
が
不
可
能
に
な
る
。
さ

ら
に
、
一
部
請
求
に
よ
っ
て
管
轄
を
得
た
後
で
、
請
求
の
拡
張
を
行
う
と

い
う
手
段
を
用
い
る
な
ら
ば
．
こ
の
制
限
の
実
効
性
は
容
易
に
失
わ
れ
て

し
ま
う
。
も
と
も
と
、
請
求
と
無
関
係
な
被
告
の
一
般
財
産
を
管
轄
原
因

と
し
な
が
ら
、
請
求
額
に
よ
っ
て
、
管
轄
の
存
否
が
左
右
さ
れ
る
と
い
う

考
え
か
た
は
疑
問
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

　
次
に
、
仮
差
押
に
よ
る
財
産
の
固
定
を
要
件
と
す
る
所
説
が
あ
る
。
し

か
し
、
仮
差
押
が
、
被
保
全
権
利
と
の
関
係
で
そ
の
許
否
が
決
定
さ
れ
る

点
か
ら
考
え
る
と
、
被
保
全
権
利
の
管
轄
の
存
在
が
む
し
ろ
、
論
理
的
に

は
先
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
仮
差

押
自
体
の
管
轄
を
一
般
的
に
認
め
、
こ
れ
に
よ
っ
て
本
案
の
管
轄
を
認
め

よ
う
と
す
る
所
説
に
は
、
論
理
的
な
逆
転
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
さ
ら
に
、
管
轄
の
制
限
で
は
な
い
が
、
我
国
に
存
在
す
る
財
産
に
対
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
皿
）

て
の
み
に
判
決
の
効
力
を
限
定
す
る
所
説
も
あ
る
。
し
か
し
、
所
説
の
制

限
の
根
拠
も
、
被
告
の
保
護
に
あ
っ
た
か
ら
、
少
な
く
と
も
我
国
に
所
在

す
る
財
産
に
関
す
る
限
り
で
は
、
被
告
の
保
護
が
結
局
は
図
ら
れ
て
い
な

い
点
で
、
一
貫
し
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
加
え
て
、
我
国
の
判
決
の

効
力
を
他
国
が
ど
の
よ
う
に
扱
う
か
を
、
我
国
で
決
定
す
る
こ
と
は
無
意

味
で
あ
ろ
う
か
ら
、
所
説
の
趣
旨
は
徹
底
さ
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
．
従
来
の
学
説
で
説
明
さ
れ
て
い
た
制
限
は
、
被
告
の
保
護
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の
要
請
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
制
限
を
主
張
す
る
諸
説
が
、

被
告
と
原
告
の
手
続
的
な
平
等
を
基
本
と
す
る
国
際
裁
判
管
轄
権
に
関
す

る
管
轄
配
分
説
に
立
つ
以
上
、
当
然
の
帰
結
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し

か
し
、
被
告
の
保
護
は
、
管
轄
原
因
が
存
在
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
考

慮
す
る
べ
き
事
柄
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
管
轄
原
因
事
実
の
存
否
と
、

被
告
の
保
護
は
次
元
の
異
な
る
問
題
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

多
数
説
が
被
告
の
保
護
を
理
由
と
し
て
定
立
し
た
制
限
に
は
、
賛
成
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
。

五
　
以
上
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
我
国
に
被
告
の
一
般
財
産
を
理
由
に
金

銭
支
払
い
を
求
め
る
訴
に
対
し
て
、
管
轄
を
認
め
た
判
旨
に
は
賛
成
で
ぎ

る
。　

と
は
い
え
、
本
来
な
ら
ぽ
、
民
事
訴
訟
法
八
条
に
関
し
て
は
、
国
際
裁

判
管
轄
の
決
定
に
関
す
る
学
説
の
基
本
的
な
対
立
と
も
い
う
べ
き
、
管
轄

配
分
説
と
逆
推
知
説
の
検
討
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
管

轄
配
分
説
の
論
者
の
な
か
に
も
、
民
事
訴
訟
法
の
管
轄
に
関
す
る
規
定
を
、

渉
外
的
な
事
件
に
つ
い
て
、
何
等
か
の
意
味
を
認
め
る
か
否
か
（
い
わ
ゆ

る
二
重
機
能
性
の
可
否
）
に
つ
い
て
の
対
立
が
あ
る
。
そ
の
立
場
の
相
異

と
、
本
件
判
旨
と
の
関
連
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
は
．
「
特

段
の
事
情
」
の
機
能
（
消
極
的
な
要
件
と
す
る
か
、
積
極
的
な
要
件
と
考

え
る
か
）
に
つ
い
て
も
、
考
え
ら
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
加
え
て
、
民

事
訴
訟
法
八
条
に
規
定
さ
れ
る
よ
う
な
、
被
告
の
一
般
財
産
の
所
在
を
管

轄
原
因
と
す
る
こ
と
を
、
い
わ
ゆ
る
過
剰
管
轄
と
し
て
、
排
斥
す
る
判
決

の
承
認
・
執
行
に
関
係
す
る
条
約
も
存
在
す
る
。
こ
う
し
た
条
約
と
の
整

合
性
も
図
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
し
か
し
、
本
評
釈
で
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
点
を
し
ば
ら
く
措
い
て
、
本

判
決
が
固
有
に
有
す
る
問
題
点
を
、
指
摘
す
る
こ
と
の
み
に
と
ど
め
た
い
。
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