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〔
下
級
審
民
訴
事
例
研
究
三
二
〕

32

簡
易
裁
判
所
が
期
間
を
徒
過
し
て
な
さ
れ
た
仮
執
行
宣
言
付
支
払
命
令
に
対
す
る
異
議
申
立
て
を
適
法
と
し
て
事

件
記
録
を
送
付
し
た
の
に
対
し
、
地
方
裁
判
所
が
右
異
議
申
立
て
は
不
適
法
で
あ
る
と
し
て
判
決
を
も
っ
て
こ
れ

を
却
下
し
た
事
例

大
阪
地
裁
平
成
四
年
九
月
一
一
日
判
決
（
平
四
（
ワ
）
第
七
一

六
七
頁

一
二
九
号
）
、
立
替
金
請
求
事
件
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
八
二
八
号
二

判例研究

〔
事
　
実
〕
　
大
阪
簡
易
裁
判
所
は
、
平
成
四
年
六
月
二
日
付
で
X
（
原

告
）
を
債
権
者
、
Y
（
被
告
）
を
債
務
者
と
し
た
支
払
命
令
（
金
額
二

九
万
八
〇
一
四
円
及
び
、
一
一
九
万
円
に
対
す
る
平
成
三
年
五
月
二
八
日

以
降
支
払
い
済
み
に
至
る
ま
で
年
二
九
・
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
に
よ

る
金
員
の
支
払
い
を
命
じ
る
も
の
）
を
発
し
た
。
こ
の
命
令
は
同
月
一
五

日
に
Y
（
債
務
者
・
被
告
）
に
送
達
さ
れ
た
。
X
（
債
権
者
・
原
告
）
は
、

同
命
令
に
つ
き
、
仮
執
行
宣
言
の
申
立
て
を
し
、
同
年
七
月
二
七
日
付
で

仮
執
行
の
宣
言
が
付
さ
れ
、
同
年
八
月
六
日
に
Y
に
送
達
さ
れ
た
。
Y
は
、

こ
の
仮
執
行
宣
言
付
支
払
命
令
に
対
し
、
同
月
二
〇
日
付
の
異
議
申
立
書

を
提
出
し
た
が
、
同
書
面
が
大
阪
簡
易
裁
判
所
に
受
付
け
ら
れ
た
の
は
同

月
二
一
日
で
あ
っ
た
。
大
阪
簡
易
裁
判
所
書
記
官
は
、
本
件
異
議
申
立
て

に
よ
り
本
件
事
件
に
つ
い
て
大
阪
地
方
裁
判
所
に
訴
え
の
提
起
が
あ
っ
た

も
の
と
し
て
、
本
件
事
件
の
記
録
を
同
裁
判
所
書
記
官
に
送
付
し
た
。
こ

れ
に
対
し
て
大
阪
地
方
裁
判
所
は
、
「
原
告
を
債
権
者
、
被
告
を
債
務
者

と
す
る
大
阪
簡
易
裁
判
所
平
成
四
年
（
ロ
）
第
五
九
〇
九
号
支
払
命
令
事

件
の
仮
執
行
宣
言
付
支
払
命
令
に
対
す
る
被
告
の
異
議
申
立
を
却
下
す

る
」
と
い
う
判
決
主
文
で
答
え
た
。

〔
判
　
旨
〕
　
「
以
上
の
事
実
に
よ
る
と
、
本
件
異
議
申
立
は
、
債
務
者
被

告
が
仮
執
行
の
宣
言
を
付
し
た
支
払
命
令
の
送
達
を
受
け
た
日
か
ら
二
週

間
を
経
過
し
た
後
に
な
さ
れ
た
も
の
で
不
適
法
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
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あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
原
告
の
本
件
事
件
に
か
か
る
請
求
は
、
当
裁
判
所
に
訴

え
の
提
起
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
前
記
認
定
の

と
お
り
、
右
請
求
が
当
裁
判
所
に
係
属
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
外
観
が
生

ず
る
に
至
っ
て
い
る
。

　
そ
こ
で
、
当
裁
判
所
は
、
右
形
式
上
の
係
属
を
排
除
す
る
た
め
、
民
事

訴
訟
法
四
四
一
条
の
趣
旨
に
則
り
、
本
件
異
議
申
立
を
却
下
す
る
こ
と
と

し
、
主
文
の
と
お
り
判
決
す
る
。
」

〔
評
　
釈
〕

［
　
判
旨
に
賛
成
で
あ
る
が
、
疑
問
点
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
本
判
決

で
注
目
す
べ
き
点
は
、
次
の
問
題
に
対
す
る
本
判
決
の
解
答
で
あ
る
。
問

題
と
い
う
の
は
、
判
例
掲
載
誌
が
本
判
決
に
付
し
た
表
題
か
ら
明
ら
か
な

よ
う
に
、
「
仮
執
行
宣
言
付
支
払
命
令
に
対
し
て
異
議
が
申
し
立
て
ら
れ

た
が
、
申
立
期
間
を
徒
過
し
て
な
さ
れ
た
異
議
申
立
て
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

簡
易
裁
判
所
が
こ
れ
を
看
過
し
て
適
法
と
し
て
、
事
件
記
録
を
地
方
裁
判

所
に
送
付
し
た
場
合
、
地
方
裁
判
所
は
右
異
議
申
立
て
が
申
立
期
間
を
徒

過
し
た
不
適
法
な
異
議
申
立
て
で
あ
る
と
知
っ
た
な
ら
ば
、
ど
の
よ
う
に

処
理
す
べ
き
か
」
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
問
題
を
よ
り
一
般
化
す
る
と
、

「
地
方
裁
判
所
は
異
議
申
立
て
を
適
法
と
し
た
簡
易
裁
判
所
の
判
断
に
拘

束
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
異
議
申
立
て
を
不
適
法
で
あ
る
と
し
て
却
下
で
き

る
か
」
と
い
う
問
題
で
も
あ
る
。

　
地
方
裁
判
所
が
異
議
却
下
で
き
る
か
と
い
う
問
題
に
関
し
て
は
、
二
で

み
る
よ
う
に
学
説
は
四
つ
の
説
が
鋭
く
対
立
し
、
判
例
で
は
消
極
説
と
積

極
説
と
の
対
立
が
あ
る
。
判
例
の
場
合
は
、
判
例
が
少
な
い
こ
と
も
あ
っ

て
、
い
ず
れ
が
判
例
の
主
流
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
今
後
の
判
例
は
ど
の

よ
う
な
方
向
に
向
か
う
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
判
例
だ

け
で
は
解
答
す
る
の
に
困
難
な
状
況
で
あ
っ
た
。
本
判
決
は
積
極
説
を
鮮

明
に
表
明
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
当
否
は
別
に
し
て
も
、
こ
れ
に
よ

っ
て
判
例
は
積
極
説
に
固
ま
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思

う
。
本
判
決
の
有
す
る
意
味
は
こ
の
点
に
あ
る
。

　
さ
て
以
下
の
判
例
研
究
で
は
、
地
方
裁
判
所
は
異
議
却
下
で
き
る
か
と

い
う
問
題
に
つ
い
て
の
み
考
察
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
本
件
で
は
異
議
が

不
適
法
で
あ
る
と
の
判
断
を
前
提
に
議
論
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。
申
立

期
間
を
徒
過
し
た
異
議
申
立
て
は
不
適
法
で
あ
り
、
本
件
で
期
間
を
徒
過

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

し
た
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
点
は
本
研
究

で
は
考
察
の
対
象
か
ら
外
し
た
が
、
こ
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
た
背
景
を

考
え
、
再
発
の
防
止
策
を
考
え
た
り
制
度
そ
の
も
の
を
批
判
的
に
考
察
し

た
り
す
る
こ
と
は
必
要
で
あ
る
。

二
　
督
促
手
続
か
ら
訴
訟
手
続
へ
の
移
行
を
規
定
し
て
い
る
民
訴
法
四
四

二
条
は
、
そ
の
要
件
と
し
て
「
適
法
な
異
議
」
と
規
定
し
て
い
る
が
、
そ

れ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
支
払
命
令
に
対
す
る
異
議
申
立
て
に
よ
っ
て

事
物
管
轄
に
基
づ
く
訴
訟
係
属
が
直
ち
に
生
じ
る
の
で
は
な
い
。
ま
ず
当

該
簡
易
裁
判
所
が
異
議
の
適
法
・
不
適
法
に
つ
い
て
調
査
・
判
断
し
、
不

適
法
な
異
議
で
あ
る
場
合
は
決
定
で
こ
れ
を
却
下
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

る
　
（
民
訴
法
四
四
一
条
）
。
で
は
異
議
を
適
法
と
認
め
た
場
合
は
ど
の
よ

う
な
手
続
が
展
開
す
る
の
か
と
い
う
と
、
こ
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
法
は
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（
2
）

何
ら
規
定
を
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
異
議
が
適
法
で
あ
れ
ば
何
等
の
裁
判

な
し
に
、
異
議
の
対
象
に
な
っ
た
請
求
の
価
額
に
応
じ
て
、
簡
易
裁
判
所

か
地
方
裁
判
所
に
訴
訟
が
係
属
す
る
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。

　
問
題
は
地
方
裁
判
所
の
訴
訟
手
続
中
に
異
議
が
不
適
法
で
あ
る
こ
と
が

判
明
し
た
場
合
で
あ
り
、
本
件
は
正
に
こ
の
問
題
で
あ
る
。
異
議
を
適
法

と
し
た
簡
易
裁
判
所
の
判
断
が
地
方
裁
判
所
の
判
断
を
拘
束
す
る
の
で
あ

れ
ば
、
裁
判
所
は
異
議
を
不
適
法
と
し
て
終
局
判
決
で
却
下
す
る
こ
と
は

許
さ
れ
な
い
。
反
対
に
拘
束
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
裁
判
所
は
異
議
を
終

局
判
決
で
却
下
す
る
必
要
が
あ
る
。
地
方
裁
判
所
は
異
議
を
不
適
法
と
し

て
却
下
で
き
る
か
否
か
の
問
題
に
つ
い
て
、
従
来
の
見
解
を
概
観
す
る
と
、

四
説
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
一
説
は
消
極
説
で
あ
り
、
か
よ
う
な
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
説
く
。

す
な
わ
ち
、
民
訴
法
四
二
一
条
の
反
対
解
釈
か
ら
、
簡
易
裁
判
所
の
適
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

性
の
認
定
は
、
そ
の
後
の
裁
判
所
を
拘
束
す
る
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
そ

の
理
由
と
し
て
、
も
し
そ
う
で
な
い
と
手
続
は
煩
環
に
な
り
、
手
続
の
段

階
性
と
安
定
性
を
害
す
る
こ
と
を
挙
げ
る
。
さ
ら
に
不
適
法
の
判
断
に
対

し
て
債
務
者
に
は
即
時
抗
告
が
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
督
促
手
続
の
構
造

か
ら
し
て
、
債
務
者
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
必
要
は
な
い
と
も
説
く
。

　
第
二
説
は
積
極
説
で
あ
り
、
債
権
者
の
不
利
益
を
早
急
に
救
済
す
る
必

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

要
か
ら
、
簡
易
裁
判
所
の
判
断
の
拘
束
力
を
否
定
す
る
見
解
で
あ
る
。

　
第
三
説
は
折
衷
説
で
あ
り
、
仮
執
行
宣
告
の
前
後
で
区
別
す
る
説
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
宣
告
前
に
は
簡
裁
の
異
議
適
法
の
判
断
に
拘
束
力
を
認

め
、
異
議
を
却
下
す
る
終
局
判
決
は
許
さ
れ
な
い
が
、
宣
告
後
は
適
法
性

の
判
断
の
拘
束
力
を
認
め
ず
、
異
議
を
却
下
す
る
終
局
判
決
は
許
さ
れ
る

　
　
　
　
　
（
5
）

と
す
る
説
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
宣
告
後
の
場
合
に
地
方
裁
判
所

に
よ
っ
て
異
議
を
却
下
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
な
る
と
、
仮
執
行
宣
言

付
支
払
命
令
の
確
定
が
遮
断
さ
れ
、
債
権
者
が
著
し
く
不
利
に
な
る
か
ら

で
あ
る
と
説
く
。

　
第
四
説
は
第
三
説
を
修
正
し
た
考
え
で
あ
る
。
第
三
説
は
仮
執
行
宣
言

の
前
後
で
区
別
す
る
説
で
あ
る
が
、
第
四
説
は
仮
執
行
宣
言
前
の
場
合
を

さ
ら
に
細
分
化
す
る
考
え
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
支
払
命
令
の
適
法
な
送

達
も
な
い
ま
ま
に
、
異
議
申
立
て
が
代
理
権
の
な
い
第
三
者
に
よ
っ
て
な

さ
れ
た
場
合
と
、
異
議
申
立
て
が
適
時
に
な
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
と
を
区

別
し
て
、
前
者
の
場
合
は
異
議
を
却
下
す
る
終
局
判
決
は
許
さ
れ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

後
者
の
場
合
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、

再
度
の
異
議
申
立
て
が
考
え
ら
れ
る
場
合
に
異
議
却
下
の
終
局
判
決
で
処

理
す
る
の
は
手
続
が
煩
珀
に
な
る
し
、
訴
訟
経
済
に
も
反
す
る
か
ら
で
あ

る
と
説
く
。

　
こ
れ
ら
諸
説
の
当
否
で
あ
る
が
、
異
議
が
不
適
法
で
あ
る
と
判
明
し
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
無
視
し
て
手
続
を
進
行
さ
せ
る
の
は
問
題
で

あ
る
。
そ
こ
で
、
異
議
却
下
の
た
め
に
事
件
を
簡
易
裁
判
所
に
戻
す
（
移

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

送
す
る
）
と
い
う
方
法
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
確
か
に
手
続
的
に
は

筋
が
通
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
迂
遠
な
方
法
で
あ
り
、
本
件
の
よ
う
な
問

題
に
つ
い
て
わ
ざ
わ
ざ
法
定
手
続
の
履
践
を
強
調
す
る
ほ
ど
の
こ
と
で
も

な
い
。
そ
う
な
る
と
第
一
説
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
基
づ
く
移
送
説
に
賛
成

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
第
三
説
、
第
四
説
は
不
適
法
の
是
正
を
考
え
る

141



法学研究67巻7号（’94＝7）

点
で
、
第
一
説
の
消
極
説
と
異
な
り
評
価
で
き
る
が
、
異
議
却
下
で
き
る

場
合
と
不
適
法
の
異
議
を
無
視
す
る
場
合
と
の
区
別
の
基
準
が
曖
昧
な
よ

う
に
思
う
。
第
三
説
は
確
か
に
基
準
と
し
て
明
確
で
あ
っ
て
も
、
第
四
説

の
存
在
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
区
別
の
基
準
が
合
理
的
で
あ
る
か
と
い

う
点
で
問
題
が
残
る
。
第
四
説
は
区
別
の
基
準
を
よ
り
実
質
的
に
求
め
た

も
の
で
あ
る
が
、
今
度
は
明
確
な
基
準
に
な
り
う
る
か
と
い
う
点
で
疑
問

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
第
二
説
（
積
極
説
）
は
第
一
説

が
説
く
よ
う
な
問
題
が
生
じ
る
に
し
て
も
、
不
適
法
の
是
正
が
す
み
や
か

に
で
き
る
と
い
う
点
と
、
基
準
が
明
確
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
、
第
二
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
n
8
）
。

が
一
番
問
題
が
な
い
よ
う
に
思
う
　
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
第
二
説
（
積

極
説
）
を
支
持
し
、
同
様
な
理
由
で
第
二
説
と
同
じ
結
論
を
と
る
本
判
決

　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

に
賛
成
す
る
次
第
で
あ
る
。

三
　
冒
頭
に
お
い
て
本
判
決
に
「
疑
問
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
」
と
述
べ

た
の
は
、
本
判
決
の
次
の
よ
う
な
理
解
に
疑
問
を
持
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

本
判
決
の
判
決
主
文
は
「
原
告
を
債
権
者
、
被
告
を
債
務
者
と
す
る
大
阪

簡
易
裁
判
所
平
成
四
年
（
ロ
）
第
五
九
〇
九
号
支
払
命
令
事
件
の
仮
執
行

宣
言
付
支
払
命
令
に
対
す
る
被
告
の
異
議
申
立
を
却
下
す
る
。
」
と
い
う

も
の
で
あ
り
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
本
判
決
は
、
「
原
告
の
本
件
事
件
に

か
か
る
請
求
は
、
当
裁
判
所
に
訴
え
の
提
起
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
こ

と
は
で
き
な
い
が
、
前
記
認
定
の
と
お
り
、
右
請
求
が
当
裁
判
所
に
係
属

し
て
い
る
か
の
よ
う
な
外
観
が
生
ず
る
に
至
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
当
裁

判
所
は
、
右
形
式
上
の
係
属
を
排
除
す
る
た
め
、
民
事
訴
訟
法
四
四
一
条

の
趣
旨
に
則
り
、
本
件
異
議
申
立
を
却
下
す
る
こ
と
と
し
、
主
文
の
と
お

り
判
決
す
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
疑
問
と
す
る
点
は
、
本
判
決
の
「
右
請
求
が
当
裁
判
所
に
係
属
し
て
い

る
か
の
よ
う
な
外
観
が
生
ず
る
」
と
述
べ
て
い
る
点
で
あ
る
。
と
い
う
の

は
、
私
は
判
決
の
理
解
と
異
な
り
、
訴
訟
係
属
が
生
じ
て
い
る
の
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

い
か
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
確
か
に
民
訴
法
四
二
四
条
は
適
法
な
異
議
申

立
て
に
よ
っ
て
訴
訟
係
属
が
生
じ
る
と
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

本
判
決
の
理
解
は
法
文
に
忠
実
で
あ
る
。
ま
た
従
来
の
積
極
説
の
判
例
や

学
説
の
理
解
も
本
判
決
の
よ
う
な
理
解
を
し
て
い
る
か
ら
、
本
判
決
が
特

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
！
1
）

異
な
理
解
を
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
正
確
に
は
本
判
決
は
従

来
の
積
極
説
が
説
い
て
き
た
こ
と
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え

に
、
冒
頭
に
述
べ
た
本
判
決
に
対
す
る
私
の
疑
問
と
い
う
も
の
は
、
本
判

決
に
限
定
し
た
も
の
で
な
く
、
従
来
の
積
極
説
に
対
す
る
疑
問
と
い
う
べ

き
か
も
し
れ
な
い
。

　
本
判
決
を
含
め
て
積
極
説
の
判
例
は
、
「
形
式
上
の
訴
訟
係
属
」
と
い

　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

う
言
葉
を
使
用
し
て
、
そ
れ
を
排
除
す
る
た
め
に
、
四
四
一
条
を
根
拠
に

異
議
を
却
下
し
て
い
る
。
し
か
し
、
形
式
上
の
訴
訟
係
属
と
い
う
意
味
が

必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
し
、
そ
も
そ
も
訴
訟
係
属
に
は
形
式
的
訴
訟
係

属
と
実
質
的
訴
訟
係
属
の
二
つ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
理
解
し
に
く
い
。

訴
訟
係
属
と
は
訴
え
が
適
法
で
あ
る
か
否
か
に
関
係
な
く
、
特
定
の
事
件

に
つ
い
て
裁
判
所
の
判
断
が
求
め
ら
れ
て
い
る
状
態
を
言
う
こ
と
を
考
え
、

通
常
の
訴
訟
で
は
訴
訟
係
属
は
訴
状
の
送
達
に
よ
っ
て
発
生
す
る
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

一
般
的
な
理
解
に
基
づ
く
な
ら
ば
、
訴
訟
係
属
は
実
質
審
査
に
よ
っ
て
、

そ
の
有
無
が
判
断
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
と
結
び
つ
か
な
い
よ
う
に
思
う
。
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そ
こ
で
本
件
で
は
、
簡
易
裁
判
所
か
ら
送
付
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
、
訴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
n
1
4
）
。

訟
係
属
は
発
生
し
た
と
理
解
す
る
方
が
分
か
り
や
す
い
よ
う
に
思
う
　
す

な
わ
ち
、
訴
訟
係
属
が
発
生
し
た
か
ら
こ
そ
、
裁
判
所
が
審
理
を
開
始
し
、

そ
し
て
本
案
の
前
提
と
し
て
異
議
に
つ
い
て
判
断
し
た
と
理
解
す
べ
き
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
理
解
を
し
な
け
れ
ば
、
そ
も
そ
も
地
方

裁
判
所
が
な
ぜ
異
議
に
つ
い
て
判
断
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
説
明
し
に

く
い
よ
う
に
思
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
う
で
な
い
と
訴
訟
係
属
が
な
い
に
も

か
か
わ
ら
ず
裁
判
所
が
判
決
を
下
す
と
い
う
こ
と
に
な
る
し
、
ま
た
単
に

外
観
だ
け
の
訴
訟
係
属
を
強
調
し
、
本
来
の
訴
訟
係
属
が
な
い
と
す
る
な

ら
ば
、
裁
判
所
は
本
来
な
ら
何
も
し
な
く
て
か
ま
わ
な
い
と
い
う
こ
と
に

な
る
よ
う
に
思
う
。
事
件
が
簡
易
裁
判
所
か
ら
離
れ
て
、
地
方
裁
判
所
に

お
い
て
判
断
せ
ざ
る
を
え
な
い
状
況
と
い
う
こ
と
は
、
と
に
か
く
適
法
と

の
簡
易
裁
判
所
の
判
断
が
あ
り
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
訴
訟
係
属
が
発
生
し

た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
理
解
に
基
づ
い

た
訴
訟
係
属
を
形
式
的
訴
訟
係
属
と
い
う
の
か
も
し
れ
な
い
。
も
し
そ
う

で
あ
る
な
ら
ば
、
形
式
的
訴
訟
係
属
と
い
う
言
葉
は
、
単
に
訴
訟
係
属
と

言
う
の
と
同
じ
で
あ
り
、
私
の
疑
問
と
す
る
こ
と
は
、
表
現
の
問
題
と
い

う
こ
と
に
な
る
と
思
う
。
し
か
し
、
表
現
の
問
題
に
帰
着
す
る
な
ら
ば
、

私
見
の
よ
う
に
単
純
に
訴
訟
係
属
と
表
現
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
既
に
指
摘

し
た
よ
う
な
形
式
的
訴
訟
係
属
と
い
う
よ
う
な
曖
昧
な
言
葉
は
使
用
す
べ

き
で
な
い
と
思
う
。

　
あ
る
い
は
積
極
説
は
、
単
に
事
件
の
送
付
を
受
け
た
か
ら
と
い
っ
て
、

直
ち
に
地
方
裁
判
所
に
訴
訟
係
属
が
発
生
す
る
も
の
で
は
な
く
、
送
付
さ

れ
た
地
方
裁
判
所
は
先
ず
異
議
の
適
法
性
を
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
考
え
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
訴
訟
係
属
に

つ
い
て
の
理
解
に
は
疑
問
が
あ
る
。
簡
易
裁
判
所
の
判
断
を
地
方
裁
判
所

は
先
ず
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
法
律
に
何
ら
規
定

さ
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
民
訴
法
四
四
一
条
に
よ
れ
ば
、
簡
易
裁
判
所

が
地
方
裁
判
所
に
送
付
さ
れ
る
事
件
に
つ
い
て
の
異
議
の
適
法
性
を
も
審

査
す
る
旨
を
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
趣
旨
か
ら
す
れ
ば
、

第
一
説
の
消
極
説
の
よ
う
に
地
方
裁
判
所
が
異
議
の
適
法
性
に
つ
い
て
判

断
で
き
な
い
と
い
う
方
が
素
直
な
条
文
解
釈
と
も
言
え
る
。
な
お
法
律
に

規
定
が
な
い
場
合
に
も
理
論
的
に
考
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
か
ら
、
先

ず
異
議
の
適
法
性
を
審
理
す
る
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、

そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
簡
易
裁
判
所
の
適
法
性
の
判
断
と
同
様
に
地
方

裁
判
所
の
判
断
も
そ
れ
を
外
部
に
表
示
す
る
必
要
が
な
い
か
ら
、
そ
の
判

断
が
終
わ
っ
た
の
か
否
か
は
、
外
か
ら
分
か
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
こ

の
よ
う
な
考
え
で
あ
る
と
、
訴
訟
へ
の
移
行
の
時
期
が
不
明
確
に
な
る
と

い
う
点
に
問
題
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
よ
う
に
訴
訟
を
段
階
的
構
造
と
把
握

す
る
と
、
訴
訟
係
属
が
発
生
し
た
後
で
、
異
議
の
不
適
法
が
判
明
し
た
場

合
は
ど
う
な
る
の
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。
そ
の
場
合
で
も
訴
訟
は
続

行
し
な
い
と
考
え
る
と
、
わ
ざ
わ
ざ
異
議
の
適
法
性
の
判
断
を
訴
訟
係
属

の
発
生
前
に
必
要
と
す
る
理
由
が
な
い
よ
う
に
思
う
。
反
対
に
訴
訟
係
属

発
生
後
に
は
異
議
の
適
法
性
は
判
断
で
き
な
い
と
な
る
と
、
こ
れ
で
は
積

極
説
で
は
な
く
消
極
説
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
そ
れ
な
ら
ば
、
私
見
の
よ
う
に
訴
訟
係
属
が
発
生
し
て
い
る
と
考
え
る
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と
、
訴
訟
係
属
は
い
つ
消
滅
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
。
異

議
が
不
適
法
で
あ
る
な
ら
ば
、
本
来
訴
訟
を
続
行
す
る
根
拠
が
な
く
、
仮

執
行
宣
言
付
き
支
払
命
令
が
確
定
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
異
議
却
下
判
決

の
確
定
に
よ
っ
て
訴
訟
係
属
は
当
然
に
消
滅
す
る
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら

れ
る
。
本
判
決
を
含
め
て
消
極
説
は
、
実
は
こ
の
よ
う
な
立
場
で
あ
る
と

い
う
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
単
に
異
議
却
下
を
主
文
に
掲

げ
、
そ
れ
が
確
定
す
れ
ば
、
当
然
に
訴
訟
係
属
は
消
滅
す
る
と
い
う
の
は

理
解
し
に
く
い
よ
う
に
思
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
た

め
に
は
「
異
議
が
不
適
法
で
あ
る
な
ら
ば
、
本
来
訴
訟
を
続
行
す
る
根
拠

が
な
い
か
ら
、
異
議
却
下
判
決
の
確
定
に
よ
っ
て
訴
訟
係
属
は
当
然
に
消

滅
す
る
」
と
い
う
理
解
が
必
要
で
あ
る
が
、
判
決
か
ら
こ
れ
を
読
み
取
る

の
は
困
難
で
は
な
い
か
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
件
の
よ
う
な
場

合
に
、
訴
訟
係
属
の
発
生
を
認
め
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
消
滅
さ
せ
る
た
め

に
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
確
認
す
る
た
め
に
、
判
決
主
文
に
例
え
ば
、
「
訴

訟
は
終
了
し
た
」
旨
の
文
章
を
掲
げ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　
確
か
に
訴
訟
係
属
は
発
生
し
な
い
と
解
す
る
か
、
あ
る
い
は
発
生
し
て

も
異
議
却
下
が
確
定
す
れ
ば
当
然
に
消
滅
す
る
と
解
す
る
な
ら
ば
、
か
よ

う
な
見
解
は
無
用
で
あ
り
、
余
計
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
件
の
よ

う
な
場
合
に
訴
訟
係
属
が
発
生
し
な
い
と
い
う
の
は
、
一
般
的
に
訴
訟
係

属
発
生
事
由
と
調
和
し
な
い
し
、
異
議
却
下
と
い
う
主
文
だ
け
で
訴
訟
係

属
が
消
滅
す
る
と
い
う
の
も
一
般
的
に
理
解
し
に
く
い
よ
う
に
思
う
。
そ

こ
で
、
訴
訟
終
了
が
分
か
る
よ
う
な
主
文
を
掲
げ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
う

し
、
こ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
手
続
の
段
階
が
容
易
に
理
解

で
き
る
し
、
第
一
説
（
消
極
説
）
の
批
判
を
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

考
え
る
。
す
な
わ
ち
既
述
の
第
｝
説
（
消
極
説
）
は
、
簡
易
裁
判
所
の
適

法
性
の
認
定
は
そ
の
後
の
裁
判
所
を
拘
束
す
る
と
い
う
見
解
で
あ
り
、
も

し
そ
う
で
な
い
と
手
続
は
煩
墳
に
な
り
、
手
続
の
段
階
性
と
安
定
性
を
害

す
る
と
説
く
の
で
あ
る
が
、
訴
訟
係
属
の
発
生
を
考
え
る
こ
と
で
、
手
続

の
段
階
は
簡
単
で
明
瞭
に
な
る
し
、
判
決
主
文
で
訴
訟
終
了
を
宣
言
す
る

こ
と
で
、
手
続
は
安
定
す
る
と
考
え
る
。
こ
れ
は
ま
た
、
ち
ょ
う
ど
訴
状

を
却
下
す
べ
き
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
訴
状
が
送
達
さ
れ
、
（
訴
訟

係
属
発
生
後
に
）
訴
状
の
記
載
の
暇
疵
が
判
明
し
た
場
合
に
は
訴
状
却
下

で
な
く
、
訴
え
却
下
判
決
に
よ
っ
て
処
理
す
る
の
に
相
応
す
る
と
思
う
。

　
確
か
に
「
訴
訟
の
終
了
」
と
い
う
主
文
は
馴
染
み
が
な
い
し
、
請
求
に

つ
い
て
判
断
し
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
訴
え
の
却
下
と
い
う
主
文

が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
実
質
的
に
は
債
権
者
の
勝
利
で
あ
る
こ
と
を

考
え
る
と
、
訴
え
の
却
下
と
い
う
主
文
で
は
違
和
感
が
あ
る
。
あ
る
い
は

債
権
者
勝
訴
を
意
識
し
て
「
請
求
の
認
可
」
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
場
合
に
そ
れ
に
即
応
し
た
主
文
と
い
う
と
、
「
請
求
の
認
可
」
で
あ

　
　
　
　
（
1
5
）

る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
異
議
却
下
が
確
定
す
れ
ば
確
定
判
決
と
同
一

の
効
力
を
有
す
る
の
で
あ
る
か
ら
　
（
民
訴
法
四
四
三
条
）
、
主
文
で
請
求

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

に
つ
い
て
の
判
断
を
掲
げ
て
、
あ
え
て
屋
上
屋
を
架
す
必
要
は
な
い
。
あ

る
い
は
主
文
で
訴
訟
の
終
了
を
宣
言
し
（
あ
る
い
は
訴
え
を
却
下
し
）
、

理
由
で
異
議
を
却
下
す
る
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
問

題
は
、
本
来
は
簡
易
裁
判
所
に
お
い
て
却
下
決
定
す
べ
き
事
件
が
誤
っ
て

地
方
裁
判
所
に
送
付
さ
れ
た
こ
と
に
伴
う
問
題
の
処
理
で
あ
る
か
ら
、
異
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議
を
主
文
で
却
下
す
る
と
い
う
方
法
で
処
理
す
べ
き
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
私
見
は
、
本
判
決
の
「
形
式
的
訴
訟
係
属
」
と
い
う
考
え
よ

り
も
、
①
本
件
の
よ
う
な
問
題
に
お
い
て
は
、
訴
訟
係
属
が
発
生
し
て
い

る
と
考
え
た
方
が
理
論
的
で
目
然
で
あ
る
。
②
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
単

に
異
議
却
下
で
な
く
訴
訟
係
属
の
終
了
を
明
瞭
に
す
る
た
め
に
、
「
訴
訟

の
終
了
」
を
併
せ
て
主
文
に
掲
げ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
不
適
法
な
異
議
と
し
て
一
般
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
異
議
申
立
て

　
　
が
訴
訟
行
為
と
し
て
の
要
件
を
欠
い
て
い
る
場
合
、
異
議
申
立
て
が
四
四
〇
条

　
　
の
期
間
経
過
後
に
な
さ
れ
た
場
合
、
四
三
九
条
に
よ
る
支
払
命
令
失
効
後
に
異

　
　
議
申
立
て
が
な
さ
れ
た
場
合
で
あ
る
（
兼
子
一
『
条
解
民
事
訴
訟
法
（
上
）
』

　
　
一
〇
一
八
頁
（
一
九
五
五
年
）
、
兼
子
一
ほ
か
『
条
解
民
事
訴
訟
法
』
　
二
二
〇

　
　
一
頁
〔
松
浦
馨
〕
（
一
九
八
六
年
）
、
斎
藤
秀
夫
編
『
注
解
民
事
訴
訟
法
G
り
』
二

　
　
一
九
頁
〔
林
屋
礼
二
・
矢
澤
治
〕
（
一
九
八
一
年
）
、
菊
井
維
大
1
1
村
松
俊
夫

　
　
『
民
事
訴
訟
法
皿
』
四
五
二
頁
（
一
九
八
六
年
）
）
。
な
お
こ
の
他
の
事
例
を
判

　
　
例
で
見
て
み
る
と
、
会
社
の
代
表
権
の
な
い
者
へ
の
送
達
が
な
さ
れ
、
そ
の
者

　
　
が
異
議
申
立
て
を
し
た
場
合
（
札
幌
地
判
昭
和
四
六
・
一
〇
二
一
六
判
時
六
五

　
　
七
号
七
六
頁
目
判
タ
ニ
七
二
号
三
四
六
頁
）
、
代
表
者
死
亡
に
も
か
か
わ
ら
ず

　
　
そ
の
者
へ
の
送
達
が
な
さ
れ
、
そ
の
者
の
名
前
に
よ
る
異
議
が
な
さ
れ
た
場
合

　
　
（
旭
川
地
判
昭
和
五
四
・
五
・
三
〇
判
時
九
四
四
号
一
〇
五
頁
）
が
あ
る
。

　
（
2
）
　
簡
易
裁
判
所
が
異
議
不
適
法
と
判
断
し
た
場
合
は
決
定
で
却
下
す
る
が
、

　
　
そ
の
決
定
に
対
し
て
は
即
時
抗
告
が
認
め
ら
れ
る
　
（
民
訴
法
四
四
｝
条
）
。
し

　
　
か
し
、
適
法
と
の
判
断
に
対
し
て
は
不
服
の
主
張
は
許
さ
れ
な
い
（
菊
井
目
村

　
　
松
・
前
掲
注
（
1
）
四
五
四
頁
）
。

　
（
3
）
　
中
田
淳
一
『
特
別
訴
訟
手
続
』
二
三
頁
（
｝
九
三
八
年
）
、
加
藤
正
治

　
　
『
民
訴
法
要
論
』
五
六
七
頁
（
一
九
五
〇
年
）
、
菊
井
維
大
『
民
事
訴
訟
法

　
（
下
）
』
五
一
八
頁
（
一
九
六
八
年
）
、
奥
村
正
策
「
支
払
命
令
に
対
す
る
異
議

　
申
立
」
小
室
”
小
山
還
暦
『
裁
判
と
上
訴
（
下
）
』
一
七
八
頁
（
一
九
八
O
年
）
、

　
福
岡
地
判
昭
和
三
五
・
七
・
一
四
下
民
集
一
一
巻
七
号
四
九
四
頁
。
な
お
新
堂

　
幸
司
『
民
事
訴
訟
法
』
五
九
九
頁
（
第
二
版
補
正
版
、
一
九
九
〇
年
）
も
こ
の

　
立
場
か
。

（
4
）
　
斎
藤
編
・
前
掲
注
（
1
）
二
二
一
頁
〔
林
屋
礼
二
・
矢
澤
治
〕
、
菊
井
”

　
村
松
・
前
掲
注
（
1
）
四
五
三
頁
、
小
室
直
人
ー
賀
集
唱
編
『
基
本
法
コ
ン
メ

　
ン
タ
ー
ル
・
民
事
訴
訟
法
2
』
二
七
二
頁
〔
坂
原
正
夫
〕
（
第
四
版
、
　
『
九
九

　
二
年
）
、
札
幌
地
判
昭
和
四
六
・
一
〇
・
二
六
前
掲
注
（
1
）
、
旭
川
地
判
昭
和

　
五
四
・
五
・
三
〇
前
掲
注
（
1
）
。

（
5
）
　
兼
子
一
『
判
例
民
事
訴
訟
法
』
四
五
三
頁
（
一
九
五
〇
年
）
、
松
浦
馨
・

　
判
例
研
究
・
民
商
法
雑
誌
四
六
巻
一
号
二
二
頁
、
高
島
義
郎
『
支
払
命
令
異

　
議
訴
訟
の
性
質
と
取
扱
い
』
実
務
民
訴
講
座
二
巻
三
八
O
頁
（
一
九
六
九
年
）
。

（
6
）
兼
子
一
ほ
か
・
前
掲
注
（
1
）
ニ
ニ
〇
二
頁
〔
松
浦
〕
。

（
7
）
　
長
野
地
決
昭
和
四
三
・
七
・
三
一
判
時
五
四
七
号
六
九
頁
。

（
8
）
　
小
室
H
賀
集
編
・
前
掲
注
（
4
）
二
七
二
頁
〔
坂
原
〕
。

（
9
）
　
本
判
決
は
既
述
の
学
説
の
分
類
に
よ
れ
ば
い
か
な
る
説
に
位
置
付
け
ら
れ

　
る
か
と
い
う
と
、
第
一
説
で
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
る
。
そ
れ
以

　
上
に
第
二
説
な
い
し
第
四
説
か
と
い
う
区
別
は
、
事
案
の
関
係
で
不
明
で
あ
る
。

　
な
お
本
判
決
掲
載
誌
の
解
説
も
、
本
判
決
は
第
二
説
で
あ
る
か
そ
れ
と
も
第
三

　
説
で
あ
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
解
説
で
は
第
三
説
と
第
四
説

　
は
特
に
区
別
さ
れ
て
い
な
い
（
判
タ
八
二
八
号
二
六
七
頁
）
。

（
1
0
）
本
稿
で
訴
訟
係
属
と
い
う
場
合
、
請
求
に
つ
い
て
裁
判
所
に
お
い
て
判
決

手
続
に
よ
る
判
断
が
求
め
ら
れ
て
い
る
状
態
と
い
う
意
味
で
使
用
す
る
こ
と
に

　
す
る
。
そ
こ
で
二
重
起
訴
禁
止
（
民
訴
法
二
＝
二
条
）
に
お
い
て
問
題
と
な
る

訴
訟
係
属
と
は
異
な
る
。
二
重
起
訴
禁
止
か
否
か
で
問
題
と
な
る
起
訴
状
態
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（
訴
訟
係
属
）
に
あ
る
か
否
か
は
、
督
促
手
続
で
は
訴
訟
の
移
行
時
後
の
状
態

　
で
は
な
く
て
、
督
促
手
続
の
状
態
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
・
そ
れ
は
督
促
手
続
が

　
訴
訟
の
前
駆
的
手
続
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
の
発
生
の
時
点
に
つ
い
て
は
、

支
払
命
令
の
申
立
て
時
に
訴
訟
係
属
が
発
生
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
支
払
命
令

　
の
送
達
時
か
で
議
論
が
あ
る
（
詳
し
く
は
斎
藤
秀
夫
”
小
室
直
人
目
西
村
宏
一

　
1
1
林
屋
礼
二
編
著
『
注
解
民
事
訴
訟
法
㈲
』
二
七
〇
頁
〔
斎
藤
秀
夫
ロ
加
茂
紀

　久男

〕
（
第
二
期
版
、
一
九
九
三
年
）
）
。

　
　
要
す
る
に
本
稿
で
は
、
訴
訟
係
属
を
督
促
手
続
が
訴
訟
に
移
行
し
て
い
る
場

合
の
意
味
で
使
用
し
て
い
る
が
、
福
岡
地
判
昭
和
三
五
・
七
・
一
四
前
掲
注

　
（
3
）
も
「
異
議
の
適
法
が
確
定
さ
れ
、
訴
訟
係
属
の
効
力
が
生
じ
た
も
の
で

あ
る
」
と
述
べ
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
使
用
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
後
掲
注

　
（
1
2
）
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
本
件
の
問
題
に
つ
い
て
こ
の
福
岡
地
判
の

反
対
の
立
場
に
あ
る
判
例
も
、
訴
訟
係
属
を
こ
の
意
味
で
使
用
し
て
い
る
か
ら
、

本
稿
だ
け
が
訴
訟
係
属
に
つ
い
て
特
異
な
使
用
方
法
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

　
い
Q

（
1
1
）
　
札
幌
地
判
昭
和
四
六
二
〇
・
二
六
前
掲
注
（
！
）
、
旭
川
地
判
昭
和
五

　
四
・
五
・
三
〇
前
掲
注
（
1
）
は
本
文
で
異
議
を
却
下
し
、
判
決
理
由
で
本
判

決
と
同
様
な
理
由
を
述
べ
て
い
る
。

（
1
2
）
　
札
幌
地
判
昭
和
四
六
・
一
〇
・
二
六
前
掲
注
（
n
）
は
「
い
わ
ば
形
式
」

　
の
訴
訟
係
属
」
と
表
現
し
、
旭
川
地
判
昭
和
五
四
・
五
二
二
〇
前
掲
注
（
1
1
）

　
は
「
形
式
上
、
右
請
求
が
、
当
裁
判
所
に
係
属
す
る
か
の
外
観
を
呈
す
る
に
至

　
っ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
1
3
）
　
学
説
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
中
野
貞
一
郎
1
1
松
浦
馨
H
鈴
木
正
裕

編
『
民
事
訴
訟
法
講
義
』
　
一
八
一
頁
〔
坂
口
裕
英
〕
（
補
訂
第
二
版
、
　
一
九
八

六
年
）
、
斎
藤
1
1
小
室
1
1
西
村
判
林
屋
編
著
・
前
掲
注
（
1
0
）
二
七
一
頁
〔
斎

　
藤
1
1
加
茂
〕
。

（
1
4
）
　
訴
訟
へ
の
移
行
の
時
点
に
つ
い
て
は
　
異
議
を
適
法
と
す
る
裁
判
が
な
い

　
の
で
（
民
訴
法
四
四
一
条
の
反
対
解
釈
）
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
事
物

管
轄
に
よ
り
簡
裁
管
轄
の
場
合
は
、
異
議
申
立
て
を
受
理
し
本
訴
の
事
件
番
号

を
事
件
簿
に
記
入
し
た
時
と
す
る
説
と
、
期
日
指
定
時
あ
る
い
は
印
紙
追
貼
命

令
を
発
し
た
時
と
す
る
説
の
対
立
が
あ
る
。
地
裁
管
轄
の
場
合
も
訴
訟
記
録
送

付
時
説
と
異
議
申
立
時
説
と
に
分
か
れ
て
い
る
（
詳
し
く
は
斎
藤
編
・
前
掲
注

　
（
1
）
二
二
五
頁
注
2
な
い
し
4
参
照
〔
林
屋
・
矢
澤
〕
）
。
通
説
は
簡
裁
管
轄

　
の
場
合
は
期
日
指
定
時
説
で
あ
紛
、
地
裁
管
轄
の
場
合
は
記
録
送
付
時
説
で
あ

　
る
（
例
え
ば
、
斎
藤
編
・
前
掲
注
（
1
）
二
二
六
頁
〔
林
屋
・
矢
澤
〕
、
兼
子

　
一
ほ
か
・
前
掲
注
（
1
）
　
二
二
〇
三
頁
〔
松
浦
〕
等
）
。
異
議
申
立
時
と
す
る

説
は
、
異
議
の
適
法
性
の
有
無
の
判
断
が
異
議
訴
訟
の
判
決
確
定
時
に
確
定
す

　
る
こ
と
を
根
拠
に
、
そ
の
時
に
訴
え
提
起
の
効
力
が
訴
え
提
起
時
に
遡
及
す
る

と
説
く
が
（
菊
井
維
大
針
村
松
俊
夫
『
全
訂
民
事
訴
訟
法
皿
』
四
五
五
頁
（
↓

九
八
六
年
）
）
、
期
日
指
定
時
説
な
い
し
記
録
送
付
時
説
は
、
こ
の
時
点
で
異
議

　を

適
法
と
す
る
裁
判
が
暗
黙
に
示
さ
れ
る
と
考
え
る
。
異
議
の
適
法
性
の
判
断

　
に
よ
っ
て
訴
訟
へ
の
移
行
が
決
ま
る
の
で
あ
る
か
ら
、
通
説
が
正
し
い
と
思
う
。

（
1
5
）
　
仮
執
行
宣
言
付
支
払
命
令
に
対
し
て
異
議
申
立
て
が
な
さ
れ
訴
訟
に
移
行

　
し
た
場
合
、
そ
の
訴
訟
の
性
質
、
訴
訟
物
、
判
決
主
文
の
記
載
寿
法
等
に
つ
い

　
て
は
、
仮
執
行
宣
言
の
効
力
と
の
関
係
で
議
論
が
あ
る
。
し
か
し
、
多
数
説
の

考
え
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
請
求
の
当
否
が
訴
訟
物
で
あ
る
が
、
支
払

命
令
の
当
否
に
つ
い
て
は
判
決
で
処
理
し
、
請
求
に
理
由
か
あ
る
場
合
の
判
決

主
文
は
支
払
命
令
の
維
持
（
認
可
）
で
あ
る
。
請
求
に
全
く
理
由
が
な
い
と
き

　
は
支
払
命
令
を
取
り
消
し
て
請
求
棄
却
の
判
決
を
す
る
（
例
え
ば
菊
井
随
村
松

　
・
前
掲
注
（
1
）
四
六
三
頁
、
斎
藤
編
・
前
掲
注
（
1
）
二
三
六
頁
以
下
〔
林

屋
・
矢
澤
〕
、
新
堂
・
前
掲
注
（
3
）
五
九
九
頁
、
斎
藤
秀
夫
『
民
事
訴
訟
法

概
論
』
五
二
七
頁
（
一
九
八
二
年
）
等
）
。
判
例
も
同
様
で
あ
る
（
最
判
昭
和
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三
六
・
六
・
↓
六
民
集
～
五
巻
六
号
『
五
八
四
頁
）
。
な
お
近
時
の
有
力
説
は
、

異
議
申
立
て
と
請
求
が
共
に
訴
訟
物
で
あ
る
と
説
く
。
異
議
の
目
的
は
督
促
手

続
の
排
除
と
通
常
訴
訟
に
よ
る
審
判
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
異
議
訴
訟
は
第

　
一
審
手
続
と
上
訴
審
手
続
の
中
間
的
・
混
在
的
な
も
の
と
理
解
す
る
。
こ
の
説

　
に
よ
れ
ば
、
請
求
に
理
由
が
あ
る
場
合
は
支
払
命
令
を
維
持
（
認
可
）
し
て
異

議
を
棄
却
す
る
が
、
請
求
に
全
く
理
由
が
な
い
と
き
は
支
払
命
令
を
取
り
消
し

　
て
請
求
棄
却
の
判
決
を
す
る
（
中
野
H
松
浦
陸
鈴
木
編
・
前
掲
注
（
1
3
）
六
三

　
三
頁
注
12
〔
松
浦
〕
、
高
島
・
前
掲
注
（
5
）
三
八
一
頁
以
下
、
兼
子
一
ほ
か

　
・
前
掲
注
（
1
）
二
一
九
五
頁
以
下
〔
松
浦
〕
、
二
二
〇
五
頁
〔
松
浦
〕
等
）
。

　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
私
見
は
、
小
室
性
賀
集
編
・
前
掲
注
（
4
）
二
七
六
頁

　
〔
坂
原
〕
参
照
。

（
1
6
）
　
確
定
判
決
と
同
一
の
効
力
を
有
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
訴
訟

　終了

効
も
生
じ
る
筈
で
あ
る
と
し
て
、
私
見
に
対
し
て
、
主
文
で
訴
訟
の
終
了

　を

明
ら
か
に
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
批
判
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
四
四

　
三
条
は
簡
易
裁
判
所
に
お
け
る
異
議
却
下
決
定
の
場
合
の
規
定
で
あ
り
、
地
方

　裁

判
所
に
お
け
る
異
議
却
下
判
決
の
場
合
の
規
定
で
は
な
く
、
正
に
訴
訟
係
属

　
の
発
生
を
前
提
に
し
て
い
な
い
規
定
で
あ
る
。
こ
の
条
文
が
地
方
裁
判
所
で
の

異
議
却
下
判
決
の
場
合
に
類
推
さ
れ
る
に
し
て
も
、
訴
訟
終
了
効
に
関
し
て
類

　推さ

れ
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
坂
原
　
正
夫
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