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40

　
一二

〔
下
級
審
民
訴
事
例
研
究
四
〇
〕

土
地
境
界
確
定
訴
訟
で
敗
訴
し
た
被
告
が
同
一
係
争
地
の
所
有
権
確
認
等
の
後
訴
を
提
起
し
た
こ
と
が
信
義

則
に
反
し
な
い
と
し
た
事
例

建
物
収
去
土
地
明
渡
請
求
が
権
利
濫
用
で
あ
る
と
し
て
敗
訴
し
た
原
告
が
後
訴
で
再
度
同
様
の
請
求
を
し
て

認
容
さ
れ
た
事
例

土
地
所
有
権
確
認
等
・
損
害
賠
償
等
請
求
控
訴
事
件

号
二
五
一
頁
）

（
福
岡
高
裁
平
成
七
年
六
月
一
六
日
判
決
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
八
九
一
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（
1
）

　
事
案
の
概
要
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
Y
（
前
訴
原
告
、
本
件
の
第

一
審
本
訴
被
告
兼
反
訴
原
告
、
控
訴
人
兼
被
控
訴
人
）
は
X
（
前
訴

被
告
、
本
件
の
第
一
審
本
訴
原
告
兼
反
訴
被
告
、
被
控
訴
人
兼
控
訴

人
）
に
対
し
、
本
件
両
隣
接
地
に
つ
い
て
の
境
界
確
定
と
、
X
所
有

建
物
の
う
ち
本
件
係
争
土
地
部
分
（
Y
の
主
張
で
は
Y
所
有
地
の
一

部
）
内
に
建
て
ら
れ
て
い
る
部
分
の
収
去
、
本
件
係
争
土
地
部
分
に

存
す
る
X
所
有
の
樹
木
等
の
収
去
及
び
本
件
係
争
土
地
部
分
の
明
渡

し
を
求
め
る
訴
え
を
提
起
し
た
（
前
訴
）
。
前
訴
第
一
審
で
は
Y
が

敗
訴
し
た
が
、
控
訴
審
で
は
境
界
線
が
Y
の
主
張
ど
お
り
認
め
ら
れ
、

Y
の
請
求
の
う
ち
樹
木
等
の
収
去
請
求
及
び
建
物
部
分
以
外
の
土
地

明
渡
請
求
は
認
容
さ
れ
た
。
し
か
し
建
物
収
去
土
地
明
渡
請
求
は
権

利
の
濫
用
と
し
て
控
訴
審
で
も
棄
却
さ
れ
た
。
そ
の
後
こ
の
控
訴
審

判
決
は
、
上
告
棄
却
判
決
に
よ
り
確
定
し
た
。

　
前
訴
が
上
告
審
に
係
属
中
、
X
は
Y
に
対
し
、
本
件
係
争
土
地
部

分
の
所
有
権
の
確
認
、
同
土
地
部
分
の
明
渡
を
求
め
る
訴
え
を
提
起

し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
Y
は
、
X
の
訴
え
は
信
義
則
に
反
す
る
と
し



判例研究

て
訴
え
の
却
下
を
求
め
る
と
と
も
に
、
X
に
対
し
反
訴
を
提
起
し
て
、

X
所
有
建
物
の
う
ち
本
件
係
争
土
地
部
分
に
存
す
る
部
分
の
収
去
と

同
土
地
部
分
の
明
渡
を
再
度
求
め
た
。

　
本
件
第
一
審
判
決
は
、
X
の
訴
え
を
却
下
し
、
Y
の
請
求
を
棄
却

し
た
。
X
・
Y
双
方
が
控
訴
し
た
と
こ
ろ
、
本
判
決
は
、
X
の
控
訴

を
棄
却
す
る
と
と
も
に
、
Y
の
控
訴
を
認
容
し
て
X
に
建
物
収
去
土

地
明
渡
を
命
じ
た
。
判
決
理
由
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
X
の
本
訴
請
求
に
つ
い
て
訴
え
の
却
下
を
求
め
る
Y
の
本

案
前
の
主
張
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
こ
れ
を
退
け
た
。

　
「
前
訴
と
本
訴
と
は
当
事
者
が
同
一
で
あ
る
が
、
前
訴
に
お
け
る

審
理
の
対
象
（
訴
訟
物
）
は
O
両
土
地
の
境
界
、
口
Y
の
X
に
対
す

る
本
件
土
地
明
渡
請
求
権
で
あ
り
、
本
訴
の
訴
訟
物
は
e
本
件
土
地

所
有
権
の
帰
属
、
口
X
の
Y
に
対
す
る
本
件
土
地
明
渡
請
求
権
…
…

で
あ
っ
て
訴
訟
物
を
異
に
す
る
か
ら
、
本
訴
請
求
は
前
訴
判
決
の
既

判
力
に
よ
っ
て
は
遮
断
さ
れ
な
い
。

　
も
っ
と
も
、
両
訴
の
訴
訟
物
の
実
質
的
な
核
心
は
い
ず
れ
も
本
件

土
地
所
有
権
の
帰
属
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
こ
ろ
、
前
訴
判
決
は
こ
れ

が
Y
に
属
す
る
と
の
認
定
に
立
っ
て
右
各
訴
訟
物
に
つ
い
て
の
判
断

結
果
を
主
文
に
お
い
て
宣
言
し
た
の
で
あ
る
が
、
本
訴
は
直
裁
に
本

件
土
地
所
有
権
が
X
に
属
す
る
こ
と
の
確
認
を
求
め
る
と
と
も
に
右

土
地
所
有
権
の
帰
属
を
前
提
と
し
て
前
訴
と
は
逆
に
Y
に
対
し
て
所

有
権
移
転
登
記
手
続
、
土
地
明
渡
及
び
不
法
占
有
に
よ
る
損
害
賠
償

を
求
め
、
し
か
も
、
X
が
そ
の
根
拠
と
し
て
主
張
す
る
と
こ
ろ
は
、

結
局
前
訴
判
決
が
誤
っ
て
お
り
、
不
当
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
か

ら
、
実
質
的
に
は
前
訴
の
蒸
し
返
し
と
い
わ
ざ
る
を
得
ず
、
こ
の
よ

う
な
実
質
的
な
争
訟
の
実
質
的
な
蒸
し
返
し
を
容
認
す
る
の
は
確
定

判
決
に
よ
る
法
的
安
定
性
を
害
し
、
相
手
方
で
あ
る
Y
を
長
く
不
安

定
な
立
場
に
立
た
せ
る
結
果
と
な
る
と
い
う
Y
の
主
張
は
首
肯
し
得

な
い
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
確
定
し
た
本
案
判
決
の
既
判
力

が
判
決
主
文
で
判
断
が
示
さ
れ
て
い
る
請
求
の
当
否
す
な
わ
ち
訴
訟

物
で
あ
る
権
利
関
係
の
存
否
に
つ
い
て
の
み
生
じ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
は
紛
争
の
解
決
方
法
と
し
て
当
事
者

が
意
識
的
に
審
判
を
申
し
立
て
た
事
項
に
対
し
て
裁
判
所
が
そ
の
法

律
的
当
否
に
つ
い
て
の
判
断
を
示
す
の
が
民
事
判
決
の
目
的
だ
か
ら

で
あ
る
。
そ
し
て
、
現
実
に
生
起
し
て
い
る
事
実
上
、
法
律
上
の
紛

争
に
つ
き
、
そ
の
実
情
に
沿
っ
た
有
効
適
切
な
解
決
を
図
る
た
め
、

ど
の
範
囲
の
事
項
を
ど
の
よ
う
に
法
律
的
に
構
成
し
て
訴
訟
の
場
に

持
ち
出
す
か
は
訴
え
を
提
起
す
る
者
の
判
断
、
選
択
に
ゆ
だ
ね
ら
れ

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
こ
れ
を
本
件
に
即
し
て
み
る
と
、
本
件
土
地
は
当
事
者
双
方
が
そ

れ
ぞ
れ
主
張
す
る
境
界
に
挟
ま
れ
た
土
地
で
あ
る
か
ら
、
本
件
土
地

が
両
土
地
の
い
ず
れ
の
一
部
で
あ
る
か
、
す
な
わ
ち
本
件
土
地
所
有
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権
が
双
方
当
事
者
の
い
ず
れ
に
属
す
る
か
は
同
土
地
を
め
ぐ
る
法
律

的
紛
争
の
根
幹
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
Y
が
前
訴
に
お
い

て
本
件
土
地
所
有
権
の
確
認
を
併
せ
請
求
す
る
こ
と
に
支
障
が
あ
っ

た
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
右
確
認
請
求
を
必
要
と
し
な
い
事
情
、
例
え

ば
判
決
に
よ
っ
て
境
界
が
確
定
さ
れ
さ
え
す
れ
ば
、
X
が
以
後
本
件

土
地
が
X
の
所
有
で
あ
る
と
の
主
張
を
撤
回
し
そ
の
明
渡
を
任
意
に

履
行
す
る
な
ど
し
て
本
件
土
地
を
め
ぐ
る
紛
争
が
一
挙
に
解
決
に
至

る
こ
と
を
予
測
さ
せ
る
よ
う
な
事
情
の
存
在
も
見
出
さ
れ
な
い
の
で

あ
る
か
ら
、
前
訴
に
お
い
て
本
件
土
地
所
有
権
の
確
認
を
併
せ
て
請

求
し
て
お
き
さ
え
す
れ
ば
本
件
の
よ
う
な
X
に
よ
る
紛
争
の
蒸
し
返

し
を
防
止
で
き
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
前
訴
で
の
Y
の
訴
訟
提

起
、
遂
行
に
不
十
分
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

他
方
、
右
の
点
に
つ
い
て
前
訴
に
お
け
る
X
の
応
訴
態
度
に
非
難
さ

れ
る
べ
き
も
の
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
う
し
て
み
る
と
、
前
訴
判
決
に

お
い
て
実
質
上
判
断
が
示
さ
れ
て
い
る
の
に
既
判
力
が
及
ば
な
い
ゆ

え
を
も
っ
て
X
が
す
る
前
訴
の
蒸
し
返
し
と
も
い
え
る
本
訴
の
提
起

を
是
認
し
て
良
い
か
に
つ
い
て
は
疑
念
の
残
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、

信
義
則
に
照
ら
し
容
認
し
が
た
い
と
ま
で
は
い
え
な
い
。
よ
っ
て
、

X
に
よ
る
本
訴
の
提
起
自
体
が
許
さ
れ
な
い
と
す
る
根
拠
は
十
分
で

は
な
く
、
訴
え
却
下
を
求
め
る
Y
の
申
立
は
理
由
が
な
い
。
」

　
そ
し
て
、
本
案
審
理
に
は
い
っ
た
が
、
X
主
張
の
取
得
時
効
完
成

と
Y
の
得
た
登
記
と
の
時
間
的
先
後
関
係
か
ら
、
時
効
と
登
記
に
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

す
る
判
例
理
論
に
従
い
、
X
の
請
求
は
理
由
が
な
い
と
し
た
。

　
他
方
Y
の
反
訴
請
求
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
前
訴
の

既
判
力
に
抵
触
し
な
い
と
し
、
か
つ
、
も
は
や
権
利
の
濫
用
と
は
い

え
な
い
と
し
て
、
こ
れ
を
認
容
す
べ
き
も
の
と
し
た
。

　
「
本
件
建
物
部
分
を
収
去
し
て
本
件
建
物
敷
地
の
明
渡
を
求
め
る

Y
の
訴
え
が
前
訴
判
決
に
よ
っ
て
棄
却
さ
れ
た
こ
と
は
前
認
定
の
と

お
り
で
あ
る
と
こ
ろ
、
Y
は
反
訴
と
し
て
こ
れ
と
同
一
の
明
渡
請
求

を
内
容
と
す
る
訴
え
を
提
起
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
右
反
訴
に
お

い
て
は
前
訴
の
事
実
審
口
頭
弁
論
終
結
後
の
事
由
を
主
張
し
て
い
る

か
ら
、
前
訴
判
決
の
既
判
力
に
は
抵
触
し
な
い
と
解
さ
れ
る
。

　
そ
し
て
、
X
が
前
訴
に
お
け
る
事
実
審
の
口
頭
弁
論
終
結
後
本
訴

を
提
起
し
て
Y
の
本
件
土
地
所
有
権
を
争
い
、
前
訴
の
確
定
判
決
に

よ
り
Y
に
明
け
渡
し
た
本
件
土
地
を
X
に
明
け
渡
す
よ
う
求
め
て
い

る
の
み
な
ら
ず
、
Y
の
前
訴
の
提
起
及
び
立
証
活
動
が
不
法
行
為
に

該
当
す
る
と
し
て
損
害
賠
償
ま
で
請
求
し
て
い
る
と
い
う
事
情
の
も

と
で
は
、
Y
の
右
反
訴
請
求
が
権
利
の
濫
用
と
し
て
許
さ
れ
な
い
と

す
る
の
は
か
え
っ
て
公
平
を
失
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
ほ

か
、
X
は
右
土
地
明
渡
請
求
が
権
利
濫
用
に
該
当
す
る
と
い
う
抗
弁

を
主
張
し
て
は
い
な
い
こ
と
（
こ
の
点
は
前
訴
に
お
い
て
も
同
様
で

あ
っ
た
。
）
に
照
ら
し
て
も
、
Y
の
右
請
求
を
排
斥
す
べ
き
理
由
が
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な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
」

［
評
　
釈
］

　
X
の
本
件
後
訴
提
起
と
信
義
則
の
問
題
を
中
心
に
検
討
す
る
が
、

こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
の
よ
う
な
理
解
の
下
に
本
判
決
を
支
持
す

る
。一

　
前
訴
と
後
訴
（
本
件
訴
訟
）
の
訴
訟
物
の
同
一
性
に
つ
い
て

　
境
界
確
定
訴
訟
の
性
質
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
る
が
、
判
例
・
通

（
3
）説

の
と
る
形
式
的
形
成
訴
訟
説
（
形
式
的
に
は
形
成
訴
訟
で
あ
り
、

実
質
的
に
は
非
訟
事
件
で
あ
る
と
す
る
説
）
を
前
提
に
考
え
る
と
、

前
訴
の
境
界
確
定
訴
訟
に
お
い
て
、
係
争
部
分
の
土
地
所
有
権
は
訴

訟
物
で
は
な
く
、
前
訴
の
訴
訟
物
は
、
①
本
件
両
土
地
の
境
界
、
②

（
Y
の
係
争
土
地
部
分
所
有
権
に
基
づ
く
）
Y
の
X
に
対
す
る
同
土

地
部
分
明
渡
請
求
権
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
一
方
本
件
の
訴
訟
物
は
、

本
訴
請
求
に
つ
い
て
は
、
①
係
争
土
地
部
分
の
所
有
権
、
②
（
X
の

係
争
土
地
部
分
所
有
権
に
基
づ
く
）
X
の
Y
に
対
す
る
同
土
地
部
分

明
渡
請
求
権
、
で
あ
り
、
反
訴
請
求
に
つ
い
て
は
、
①
（
Y
の
係
争

土
地
部
分
所
有
権
に
基
づ
く
）
Y
の
X
に
対
す
る
同
土
地
部
分
明
渡

請
求
権
、
で
あ
る
。

　
よ
っ
て
、
本
訴
請
求
の
訴
訟
物
①
は
、
前
訴
の
訴
訟
物
①
と
同
一

で
は
な
い
が
、
反
訴
請
求
の
訴
訟
物
①
は
前
訴
の
訴
訟
物
②
と
同
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

で
あ
る
、
と
い
う
関
係
に
あ
る
。

二
　
前
訴
請
求
①
に
つ
い
て
自
己
に
不
利
な
判
断
を
さ
れ
た
X
が
、

　
　
後
訴
の
本
訴
請
求
①
②
を
求
め
る
こ
と
と
信
義
則
に
つ
い
て

　
後
訴
で
の
訴
訟
物
の
異
な
る
請
求
が
信
義
則
に
よ
り
認
め
ら
れ
な

い
場
合
が
あ
る
と
し
た
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
と
し
て
は
、
最
判
一

小
昭
和
五
一
年
九
月
三
〇
日
（
民
集
三
〇
巻
八
号
七
九
九
頁
）
が
あ

（
5
）る

。
こ
の
判
例
の
事
案
は
、
要
約
す
る
に
、
前
訴
で
農
地
を
買
い
戻

し
た
こ
と
を
理
由
に
乙
に
対
し
て
農
地
の
所
有
権
移
転
手
続
を
求
め

た
甲
が
、
前
訴
の
敗
訴
確
定
後
、
後
訴
で
、
そ
も
そ
も
自
作
農
設
置

法
に
よ
る
乙
の
本
件
農
地
取
得
が
無
効
で
あ
る
と
し
て
乙
の
所
有
権

抹
消
に
代
わ
る
所
有
権
移
転
登
記
手
続
を
求
め
た
事
案
で
あ
る
。
判

決
は
、

　
「
本
訴
は
、
実
質
的
に
は
、
前
訴
の
む
し
返
し
と
い
う
べ
き
も
の

で
あ
り
、
前
訴
に
お
い
て
本
訴
の
請
求
を
す
る
こ
と
に
支
障
も
な
か

っ
た
の
に
か
か
わ
ら
ず
、
さ
ら
に
甲
が
本
訴
を
提
起
す
る
こ
と
は
、

本
訴
提
起
時
に
す
で
に
右
買
収
処
分
後
約
二
〇
年
も
経
過
し
て
お
り
、

右
買
収
処
分
に
基
づ
き
本
件
各
土
地
の
売
渡
を
う
け
た
乙
の
地
位
を

不
当
に
長
く
不
安
定
な
状
態
に
お
く
こ
と
に
な
る
こ
と
を
考
慮
す
る

と
き
は
、
信
義
則
に
照
ら
し
て
許
さ
れ
な
い
も
の
と
解
す
る
の
が
相

当
で
あ
る
。
」
と
し
て
甲
の
訴
え
を
却
下
す
べ
し
と
し
た
原
審
の
判

断
を
支
持
し
た
。

　
こ
の
判
決
は
、
実
質
的
な
む
し
返
し
と
、
相
手
方
の
地
位
の
不
当
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に
長
い
不
安
定
を
二
つ
の
柱
と
し
て
信
義
則
に
よ
り
後
訴
を
許
さ
な

い
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
多
く
の
評
釈
は
、
安
易
に
信
義
則
論
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

導
入
す
る
も
の
で
あ
る
な
ど
と
し
て
批
判
的
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
最
判
一
小
昭
和
五
九
年
一
月
一
九
日
（
判
例
時
報

一
一
〇
五
号
四
八
頁
）
は
、
一
般
論
と
し
て
は
上
記
最
判
昭
和
五
一

年
の
考
え
方
を
踏
襲
し
つ
つ
も
、
具
体
的
事
案
に
つ
い
て
は
後
訴
が

許
さ
れ
る
と
し
た
。
そ
の
事
案
は
、
登
記
原
因
た
る
贈
与
の
無
効
を

主
張
し
て
所
有
権
移
転
登
記
の
抹
消
を
求
め
る
前
訴
で
敗
訴
し
た
甲

が
、
そ
の
後
贈
与
の
負
担
の
不
履
行
に
よ
り
贈
与
契
約
を
解
除
し
て

所
有
権
移
転
を
求
め
る
後
訴
を
提
起
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
判

決
理
由
は
、

　
「
本
訴
が
実
質
的
に
前
訴
の
む
し
返
し
で
あ
る
と
は
当
然
に
は
い

う
こ
と
が
で
き
な
い
と
こ
ろ
、
…
…
乙
が
本
件
物
件
の
所
有
権
の
帰

属
に
関
す
る
紛
争
が
右
訴
訟
で
す
べ
て
落
着
し
た
と
信
頼
し
て
も
無

理
か
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
な
い
…
…
し
か
も
、

…
：
不
当
に
長
期
間
乙
の
法
的
地
位
が
不
安
定
な
状
態
に
お
か
れ
る

と
い
う
事
情
も
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
み
る
と
、
甲
の

本
訴
提
起
が
著
し
く
信
義
則
に
違
反
す
る
も
の
と
は
と
う
て
い
い
う

こ
と
が
で
き
（
な
い
。
）
」
と
し
て
、
甲
の
訴
え
を
却
下
し
た
一
、
二

審
判
決
を
破
棄
し
て
事
件
を
一
審
に
差
し
戻
し
た
。
こ
の
判
例
に
対

し
て
は
、
一
般
論
と
し
て
昭
和
五
一
年
最
判
を
踏
襲
し
た
点
に
批
判

的
な
批
評
が
あ
る
が
、
安
易
に
信
義
則
を
適
用
し
て
訴
え
を
却
下
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

べ
き
で
な
い
こ
と
を
示
し
た
も
の
と
し
て
評
価
す
る
考
え
も
あ
る
。

　
本
件
の
平
成
七
年
福
岡
高
判
は
、
上
記
両
最
判
の
一
般
論
を
踏
襲

し
つ
つ
、
具
体
的
事
案
で
の
訴
え
提
起
自
体
は
信
義
則
に
反
し
な
い

と
判
断
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
右
昭
和
五
一
年
最
判
以
降
、
信
義

則
を
理
由
に
後
訴
を
排
斥
し
た
判
例
は
、
同
最
判
の
よ
う
な
請
求
レ

ベ
ル
で
の
排
斥
の
ほ
か
、
主
張
レ
ベ
ル
で
の
排
斥
を
含
め
て
か
な
り

　
　
　
　
　
　
（
8
）

の
数
に
上
っ
て
い
る
。
学
説
上
も
、
各
判
例
の
評
釈
や
研
究
論
文
を

通
し
て
信
義
則
と
判
決
効
に
関
す
る
多
く
の
見
解
が
唱
え
ら
れ
、
も

は
や
議
論
の
焦
点
は
、
後
訴
で
の
請
求
な
り
主
張
な
り
を
排
斥
す
る

信
義
則
の
具
体
的
な
内
容
や
要
件
を
ど
う
把
握
す
る
か
と
い
う
点
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

移
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
筆
者
と
し
て
は
、
信
義
則
に
よ
り
後
訴
で
の
請

求
や
主
張
を
排
斥
す
る
考
え
方
に
は
素
朴
な
疑
問
を
払
拭
で
き
な
い
。

と
い
う
の
は
、
信
義
則
に
よ
る
排
斥
を
認
め
る
考
え
方
は
、
細
部
で

の
違
い
は
別
と
し
て
、
基
本
的
に
は
前
記
昭
和
五
一
年
最
判
が
述
べ

る
「
実
質
的
な
前
訴
の
む
し
返
し
」
と
「
相
手
方
の
地
位
の
不
安

定
」
を
論
拠
と
し
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
が
、
そ
の
い
ず
れ
に
も

“
当
事
者
の
申
し
立
て
た
訴
訟
物
に
つ
い
て
審
判
を
し
、
確
定
判
決

の
既
判
力
に
よ
り
紛
争
を
解
決
す
る
〃
と
い
う
民
事
訴
訟
の
大
原
則

と
ぶ
つ
か
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
「
実
質
的
な
前
訴
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の
む
し
返
し
」
に
つ
い
て
い
え
ば
、
信
義
則
に
よ
る
排
斥
を
認
め
る

考
え
方
は
「
実
質
的
な
前
訴
の
む
し
返
し
は
許
す
べ
き
で
な
い
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

い
う
価
値
判
断
か
ら
出
発
し
て
い
る
も
の
と
み
ら
れ
る
が
、
こ
の
価

値
判
断
自
体
、
前
記
民
事
訴
訟
の
大
原
則
と
は
両
立
し
な
い
面
が
あ

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
処
分
権
主
義
を
と
っ
て
原
告

の
申
し
立
て
た
事
項
だ
け
を
審
判
の
対
象
と
し
（
民
訴
法
一
八
六

条
）
、
判
決
主
文
の
判
断
だ
け
に
既
判
力
が
生
じ
（
同
一
九
九
条
一

項
）
、
も
っ
て
私
人
間
の
紛
争
を
解
決
す
る
と
い
う
制
度
の
裏
面
と

し
て
、
主
文
以
外
の
判
断
に
つ
い
て
は
む
し
返
す
こ
と
を
認
め
る
“

勿
論
む
し
返
し
て
も
理
由
が
な
け
れ
ば
改
め
て
棄
却
さ
れ
る
だ
け
で

あ
る
H
と
い
う
の
が
大
原
則
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
「
．
実

質
的
な
”
む
し
返
し
」
と
い
え
る
か
ど
う
か
は
そ
れ
自
体
判
断
や
評

価
を
要
す
る
こ
と
が
ら
で
あ
り
、
ど
う
し
て
も
判
断
者
（
H
受
訴
裁

判
所
）
の
恣
意
に
流
れ
る
危
険
を
否
定
で
き
な
い
。

　
次
に
「
相
手
方
の
地
位
の
不
安
定
」
で
あ
る
が
、
筆
者
の
考
え
る

と
こ
ろ
、
相
手
方
に
は
自
己
の
主
張
す
る
法
律
関
係
の
確
認
を
求
め

る
訴
え
の
追
加
的
変
更
や
反
訴
の
提
起
な
ど
に
よ
り
、
通
常
は
そ
の

「
不
安
定
な
地
位
」
を
脱
出
し
う
る
道
が
前
訴
の
段
階
で
与
え
ら
れ

て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
本
件
の
平
成
七
年
福
岡
高
判
の
事
案
で
も
、

判
決
理
由
が
指
摘
す
る
よ
う
に
Y
が
前
訴
で
X
に
対
し
係
争
部
分
の

土
地
所
有
権
確
認
の
請
求
を
合
わ
せ
て
行
い
勝
訴
し
て
お
け
ば
、
X

か
ら
の
後
訴
提
起
は
殆
ど
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
勿
論
、

前
訴
で
相
手
方
が
前
訴
後
に
残
る
不
安
定
な
地
位
を
回
避
す
る
た
め

の
手
段
を
と
る
か
ど
う
か
は
相
手
方
の
自
由
に
属
す
る
こ
と
で
あ
る

が
、
か
か
る
手
段
を
と
ら
な
か
っ
た
た
め
に
後
訴
が
提
起
さ
れ
て
応

訴
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
基
本
的
に
は
相
手
方

の
自
己
責
任
に
よ
る
結
果
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
前
記
民
事
訴
訟
の
大

原
則
に
照
ら
せ
ば
、
道
が
あ
る
の
に
積
極
的
な
申
立
を
行
わ
な
か
っ

た
相
手
方
は
、
既
に
前
訴
の
姐
上
に
上
が
っ
て
い
た
訴
訟
物
の
範
囲

に
限
っ
て
解
決
を
欲
し
て
い
た
も
の
と
評
価
す
る
べ
き
で
あ
る
。
い

わ
ば
、
前
訴
の
両
当
事
者
は
、
双
方
そ
れ
ぞ
れ
が
勝
訴
の
場
合
と
敗

訴
の
場
合
の
利
害
得
失
を
考
え
て
、
裁
判
所
に
判
断
を
求
め
る
範
囲

を
限
定
し
た
方
が
有
利
だ
と
共
に
判
断
し
て
争
っ
て
き
た
も
の
と
言

う
べ
き
で
あ
り
、
勝
訴
し
た
場
合
に
訴
訟
物
以
外
の
権
利
関
係
に
つ

い
て
は
な
お
「
安
定
し
た
地
位
」
に
達
し
な
い
こ
と
は
双
方
承
知
し

て
い
た
も
の
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。

　
筆
者
と
し
て
は
、
右
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
後
訴
へ
の
拘
束
は
前

訴
で
生
じ
た
既
判
力
の
み
に
委
ね
る
べ
き
で
あ
り
、
信
義
則
に
よ
る

後
訴
で
の
請
求
や
主
張
の
排
斥
は
基
本
的
に
行
う
べ
き
で
な
い
と
考

（
n
）

え
る
。
そ
し
て
、
前
記
昭
和
五
一
年
最
判
と
昭
和
五
九
年
最
判
の
関

係
は
、
前
者
が
進
み
始
め
た
誤
っ
た
方
向
を
、
後
者
が
前
者
の
一
般

論
を
形
式
的
に
は
維
持
し
つ
つ
、
実
質
的
に
あ
る
べ
き
方
向
に
進
路
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を
修
正
し
た
も
の
と
解
し
た
い
。
実
際
、
信
義
則
に
よ
る
後
訴
で
の

請
求
な
い
し
主
張
を
排
斥
す
る
裁
判
例
は
、
ご
く
最
近
で
は
減
少
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
本
件
の
平
成
七
年
福
岡
高
判
は
、
昭
和
五
九
年
最
判
に
な
ら
っ
て
、

昭
和
五
一
年
最
判
の
示
し
た
信
義
則
に
よ
る
後
訴
で
の
請
求
や
主
張

の
排
斥
を
極
め
て
限
定
的
に
解
す
る
方
向
で
判
断
を
し
て
い
る
と
理

解
さ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
方
向
は
右
に
述
べ
た
観
点
か
ら
適
切
で

あ
り
、
支
持
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
筆
者
と
し
て
は
か
よ
う
な
理
解

を
前
提
に
本
判
決
を
支
持
す
べ
き
も
の
と
考
え
る
。

三
　
同
一
の
訴
訟
物
に
つ
い
て
の
Y
の
後
訴
（
本
件
）
で
の
請
求
に

　
　
つ
い
て

　
本
件
で
Y
は
基
準
時
後
の
事
情
を
主
張
し
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
を

理
由
に
裁
判
所
が
別
の
判
断
を
す
る
限
り
、
前
訴
判
決
の
既
判
力
と

の
抵
触
の
間
題
は
生
じ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
後

訴
の
口
頭
弁
論
終
結
時
に
お
い
て
も
な
お
権
利
の
濫
用
と
い
う
べ
き

か
ど
う
か
、
換
言
す
れ
ば
前
訴
の
口
頭
弁
論
終
結
時
か
ら
後
訴
の
口

頭
弁
論
終
結
時
ま
で
の
間
に
権
利
濫
用
の
状
態
が
解
消
さ
れ
た
か
ど

う
か
、
と
い
う
実
体
判
断
が
控
訴
請
求
の
認
容
・
棄
却
の
分
岐
点
に

な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
本
判
決
は
、
既
判
力
の
標

準
時
に
関
す
る
原
則
論
に
実
体
判
断
を
当
て
嵌
め
た
だ
け
の
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

あ
り
、
訴
訟
法
的
な
観
点
か
ら
は
問
題
が
な
い
と
考
え
る
。

（
1
）
　
本
件
訴
訟
（
後
訴
）
で
は
、
本
文
に
述
べ
た
ほ
か
、
X
か
ら
Y

　
に
対
し
、
Y
の
前
訴
で
の
不
当
な
訴
訟
行
為
を
理
由
に
、
Y
か
ら
X

　
に
対
し
、
後
訴
提
起
の
不
当
性
を
理
由
に
、
そ
れ
ぞ
れ
損
害
賠
償
の

請
求
が
合
わ
せ
て
申
し
立
て
ら
れ
た
が
、
裁
判
所
は
い
ず
れ
も
退
け

　た。

こ
の
点
の
判
断
は
、
不
当
訴
訟
に
よ
る
不
法
行
為
の
成
立
を
制

限
的
に
解
し
た
最
判
三
小
昭
和
六
三
年
一
月
二
六
日
民
集
四
二
巻
一

号
一
頁
の
立
場
に
よ
っ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。

（
2
）
　
本
判
決
は
、
「
本
訴
請
求
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
却
下
し
た
原

判
決
の
判
断
は
当
を
得
な
い
か
ら
、
民
訴
法
三
八
八
条
に
よ
り
こ
れ

を
取
り
消
し
た
う
え
本
訴
請
求
に
関
す
る
部
分
を
原
審
に
差
し
戻
す

　
べ
き
と
こ
ろ
、
前
述
の
と
お
り
本
訴
請
求
は
実
体
的
に
理
由
が
な
く
、

　
こ
れ
以
上
の
審
理
を
要
せ
ず
棄
却
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
極
め
て
明
ら

　
か
で
あ
る
の
で
、
控
訴
棄
却
の
判
決
を
す
る
」
と
し
て
い
る
。

　
　
民
訴
法
三
八
八
条
（
必
要
的
差
戻
）
の
文
言
上
は
、
一
審
の
却
下

判
決
を
不
当
と
す
る
場
合
に
は
一
律
に
一
審
に
差
し
戻
す
べ
き
よ
う

　
に
も
読
め
る
が
、
同
条
が
審
級
の
利
益
保
護
の
た
め
の
規
定
で
あ
る

　
こ
と
か
ら
、
控
訴
審
が
控
訴
棄
却
を
で
き
る
場
合
を
認
め
る
の
が
判

例
（
最
判
一
小
昭
和
五
八
年
三
月
三
一
日
判
例
時
報
一
〇
七
五
号
一

　
一
九
頁
な
ど
）
・
多
数
説
で
あ
る
。
（
不
利
益
変
更
禁
止
の
原
則
に

　
よ
り
原
判
決
取
消
・
請
求
棄
却
は
で
き
な
い
。
）

　
他
方
、
最
判
一
小
昭
和
四
六
年
二
月
一
八
日
、
最
判
二
小
昭
和
四

　
二
年
三
月
三
一
日
、
最
判
三
小
昭
和
三
七
年
二
一
月
二
五
日
は
、
い

ず
れ
も
第
一
審
の
却
下
判
決
を
不
当
と
し
な
が
ら
控
訴
棄
却
と
し
た
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原
判
決
を
破
棄
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
事
案
は
い
ず
れ
も
第
一
審

　
で
実
質
審
理
が
行
わ
れ
て
い
な
い
と
み
ら
れ
る
事
案
で
あ
る
。

　
　
本
平
成
七
年
福
岡
高
判
は
、
請
求
に
実
体
的
理
由
が
な
い
こ
と
が

明
ら
か
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
お
り
、
同
様
の
裁
判
例
も
み
ら

　
れ
る
が
（
札
幌
高
判
昭
和
五
三
年
一
一
月
一
五
日
、
仙
台
高
秋
田
支

判
昭
和
四
八
年
八
月
二
九
日
、
高
松
高
判
昭
和
四
四
年
三
月
七
日
）
、

審
級
の
利
益
の
保
障
が
民
訴
法
三
八
八
条
の
趣
旨
で
あ
る
こ
と
を
考

え
る
と
、
第
一
審
で
実
質
的
審
理
が
な
さ
れ
た
か
ど
う
か
が
ポ
イ
ン

ト
と
さ
れ
る
べ
き
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
同
旨
、
大
阪
高
判
昭
和
五
三

年
五
月
二
四
日
）
。

　
　
ち
な
み
に
、
同
旨
の
規
定
で
あ
る
平
成
八
年
改
正
法
三
〇
七
条
は
、

但
書
を
置
き
、
「
た
だ
し
、
事
件
に
つ
き
更
に
弁
論
を
す
る
必
要
が

　
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
」
と
し
て
い
る
。

（
3
）
　
判
例
と
し
て
最
判
一
小
昭
和
四
三
年
二
月
二
二
日
民
集
二
二
巻

　
二
号
二
七
〇
頁
な
ど
。
学
説
と
し
て
兼
子
↓
・
民
事
訴
訟
法
体
系

　
（
昭
和
四
〇
年
）
一
四
六
頁
、
菊
井
維
大
u
村
松
俊
夫
・
全
訂
民
事

訴
訟
法
1
［
全
訂
版
追
補
版
一
（
昭
和
五
九
年
）
一
〇
二
七
頁
な
ど
。

（
4
）
　
な
お
本
判
決
は
、
本
文
て
の
括
弧
内
を
は
ず
し
て
訴
訟
物
を
整

　
理
し
て
い
る
が
、
こ
れ
が
意
識
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
伝
統

　
的
な
旧
訴
訟
物
理
論
に
は
立
た
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
も
の
と
い

　
え
よ
う
。

（
5
）
　
そ
れ
ま
で
の
判
例
の
立
場
は
、
少
な
く
と
も
最
高
裁
で
は
、
争

　
点
効
を
否
定
し
（
最
判
三
小
昭
和
四
四
年
六
月
二
四
日
判
例
時
報
五

　
六
九
号
四
八
頁
）
、
「
訴
訟
物
“
既
判
力
の
客
観
的
範
囲
、
判
決
理
由

中
の
判
断
に
は
後
訴
へ
の
拘
束
力
は
生
じ
な
い
」
と
い
う
図
式
が
定

着
し
て
い
た
。
な
お
、
争
点
効
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
一
年
最
判
の

後
も
、
こ
れ
を
否
定
す
る
の
が
最
高
裁
の
立
場
で
あ
る
（
最
判
二
小

　
昭
和
五
六
年
七
月
三
日
判
例
時
報
一
〇
一
四
号
六
九
頁
）
。

（
6
）
　
「
こ
の
判
決
は
ど
う
も
お
か
し
い
。
」
で
始
ま
る
水
谷
暢
・
判
例

　
タ
イ
ム
ズ
三
四
五
号
八
六
頁
（
昭
和
五
二
年
）
を
は
じ
め
、
小
山
昇

　
・
民
商
法
雑
誌
七
六
巻
四
号
五
九
七
頁
（
昭
和
五
二
年
）
、
山
木
戸

克
己
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
臨
時
増
刊
六
四
二
号
】
二
九
頁
（
昭
和
五
二

年
）
、
坂
原
正
夫
・
法
学
研
究
五
〇
巻
一
〇
号
九
六
頁
（
昭
和
五
二

年
）
、
高
橋
宏
志
・
法
学
協
会
雑
誌
九
五
巻
四
号
一
七
六
頁
（
昭
和

　
五
三
年
）
、
三
ケ
月
章
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
六
号
二
三
六
頁
（
昭
和

　
五
七
年
）
が
そ
れ
ぞ
れ
判
旨
に
反
対
な
い
し
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。

積
極
的
な
評
価
を
す
る
も
の
と
し
て
は
、
新
堂
幸
司
・
判
例
評
論
二

　
三
二
号
二
六
頁
（
昭
和
五
二
年
）
が
あ
る
。
他
に
本
判
例
の
評
釈

　
と
し
て
、
岨
野
悌
介
・
法
曹
時
報
三
一
巻
一
二
号
二
二
二
頁
（
昭
和

　
五
四
年
）
、
原
強
・
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
四
号
三
二
頁
（
平
成
四

年
）
が
あ
る
。

（
7
）
　
本
判
例
の
評
釈
と
し
て
、
住
吉
博
・
判
例
評
論
三
〇
七
号
二
七

　
頁
（
昭
和
五
九
年
）
、
木
川
統
一
郎
H
中
山
幸
二
・
判
例
タ
イ
ム
ズ

　
五
三
五
号
九
四
頁
（
昭
和
五
九
年
）
、
坂
口
裕
英
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
臨

　
時
増
刊
八
三
八
号
二
二
八
頁
（
昭
和
六
〇
年
）
が
あ
る
。

（
8
）
　
主
張
レ
ベ
ル
で
排
斥
す
る
も
の
と
し
て
、
最
判
一
小
昭
和
五
二
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年
三
月
二
四
日
裁
判
集
二
一
〇
号
二
九
九
頁
、
東
京
地
判
昭
和
五
二

年
九
月
二
九
日
判
例
時
報
八
八
四
号
七
四
頁
、
名
古
屋
高
判
昭
和
五

四
年
二
月
二
八
日
判
例
時
報
九
五
四
号
四
二
頁
、
東
京
地
判
昭
和

五
七
年
一
一
月
三
〇
日
下
民
集
三
三
巻
九
～
一
二
号
一
四
三
七
頁
、

東
京
地
判
昭
和
五
八
年
一
二
月
一
五
日
判
例
時
報
一
二
　
六
号
六
三

頁
、
東
京
地
判
平
成
二
年
四
月
一
六
日
判
例
時
報
二
壬
ハ
八
号
七
四

頁
、
仙
台
地
判
平
成
二
年
七
月
二
七
日
判
例
時
報
二
二
七
三
号
一
〇

↓
頁
が
あ
り
、
請
求
レ
ベ
ル
で
排
斥
す
る
も
の
と
し
て
、
東
京
地
判

昭
和
五
二
年
五
月
三
〇
日
下
民
集
二
八
巻
五
～
八
号
五
六
六
頁
、
仙

台
高
判
昭
和
五
六
年
八
月
三
一
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
四
五
三
号
九
八
頁
、

名
古
屋
高
金
沢
支
判
昭
和
五
九
年
四
月
四
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
五
三
〇

号
一
六
八
頁
、
東
京
地
判
昭
和
六
〇
年
八
月
二
六
日
判
例
時
報
一
二

〇
〇
号
八
四
頁
、
東
京
高
判
昭
和
六
一
年
五
月
二
九
日
判
例
時
報
↓

一
九
五
号
九
四
頁
、
東
京
高
判
昭
和
六
一
年
一
〇
月
二
三
日
判
例
時

報
一
二
一
六
号
八
一
頁
、
東
京
地
判
昭
和
六
一
年
三
月
一
二
日
判

例
時
報
一
二
一
五
号
一
三
五
頁
、
大
阪
地
判
昭
和
六
一
年
↓
一
月
一

三
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
六
二
九
号
二
〇
四
頁
、
東
京
地
判
昭
和
六
二
年

三
月
三
〇
日
判
例
時
報
一
二
六
三
号
≡
二
頁
、
東
京
地
判
昭
和
六
三

年
一
二
月
二
〇
日
判
例
時
報
二
一
三
四
号
七
五
頁
（
但
し
念
の
た
め

的
な
傍
論
）
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
信
義
則
に
よ
る
排
斥
を
ご
く
例
外

的
な
場
合
に
限
る
べ
き
旨
を
明
示
す
る
も
の
と
し
て
、
大
阪
地
判
昭

和
六
〇
年
一
一
月
一
五
日
判
時
一
一
九
九
号
二
七
頁
、
判
タ
六
〇

〇
号
一
二
六
頁

　
　
信
義
則
に
よ
り
後
訴
で
の
請
求
や
主
張
を
排
斥
し
た
裁
判
例
に
つ

　
い
て
は
、
坂
原
正
夫
・
法
学
研
究
六
三
巻
八
号
（
平
成
二
年
）
、
原

強
・
「
判
例
に
お
け
る
信
義
則
に
よ
る
判
決
効
の
拡
張
化
現
象

　
（
一
）
（
二
）
」
札
幌
学
院
法
学
六
巻
一
号
一
頁
（
平
成
二
年
）
、
同
八

巻
一
号
三
一
頁
（
平
成
三
年
）
が
詳
細
な
検
討
を
加
え
て
い
る
。

　
　
右
裁
判
例
を
概
観
す
る
に
、
請
求
レ
ベ
ル
で
の
排
斥
を
受
け
た
事

案
は
、
す
べ
て
前
訴
で
の
原
告
（
反
訴
原
告
を
含
む
）
が
後
訴
を
提

　
起
し
て
い
る
ケ
ー
ス
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
も
っ
て
前

訴
被
告
が
後
訴
を
提
起
す
る
場
合
に
は
請
求
レ
ベ
ル
で
の
排
斥
を
受

け
な
い
と
す
る
の
が
裁
判
例
の
流
れ
で
あ
る
と
み
る
の
は
早
計
で
あ

　
ろ
う
。
実
際
の
裁
判
で
は
、
個
々
の
事
件
で
の
原
告
と
被
告
は
互
換

性
の
あ
る
相
対
的
な
も
の
で
あ
り
、
当
該
紛
争
と
の
関
係
で
は
同
質

的
な
存
在
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
（
原
・
前
掲
（
二
）
四
五
頁
以
下
も
、

前
訴
で
原
告
あ
っ
た
か
被
告
で
あ
っ
た
に
よ
り
差
異
を
設
け
る
べ
き

　
で
な
い
旨
を
述
べ
て
い
る
。
）
。

（
9
）
前
注
ま
で
に
掲
げ
た
文
献
の
ほ
か
、
竹
下
守
夫
・
別
冊
法
律
時

報
へ
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
）
四
号
；
二
頁
（
平
成
四
年
）
、
池

　
田
辰
夫
・
別
冊
法
律
時
報
四
号
一
三
五
頁
（
平
成
四
年
）
な
ど
。

（
1
0
）
　
但
し
、
い
か
な
る
場
合
に
も
信
義
則
で
は
後
訴
で
の
請
求
や
主

張
を
排
斥
で
き
な
い
、
と
す
る
の
は
行
き
過
ぎ
で
あ
ろ
う
。
お
よ
そ

考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
特
異
な
ケ
ー
ス
に
お
い
て
妥
当
な
解
決
を
導

く
た
め
に
ど
う
し
て
も
他
に
手
段
が
な
い
と
い
う
場
合
に
備
え
て
、

信
義
則
と
い
う
一
般
条
項
の
適
用
の
余
地
を
残
し
て
お
く
の
が
妥
当
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で
あ
る
。
し
か
し
、
信
義
則
に
よ
る
排
斥
を
認
め
た
裁
判
例
に
現
れ

　
た
ケ
ー
ス
は
、
い
ず
れ
も
信
義
則
を
持
ち
出
す
べ
き
事
案
て
は
な
く
、

訴
訟
物
を
同
一
と
み
て
既
判
力
で
排
斥
す
べ
き
事
案
か
、
ま
た
は
、

再
度
実
体
判
断
を
す
べ
き
事
案
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
1
1
）
　
筆
者
の
把
握
す
る
限
り
、
公
刊
さ
れ
て
い
る
裁
判
例
で
後
訴
で

信
義
則
に
よ
る
請
求
や
主
張
の
排
斥
を
認
め
た
の
は
、
請
求
レ
ベ
ル

　
に
つ
い
て
は
前
掲
東
京
地
判
昭
和
六
三
年
一
二
月
二
〇
日
が
最
後
で

　
あ
る
し
（
し
か
も
傍
論
で
の
念
の
た
め
的
な
言
及
で
あ
る
）
、
主
張

　
レ
ベ
ル
に
つ
い
て
は
前
掲
仙
台
地
判
平
成
二
年
七
月
二
七
日
が
最
後

　
で
あ
る
。
も
っ
と
も
信
義
則
に
よ
る
排
斥
を
認
め
る
判
例
が
定
着
し

　
た
ゆ
え
に
同
種
の
裁
判
例
が
一
々
公
刊
物
に
載
ら
な
く
な
っ
て
し
ま

　
っ
た
と
い
う
可
能
性
も
考
え
ら
れ
な
い
で
は
な
い
。

（
1
2
）
　
東
京
高
判
昭
和
五
五
年
二
月
】
二
日
判
例
時
報
九
五
八
号
六
一

頁
は
、
前
訴
で
所
有
権
に
基
づ
く
土
地
の
明
渡
請
求
が
権
利
の
濫
用

　
を
理
由
に
棄
却
さ
れ
た
場
合
、
「
過
去
、
将
来
の
土
地
占
有
に
つ
き

占
有
者
は
少
く
と
も
妥
当
な
賃
料
額
相
当
の
不
当
利
得
金
の
支
払
義

務
を
負
う
ば
か
り
か
、
も
し
所
有
者
が
土
地
の
使
用
関
係
を
正
常
化

　
す
る
た
め
、
使
用
権
設
定
及
び
そ
の
条
件
な
ど
に
つ
い
て
協
議
を
求

　
め
た
場
合
に
は
、
信
義
則
上
、
誠
意
を
も
っ
て
こ
れ
に
応
す
べ
き
義

務
が
あ
り
、
正
当
な
理
由
な
く
協
議
に
応
じ
な
い
場
合
に
は
、
権
利

濫
用
の
状
態
は
解
消
し
、
そ
の
後
、
所
有
者
の
明
渡
請
求
は
認
容
さ

　
れ
る
べ
き
も
の
に
な
る
こ
と
も
あ
る
」
と
し
て
い
る
（
た
だ
し
具
体

　
的
事
案
で
は
再
度
権
利
濫
用
を
理
由
に
請
求
棄
却
）
。

　
　
な
お
、
権
利
濫
用
の
事
案
て
は
な
い
か
、
同
一
内
容
の
請
求
（
離

縁
請
求
）
が
後
訴
て
認
容
さ
れ
た
例
と
し
て
、
新
潟
地
高
田
支
判
平

成
四
年
五
月
↓
二
日
家
裁
月
報
四
五
巻
二
号
一
七
五
頁
が
あ
る
。

（
1
3
）
本
判
決
は
、
X
の
後
訴
の
提
起
や
後
訴
で
の
主
張
を
理
由
に
権

利
濫
用
の
状
態
が
解
消
さ
れ
た
と
い
う
判
断
を
し
て
い
る
が
、
他
方

　
に
X
に
は
訴
え
提
起
の
自
由
が
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
き
、
そ
の
実

体
判
断
の
適
否
に
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
実

体
判
断
の
適
否
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
深
入
り
し
な
い
こ
と
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
崎
　
英
雄
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