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民法七二四条後段の定める除斥期間の柔軟化とその限界

民
法
七
二
四
条
後
段
の
定
め
る
除
斥
期
間
の
柔
軟
化
と　
　
　

 

そ
の
限
界

金　
　

山　
　

直　
　

樹

は
じ
め
に

一　

除
斥
期
間
概
念
の
生
成
と
展
開

　

１　
〈
冷
た
い
〉
除
斥
期
間
の
誕
生

　

２　

除
斥
期
間
の
柔
軟
化

二　

判
例
法
理
の
構
造
と
評
価

　

１　

判
例
法
理
の
構
造

　

２　

判
例
法
理
の
評
価

お
わ
り
に

は
じ
め
に

　

最
判
平
成
元
年
一
二
月
二
一
日
（
民
集
四
三
巻
一
二
号
二
二
〇
九
頁
─
─
不
発
弾
処
理
事
件
）
に
よ
っ
て
、
民
法
七
二
四
条
後
段
の
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定
め
る
二
〇
年
の
期
間
が
除
斥
期
間
で
あ
る
と
法
性
決
定
さ
れ
て
久
し
い
。
こ
の
判
例
は
そ
れ
ま
で
の
通
説
を
採
用
し
た
も
の
で

あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
判
例
が
出
る
や
否
や
、
多
く
の
学
説
に
よ
る
批
判
に
遭
遇
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か

し
、
判
例
に
お
け
る
除
斥
期
間
と
い
う
法
性
決
定
は
、
そ
う
簡
単
に
は
揺
る
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
解
釈
論
と
し
て
は
、

ひ
と
ま
ず
そ
の
前
提
を
受
け
入
れ
た
上
で
、
少
し
で
も
理
想
に
近
づ
く
努
力
を
す
る
し
か
な
い
。

　

そ
も
そ
も
、
民
法
七
二
四
条
後
段
に
よ
れ
ば
、
二
〇
年
の
期
間
の
起
算
点
は
、「
不
法
行
為
の
時
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
⒜
加

害
行
為
が
な
さ
れ
た
時
点
で
直
ち
に
損
害
が
発
生
し
、
⒝
被
害
者
は
加
害
者
の
調
査
・
照
会
を
行
う
等
に
よ
っ
て
、
損
害
賠
償
請
求

を
し
よ
う
と
思
え
ば
、
不
法
行
為
の
時
か
ら
二
〇
年
以
内
に
は
で
き
る
は
ず
だ
、
と
い
う
事
態
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
現
在
で
は
、

交
通
事
故
が
そ
の
典
型
例
だ
と
い
え
よ
う
。

　

た
し
か
に
、
交
通
事
故
に
お
い
て
は
、
損
害
は
、
加
害
行
為
の
結
果
と
し
て
直
ち
に

0

0

0

発
生
し
、
認
識
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
い
わ

ば
「
損
害
即
発
型
」（
損
害
が
直
ち
に
発
生
し
、
か
つ
直
ち
に
認
識
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
意
味
）
の
事
態
が
見
ら
れ
る
（
後
遺
症
等

の
問
題
は
別
）。
民
法
七
二
四
条
後
段
が
「
不
法
行
為
の
時
か
ら
」
二
〇
年
の
期
間
が
進
行
し
始
め
る
と
規
定
し
て
い
る
の
は
、
ま

さ
に
「
損
害
即
発
型
」
の
場
合
を
念
頭
に
置
い
て
の
こ
と
で
あ
る
。
起
算
点
が
不
法
行
為
時
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
加
害
行
為
に

よ
っ
て
直
ち
に
損
害
が
発
生
し
、
そ
の
時
点
で
被
害
者
な
い
し
そ
の
遺
族
は
損
害
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
権
利
を
行
使
し
よ

う
と
思
え
ば
で
き
る
状
態
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
民
法
一
六
六
条
一
項
参
照
）。
し
た
が
っ
て
、「
不
法
行
為

の
時
」
は
「
加
害
行
為
の
時
」
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
。

　

け
れ
ど
も
、
加
害
行
為
の
時
か
ら
二
〇
年
経
過
し
さ
え
す
れ
ば
、
被
害
者
の
損
害
賠
償
請
求
権
は
一
律
に
遮
断
さ
れ
て
し
ま
っ
て

も
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
と
く
に
、
加
害
行
為
か
ら
長
期
間
経
過
し
て
初
め
て
損
害
が
「
発
生
・
拡
大
」
し
、
あ
る
い
は
「
認
識
」
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
場
合
も
、
一
律
に
扱
っ
て
よ
い
か
は
問
題
で
あ
る
。
だ
と
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
「
損
害
遅
発
型
」（
損
害
が

直
ち
に
発
生
せ
ず
、
あ
る
い
は
直
ち
に
は
認
識
で
き
る
よ
う
に
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
）
の
事
案
に
お
い
て
、「
不
法
行
為
の
時
」
を
い
か
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に
解
釈
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

最
高
裁
は
、
平
成
元
年
判
決
以
降
、
こ
の
よ
う
な
問
題
に
直
面
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
か
ら
約
二
五
年
、
そ
う
し
た
問

題
に
対
処
す
る
中
で
、
二
〇
年
の
除
斥
期
間
の
持
つ
意
味
と
射
程
も
徐
々
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い

て
は
、
こ
れ
ま
で
の
最
高
裁
の
歩
み
を
辿
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
除
斥
期
間
の
柔
軟
化
を
も
た
ら
し
た
要
因
を
解
明
す
る
と
と
も
に

（
一
）、
そ
の
限
界
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
を
探
っ
て
み
た
い
（
二
）。

一　

除
斥
期
間
概
念
の
生
成
と
展
開

　

１　
〈
冷
た
い
〉
除
斥
期
間
の
誕
生

　

民
法
七
二
四
条
後
段
の
解
釈
の
指
針
を
与
え
た
も
の
と
し
て
最
初
に
取
り
上
げ
る
べ
き
は
、
二
〇
年
の
期
間
は
除
斥
期
間
で
あ
る

と
法
性
決
定
し
た
最
高
裁
判
決
で
あ
る
。
次
の
通
り
で
あ
る
。

　

①
最
判
平
成
元
年
一
二
月
二
一
日
（
民
集
四
三
巻
一
二
号
二
二
〇
九
頁
─
─
不
発
弾
処
理
事
件
）

　

昭
和
二
四
年
に
不
発
弾
処
理
作
業
中
の
事
故
で
負
傷
し
、
後
遺
症
を
有
す
る
Ｘ
ら
が
、
国
に
対
し
、
国
家
賠
償
法
一
条
に
基
づ
き

損
害
賠
償
を
求
め
た
。
国
が
民
法
七
二
四
条
後
段
に
基
づ
い
て
消
滅
時
効
等
を
主
張
・
援
用
し
た
が
、
原
審
は
、
国
が
消
滅
時
効
な

い
し
除
斥
期
間
を
主
張
す
る
こ
と
は
信
義
則
に
反
し
権
利
の
濫
用
と
し
て
許
さ
れ
な
い
と
し
て
、
請
求
を
一
部
認
容
し
た
。
こ
れ
に

対
す
る
国
か
ら
の
上
告
を
受
け
て
、
最
高
裁
は
、
民
法
七
二
四
条
後
段
の
規
定
は
不
法
行
為
に
よ
っ
て
発
生
し
た
損
害
賠
償
請
求
権

の
除
斥
期
間
を
定
め
た
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
り
、
Ｘ
ら
の
請
求
権
は
、
本
訴
提
起
前
の
二
〇
年
の
除
斥
期
間
が
経
過
し
た

時
点
で
す
で
に
法
律
上
当
然
に
消
滅
し
た
と
し
て
、
原
判
決
中
、
国
が
敗
訴
し
た
部
分
を
破
棄
し
、
請
求
を
棄
却
し
た
第
一
審
判
決
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を
正
当
と
し
て
Ｘ
ら
の
控
訴
を
棄
却
し
た
。

　

こ
の
判
決
で
示
さ
れ
た
除
斥
期
間
の
意
味
は
、
破
棄
の
対
象
と
な
っ
た
原
審
の
判
示
部
分
を
踏
ま
え
て
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら

か
に
な
る
。
原
審
は
、
最
高
裁
の
要
約
に
よ
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
い
た
。

　
「
同
条
後
段
の
二
〇
年
の
期
間
は
、
同
条
の
規
定
の
文
言
、
立
法
者
の
説
明
、
三
年
の
短
期
時
効
に
対
す
る
補
充
的
機
能
、
時

効
の
中
断
、
停
止
、
援
用
を
認
め
な
い
と
被
害
者
に
極
め
て
酷

0

0

0

0

0

0

0

0

な
場
合
が
生
ず
る
こ
と
等
に
照
ら
し
消
滅
時
効
を
定
め
た
も
の
と

考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
仮
に
、
こ
れ
を
除
斥
期
間
と
解
す
る
と
し
て
も
、
被
害
者
保
護
の
観
点
か
ら
中
断
0

0

、
停
止
0

0

を
認
め
る
い
わ

ゆ
る
弱
い
除
斥
期
間

0

0

0

0

0

0

（
混
合
除
斥
期
間
）
で
あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
本
件
事
故
当
時
、
国
の
被
用
者
で
あ
る
前
記
鹿
児
島
地
区
警
察
署
係
員
ら
に
お
い
て
国
の
右
損
害
賠
償
義
務
を
知
り
、

又
は
容
易
に
知
り
う
べ
か
り
し
状
況
に
あ
っ
た
上
、
右
事
故
直
後
、
同
警
察
署
長
名
で
本
件
事
故
の
責
任
の
所
在
を
不
明
確
に
し

た
と
認
め
ら
れ
る
被
害
調
査
書
が
作
成
さ
れ
た
こ
と
、
Ｘ
ら
は
、
本
件
事
故
後
、
鹿
児
島
市
役
所
、
鹿
児
島
県
庁
等
…
…
に
何
度

と
な
く
被
害
の
救
済
を
求
め
て
お
り
、
権
利
の
上
に
眠
る
者
と
は
い
え
な
い
こ
と
等
…
…
の
事
情
を
総
合
す
る
と
、
国
が
本
訴
に

お
い
て
Ｘ
ら
の
本
件
請
求
権
に
つ
き
二
〇
年
の
長
期
の
消
滅
時
効

0

0

0

0

を
援
用
0

0

し
、
又
は
前
記
除
斥
期
間

0

0

0

0

の
徒
過
を
主
張
0

0

す
る
こ
と
は

信
義
則
に
反
し
、
権
利
の
濫
用

0

0

0

0

0

と
し
て
許
さ
れ
な
い
」（
福
岡
高
裁
宮
崎
支
部
判
、
裁
判
官
・
吉
川
義
春
、
甲
斐
誠
、
玉
田
勝
也
）。

　

最
高
裁
は
、
こ
の
よ
う
に
説
い
た
原
審
判
断
を
否
定
す
る
に
際
し
て
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
い
る
。

　
「
民
法
七
二
四
条
後
段
の
規
定
は
、
不
法
行
為
に
よ
っ
て
発
生
し
た
損
害
賠
償
請
求
権
の
除
斥
期
間
を
定
め
た
も
の
と
解
す
る

の
が
相
当
で
あ
る
。
け
だ
し
、
同
条
が
そ
の
前
段
で
三
年
の
短
期
の
時
効
に
つ
い
て
規
定
し
、
更
に
同
条
後
段
で
二
〇
年
の
長
期
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の
時
効
を
規
定
し
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
は
、
不
法
行
為
を
め
ぐ
る
法
律
関
係
の
速
や
か
な
確
定
を
意
図
す
る
同
条
の
規
定
の
趣

旨
に
沿
わ
ず
、
む
し
ろ
同
条
前
段
の
三
年
の
時
効
は
損
害
及
び
加
害
者
の
認
識
と
い
う
被
害
者
側
の
主
観
的
な
事
情
に
よ
っ
て
そ

の
完
成
が
左
右
さ
れ
る
が
、
同
条
後
段
の
二
〇
年
の
期
間
は
被
害
者
側
の
認
識
の
い
か
ん
を
問
わ
ず

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

一
定
の
時
の
経
過
に
よ
っ
て

法
律
関
係
を
確
定
0

0

さ
せ
る
た
め
請
求
権
の
存
続
期
間
を
画
一
的
に
定
め
た

0

0

0

0

0

0

0

も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
」。

　
「
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
、
除
斥
期
間
の
性
質
に
か
ん
が
み
、
本
件
請
求
権
が
除
斥
期
間
の
経
過
に
よ
り
消
滅
し

た
旨
の
主
張
が
な
く
て
も

0

0

0

0

0

0

0

、
右
期
間
の
経
過
に
よ
り
本
件
請
求
権
が
消
滅
し
た
も
の
と
判
断
す
べ
き
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
Ｘ

ら
主
張
に
係
る
信
義
則
違
反
又
は
権
利
濫
用
の
主
張
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
主
張
自
体
失
当

0

0

0

0

0

0

で
あ
っ
て
採
用
の
限
り
で
は
な
い
」。
破
棄
自
判
（
裁

判
官
・
佐
藤
哲
郎
、
角
田
禮
次
郎
、
大
内
恒
夫
、
四
ツ
谷
巖
、
大
堀
誠
一
）。

　

こ
こ
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
除
斥
期
間
の
性
質
は
、
⒜
被
害
者
側
の
認
識
の
い
か
ん
を
問
わ
ず

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

一
定
の
時
の
経
過
に
よ
っ
て

法
律
関
係
を
確
定
さ
せ
る
た
め
請
求
権
の
存
続
期
間
を
画
一
的
に
定
め
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

も
の
で
あ
っ
て
、
⒝
そ
れ
に
よ
る
権
利
消
滅
の
効
果
は
そ

の
旨
の
主
張
が
な
く
て
も
発
生
す
る
の
で
、
そ
の
主
張
が
信
義
則
違
反
な
い
し
権
利
濫
用
に
な
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
、
と
要
約
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
極
め
て
硬
直
的
で
非
人
間
的
な
〈
冷
た
い
〉
期
間
。
こ
れ
が
学
説
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
た
の
も
当
然
と
い
え
ば

当
然
で
あ
っ
た）1
（

。
だ
が
、
最
高
裁
は
、
次
の
判
決
に
お
い
て
も
、
そ
の
立
場
を
堅
持
す
る
こ
と
を
宣
言
し
て
い
る
。

　

②
最
判
平
成
二
年
三
月
六
日
（
裁
判
集
民
事
一
五
九
号
一
九
九
頁
─
─
旧
陸
軍
殴
打
事
件
）

　

昭
和
一
六
年
五
月
二
〇
日
に
、
旧
陸
軍
に
お
い
て
陸
軍
少
尉
で
補
充
兵
教
育
係
教
官
を
し
て
い
た
Ｙ
が
、
陸
軍
上
等
兵
で
同
係
教

官
助
手
を
し
て
い
た
Ｘ
の
担
当
す
る
初
年
兵
が
Ｙ
に
対
し
て
無
礼
な
言
動
を
し
た
の
は
Ｘ
の
責
任
で
あ
る
と
し
て
、
Ｘ
の
顔
面
を
平

手
お
よ
び
手
拳
で
二
〇
回
以
上
殴
打
し
、
そ
の
場
に
倒
れ
た
Ｘ
の
頭
部
、
肩
、
横
腹
等
を
軍
靴
で
何
回
も
蹴
り
つ
け
る
な
ど
の
暴
行
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を
加
え
た
。
そ
の
た
め
、
Ｘ
は
、
口
、
鼻
等
か
ら
出
血
し
、
意
識
が
も
う
ろ
う
と
な
っ
て
一
か
月
近
く
陸
軍
病
院
に
入
院
し
、
退
院

後
も
幾
分
難
聴
を
覚
え
る
と
い
う
後
遺
症
が
残
っ
た
。
原
審
は
、
民
法
七
二
四
条
後
段
所
定
の
二
〇
年
の
期
間
は
消
滅
時
効
の
期
間

で
あ
る
と
の
解
釈
を
前
提
に
、
右
損
害
賠
償
請
求
権
は
時
効
に
よ
り
消
滅
し
た
と
し
て
、
Ｘ
の
請
求
を
棄
却
し
た
。

　

こ
れ
に
対
す
る
Ｘ
の
上
告
を
受
け
て
、
最
高
裁
は
、
次
の
よ
う
に
説
く
。

　
　
「
民
法
七
二
四
条
後
段
の
規
定
は
、
不
法
行
為
に
よ
っ
て
発
生
し
た
損
害
賠
償
請
求
権
の
除
斥
期
間
を
定
め
た
も
の
と
解
す
る

の
が
相
当
で
あ
る
か
ら
（〔
①
判
決
〕）、
右
規
定
を
も
っ
て
消
滅
時
効
の
期
間
を
定
め
た
も
の
と
解
し
た
点
に
お
い
て
、
原
判
決

に
は
同
規
定
の
解
釈
適
用
を
誤
っ
た
違
法
が
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。

　
「
し
か
し
な
が
ら
、
…
…
Ｘ
の
本
件
損
害
賠
償
請
求
権
は
、
本
訴
提
起
前
の
二
〇
年
の
除
斥
期
間
が
経
過
し
た
時
点
で
法
律
上

当
然
に
消
滅

0

0

0

0

0

し
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、
裁
判
所
は
、
除
斥
期
間
の
性
質
に
鑑
み
、
本
件
請
求
権
は
除

斥
期
間
の
経
過
に
よ
り
消
滅
し
た
と
の
主
張
が
な
く
て
も
、
右
期
間
の
経
過
に
よ
り
本
件
請
求
権
は
消
滅
し
た
も
の
と
判
断
す
べ

き
も
の
で
あ
る
か
ら
（
右
〔
①
〕
判
例
参
照
）、
Ｘ
の
本
件
請
求
権
は
既
に
消
滅
し
た
と
し
て
Ｘ
の
本
件
請
求
を
棄
却
し
た
原
審
の

判
断
は
、
結
論
に
お
い
て
相
当
で
あ
る
」。
上
告
棄
却
（
裁
判
官
・
貞
家
克
己
、
安
岡
滿
彦
、
坂
上
壽
夫
、
園
部
逸
夫
）。

　　

以
上
の
①
②
判
決
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
点
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。
第
一
は
、
損
害
の
性
質
に
関
し
て
で
あ
り
、
第
二
は
、
加
害

行
為
の
態
様
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　

第
一
に
、
損
害
の
性
質
に
つ
い
て
、
①
②
判
決
は
、
と
も
に
人
身
損
害
（
傷
害
）
を
扱
っ
て
い
る
。
人
権
的
な
保
護
の
厚
い
は
ず

の
人
身
損
害
が
問
題
に
な
っ
た
事
例
に
お
い
て
、
民
法
七
二
四
条
後
段
の
定
め
る
期
間
が
「
除
斥
期
間
」
で
あ
る
と
の
法
性
決
定
が

な
さ
れ
、
被
害
者
に
厳
し
い
判
断
が
下
さ
れ
て
い
る
。
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第
二
に
、
加
害
行
為
の
態
様
に
関
し
て
、
①
判
決
は
過
失
に
よ
る
不
法
行
為
を
、
②
判
決
は
故
意
に
よ
る
不
法
行
為
を
扱
っ
て
い

る
が
、
そ
の
間
に
有
意
的
な
区
別
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
。

　

要
す
る
に
、
①
②
判
決
に
よ
れ
ば
、
人
身
損
害
（
傷
害
）
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
か
つ
、
故
意
の
不
法
行
為

に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
二
〇
年
の
期
間
の
経
過
だ
け
に
よ
っ
て
、
画
一
的
に
、
言
い
換
え
れ
ば
機
械
的
に
損
害
賠
償
請
求
権
は

消
滅
す
る
。
除
斥
期
間
は
、
そ
の
よ
う
な
効
果
を
も
た
ら
す
〈
冷
た
い
〉
期
間
な
の
で
あ
る）2
（

。

　

２　

除
斥
期
間
の
柔
軟
化

　

①
②
判
決
の
よ
う
に
、
期
間
に
経
過
だ
け
に
よ
っ
て
画
一
的
に
処
理
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
例
外
は
な
い
の
か
。
最
高
裁
は
、
除

斥
期
間
と
い
う
法
性
決
定
は
維
持
し
た
ま
ま
、
加
害
行
為

0

0

0

0

や
損
害
0

0

の
性
質
に
着
眼
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
定
の
場
合
に
つ
き
、
柔

軟
な
扱
い
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
。
具
体
的
に
は
、
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

　

③
最
判
平
成
一
〇
年
六
月
一
二
日
（
民
集
五
二
巻
四
号
一
〇
八
七
頁
─
─
痘
そ
う
集
団
接
種
事
件）3
（

）

　

Ｘ
は
昭
和
二
七
年
五
月
一
九
日
に
出
生
し
、
同
年
一
〇
月
二
〇
日
に
予
防
接
種
法
に
基
づ
き
呉
市
長
が
実
施
す
る
痘
そ
う
の
集
団

接
種
を
受
け
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
副
作
用
の
結
果
、
全
く
意
思
能
力
を
欠
く
寝
た
き
り
の
状
態
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
、

Ｘ
な
ら
び
に
そ
の
両
親
Ｘ１
・
Ｘ２
は
、
予
防
接
種
の
時
か
ら
二
二
年
経
過
し
た
昭
和
四
九
年
一
二
月
五
日
、
同
様
の
国
家
賠
償
・
損
失

補
償
を
求
め
る
他
の
原
告
ら
と
共
に
、
い
わ
ゆ
る
予
防
接
種
禍
集
団
訴
訟
を
提
起
し
た
（
原
告
団
は
、
被
害
児
童
と
そ
の
親
や
遺
族
ら

一
六
〇
名
）。
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
Ｘ
は
最
も
古
い
時
期
に
予
防
接
種
を
受
け
て
い
た
こ
と
か
ら
、
と
く
に
二
〇
年
の
除
斥
期
間
の

適
用
の
有
無
が
争
点
と
な
っ
た
。
判
決
は
、
①
判
決
の
判
旨
を
繰
り
返
し
た
後
に
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
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⑴
「
と
こ
ろ
で
、
民
法
一
五
八
条
…
…
の
趣
旨
は
、
無
能
力
者
は
法
定
代
理
人
を
有
し
な
い
場
合
に
は
時
効
中
断
の
措
置
を
執

る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
無
能
力
者
が
法
定
代
理
人
を
有
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
時
効
の
完
成
を
認
め
る
の
は
無

能
力
者
に
酷
で
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
を
保
護
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
解
さ
れ
る
」。

　

⑵
「
こ
れ
に
対
し
、
民
法
七
二
四
条
後
段
の
規
定
の
趣
旨
は
、
前
記
の
と
お
り
で
あ
る
か
ら
、
右
規
定
を
字
義
ど
お
り
に
解
す

れ
ば
、
不
法
行
為
の
被
害
者
が
不
法
行
為
の
時
か
ら
二
〇
年
を
経
過
す
る
前
六
箇
月
内
に
お
い
て
心
神
喪
失
の
常
況
に
あ
る
の
に

後
見
人
を
有
し
な
い
場
合
に
は
、
右
二
〇
年
が
経
過
す
る
前
に
右
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
ま
ま
、
右
請
求
権
が
消
滅
す
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
そ
の
心
神
喪
失
の
常
況
が
当
該
不
法
行
為
に
起

因
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
被
害
者
は
、
お
よ
そ
権
利
行
使
が
不
可
能
で
あ
る
の
に
、
単
に
二
〇
年
が
経
過
し
た
と
い
う
こ
と
の

み
を
も
っ
て
一
切
の
権
利
行
使
が
許
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
反
面
、
心
神
喪
失
の
原
因
を
与
え
た
加
害
者
は
、
二
〇
年
の
経
過
に

よ
っ
て
損
害
賠
償
義
務
を
免
れ
る
結
果
と
な
り
、
著
し
く
正
義

0

0

0

0

0

・
公
平
の
理
念
に
反
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
う
す

る
と
、
少
な
く
と
も
右
の
よ
う
な
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
被
害
者
を
保
護
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
、
前
記
時
効
の
場
合
と
同

様
で
あ
り
、
そ
の
限
度
で
民
法
七
二
四
条
後
段
の
効
果
を
制
限
す
る
こ
と
は
条
理
に
も
か
な
う
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」。

　

⑶
「
し
た
が
っ
て
、
不
法
行
為
の
被
害
者
が
不
法
行
為
の
時
か
ら
二
〇
年
を
経
過
す
る
前
六
箇
月
内
に
お
い
て
右
不
法
行
為
を

原
因
と
し
て
心
神
喪
失
の
常
況

0

0

0

0

0

0

0

に
あ
る
の
に
法
定
代
理
人
を
有
し
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
後
当
該
被
害
者
が
禁
治
産
宣

0

0

0

0

告0

を
受
け
、
後
見
人

0

0

0

に
就
職
し
た
者
が
そ
の
時
か
ら
六
箇
月
内

0

0

0

0

に
右
損
害
賠
償
請
求
権
を
行
使
し
た
な
ど
特
段
の
事
情

0

0

0

0

0

が
あ
る
と

き
は
、
民
法
一
五
八
条
の
法
意
に
照
ら
し
、
同
法
七
二
四
条
後
段
の
効
果
は
生
じ
な
い
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」。
一

部
破
棄
差
戻
、
一
部
上
告
棄
却
（
裁
判
官
・
福
田
博
、
大
西
勝
也
、
根
岸
重
治
、
河
合
伸
一
〔
意
見
・
反
対
意
見
〕）。

　　

最
高
裁
は
、
以
上
の
よ
う
に
説
い
て
、
原
審
が
①
判
決
を
忠
実
に
適
用
し
て
除
斥
期
間
の
経
過
を
理
由
に
請
求
を
棄
却
し
た
Ｘ
に
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つ
き
、
救
済
の
道
を
開
い
た
。
た
だ
し
、
そ
の
例
外
を
認
め
る
た
め
に
必
要
な
〝
加
害
行
為
に
よ
っ
て
心
神
喪
失
が
も
た
ら
さ
れ
、

法
定
代
理
人
が
存
在
し
な
い
場
合
〟
と
い
う
特
段
の
事
情
は
、
極
め
て
限
定
的
で
あ
っ
て
、
他
の
事
案
に
お
い
て
は
容
易
に
見
い
出

し
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
除
斥
期
間
と
い
う
法
性
決
定
を
あ
く
ま
で
も
維
持
し
よ
う
と
す
る
最
高
裁
の
立
場
が
表
れ
て
い

る
。
例
外
的
扱
い
は
、
被
害
の
甚
大
さ
と
深
刻
さ
を
眼
前
に
し
て
、「
著
し
く
正
義
・
公
平
の
理
念
に
反
す
る
」
よ
う
な
帰
結
を
避

け
る
た
め
の
そ
の
場
限
り
の
苦
肉
の
策
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
決
し
て
一
般
化
に
は
親
し
ま
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　

実
際
、
こ
の
③
判
決
の
射
程
が
極
め
て
限
定
的
で
あ
る
と
い
う
理
解
は
、
後
に
最
高
裁
自
身
に
よ
っ
て
も
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

（
後
述
⑦
判
決）
4
（

）。
し
か
し
、
た
と
え
小
さ
な
風
穴
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
除
斥
期
間
と
い
う
冷
た
い
氷
の
壁
に
、
一
つ
の
風
穴
を
開

け
た
こ
と
の
意
味
は
決
し
て
小
さ
く
な
か
っ
た
。

　

そ
の
こ
と
を
示
す
こ
と
に
な
る
の
が
次
の
判
決
で
あ
る
。
重
要
な
判
決
で
あ
る
か
ら
、
や
や
詳
し
く
検
討
し
よ
う
。

　　

④
最
判
平
成
一
六
年
四
月
二
七
日
（
民
集
五
八
巻
四
号
一
〇
三
二
頁
─
─
じ
ん
肺
事
件）5
（

）

　

筑
豊
地
区
に
存
在
し
た
炭
坑
で
粉
じ
ん
作
業
に
従
事
し
て
、
じ
ん
肺
に
罹
患
し
た
一
七
〇
名
の
蒙
っ
た
損
害
に
つ
き
、
本
人
ま
た

は
そ
の
遺
族
合
計
四
八
〇
名
が
原
告
と
な
っ
て
、
被
告
・
国
に
対
し
て
、
国
が
石
炭
政
策
の
実
施
に
よ
り
直
接
加
害
行
為
を
行
っ
た

こ
と
、
お
よ
び
国
が
じ
ん
肺
の
発
生
・
増
悪
を
防
止
す
る
た
め
に
鉱
山
保
安
法
上
の
規
制
権
限
等
を
違
法
に
行
使
し
な
か
っ
た
こ
と

を
理
由
に
、
国
賠
法
一
条
一
項
に
基
づ
い
て
、
損
害
賠
償
と
し
て
元
従
業
員
一
人
に
つ
き
包
括
一
律
に
慰
謝
料
三
〇
〇
〇
万
円
、
弁

護
士
費
用
三
〇
〇
万
円
の
支
払
（
計
三
三
〇
〇
万
円
。
以
下
、「
慰
謝
料
等
」
と
い
う
）
を
求
め
た
事
件
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
国
は
、

⒜
規
制
権
限
不
行
使
の
違
法
性
を
否
定
す
る
と
と
も
に
、
⒝
民
法
七
二
四
条
後
段
の
除
斥
期
間
の
経
過
を
主
張
し
、
主
な
争
点
と

な
っ
た
。

　

判
決
は
、
⒜
の
違
法
性
を
認
め
た
上
で
、
⒝
の
点
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。
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「
民
法
七
二
四
条
後
段
所
定
の
除
斥
期
間
の
起
算
点
は
、「
不
法
行
為
ノ
時
」
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
加
害
行
為
が
行
わ
れ
た
時

に
損
害
が
発
生
す
る
不
法
行
為
の
場
合
に
は
、
加
害
行
為
の
時
が
そ
の
起
算
点
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
身
体
に
蓄
積
0

0

し
た
場
合
に
人
の
健
康
を
害
す
る

0

0

0

0

0

0

こ
と
と
な
る
物
質
に
よ
る
損
害
や
、
一
定
の
潜
伏
期
間

0

0

0

0

0

0

0

が
経
過
し
た
後
に
症
状
が
現
れ
る
損
害

の
よ
う
に
、
当
該
不
法
行
為
に
よ
り
発
生
す
る
損
害
の
性
質
上

0

0

0

0

0

0

、
加
害
行
為
が
終
了
し
て
か
ら
相
当
の
期
間
が
経
過
し
た
後
に
損

害
が
発
生
す
る
場
合
に
は
、
当
該
損
害
の
全
部

0

0

0

0

0

又
は
一
部
が
発
生
し
た
時

0

0

0

0

0

0

0

0

が
除
斥
期
間
の
起
算
点
と
な
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
損
害
の
発
生
を
待
た
ず
に
除
斥
期
間
の
進
行
を
認
め
る
こ
と
は
、
被
害
者
に
と
っ
て
著
し
く
酷

で
あ
る
し
、
ま
た
、
加
害
者
と
し
て
も
、
自
己
の
行
為
に
よ
り
生
じ
得
る
損
害
の
性
質
か
ら
み
て
、
相
当
の
期
間
が
経
過
し
た
後

に
被
害
者
が
現
れ
て
、
損
害
賠
償
の
請
求
を
受
け
る
こ
と
を
予
期
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
れ
を
本
件
に
つ
い
て
み
る
に
、
前
記
の
と
お
り
、
じ
ん
肺

0

0

0

は
、
肺
胞
内
に
取
り
込
ま
れ
た
粉
じ
ん
が
、
長
期
間
に
わ
た
り

0

0

0

0

0

0

0

線

維
増
殖
性
変
化
を
進
行
0

0

さ
せ
、
じ
ん
肺
結
節
等
の
病
変
を
生
じ
さ
せ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

も
の
で
あ
っ
て
、
粉
じ
ん
へ
の
暴
露
が
終
わ
っ
た
後
、
相0

当
長
期
間
経
過
後
に
発
症

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

す
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
じ
ん
肺
被
害
を
理
由
と
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
に
つ
い
て

は
、
そ
の
損
害
発
生
の
時

0

0

0

0

0

0

が
除
斥
期
間
の
起
算
点

0

0

0

と
な
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
旨
の
原
審
の
判
断
は
、
正
当
と
し
て

是
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
論
旨
は
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」。
上
告
棄
却
（
裁
判
官
・
藤
田
宙
靖
、
金
谷
利
廣
、
濱
田
邦
夫
、

上
田
豊
三
）。

　

こ
の
判
決
の
判
断
枠
組
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
、
原
則
の
堅
持
と
例
外
の
限
定
的
承
認
の
二
つ
の
要
素
か
ら
成
っ
て
い
る
。

　

ま
ず
、
原
則
。
こ
れ
は
、
①
判
決
を
踏
襲
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、「
加
害
行
為
が
行
わ
れ
た
時
に
損
害
が
発
生
す
る
不
法
行
為
の

場
合
に
は
、
加
害
行
為
の
時
が
そ
の
起
算
点
と
な
る
」
と
説
い
て
い
る
部
分
を
指
す
。
そ
れ
は
、
お
よ
そ
不
法
行
為
の
事
案
は
原
則
0

0
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と
し
て

0

0

0

こ
の
タ
イ
プ
に
属
す
る
も
の
と
し
て
処
理
さ
れ
る
と
い
う
含
意
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
こ
に
は
「
加
害
行
為
が

行
わ
れ
た
時
に
損
害
が
発
生
す
る
不
法
行
為
の
場
合
に
は
」
と
い
う
限
定
が
付
さ
れ
て
お
り
、
加
害
行
為
の
時
点
で
直
ち
に
損
害
が

発
生
し
な
い
場
合
の
存
在
す
る
こ
と
が
す
で
に
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
。

　

次
に
、
例
外
。
そ
れ
は
、
原
則
に
付
さ
れ
た
上
記
の
限
定
の
意
味
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
。
注
意
す
べ
き
は
、
こ
の
例
外
命
題
は
、

原
則
以
外
の
す
べ
て
の
場
合
、
つ
ま
り
加
害
行
為
の
時
か
ら
時
間
が
経
過
し
て
初
め
て
損
害
が
発
生
す
る
場
合
（「
損
害
遅
発
型
」）

を
広
く
一
般
的
に
カ
バ
ー
し
て
は
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
す
べ
て
の
損
害
遅
発
型
の
場
合
が
こ
の
例
外
ル
ー
ル
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る

べ
き
だ
、
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
例
外
ル
ー
ル
が
発
動
さ
れ
る
の
は
、
判
決
文
上
、「
身
体
に
蓄
積
し
た
場
合
に
人

の
健
康
を
害
す
る
こ
と
と
な
る
物
質
に
よ
る
損
害
や
、
一
定
の
潜
伏
期
間
が
経
過
し
た
後
に
症
状
が
現
れ
る
損
害
の
よ
う
に

0

0

0

」、「
損

害
の
性
質
上
、
加
害
行
為
が
終
了
し
て
か
ら
相
当
の
期
間
が
経
過
し
た
後
に
損
害
が
発
生
す
る
場
合
」
に
限
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
命
題
が
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
は
、
じ
ん
肺
に
よ
る
人
身
損
害
で
あ
っ
て
、
そ
の
背
後
に
は
、
じ
ん
肺
被
害
の
「
病
像
」
に
関

す
る
最
高
裁
の
認
識
が
あ
る
。
い
わ
く
、「
じ
ん
肺
の
病
像
は
…
…
粉
じ
ん
に
暴
露
し
た
後
に
お
い
て
も
、
じ
ん
肺
結
節
が
拡
大
融

合
す
る
な
ど
の
病
状
が
進
行
す
る
こ
と
（
進
行
性
）、
い
っ
た
ん
発
生
し
た
線
維
増
殖
性
変
化
、
気
腫
性
変
化
等
を
元
の
状
態
に
戻

す
た
め
の
治
療
方
法
が
な
い
こ
と
（
不
可
逆
性
）
に
特
徴
が
あ
る
。
発
症
ま
で
の
期
間
は
、
粉
じ
ん
へ
の
暴
露
を
開
始
し
て
か
ら
最

短
で
も
二
、
三
年
、
通
常
は
五
年
～
一
〇
年
以
上
、
長
い
場
合
で
三
〇
年
以
上
と
さ
れ
、
し
ば
し
ば
遅
発
性
で
あ
っ
て
、
粉
じ
ん
へ

の
暴
露
が
終
わ
っ
た
後
、
相
当
長
期
間
経
過
後
に
発
症
す
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
」（
民
集
一
〇
三
五
～
三
六
頁
）。
そ
こ
に
は
、
じ

ん
肺
と
い
う
「
損
害
の
性
質
上
」、
損
害
の
発
生
時
期
が
極
め
て
遅
く
な
り
う
る
と
い
う
経
験
則
、
し
か
も
、
そ
の
因
果
の
流
れ
を

断
ち
切
る
治
療
法
は
な
い
と
い
う
医
学
的
知
見
が
、
如
実
に
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
が
除
斥
期
間
の
起
算
点
に
つ
き
、
例
外

ル
ー
ル
を
正
当
化
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

も
っ
と
も
、
除
斥
期
間
の
起
算
点
は
損
害
発
生
時
だ
と
い
う
結
論
を
導
く
た
め
の
解
釈
技
術
と
し
て
は
、
判
決
の
よ
う
な
原
則
・
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例
外
の
二
元
的
な
基
準
を
設
定
す
る
こ
と
な
く
、
行
為
概
念
を
拡
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
元
的
に
対
応
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
、
こ
こ
に
「
不
法
行
為
」
と
は
、
端
的
に
損
害
と
い
う
結
果
を
含
む
、
と
い
う
形
で
行
為
概
念
を
拡
張
す
る
こ
と
が
考
え

ら
れ
る
。
実
際
、
原
審
は
、
遅
発
性
の
損
害
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
て
、「
不
法
行
為
の
時
」
と
は
、「
不
法
行
為
の
構
成
要
件
が
充
足

さ
れ
た
と
き
」、
す
な
わ
ち
、「
加
害
行
為
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
る
損
害
が
、
客
観
的
に
（
被
害
者
の
認
識
に
関
係
な
く
）
一
部
で
も
発

生
し
た
と
き
」
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
判
示
し
て
、
少
な
く
と
も
本
件
判
旨
よ
り
広
い
射
程
を
持
つ
形
で
損
害
発
生
時
が
除
斥
期
間

の
起
算
点
で
あ
る
と
い
う
定
式
化
を
試
み
て
い
た
（
裁
判
官
・
井
垣
敏
生
、
白
石
史
子
、
高
橋
亮
介
）。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
損
害
発
生
時

が
除
斥
期
間
の
起
算
点
に
な
る
の
で
、
じ
ん
肺
の
事
案
を
特
異
な
も
の
と
し
て
扱
う
必
要
は
な
く
、
加
害
行
為
時
が
損
害
発
生
時
に

な
る
こ
と
の
多
い
交
通
事
故
の
事
案
と
並
べ
て
扱
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
捉
え
る
な
ら
ば
、
七
二
四
条
後
段
は
一

元
的
に
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

し
か
し
、
一
元
的
な
構
成
は
最
高
裁
の
採
用
す
る
と
こ
ろ
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
最
高
裁
は
、
除
斥
期
間
の
原
則
は
維
持
し
つ
つ
、

損
害
の
遅
発
が
「
損
害
の
性
質
」
に
起
因
す
る
タ
イ
プ
の
も
の
に
限
っ
て
、
損
害
発
生
時
を
起
算
点
と
す
る
例
外
ル
ー
ル
を
導
入
し

た
に
留
ま
る
か
ら
で
あ
る
。

　

で
は
、
一
元
的
構
成
と
二
元
的
構
成
は
、
実
際
に
ど
の
よ
う
な
場
合
に
異
な
っ
た
帰
結
を
導
く
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
は
、
射
程

を
考
え
る
上
で
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
じ
ん
肺
以
外
の
遅
発
性
の
損
害
の
例
を
考
え
て
み
よ
う
。
た
と
え
ば
、
二
〇

年
後
に
爆
発
す
る
時
限
爆
弾
に
よ
っ
て
被
害
が
生
じ
た
場
合
は
ど
う
か
。
ま
た
、
航
空
機
の
開
発
担
当
者
の
ミ
ス
で
、
一
定
の
条
件

の
下
で
機
体
の
制
御
が
不
能
に
な
る
よ
う
な
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
組
み
込
ま
れ
た
結
果
、
二
〇
年
後
に
当
該
航
空
機
が

墜
落
し
、
墜
落
現
場
に
い
た
者
に
被
害
が
生
じ
た
場
合
は
ど
う
か
。

　

一
元
的
構
成
を
採
用
す
る
な
ら
ば
、
お
よ
そ
七
二
四
条
後
段
の
除
斥
期
間
は
「
損
害
の
発
生
し
た
時
点
か
ら
進
行
す
る
」
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
そ
の
構
成
か
ら
す
る
と
、
損
害
が
発
生
し
た
時
が
除
斥
期
間
の
起
算
点
と
な
る
の
だ
か
ら
、
右
の
い
ず
れ
の
場
合
で
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も
、
被
害
者
は
損
害
発
生
の
時
か
ら
二
〇
年
間
は
損
害
賠
償
を
請
求
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
被
害
者
は
、
損
害
発
生
時
か
ら
二
〇
年

を
か
け
て
、
二
〇
年
以
上
前
に
行
わ
れ
た
不
法
行
為
の
加
害
者
を
割
り
出
し
て
、
そ
の
責
任
を
追
及
で
き
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ

に
対
し
て
、
こ
の
④
判
決
の
採
用
す
る
二
元
的
構
成
に
よ
る
と
、
直
ち
に
は
そ
う
い
え
な
い
。
と
い
う
の
は
、
最
高
裁
は
、
例
外
的

に
起
算
点
を
遅
ら
せ
る
た
め
の
前
提
と
し
て
、「
身
体
に
蓄
積
し
た
場
合
に
人
の
健
康
を
害
す
る
こ
と
と
な
る
物
質
に
よ
る
損
害
や
、

一
定
の
潜
伏
期
間
が
経
過
し
た
後
に
症
状
が
現
れ
る
損
害
の
よ
う
に

0

0

0

」
と
し
て
、
蓄
積
性
な
い
し
潜
伏
進
行
性
の
健
康
被
害
を
念
頭

に
置
い
た
上
で
、
例
外
ル
ー
ル
の
命
題
を
導
き
出
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
例
外
的
に
、
損
害
発
生
時
が
除
斥
期
間
の
起
算

点
に
な
る
の
は
、「
じ
ん
肺
な
ど
の
蓄
積
進
行
性
の
健
康
被
害
の
よ
う
な
」
も
の
に
対
象
が
限
定
さ
れ
る
、
と
い
う
の
が
最
高
裁
の

立
場
な
の
で
あ
る）6
（

。
し
た
が
っ
て
、
先
の
時
限
爆
弾
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
ミ
ス
の
場
合
に
は
、
本
判
決
の
射
程
は
直
接
に
は
及
ば
な
い
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
点
を
ど
う
考
え
る
べ
き
か
は
、
例
外
的
と
は
い
え
、
除
斥
期
間
の
起
算
点
を
遅
ら
せ
る
べ
き
理
由
を
ど
こ
に
求
め
る
か
に
よ

る
。
そ
の
理
由
が
、
⒜
被
害
が
生
じ
た
時
点
で
は
す
で
に
除
斥
期
間
が
経
過
し
て
い
る
と
い
う
の
で
は
被
害
者
が
救
済
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
な
く
な
っ
て
不
当
だ
と
い
う
趣
旨
で
あ
れ
ば
、
時
限
爆
弾
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
ミ
ス
の
例
で
も
被
害
者
は
保
護
さ
れ
て
然
る
べ

き
だ
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
⒝
最
高
裁
が
例
外
を
認
め
た
の
は
、
じ
ん
肺
と
い
う
戦
後
の
日
本
社
会
の
構
造
か
ら
生
じ
た

社
会
問
題
の
悲
惨
さ
を
目
の
あ
た
り
に
し
、
か
つ
、
そ
の
損
害
発
生
過
程
の
特
異
性
、
特
に
病
状
の
進
行
の
不
可
逆
性

0

0

0

0

に
着
眼
し
た

か
ら
だ
と
解
す
る
な
ら
ば
、
同
じ
よ
う
な
社
会
性
や
損
害
発
生
過
程
の
特
異
性
を
も
っ
た
事
件
に
し
か
例
外
ル
ー
ル
は
及
ば
な
い
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
立
場
か
ら
は
、
時
限
爆
弾
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
ミ
ス
の
例
に
お
い
て
は
、
同
様
の
社
会
性
や
損
害
発
生
過
程

の
特
異
性
を
欠
い
て
お
り
、
か
え
っ
て
、
加
害
行
為
以
降
で
あ
っ
て
も
、
損
害
の
発
生
な
い
し
広
が
り
を
除
去
す
る
こ
と
が
可
能
で

あ
っ
た
と
い
う
点
が
本
判
決
と
異
な
る
要
素
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
こ
の
点
に
着
眼
す
る
と
、
時
限
爆
弾
や
プ
ロ
グ
ラ
ム

ミ
ス
の
例
に
は
本
判
決
の
射
程
は
及
ば
ず
、
し
た
が
っ
て
、
除
斥
期
間
の
起
算
点
が
当
然
に
損
害
発
生
時
ま
で
遅
ら
さ
れ
る
こ
と
も



70

法学研究 88 巻 1 号（2015：1）

な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

最
高
裁
が
、
判
例
の
射
程
、
言
い
換
え
れ
ば
そ
の
拘
束
力
の
範
囲
を
で
き
る
だ
け
限
定
し
よ
う
と
い
う
観
点
か
ら
、
⒜
の
よ
う
な

理
解
を
生
ま
な
い
よ
う
に
気
を
配
り
な
が
ら
判
決
テ
ク
ス
ト
を
作
成
し
た
こ
と
は
十
分
に
読
み
取
れ
る
。
判
決
文
起
草
者
の
意
図
か

ら
い
え
ば
、
⒝
の
方
向
で
、
除
斥
期
間
に
つ
き
二
元
的
な
構
成
を
す
る
こ
と
を
前
提
に
、
例
外
ル
ー
ル
の
適
用
は
限
定
的
に
理
解
す

る
の
が
素
直
で
あ
ろ
う
。

　

⑤
最
判
平
成
一
六
年
一
〇
月
一
五
日
（
民
集
五
八
巻
七
号
一
八
〇
二
頁
─
─
関
西
水
俣
病
事
件）7
（

）

　

国
が
、
昭
和
三
四
年
一
一
月
末
の
時
点
で
、
多
数
の
水
俣
病
患
者
が
発
生
し
、
死
亡
者
も
相
当
数
に
上
っ
て
い
る
こ
と
を
認
識
し

て
お
り
、
か
つ
、
水
俣
病
の
原
因
物
質
が
あ
る
種
の
有
機
水
銀
化
合
物
で
あ
り
、
そ
の
排
出
源
が
特
定
の
工
場
の
ア
セ
ト
ア
ル
デ
ヒ

ド
製
造
施
設
で
あ
る
こ
と
を
高
度
の
蓋
然
性
を
も
っ
て
認
識
し
得
る
状
況
に
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
年
一
二
月
末
ま
で
に
、

水
俣
病
に
よ
る
深
刻
な
健
康
被
害
の
拡
大
防
止
の
た
め
に
、
公
共
用
水
域
の
水
質
の
保
全
に
関
す
る
法
律
お
よ
び
工
場
排
水
等
の
規

制
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
い
て
、
必
要
な
措
置
を
執
る
こ
と
を
命
ず
る
な
ど
の
規
制
権
限
を
行
使
し
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
④

判
決
と
同
様
、
⒜
違
法
と
い
え
る
の
か
、
ま
た
、
⒝
違
法
だ
っ
た
と
し
て
も
七
二
四
条
後
段
の
適
用
は
な
い
の
か
が
問
題
と
な
っ
た
。

　

最
高
裁
は
、
⒜
の
違
法
性
を
認
め
た
上
で
、
⒝
の
点
に
関
し
て
、
④
判
決
の
判
旨
を
繰
り
返
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
て

い
る
。

　
「
…
…
本
件
を
み
る
と
、
本
件
患
者
の
そ
れ
ぞ
れ
が
水
俣
湾
周
辺
地
域
か
ら
他
の
地
域
へ
転
居
0

0

し
た
時
点
が
各
自
に
つ
い
て
の

加
害
行
為
の
終
了
し
た
時

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
が
、
水
俣
病
患
者
の
中
に
は
、
潜
伏
期
間
の
あ
る
い
わ
ゆ
る
遅
発
性
水
俣
病

0

0

0

0

0

0

が
存
在
す
る
こ
と
、

遅
発
性
水
俣
病
の
患
者
に
お
い
て
は
、
水
俣
湾
又
は
そ
の
周
辺
海
域
の
魚
介
類
の
摂
取
を
中
止
し
て
か
ら
四
年
以
内

0

0

0

0

に
水
俣
病
の
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症
状
が
客
観
的
に
現
れ
る
こ
と
な
ど
、
原
審
の
認
定
し
た
事
実
関
係
の
下
で
は
、
上
記
転
居
か
ら
遅
く
と
も
四
年
を
経
過
し
た
時

0

0

0

0

0

0

0

0

点0

が
本
件
に
お
け
る
除
斥
期
間
の
起
算
点

0

0

0

と
な
る
と
し
た
原
審
の
判
断
も
、
是
認
し
得
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
」。
一
部

破
棄
自
判
、
一
部
上
告
棄
却
（
裁
判
官
・
北
川
弘
治
、
福
田
博
、
滝
井
繁
男
、
津
野
修
）。

　　

こ
こ
で
も
、
除
斥
期
間
の
起
算
点
が
遅
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
水
俣
病
患
者
の
中
に
は
、
潜
伏
期
間
の

あ
る
、
い
わ
ゆ
る
遅
発
性
水
俣
病
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
起
算
点
は
、
発
症
は
原
因
物
質
の
摂
取
を
中
止
し
て
か
ら

四
年
を
経
過
し
た
時
点
ま
で
遅
ら
さ
れ
る
に
留
ま
る
と
さ
れ
て
い
る
。
最
高
裁
は
、
遅
発
性
の
損
害
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
い
つ
ま
で

も
賠
償
を
受
け
る
権
利
に
つ
き
除
斥
期
間
が
進
行
し
な
い
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。「
四
年
」
と
い
う
、

い
か
に
も
恣
意
的
で
根
拠
も
十
分
で
な
い
画
一
的
な
基
準
が
示
さ
れ
た
の
は
、
安
定
的
な
判
断
を
重
視
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、
こ
の
判
決
に
関
す
る
調
査
官
解
説
は
、
除
斥
期
間
の
起
算
点
を
判
断
す
る
基
準
と
し
て
、
加
害
行
為
と
結
果
発
生
と
の
間

に
時
間
的
間
隔
が
あ
る
事
例
を
二
つ
に
分
け
て
、
⒜
原
因
物
質
を
摂
取
し
た
後
に
潜
伏
期
間
を
経
て
初
め
て
発
症
す
る
場
合
と
、
⒝

石
垣
が
崩
れ
た
の
が
設
置
の
二
〇
数
年
後
で
あ
っ
た
場
合
の
よ
う
に
、
た
ま
た
ま
損
害
の
発
生
が
二
〇
年
経
過
後
に
な
る
場
合
と
が

あ
り
う
る
と
し
て
、
⒝
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
石
垣
の
設
置
者
は
永
久
に
責
任
を
逃
が
れ
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
の
で
、

加
害
行
為
時
説
が
妥
当
だ
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る）8
（

。

　

⑥
最
判
平
成
一
八
年
六
月
一
六
日
（
民
集
六
〇
巻
五
号
一
九
九
七
頁
─
─
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
事
件）9
（

）

　

乳
幼
児
期
に
受
け
た
集
団
予
防
接
種
等
に
お
い
て
注
射
器
の
連
続
使
用
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
に
感

染
し
た
と
し
て
、
原
告
ら
が
国
賠
法
上
の
損
害
賠
償
請
求
を
し
た
事
件
で
あ
る
。
接
種
時
か
ら
二
〇
年
以
上
経
過
し
て
か
ら
発
症
し

て
訴
え
た
原
告
に
対
し
て
、
民
法
七
二
四
条
後
段
が
適
用
さ
れ
る
か
が
問
題
に
な
っ
た
。
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最
高
裁
は
、
④
判
決
、
⑤
判
決
等
に
お
け
る
判
示
を
繰
り
返
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
説
い
て
、
原
告
を
救
済
す
る
判
決
を
下
し

て
い
る
。

　
「
Ｂ
型
肝
炎

0

0

0

0

を
発
症
し
た
こ
と
に
よ
る
損
害
は
、
そ
の
損
害
の
性
質
上

0

0

0

0

0

0

、
加
害
行
為
が
終
了
し
て
か
ら
相
当
期
間
が
経
過
し
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

後0

に
発
生
0

0

す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
除
斥
期
間
の
起
算
点

0

0

0

は
、
加
害
行
為
（
本
件
集
団
予
防
接
種
等
）
の
時
で
は
な
く
、

損
害
の
発
生

0

0

0

0

0

（
Ｂ
型
肝
炎
の
発
症
）
の
時
0

0

と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　

…
…
前
記
事
実
関
係
に
よ
れ
ば
、
原
告
Ｘ１
が
Ｂ
型
肝
炎
を
発
症
し
た
の
は
昭
和
五
九
年
八
月
こ
ろ
で
あ
り
、
同
Ｘ２
が
発
症
し
た

の
は
昭
和
六
一
年
一
〇
月
こ
ろ
で
あ
る
と
み
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
本
件
訴
え
の
提
起
時
に
は
、
い
ず
れ
も
除
斥
期
間
が
経
過
し

て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
」。
一
部
破
棄
自
判
、
一
部
上
告
棄
却
（
裁
判
官
・
中
川
了
滋
、
滝
井
繁
男
、
津
野
修
、
今
井

功
、
古
田
佑
紀
）。

　

こ
の
よ
う
に
説
い
て
、
最
高
裁
は
、
除
斥
期
間
の
起
算
点
は
損
害
の
発
生
時
だ
と
し
て
、
除
斥
期
間
の
経
過
を
理
由
に
Ｘ
ら
の
請

求
を
棄
却
し
た
原
判
決
を
破
棄
し
て
、
そ
の
請
求
を
一
部
認
容
し
て
い
る
。

　

本
件
調
査
官
解
説
に
よ
る
と
、
本
判
決
は
、
幼
少
時
に
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
た
者
が
成
人
に
な
っ
て
慢
性
肝
炎
を
発
症

す
る
と
い
う
損
害
の
性
質

0

0

0

0

0

に
鑑
み
て
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る）（（
（

。
慢
性
Ｂ
型
肝
炎
が
進
行
し
て
、
肝
硬
変
や
肝
が
ん
に
至
っ
た
場
合
に

は
、
肝
炎
に
よ
る
肝
細
胞
の
破
壊
と
再
生
が
長
期
間
継
続
し
て
肝
硬
変
ま
た
は
肝
が
ん
が
発
症
す
る
と
い
う
損
害
の
性
質
に
鑑
み
て
、

肝
硬
変
ま
た
は
肝
が
ん
の
各
発
生
時

0

0

0

0

が
各
々
の
損
害
の
賠
償
を
求
め
る
請
求
権
に
関
す
る
除
斥
期
間
の
起
算
点

0

0

0

に
な
る
と
い
う
わ
け

で
あ
る）（（
（

。
こ
こ
で
も
、
④
⑤
判
決
と
同
じ
く
、
損
害
一
般
が
語
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、「
Ｂ
型
肝
炎
を
発
症
し
た
こ
と
に
よ
る
損
害
」

の
性
質
上
、
損
害
が
遅
発
す
る
こ
と
に
鑑
み
て
、
起
算
点
を
遅
ら
せ
る
判
断
が
示
さ
れ
て
い
る
。
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⑦
最
判
平
成
二
一
年
四
月
二
八
日
（
民
集
六
三
巻
四
号
八
五
三
頁
─
─
床
下
事
件）（（
（

）

　

小
学
校
に
学
校
警
備
主
事
と
し
て
勤
務
す
る
Ｙ
が
、
昭
和
五
三
年
八
月
一
四
日
、
同
校
の
教
諭
Ａ
女
を
校
内
で
殺
害
し
、
そ
の
死

体
を
自
宅
の
床
下
に
掘
っ
た
穴
に
埋
め
て
隠
匿
し
た
。
さ
ら
に
、
Ｙ
は
、
本
件
殺
害
行
為
の
発
覚
を
防
ぐ
た
め
、
ブ
ロ
ッ
ク
塀
、
ア

ル
ミ
製
の
目
隠
し
等
で
自
宅
の
周
囲
を
囲
ん
で
内
部
の
様
子
を
外
部
か
ら
容
易
に
窺
う
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
し
、
か
つ
、
サ
ー

チ
ラ
イ
ト
や
赤
外
線
防
犯
カ
メ
ラ
を
設
置
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
で
、
Ｙ
の
自
宅
土
地
は
、
平
成
六
年
頃
、
土
地
区
画
整
理
事
業
の
施

行
地
区
と
な
り
、
Ｙ
は
最
終
的
に
は
明
渡
し
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
た
め
、
死
体
が
発
見
さ
れ
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
と
思
い
、
本

件
殺
害
行
為
か
ら
約
二
六
年
後
の
平
成
一
六
年
八
月
二
一
日
に
、
警
察
署
に
自
首
し
た
。
そ
れ
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
Ｙ
宅
の
捜
索

に
よ
り
床
下
の
地
中
か
ら
白
骨
化
し
た
死
体
が
発
見
さ
れ
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
結
果
、
同
年
九
月
二
九
日
、
そ
れ
が
Ａ
の
死
体
で
あ
る

こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
Ａ
の
相
続
人
Ｘ
ら
は
、
Ａ
の
死
亡
を
知
っ
た
。

　

そ
こ
で
、
Ｘ
ら
は
、
同
年
一
〇
月
七
日
、
Ｙ
に
対
す
る
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
を
請
求
債
権
と
し
て
、
Ｙ
宅
の
敷

地
に
関
す
る
Ｙ
の
持
分
に
つ
き
仮
差
押
決
定
を
得
た
上
で
、
平
成
一
七
年
四
月
一
一
日
、
Ｙ
に
対
し
て
合
計
約
一
億
八
千
万
円
の
賠

償
を
求
め
て
訴
え
を
提
起
し
た
。
原
審
は
Ｘ
ら
の
請
求
を
一
部
認
容
し
て
い
る
。

　

最
高
裁
は
、
①
判
決
に
お
け
る
判
示
を
繰
り
返
し
た
上
で
、
以
下
の
よ
う
な
判
決
を
下
し
て
い
る
。

　

⑴
「
と
こ
ろ
で
、
民
法
一
六
〇
条
は
、
相
続
財
産
に
関
し
て
は
相
続
人
が
確
定
し
た
時
等
か
ら
六
か
月
を
経
過
す
る
ま
で
の
間

は
時
効
は
完
成
し
な
い
旨
を
規
定
し
て
い
る
が
、
そ
の
趣
旨
は
、
相
続
人
が
確
定
し
な
い
こ
と
に
よ
り
権
利
者
が
時
効
中
断
の
機

会
を
逸
し
、
時
効
完
成
の
不
利
益
を
受
け
る
こ
と
を
防
ぐ
こ
と
に
あ
る
と
解
さ
れ
、
相
続
人
が
確
定
す
る
前
に
時
効
期
間
が
経
過

し
た
場
合
に
も
、
相
続
人
が
確
定
し
た
時
か
ら
六
か
月
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
は
、
時
効
は
完
成
し
な
い
（
最
判
昭
和
三
五
年
九
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月
二
日
民
集
一
四
巻
一
一
号
二
〇
九
四
頁
参
照
）。
そ
し
て
、
相
続
人
が
被
相
続
人
の
死
亡
の
事
実
を
知
ら
な
い
場
合
は
、
同
法
九

一
五
条
一
項
所
定
の
い
わ
ゆ
る
熟
慮
期
間
が
経
過
し
な
い
か
ら
、
相
続
人
は
確
定
し
な
い
」。

　

⑵
「
こ
れ
に
対
し
、
民
法
七
二
四
条
後
段
の
規
定
を
字
義
ど
お
り
に
解
す
れ
ば
、
不
法
行
為
に
よ
り
被
害
者
が
死
亡
し
た
が
、

そ
の
相
続
人
が
被
害
者
の
死
亡
の
事
実
を
知
ら
ず
に
不
法
行
為
か
ら
二
〇
年
が
経
過
し
た
場
合
は
、
相
続
人
が
不
法
行
為
に
基
づ

く
損
害
賠
償
請
求
権
を
行
使
す
る
機
会
が
な
い
ま
ま
、
同
請
求
権
は
除
斥
期
間
に
よ
り
消
滅
す
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

被
害
者
を
殺
害
し
た
加
害
者
が
、
被
害
者
の
相
続
人
に
お
い
て
被
害
者
の
死
亡
の
事
実
を
知
り
得
な
い
状
況
を
殊
更
に
作
出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

し
、

そ
の
た
め
に
相
続
人
は
そ
の
事
実
を
知
る
こ
と
が
で
き
ず
、
相
続
人
が
確
定
し
な
い
ま
ま
除
斥
期
間
が
経
過
し
た
場
合
に
も
、
相

続
人
は
一
切
の
権
利
行
使
を
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
ず
、
相
続
人
が
確
定
し
な
い
こ
と
の
原
因
を
作
っ
た
加
害
者
は
損
害
賠
償
義
務

を
免
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
著
し
く
正
義
0

0

・
公
平
の
理
念

0

0

0

0

0

に
反
す
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
相
続
人
を
保
護
す
る
必
要
が
あ
る
こ

と
は
、
前
記
の
時
効
の
場
合
と
同
様
で
あ
り
、
そ
の
限
度
で
民
法
七
二
四
条
後
段
の
効
果
を
制
限
す
る
こ
と
は
、
条
理
に
も
か
な

う
と
い
う
べ
き
で
あ
る
（〔
③
判
決
〕
参
照
）」。

　

⑶
「
そ
う
す
る
と
、
被
害
者
を
殺
害
し
た
加
害
者
が
、
被
害
者
の
相
続
人
に
お
い
て
被
害
者
の
死
亡
の
事
実
を
知
り
得
な
い
状

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

況
を
殊
更
に
作
出
し

0

0

0

0

0

0

0

0

、
そ
の
た
め
に
相
続
人
は
そ
の
事
実
を
知
る
こ
と
が
で
き
ず
、
相
続
人
が
確
定
し
な
い
ま
ま
上
記
殺
害
の
時

か
ら
二
〇
年
が
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
後
相
続
人
が
確
定
し
た
時
か
ら
六
か
月
内
に
相
続
人
が
上
記
殺
害
に
係
る
不
法

行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
を
行
使
し
た
な
ど
特
段
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
民
法
一
六
〇
条
の
法
意
に
照
ら
し
、
同
法
七

二
四
条
後
段
の
効
果
は
生
じ
な
い
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」。

　

⑷
「
こ
れ
を
本
件
に
つ
い
て
み
る
に
、
前
記
事
実
関
係
に
よ
れ
ば
、
Ｙ
が
本
件
殺
害
行
為
後
に
Ａ
の
死
体
を
自
宅
の
床
下
に

掘
っ
た
穴
に
埋
め
て
隠
匿
す
る
な
ど
し
た
た
め
、
父
親
及
び
Ｘ
ら
は
Ａ
の
死
亡
の
事
実
を
知
る
こ
と
が
で
き
ず
、
相
続
人
が
確
定

せ
ず
損
害
賠
償
請
求
権
を
行
使
す
る
機
会
が
な
い
ま
ま
本
件
殺
害
行
為
か
ら
二
〇
年
が
経
過
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
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そ
し
て
、
Ｘ
ら
は
、
平
成
一
六
年
九
月
二
九
日
に
Ａ
の
死
亡
を
知
り
、
そ
れ
か
ら
三
か
月
内
に
限
定
承
認
又
は
相
続
の
放
棄
を

し
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
単
純
承
認
を
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
（
民
法
九
一
五
条
一
項
、
九
二
一
条
二
号
）、
こ
れ
に
よ
り
相
続

人
が
確
定
し
た
と
こ
ろ
、
更
に
そ
れ
か
ら
六
か
月
内
で
あ
る
平
成
一
七
年
四
月
一
一
日
に
本
件
訴
え
を
提
起
し
た
と
い
う
の
で
あ

る
か
ら
、
本
件
に
お
い
て
は
前
記
特
段
の
事
情
が
あ
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
民
法
七
二
四
条
後
段
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

本
件
殺
害
行
為
に
係
る
損
害
賠
償
請
求
権
が
消
滅
し
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
」。
上
告
棄
却
（
裁
判
官
・
那
須
弘
平
、
藤
田
宙

靖
、
堀
籠
幸
男
、
田
原
睦
夫
、
近
藤
崇
晴
）。

　

本
判
決
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
最
高
裁
が
、「
被
害
者
を
殺
害
し
た
加
害
者
〔
Ｙ
〕
が
、
被
害
者
の
相
続
人
に
お
い
て
被

害
者
の
死
亡
の
事
実
を
知
り
得
な
い
状
況
を
殊
更
に
作
出

0

0

0

0

0

」
し
た
と
い
う
事
実
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
記

述
は
二
度
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
（
判
旨
⑵
お
よ
び
⑶
）。
こ
の
こ
と
か
ら
、
最
高
裁
が
「
殊
更
に
作
出
」
し
た
と
い
う
判
示
部
分
に
こ

だ
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

問
題
は
、「
殊
更
に
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
、
つ
ま
り
本
判
決
の
射
程
で
あ
る
。
最
高
裁
が
、「
加
害
者
が
、
被
害
者
の
相
続
人
に

お
い
て
被
害
者
の
死
亡
の
事
実
を
知
り
得
な
い
状
況
を
殊
更
に
作
出
し
〔
た
〕」
と
述
べ
る
時
、
そ
れ
に
該
当
す
る
事
実
と
し
て
裁

判
官
の
念
頭
に
あ
る
の
は
、「
死
体
を
自
宅
の
床
下
0

0

に
掘
っ
た
穴
に
埋
め
て
隠
匿
0

0

す
る
な
ど
」（
判
旨
⑷
）
の
行
為
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
「
床
下
」
の
例
を
離
れ
る
と
、
ど
の
よ
う
な
隠
匿
行
為
が
あ
れ
ば
「
知
り
得
な
い
状
況
を
殊
更
に
作
出
」
し
た
と
言
え
る
の
か

は
、
容
易
に
判
断
で
き
な
い
。
調
査
官
解
説
に
よ
れ
ば
、「
殊
更
に
」
と
は
「
相
続
人
に
お
い
て
被
害
者
の
死
亡
を
知
り
得
な
い
状

況
を
、
加
害
者
が
意
図
的
・
積
極
的
に
作
出
し
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
」
が）（（
（

、
そ
う
言
い
換
え
て
も
、
判
断
基
準
は
明
確

に
な
ら
な
い
。

　

実
際
の
と
こ
ろ
、
本
件
第
一
審
判
決
は
、
殺
人
で
は
な
く
、
隠
匿
行
為

0

0

0

0

を
理
由
と
す
る
不
法
行
為
に
関
し
て
で
あ
る
が
、「
本
件
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の
〔
床
下
0

0

へ
の
〕
遺
体
の
隠
匿
行
為
と
山
中
0

0

に
遺
棄
す
る
行
為
と
で
は
、
不
法
行
為
者
が
遺
体
を
自
ら
の
排
他
的
支
配
下
に
置
い
て

隠
匿
行
為
を
継
続
す
る
か
否
か
と
い
う
行
為
態
様
に
差
が
あ
り
、
こ
れ
に
伴
い
除
斥
期
間
の
起
算
点
に
違
い
が
生
じ
る
こ
と
は
何
ら

不
合
理
で
は
な
い
」、
と
説
い
て
い
る
。
し
か
し
、
一
言
で
山
中
へ
の
遺
棄
と
い
っ
て
も
、
⒜
深
い
穴
を
掘
っ
て
遺
体
を
地
中
奥
深

く
埋
め
る
場
合
と
、
⒝
単
に
森
の
中
に
遺
体
を
放
置
す
る
場
合
と
は
、
同
じ
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
⒜
の
場
合
は
、
お
よ
そ
本
最

高
裁
判
決
の
射
程
外
だ
と
言
い
切
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
躊
躇
を
覚
え
る
。
こ
の
点
は
、
結
局
、
一
六
〇
条
の
法
意
に
照

ら
す
た
め
の
前
提
と
し
て
、「
被
害
者
の
死
亡
の
事
実
を
知
り
得
な
い
状
況
を
殊
更
に
作
出
」
し
た
こ
と
を
要
求
す
る
趣
旨
、
ひ
い

て
は
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
守
ろ
う
と
す
る
法
益
に
ま
で
遡
っ
て
判
断
す
る
し
か
な
い
。

　

し
か
し
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
本
最
高
裁
判
決
は
、「
正
義
・
公
平
・
条
理
」
と

い
っ
た
抽
象
的
な
理
念
な
い
し
価
値
を
語
り
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
実
際
に
ル
ー
ル
化
す
る
た
め
の
具
体
的
な
手
が
か
り
を
与
え
て
い

な
い
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
手
が
か
り
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
定
的
な
ル
ー
ル
が
生
成
す
る
こ
と
を
意
識
的
に
拒
ん
で
い
る

よ
う
に
見
え
る
。
そ
の
結
果
、
遺
体
を
床
下
に
隠
匿
す
る
行
為
以
外
の
場
面
を
ど
う
考
え
る
べ
き
か
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。

　

最
高
裁
と
し
て
は
、
除
斥
期
間
と
い
う
堅
く
て
冷
た
い
原
則
は
不
動
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
あ
る
い
は
不
動
の
も
の
と
し
て
扱
い

た
い
か
ら
、
そ
れ
に
対
す
る
例
外
を
一
般
化
で
き
る
よ
う
な
形
で
先
例
を
残
し
た
く
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
調
査
官
解
説

に
よ
れ
ば
、
本
判
決
は
、
③
判
決
に
続
い
て
、
除
斥
期
間
の
原
則
に
対
す
る
二
つ
目
の
例
外
を
認
め
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
か
つ
、

各
々
の
射
程
は
極
め
て
短
い
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る）（（
（

。
し
か
も
、
た
と
え
死
体
を
隠
匿
す
る
行
為
が
あ
っ
て
も
、
除
斥

期
間
の
起
算
点
自
体
は
動
か
な
い
（
だ
か
ら
他
の
法
理
を
用
い
た
）、
と
い
う
の
が
最
高
裁
の
基
本
的
立
場
な
の
で
あ
る
。
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二　

判
例
法
理
の
構
造
と
評
価

　

判
例
法
理
の
構
造
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
（
１
）。
ま
た
、
そ
の
立
場
は
、
い
か
に
評
価
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う

か
（
２
）。
以
下
で
は
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
き
順
次
検
討
し
よ
う
。

　

１　

判
例
法
理
の
構
造

　

判
例
は
、
ア
加
害
の
態
様
と
イ
損
害
の
性
質
に
着
眼
し
て
い
る
。
こ
の
点
を
分
説
し
よ
う
。

　
ア
　
加
害
の
態
様

　

床
下
事
件
（
⑦
判
決
）
に
お
い
て
は
、
異
様
と
も
い
う
べ
き
特
殊
な
加
害
態
様

0

0

0

0

が
考
慮
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
加
害
者
が
、

殺
人
と
い
う
犯
罪
が
発
覚
し
な
い
よ
う
に
、
死
体
を
自
宅
の
床
下
に
埋
め
た
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
以
来
、
外
部
か
ら
察
知
さ
れ
な
い

よ
う
、
常
に
注
意
を
怠
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
た
だ
し
、
最
高
裁
は
、
そ
こ
で
起
算
点
を
遅
ら
せ
る
と
い
う
解
釈
を
採
用
せ

ず
、
時
効
完
成
停
止
に
関
す
る
民
法
一
六
〇
条
の
法
意
に
照
ら
し
て
、
被
害
者
の
遺
族
を
救
済
す
る
と
い
う
手
段
を
選
択
し
て
い
る
。

　

も
っ
と
も
、
⑦
判
決
は
、
た
ま
た
ま
遺
族
が
事
件
発
覚
後
六
か
月
以
内
に
加
害
者
を
訴
え
た
か
ら
一
六
〇
条
の
法
意
を
持
ち
出
す

こ
と
に
よ
っ
て
対
応
す
れ
ば
足
り
た
の
で
あ
っ
て
、
も
し
六
か
月
以
降
に
訴
え
て
い
た
な
ら
ば
、
最
高
裁
と
し
て
は
除
斥
期
間
の
起

算
点
を
遅
ら
せ
る
こ
と
も
真
剣
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
検
討
を
す
る
中
で
、
最
高
裁
が
、
除
斥

期
間
の
起
算
点
を
遅
ら
せ
な
い
と
「
著
し
く
正
義
・
公
平
の
理
念
に
反
す
る
も
の
」
と
な
っ
て
し
ま
う
と
考
え
た
な
ら
ば
、
死
体
の

発
見
時
が
除
斥
期
間
の
発
見
時
に
な
る
と
判
示
し
た
可
能
性
も
一
概
に
は
否
定
で
き
な
い
。
⑦
判
決
は
、
こ
の
よ
う
な
可
能
性
を
秘

め
た
も
の
と
し
て
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。
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逆
に
い
う
な
ら
ば
、
単
に
故
意
に
よ
る
不
法
行
為
で
あ
っ
た
と
か
、
不
法
行
為
の
結
果
を
隠
蔽
し
た
と
い
う
だ
け
で
は
、
⑦
判
決

の
法
理
を
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
床
下
事
件
の
よ
う
な
加
害
態
様
の
異
様
さ
が
な
い
場
合
に
は
、
二
〇
年
の
除
斥
期
間
が
そ

の
ま
ま
適
用
さ
れ
る
の
が
原
則
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

の
み
な
ら
ず
、
そ
こ
で
は
法
益
と
し
、
人
身
損
害
（
生
命
侵
害
）
が
問
題
に
な
っ
て
い
た
点
に
も
留
意
し
な
け
れ
ば
ら
な
い
。
む

し
ろ
、
除
斥
期
間
の
柔
軟
化
が
見
ら
れ
る
の
は
、
人
身
損
害
と
い
う
損
害
の
性
質
を
考
慮
し
て
の
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
次
に
、

そ
の
点
を
見
よ
う
。

　
イ
　
損
害
の
性
質

　

最
高
裁
が
除
斥
期
間
の
柔
軟
化
を
認
め
た
③
～
⑦
判
決
は
、
い
ず
れ
も
人
身
損
害
に
関
す
る
事
案
を
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の

中
で
も
と
く
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
④
お
よ
び
⑥
判
決
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
判
決
は
、
死
亡
損
害
が
も
た
ら
さ
れ
た
場
合
に
つ
き
、

除
斥
期
間
の
起
算
点
を
遅
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
被
害
者
を
救
っ
た
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ

に
対
し
て
、
①
お
よ
び
②
判
決
を
見
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、
人
身
損
害
（
傷
害
）
さ
え
あ
れ
ば
除
斥
期
間
が
柔
軟
に
適
用
さ
れ
る
わ

け
で
は
な
い
。
そ
の
発
生
態
様
に
も
着
眼
す
る
の
が
最
高
裁
の
立
場
な
の
で
あ
る
（
④
～
⑥
判
決
）。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
単
な
る
財
産
的
損
害
に
つ
い
て
は
、
除
斥
期
間
の
柔
軟
化
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
、
土
地
を
造
成

す
る
際
に
廃
棄
物
を
埋
め
た
上
で
宅
地
化
し
た
結
果
、
宅
地
と
し
て
の
基
本
的
な
安
全
性
を
損
な
わ
れ
る
よ
う
な
瑕
疵
を
生
ぜ
し
め
、

そ
の
結
果
、
造
成
者
が
現
在
の
所
有
者
か
ら
不
法
行
為
を
理
由
に
損
害
賠
償
請
求
を
受
け
た
と
し
よ
う
。
そ
の
場
合
、
除
斥
期
間
が

柔
軟
に
扱
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
そ
う
し
た
瑕
疵
は
、
未
だ
現
実
に
原
告
に
対
す
る
人
身
損
害
は

発
生
さ
せ
て
お
ら
ず
、
そ
の
生
命
・
身
体
・
財
産
に
危
険
を
及
ぼ
す
可
能
性

0

0

0

が
あ
る
に
留
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な

危
険
性
の
元
と
な
っ
て
い
る
瑕
疵
は
、
そ
れ
自
体
、
財
産
損
害
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
宅
地
が
基
本
的
な
安
全
性
を
備
え
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た
財
産
で
あ
る
た
め
に
は
、
瑕
疵
を
除
去
す
る
こ
と
、
具
体
的
に
は
土
中
に
埋
め
ら
れ
た
物
を
撤
去
す
る
等
の
工
事
を
す
る
こ
と
が

必
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
工
事
費
用
が
財
産
損
害
と
し
て
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
場
面
で
は
、
①
判
決
の
除

斥
期
間
の
原
則
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

こ
の
点
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
た
と
え
ば
、
じ
ん
肺
に
関
す
る
④
判
決
と
比
べ
て
み
る
こ
と
が
有
益
で
あ
る
。
じ
ん
肺
に
お
い

て
は
、
そ
の
原
因
（
粉
じ
ん
）
は
す
で
に
人
体
に
埋
め
込
ま
れ
て
し
ま
っ
て
お
り
、
除
去
す
る
術
も
な
い
。
ま
た
、
じ
ん
肺
の
症
状

は
い
つ
で
も
調
べ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
病
状
が
ど
う
変
化
す
る
の
か
は
予
測
不
可
能
で
あ
る
が
不
可
逆
的
に
進
行
し
、
そ
の
進
行

を
停
止
さ
せ
る
術
が
な
い
と
い
う
の
が
医
学
の
現
状
で
あ
る
。
そ
う
し
た
不
幸
を
背
負
っ
た
被
害
者
の
こ
と
を
思
え
ば
こ
そ
、
④
判

決
は
、「
著
し
く
正
義
・
公
平
の
理
念
」
に
反
し
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
て
、
い
わ
ば
ギ
リ
ギ
リ
の
と
こ
ろ
で
被
害
者
救
済
の
た
め

に
除
斥
期
間
の
起
算
点
を
柔
軟
化
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
点
、
先
の
廃
棄
物
に
よ
る
瑕
疵
の
例
に
戻
れ
ば
、
そ
こ
で
の
瑕
疵
は
最
初
か
ら
固
定
し
た
形
で
存
在
し
て
お
り
、
土
地
の
購

入
者
は
、
購
入
後
、
い
つ
で
も
土
地
の
形
状
を
調
べ
る
こ
と
が
で
き
、
瑕
疵
を
発
見
す
れ
ば
、
廃
棄
物
の
除
去
等
を
求
め
る
こ
と
─
─

法
的
に
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
の
追
及
・
責
任
者
の
不
法
行
為
責
任
の
追
及
─
─
が
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
最
高
裁
が
除

斥
期
間
を
柔
軟
に
扱
う
に
際
し
て
働
い
た
要
素
、
す
な
わ
ち
じ
ん
肺
や
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
に
お
い
て
は
、
そ
の
損
害
の
性
質

上
、
損
害
が
遅
発
し
、
か
つ
、
不
可
逆
的
に
進
行
す
る
と
い
う
要
素
が
欠
け
て
い
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
廃
棄
物
に
よ
る
瑕
疵
も
、
直
ち
に
損
害
を
も
た
ら
す
わ
け
で
は
な
く
、
時
間
の
経
過
に
よ
っ
て
初
め
て
損
害
を
も
た

ら
す
性
質
を
有
し
て
い
る
、
と
捉
え
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
土
中
に
埋
め
た
廃
棄
物
の
腐
食
に
よ
っ
て
、
損
害

が
発
生
し
拡
大
し
た
と
捉
え
る
こ
と
が
可
能
な
場
合
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
単
に
損
害
が
進
行
・
拡
大
す
る
性
質
を
備
え
て
い
て
も
、

そ
れ
が
悲
惨
な
人
身
損
害

0

0

0

0

を
も
た
ら
す
か
否
か
が
、
最
高
裁
に
と
っ
て
は
重
要
な
要
素
な
の
で
あ
る
。
人
身
損
害
の
場
面
で
定
立
さ

れ
た
ル
ー
ル
を
一
般
化
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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土
中
に
投
棄
さ
れ
た
廃
棄
物
に
よ
る
損
害
と
パ
ラ
レ
ル
な
例
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
先
に
挙
げ
た
例
で
い
え

ば
（
④
判
決
に
関
す
る
叙
述
参
照
）、
時
限
爆
弾
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
ミ
ス
の
場
合
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
、
そ
れ
が
結
果
的
に
人
身
損
害

0

0

0

0

を
も
た
ら
し
た
場
合
に
は
、「
著
し
く
正
義
・
公
平
の
理
念
」
に
反
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
観
点
か
ら
、
④
な
い
し
⑥
判
決
と
類

似
の
事
案
と
し
て
、
被
害
者
救
済
を
考
え
る
余
地
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
人
身
損
害
で
あ
っ
て
も
、
じ
ん
肺
や
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス

感
染
の
場
合
（
④
お
よ
び
⑥
判
決
）
に
は
、
加
害
行
為
の
後
に
は
有
効
な
治
癒
方
法
が
な
く
、
被
害
状
況
が
悲
惨
で
あ
り
深
刻
・
甚

大
で
あ
る
点
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
で
、
廃
棄
物
投
棄
に
よ
る
損
害
は
、
時
限
爆
弾
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
ミ
ス
の
場
合
と
同
様
、

い
つ
で
も
損
害
を
除
却
し
、
あ
る
い
は
損
害
の
発
生
を
く
い
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
点
で
異
な
っ
て
い
る
。
の
み
な
ら
ず
、
財
産
損

0

0

0

害0

し
か
問
題
に
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
①
判
決
の
原
則
が
適
用
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
除
斥
期
間
の
主
張
が
信
義
則
に
反
し
、
あ

る
い
は
権
利
濫
用
に
該
当
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
、「
著
し
く
正
義
・
公
平
の
理
念
」
に

反
す
る
よ
う
な
事
態
は
、
お
よ
そ
想
定
し
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
点
で
想
起
す
べ
き
は
、
請
求
権
競
合
に
お
け
る
人
身
損
害
と
財
産
損
害
の
扱
い
で
あ
る）（（
（

。
ま
ず
、
最
高
裁
が
安
全
配
慮
義
務

0

0

0

0

0

0

の
存
在

0

0

0

を
─
─
不
法
行
為
責
任
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
場
面
に
お
い
て
─
─
承
認
し
た
際
に
は
、
人
身
損
害
（
生
命
侵
害
）
が
念

頭
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
は
、
不
法
行
為
の
三
年
の
時
効
や
会
計
法
三
〇
条
の
五
年
の
時
効
か
ら

人
身
損
害

0

0

0

0

の
被
害
者
を
救
う
た
め
、
安
全
配
慮
義
務
と
い
う
債
務
不
履
行
構
成
が
採
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
最
判
昭
和
五
〇
年
二
月

二
五
日
民
集
二
九
巻
二
号
一
四
三
頁
）。
つ
ま
り
、
安
全
配
慮
義
務
論
は
、
人
身
損
害

0

0

0

0

に
つ
い
て
は
、
不
法
行
為
と
債
務
不
履
行
の
両

責
任
が
競
合
す
る
こ
と
を
雄
弁
に
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
財
産
損
害

0

0

0

0

に
つ
い
て
は
、
法
条
競
合
が
採
用
さ
れ
て

お
り
、
そ
の
結
果
、
特
別
規
定
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
排
他
的
に
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
一
つ
例
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、

最
高
裁
は
、
荷
送
人
と
運
送
人
間
に
お
い
て
、
財
産
損
害

0

0

0

0

に
つ
き
、
約
款
に
よ
る
運
送
契
約
上
の
責
任
限
度
額
の
定
め
が
不
法
行
為

責
任
に
も
適
用
さ
れ
る
と
説
い
て
い
る
（
最
判
平
成
一
〇
年
四
月
三
〇
日
判
時
一
六
四
六
号
一
六
二
頁
）。
こ
れ
は
約
款
に
関
す
る
判
決
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で
あ
る
が
、
実
質
的
に
は
、
高
価
品
の
明
告
（
商
法
五
七
八
条
参
照
）
を
欠
い
て
い
た
が
ゆ
え
に
運
送
人
が
債
務
履
行
責
任
を
免
責

さ
れ
る
場
合
で
も
不
法
行
為
責
任
は
追
及
で
き
る
と
説
い
て
請
求
権
競
合
を
認
め
て
い
た
判
例
（
大
判
大
正
一
五
年
二
月
二
三
日
民
集

五
巻
一
〇
四
頁
）
を
変
更
し
た
も
の
だ
と
い
え
る
。

　

さ
ら
に
、
最
高
裁
は
、
説
明
義
務
違
反

0

0

0

0

0

0

の
場
面
に
お
い
て
も
、
生
じ
た
損
害
が
財
産
損
害
か
人
身
損
害
か
に
よ
っ
て
、
慰
謝
料
請

求
の
扱
い
を
異
に
し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
説
明
義
務
違
反
に
よ
っ
て
熟
慮
し
た
上
で
主
体
的
に
判
断
す
る
機
会
が
失
わ
れ
た
場

合
、
身
体
0

0

の
完
全
性
に
関
し
て
は
損
害
賠
償
責
任
を
認
め
る
の
に
対
し
て
（
⑧
最
判
平
成
一
三
年
一
一
月
二
七
日
民
集
五
五
巻
六
号
一

一
五
四
頁
─
─
乳
房
温
存
療
法
事
件）
（（
（

）、
財
産
的

0

0

0

法
益
に
関
し
て
は
損
害
賠
償
責
任
を
認
め
な
い
（
⑨
最
判
平
成
一
五
年
一
二
月
九
日
民

集
五
七
巻
一
一
号
一
八
八
七
頁
―
―
地
震
保
険
約
款
事
件
）
の
が
原
則
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

な
お
、
近
時
、
最
高
裁
は
、
説
明
義
務
違
反
に
よ
っ
て
生
じ
た
財
産
損
害
を
請
求
す
る
場
合
に
は
、
債
務
不
履
行
責
任
を
問
題
と

す
る
余
地
が
な
く
、
不
法
行
為
責
任
だ
け
が
問
題
に
な
る
と
し
て
、
時
効
に
つ
い
て
も
一
六
七
条
で
は
な
く
七
二
四
条
が
適
用
さ
れ

る
と
判
示
し
て
い
る
（
最
判
平
成
二
三
年
四
月
二
二
日
民
集
六
五
巻
三
号
一
四
〇
五
頁
）。
こ
れ
は
、
財
産
的
法
益
に
関
す
る
説
明
義
務

違
反
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
き
、
請
求
権
競
合
の
可
能
性
自
体
を
否
定
し
た
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
場
合
は
も
っ
ぱ
ら
不
法
行
為
規
範
だ

け
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
点
に
お
い
て
、
注
目
さ
れ
る
。

　

以
上
、
要
す
る
に
、
判
例
に
お
い
て
は
、
被
侵
害
法
益
が
身
体
的
利
益
か
財
産
的
利
益
か
に
よ
っ
て
、
請
求
権
競
合
の
可
能
性
、

慰
謝
料
の
扱
い
、
そ
し
て
時
効
の
扱
い
が
異
な
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
財
産
法
益
と
人
身
法
益
は
、
損
害
賠
償
法
を
貫

く
基
本
的
二
大
区
分
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

除
斥
期
間
の
問
題
に
戻
れ
ば
、
最
高
裁
は
、
③
～
⑦
判
決
を
見
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、
財
産
損
害
に
つ
い
て
、
民
法
七
二
四
条
後

段
の
除
斥
期
間
を
柔
軟
に
扱
っ
た
こ
と
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
生
命
侵
害
を
中
心
と
す
る
極
め
て
重
い
人
身
損
害

0

0

0

0

に
関
し
て
だ
け
、

し
か
も
損
害
の
性
質
ま
た
は
加
害
行
為
の
態
様
を
考
慮
し
た
上
で
、
ご
く
例
外
的
に
、
除
斥
期
間
を
柔
軟
に
扱
う
に
留
ま
っ
て
い
る
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か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
除
斥
期
間
の
扱
い
は
、
基
本
的
に
人
身
損
害
と
財
産
損
害
を
区
別
す
る
わ
が
国
の
損
害
賠
償
法
の
基
本

構
造
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
と
の
整
合
性
を
保
っ
た
解
釈
だ
と
い
え
よ
う
。

　

２　

判
例
法
理
の
評
価

　

最
高
裁
は
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
の
期
間
制
限
の
場
面
に
お
い
て
、
同
じ
除
斥
期
間
の
概
念
に
依
拠
し
つ
つ
も
、

基
本
的
に
、
財
産
的
利
益
に
比
べ
て
身
体
的
法
益
を
厚
く
保
護
す
る
方
向
を
歩
ん
で
き
て
い
る
。
こ
の
点
は
い
か
に
評
価
す
べ
き
で

あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
時
効
に
関
す
る
近
時
の
改
正
法
な
い
し
改
正
提
案
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
方
向
性
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
る

の
か
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
以
下
で
は
、
ア
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ド
イ
ツ
の
状
況
を
一
瞥
し
、
併
せ
て
、
ウ
日
本
に
お
け
る
改
正
提
案

を
紹
介
し
て
お
こ
う）（（
（

。

　
ア
　
フ
ラ
ン
ス
法

　

フ
ラ
ン
ス
時
効
法
は
二
〇
〇
八
年
に
改
正
さ
れ
、
そ
の
民
法
二
二
二
四
条
は
「
人
的
訴
権
ま
た
は
動
産
に
関
す
る
物
的
訴
権
は
、

権
利
者
が
そ
の
権
利
の
行
使
を
可
能
と
す
る
事
実
を
知
り
、
ま
た
は
知
る
べ
き
で
あ
っ
た
時
か
ら
、
五
年
0

0

で
時
効
に
か
か
る
」
と
規

定
し
て
、
従
来
の
三
〇
年
の
普
通
時
効
期
間
を
大
幅
に
短
縮
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
人
身
損
害
に
関
し
て
は
、
長
期
の
特
別
規
定

を
設
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
二
二
二
六
条
は
、「
人
身
損
害
を
生
じ
さ
せ
た
場
合
、
そ
こ
か
ら
生
じ
た
賠
償
を
目
的
と
す
る
民
事

責
任
訴
権
は
、
被
害
者
が
直
接
的
で
あ
れ
間
接
的
で
あ
れ
、
最
初
の
損
害
ま
た
は
深
刻
化
し
た
損
害
が
確
定
し
た
時
か
ら
、
一
〇
年

0

0

0

で
時
効
に
か
か
る
。
た
だ
し
、
拷
問
野
蛮
行
為
、
暴
力
、
ま
た
は
、
未
成
年
者
に
対
す
る
性
的
侵
害
を
原
因
と
す
る
民
事
責
任
訴
権

は
、
二
〇
年

0

0

0

で
時
効
に
か
か
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
条
文
は
、
人
身
損
害
に
伴
っ
て
財
産
的
損
害
が
生
じ
た
場
合
、
そ
し
て
、

契
約
責
任
が
問
題
に
な
る
場
合
に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
契
約
責
任
と
不
法
行
為
責
任
の
非
競
合
を
原
則
と
す
る
フ



83

民法七二四条後段の定める除斥期間の柔軟化とその限界

ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
従
来
か
ら
、
同
一
事
故
に
よ
っ
て
複
数
の
被
害
者
が
生
じ
た
場
合
、
各
々
の
被
害
者
の
置
か
れ
た
地
位
に

よ
っ
て
、
訴
権
の
時
効
期
間
に
差
が
あ
る
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
て
い
た
が
、
二
〇
〇
八
年
の
改
正
に
よ
っ
て
、
人
身
損
害
が
生
じ
て

い
る
場
合
に
は
、
財
産
的
損
害
も
含
め
て
、
そ
の
不
均
衡
が
是
正
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
人
身
損
害
に
関
し
て
、

立
法
上
、
特
別
の
配
慮
を
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

　
イ
　
ド
イ
ツ
法

　

ド
イ
ツ
債
務
法
は
二
〇
〇
二
年
に
改
正
さ
れ
、
時
効
に
関
し
て
も
抜
本
的
改
正
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
一
九
五
条
に
よ
っ
て

「
通
常
の
消
滅
時
効
期
間
は
、
三
年
0

0

で
あ
る
」
と
規
定
さ
れ
、
そ
れ
ま
で
の
三
〇
年
の
普
通
時
効
期
間
が
大
幅
に
短
縮
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
一
九
九
条
二
項
は
、「
生
命
、
身
体
、
健
康
ま
た
は
自
由
の
侵
害
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
は
、
そ
の
発
生
お
よ
び

そ
の
認
識
ま
た
は
重
過
失
に
よ
る
不
知
に
か
か
わ
ら
ず
、
行
為
、
義
務
違
反
ま
た
は
そ
の
他
損
害
を
惹
起
す
る
出
来
事
か
ら
三
〇
年

0

0

0

の
消
滅
時
効
に
服
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、
人
身
損
害
は
、
い
わ
ば
聖
域
と
し
て
時
効
期
間
の
短
縮
化
の
波
と
は
無

縁
の
存
在
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。

　
ウ
　
日
本
に
お
け
る
改
正
提
案

　

二
〇
〇
八
年
に
公
表
さ
れ
た
「
時
効
研
究
会
」
に
よ
る
改
正
提
案
は
、
債
権
の
普
通
時
効
期
間
を
五
年
0

0

と
し
な
が
ら
も
（
一
六
七

条
）、
契
約
上
の
債
務
の
履
行
に
代
わ
る
場
合
以
外
の
損
害
賠
償
請
求
権
に
つ
い
て
は
一
〇
年

0

0

0

に
伸
張
し
（
一
六
八
条
一
項
）、
さ
ら

に
、
生
命
、
身
体
、
健
康
ま
た
は
自
由
に
対
す
る
侵
害
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
に
つ
い
て
は
二
〇
年
に
ま
で
伸
張
し
て
い
る

（
同
二
項
）。

　

ま
た
、
現
今
の
わ
が
国
の
債
権
法
改
正
作
業
に
お
い
て
は
、
生
命
・
身
体
の
侵
害
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
の
消
滅
時
効
に
つ
い
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て
は
、
期
間
を
伸
長
す
る
特
別
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
仏
独
の
流
れ
、
お
よ
び
「
時
効
研
究

会
」
の
提
案
と
同
じ
く
、
人
身
損
害
を
別
枠
で
捉
え
よ
う
と
す
る
立
場
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　

以
上
、
近
時
に
お
け
る
世
界
の
立
法
や
日
本
の
立
法
論
の
動
向
を
見
て
も
、
時
効
レ
ベ
ル
で
財
産
損
害
と
人
身
損
害
と
は
区
別
し

て
扱
わ
れ
て
お
り
、
人
身
損
害
に
は
、
よ
り
長
期
の
時
効
期
間
を
認
め
よ
う
と
い
う
潮
流
が
見
ら
れ
る
。
最
高
裁
は
決
し
て
立
法
機

関
で
は
な
い
が
、
生
命
侵
害
を
中
心
と
す
る
極
め
て
重
い
人
身
損
害

0

0

0

0

に
つ
い
て
は
、
意
識
す
る
し
な
い
に
か
か
わ
り
な
く
、
そ
の
潮

流
に
沿
っ
た
形
で
民
法
七
二
四
条
後
段
に
関
す
る
解
釈
論
を
展
開
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

私
は
、
か
つ
て
、
次
の
よ
う
に
書
い
た
こ
と
が
あ
る
。

　
「
要
す
る
に
、
人
身
法
益
に
対
す
る
侵
害
が
問
題
に
な
る
場
合
に
は
、
権
利
行
使
の
期
間
制
限
に
つ
い
て
の
起
算
点
は
、
期
間

の
短
期
長
期
を
問
わ
ず
、『
権
利
行
使
の
期
待
可
能
性
』
を
軸
に
実
質
的
・
個
別
的
に
判
断
さ
れ
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
不
法
行

為
か
債
務
不
履
行
か
と
い
う
法
的
構
成
上
の
差
異
に
関
係
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
適
用
さ
れ
る
条
文
が
七
二
四
条
で
あ
ろ
う
と
一

六
六
条
一
項
で
あ
ろ
う
と
、
現
在
で
は
被
害
者
と
加
害
者
の
立
場
の
互
換
性
の
な
さ
や
人
損
被
害
の
深
刻
さ
と
い
っ
た
点
を
踏
ま

え
て
、
被
害
者
の
人
権
保
護
の
理
念
か
ら
、
起
算
点
の
解
釈
は
操
作
さ
れ
て
い
る
と
さ
え
い
え
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
操
作
は

必
要
で
あ
り
、
か
つ
望
ま
し
い
と
い
え
よ
う
。
と
く
に
、
七
二
四
条
の
二
〇
年
の
期
間
が
除
斥
期
間
だ
と
さ
れ
た
今
こ
そ
、
そ
の

〈
冷
た
い
期
間
〉
に
暖
か
な
人
間
性
を
回
復
さ
せ
る
た
め
、
起
算
点
に
関
し
て
は
柔
ら
か
な
精
神
を
吹
き
込
む
べ
き
だ
か
ら
で
あ

る
）
（（
（

」。
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翻
っ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
財
産
損
害
と
人
身
損
害
を
不
法
行
為
に
お
け
る
損
害
と
し
て
等
し
く
扱
う
必
然
性
は
、
ど
こ
に
あ
る
の

だ
ろ
う
か
。
両
者
と
も
等
し
く
憲
法
に
よ
る
人
権
的
保
護
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
が
、
人
権
と
し
て
の
価
値
序
列
か
ら
見
る
と
、
財

産
的
法
益
よ
り
も
人
身
的
法
益
の
方
を
よ
り
厚
く
保
護
す
べ
き
こ
と
は
、
何
人
も
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
（
憲
法
一
三
条
・

二
九
条
参
照
）。
不
法
行
為
責
任
に
関
す
る
除
斥
期
間
の
解
釈
に
お
い
て
表
れ
て
い
る
の
は
、
保
護
法
益
の
人
権
と
し
て
の
価
値
の

序
列
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
人
身
損
害
の
被
害
者
は
財
産
損
害
の
被
害
者
に
比
べ
て
手
厚
い
保
護
を
受
け
る
こ
と
が
正

当
化
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
結
果
、
人
身
損
害
の
加
害
者
は
、
財
産
損
害
の
加
害
者
に
比
べ
て
、
よ
り
長
く
被
告

の
席
に
立
た
さ
れ
る
可
能
性
が
残
る
こ
と
に
な
る
。
け
れ
ど
も
、
人
身
損
害
の
場
合
に
は
、
長
期
間
経
過
後
に
加
害
者
だ
と
し
て
被

告
席
に
立
た
さ
れ
る
者
の
防
御
権
よ
り
も
、
被
害
者
の
人
権
的
な
保
護
が
優
越
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、

た
と
え
ば
あ
る
土
地
を
五
メ
ー
ト
ル
掘
り
返
し
た
結
果
、
三
〇
年
前
の
不
法
行
為
の
結
果
た
る
不
法
廃
棄
物
と
と
も
に
殺
人
被
害
者

の
遺
骨
が
出
て
き
た
場
合
に
は
、
加
害
者
は
、
不
法
廃
棄
物
に
つ
い
て
は
責
任
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
て
も
、
殺
人
に
つ
い
て
は
、

⑦
判
決
の
射
程
が
及
ぶ
な
ら
ば
、
責
任
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

も
ち
ろ
ん
、
法
は
動
的
に
発
展
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
先
例
が
す
べ
て
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
右
の
例
で
い
え
ば
、
不
法
投
棄

物
に
つ
い
て
も
責
任
を
問
う
可
能
性
が
あ
っ
て
然
る
べ
き
だ
と
い
う
解
釈
学
的
提
案
も
あ
り
え
よ
う
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
判
例
に

裏
付
け
ら
れ
た
解
釈
と
し
て
は
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
判
例
変
更
は
論
理
的
に
は
い
つ
で
も
可
能
で
あ

り
、
そ
の
こ
と
を
目
指
し
て
新
た
な
法
的
構
成
に
よ
る
理
論
を
探
る
道
は
決
し
て
閉
ざ
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
既
存
の

判
例
に
は
、
そ
れ
を
支
え
る
構
造
的
な
所
与
が
あ
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
判
例
か
ら
自
由
0

0

に
な
り
た
い
、
あ
る
い
は

判
例
を
変
更
0

0

し
た
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
最
低
限
、
現
在
の
判
例
と
そ
の
構
造
を
正
確
に
理
解
す
る
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
の
点
に
十
分
留
意
し
て
初
め
て
、
新
た
な
議
論
を
説
得
的
に
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
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〔
付
記
〕

　
　

本
稿
は
、
土
中
に
廃
棄
物
を
埋
め
た
と
い
う
理
由
で
、
三
重
県
玉
城
町
が
土
地
の
取
得
者
か
ら
不
法
行
為
責
任
を
追
及
さ
れ
た
事
件
の

審
理
の
た
め
、
玉
城
町
の
代
理
人
の
求
め
に
応
じ
て
執
筆
し
た
意
見
書
を
元
に
し
て
い
る
。
意
見
書
は
、
原
告
敗
訴
に
終
わ
っ
た
一
審
判

決
（
津
地
判
平
成
二
五
年
一
一
月
七
日
、
平
成
二
二
年
ワ
第
八
七
四
号
損
害
賠
償
事
件
）
に
対
す
る
原
告
か
ら
の
控
訴
を
受
け
た
控
訴
審

（
名
古
屋
高
判
平
成
二
五
年
ネ
第
一
〇
八
五
号
）
に
提
出
し
て
い
る
。

（
1
）　

金
山
直
樹
・
時
効
に
お
け
る
理
論
と
解
釈
（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
九
年
）
二
二
三
頁
以
下
、
松
久
三
四
彦
・
時
効
制
度
の
構
造
と
解
釈

（
有
斐
閣
、
二
〇
一
一
年
）
四
一
六
頁
以
下
、
四
八
一
頁
以
下
。

（
2
）　

金
山
・
前
掲
書
注
（
1
）
一
一
九
頁
参
照
。

（
3
）　

こ
の
判
決
に
関
し
て
は
、
奥
田
昌
道
ほ
か
編
・
判
例
講
義
民
法
Ⅱ
債
権
（
悠
々
社
、
第
二
版
、
二
〇
一
四
年
）
一
九
二
事
件
〔
金
山

直
樹
〕
参
照
。

（
4
）　
「
同
〔
③
〕
判
決
の
事
案
は
、
不
法
行
為
の
被
害
者
が
不
法
行
為
の
時
か
ら
二
〇
年
を
経
過
す
る
前
六
か
月
内
に
お
い
て
、
そ
の
不

法
行
為
を
原
因
と
し
て
心
神
喪
失
の
常
況
に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
定
代
理
人
を
有
し
な
か
っ
た
…
…
な
ど
特
段
の
客
観
的
事
情
が

あ
る
と
き
は
、
民
法
一
五
八
条
の
法
意
に
照
ら
し
、
同
法
七
二
四
条
後
段
の
効
果
は
生
じ
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
射
程
は
限

定
さ
れ
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ｘ
ら
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
上
記
判
例
を
も
っ
て
、
加
害
者
自
身
の
行
為
に
よ
り
権

利
行
使
が
妨
げ
ら
れ
て
き
た
場
合
に
は
、
民
法
七
二
四
条
後
段
の
効
果
は
生
じ
な
い
と
い
う
趣
旨
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
と
解
す
る
こ
と

は
で
き
ず
、
本
件
に
お
い
て
、
上
記
判
例
の
射
程
は
及
ば
な
い
と
い
う
ほ
か
は
な
い
」（
後
掲
⑦
判
決
・
最
判
平
成
二
一
年
四
月
二
八
日

民
集
六
三
巻
四
号
八
五
三
頁
〔
八
九
六
～
八
九
七
頁
〕）。

（
5
）　

こ
の
判
決
に
つ
い
て
は
、
金
山
・
前
掲
書
注
（
1
）
三
七
五
頁
以
下
参
照
。

（
6
）　

判
タ
一
一
五
二
号
一
二
二
～
一
二
三
頁
コ
メ
ン
ト
。

（
7
）　

本
判
決
に
つ
い
て
は
、
金
山
・
前
掲
書
注
（
1
）
一
一
八
頁
、
三
八
四
～
三
八
五
頁
、
三
九
五
頁
参
照
。

（
8
）　

長
谷
川
浩
二
・
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
篇
平
成
一
六
年
度
下
五
九
八
頁
注
四
四
。
も
っ
と
も
、
石
垣
が
設
置
さ
れ
て
か
ら
二
十

数
年
後
に
崩
れ
て
損
害
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
普
通
は
民
法
七
一
七
条
の
責
任
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
同
条
の
責
任
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の
性
質
は
、
行
為
責
任
で
は
な
く
、
状
態
責
任
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
除
斥
期
間
の
起
算
点
は
損
害
発
生
時
に
な
る
は
ず
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
通
常
は
除
斥
期
間
の
問
題
は
生
じ
な
い
で
あ
ろ
う
。
上
記
調
査
官
解
説
は
、
あ
え
て
民
法
七
〇
九
条
の
規
定
す
る
行
為
責
任

の
問
題
と
し
て
捉
え
た
上
で
仮
定
的
推
論
を
展
開
し
た
も
の
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
七
〇
九
条
の
責
任
を
問
う
場

合
で
も
、
石
垣
占
有
者
・
所
有
者
に
は
崩
壊
の
危
険
を
放
置
し
た
点
で
不
作
為
の
違
法
が
あ
る
こ
と
を
問
題
に
す
る
な
ら
ば
、
除
斥
期
間

の
起
算
点
は
石
垣
の
設
置
時
で
は
な
く
、
違
法
な
不
作
為
と
い
う
行
為
の
時
点
、
つ
ま
り
は
損
害
の
発
生
時
だ
と
解
す
る
余
地
も
な
い
で

は
な
い
。
と
は
い
う
も
の
の
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
が
許
さ
れ
る
か
否
か
は
、
ま
さ
に
判
例
法
を
ど
う
理
解
す
る
か
に
よ
る
。

（
9
）　

本
判
決
に
つ
い
て
も
、
金
山
・
前
掲
書
注
（
1
）
一
一
八
頁
、
三
九
五
頁
参
照
。

（
10
）　

松
並
重
雄
・
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
篇
平
成
一
八
年
度
七
五
二
頁
。

（
11
）　

同
前
。

（
12
）　

本
判
決
に
つ
い
て
は
、
金
山
直
樹
「
隠
れ
て
い
る
こ
と
と
オ
モ
テ
に
出
る
こ
と
⑵
─
─
床
下
事
件
─
─
日
本
を
変
え
る
一
〇
の
最
高

裁
判
決
（
六
）」
民
事
研
修
六
四
八
号
（
二
〇
一
一
年
）
一
八
頁
以
下
、
同
「
床
下
事
件
を
考
え
る
─
─
民
法
七
二
四
条
後
段
論
─
─
」

淡
路
剛
久
先
生
古
稀
祝
賀
・
社
会
の
発
展
と
権
利
の
創
造
─
─
民
法
・
環
境
法
学
の
最
前
線
（
有
斐
閣
、
二
〇
一
二
年
）
四
八
七
頁
以
下

参
照
。

（
13
）　

中
村
心
・
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
篇
平
成
二
一
年
度
四
〇
五
頁
注
二
〇
。

（
14
）　

同
前
四
〇
二
頁
。

（
15
）　

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
奥
田
ほ
か
編
・
前
掲
書
注
（
3
）
一
九
四
事
件
〔
金
山
直
樹
〕
参
照
。

（
16
）　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、「
債
務
不
履
行
に
お
け
る
慰
謝
料
の
賠
償
」
と
い
う
視
角
か
ら
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
（
金
山
直
樹
・
現
代

に
お
け
る
契
約
と
給
付
（
有
斐
閣
、
二
〇
一
三
年
）
二
八
七
頁
以
下
参
照
）。

（
17
）　

以
下
の
叙
述
は
、
い
ち
い
ち
引
用
し
な
い
が
、
金
山
直
樹
編
著
・
消
滅
時
効
法
の
現
状
と
改
正
提
言
（
別
冊
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
二
二
号
、
二

〇
〇
八
年
）
に
よ
る
。

（
18
）　

金
山
・
前
掲
書
注
（
１
）
一
一
九
頁
。


