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頁

判例研究

　
〔
事
実
〕
X
は
昭
和
二
十
七
年
十
二
月
二
十
五
日
境
界
確
定
な
ら
び
に
自
己
の
所
有
地
の
立
木
伐
採
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
の
訴
を
提

起
し
、
自
己
所
有
の
A
番
山
林
と
被
告
所
有
の
B
番
山
林
と
の
境
界
は
イ
ロ
線
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
被
告
は
こ
れ
に
対
し
、
境
界
は
ハ

ニ
線
で
あ
る
と
し
、
仮
に
境
界
が
原
告
主
張
の
通
り
で
も
、
係
争
地
域
（
イ
ロ
ハ
光
線
で
囲
ま
れ
た
地
域
）
に
つ
い
て
は
、
昭
和
八
年
一

月
一
日
か
ら
二
十
年
間
所
有
の
意
思
で
占
有
し
て
き
た
か
ら
、
取
得
時
効
に
よ
っ
て
そ
の
所
有
権
を
取
得
し
た
と
抗
弁
し
た
。
第
一
審
は

　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

境
界
を
ハ
ニ
線
で
あ
る
と
裁
定
し
て
、
X
の
損
害
賠
償
請
求
を
棄
却
し
た
。

　
　
そ
こ
で
、
X
は
控
訴
し
、
控
訴
審
係
属
中
に
昭
和
三
十
四
年
二
月
の
口
頭
弁
論
に
お
い
て
、
従
来
の
境
界
確
定
の
訴
を
係
争
地
に
・
つ
い

て
の
自
己
の
所
有
権
確
認
の
訴
に
交
換
的
に
変
更
し
た
。
Y
は
訴
の
変
更
に
異
議
を
述
べ
ず
に
新
訴
に
つ
き
弁
論
を
し
た
。

　
そ
こ
で
原
判
決
は
、
係
争
地
が
X
の
所
有
に
属
す
る
こ
と
を
確
認
し
、
取
得
時
効
の
抗
弁
に
対
し
て
は
、
昭
和
二
十
七
年
十
二
月
二
十

五
日
の
本
訴
（
境
界
確
認
の
訴
並
び
に
損
害
賠
償
の
訴
）
の
提
起
に
よ
っ
て
時
効
が
中
断
さ
れ
、
そ
の
効
力
は
そ
の
後
の
訴
の
変
更
に
よ

っ
て
何
ら
影
響
を
う
け
な
い
と
判
示
し
た
。
そ
の
理
由
と
す
る
と
こ
ろ
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
X
は
、
右
旧
訴
を
取
下
げ
、
　
（
所
有
権
確
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判例研究

認
の
）
新
訴
を
提
起
し
た
の
で
あ
る
が
、
旧
訴
と
新
訴
は
そ
の
請
求
の
原
因
が
全
然
同
じ
で
あ
り
、
た
だ
単
に
請
求
の
趣
旨
を
境
界
確
定

か
ら
所
有
権
確
認
に
変
更
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
右
旧
邸
の
請
求
の
趣
旨
を
対
照
し
て
み
る
と
、
旧
訴
で
形
成
さ
れ
る
実
体
上
の
権

利
関
係
と
新
訴
で
確
認
さ
れ
る
権
利
関
係
と
は
、
そ
の
間
に
ほ
と
ん
ど
何
ら
の
差
異
が
な
い
。
す
な
わ
ち
、
X
は
、
本
件
に
つ
い
て
、
裁

判
所
の
判
断
を
求
め
る
こ
と
を
断
念
し
て
旧
訴
を
取
下
げ
た
も
の
で
は
な
く
、
こ
れ
に
替
え
て
前
示
の
よ
う
な
新
訴
を
提
起
し
た
も
の
で

あ
る
か
ら
、
旧
訴
の
取
下
と
い
っ
て
も
、
右
は
訴
の
全
面
的
終
了
を
意
図
す
る
い
わ
ゆ
る
訴
の
取
下
と
は
そ
の
本
質
を
異
に
し
、
民
法
一

四
九
条
の
訴
の
取
下
に
当
ら
な
い
と
解
す
べ
き
だ
か
ら
、
旧
訴
の
取
下
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
提
起
に
よ
っ
て
生
じ
た
時
効

中
断
の
効
力
に
は
な
ん
ら
影
響
が
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
Y
の
上
告
理
由
は
、
原
判
決
が
明
か
に
民
法
一
四
九
条
に
違
反
す
る
だ
け
で
な
く
、
民
事
訴
訟
法
二
五
三
条
が
、
訴
の
変
更
あ
っ
た
と

き
は
変
更
申
立
書
を
裁
判
所
に
提
出
し
た
と
き
に
時
効
中
断
の
効
力
を
生
ず
る
と
規
定
す
る
の
に
背
馳
す
る
。
法
は
形
式
的
安
定
性
を
要

請
す
る
。
訴
の
取
下
に
つ
い
て
は
全
面
的
に
時
効
中
断
の
効
力
を
否
認
し
た
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
第
二
小
法
廷
は
、

こ
の
上
告
を
斥
け
、
原
判
決
を
維
持
し
た
。
上
告
棄
却
。

〔
判
旨
∪
　
「
本
件
係
争
地
域
が
X
の
所
有
に
属
す
る
こ
と
の
主
張
は
終
始
変
わ
る
こ
と
な
く
、
た
だ
単
に
請
求
の
趣
旨
を
境
界
確
定
か
ら

所
有
権
確
認
に
交
替
的
に
変
更
し
た
に
す
ぎ
な
い
こ
と
、
本
件
記
録
上
明
日
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
裁
判
所
の
判
断
を
求
め

る
こ
と
を
断
念
し
て
遍
満
を
取
下
げ
た
も
の
と
み
る
べ
き
で
な
い
か
ら
、
訴
の
終
了
を
意
図
す
る
通
常
の
訴
の
取
下
げ
と
は
そ
の
本
質
を

異
に
し
、
民
法
一
四
九
画
面
律
意
に
徴
し
て
同
条
に
い
わ
ゆ
る
訴
の
取
下
中
に
は
こ
の
よ
う
な
場
合
を
含
ま
な
い
も
の
と
解
す
る
を
相
当

と
す
る
（
昭
和
十
八
年
六
月
二
十
九
日
大
審
院
判
決
、
民
集
二
二
巻
五
五
七
頁
参
照
）
。
さ
れ
ば
、
旧
訴
た
る
境
界
確
定
の
訴
提
起
に
よ

っ
て
生
じ
た
Y
の
所
有
権
取
得
時
効
を
中
断
す
る
効
力
は
、
そ
の
後
の
訴
の
交
替
的
変
更
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
失
効
し
な
い
も
の
と
い
う

べ
き
で
あ
る
。
右
と
同
趣
旨
の
原
判
決
は
相
当
で
あ
っ
て
、
所
論
は
採
用
し
え
な
い
。
」
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訴め変更と時効中断（吉村）

　
一
、
時
効
中
断
の
一
事
由
と
し
て
民
法
の
認
め
た
「
裁
判
上
の
請
求
」
の
範
囲
に
つ
い
て
、
　
判
例
は
必
ず
し
も
一
貫
し
て
い
な
い
。

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

ω
「
裁
判
上
の
請
求
が
あ
っ
た
と
い
う
た
め
に
は
、
　
単
に
そ
の
権
利
が
訴
訟
に
お
い
て
主
張
さ
れ
た
と
い
う
だ
け
で
は
足
り
ず
、
い
わ

⑲
る
訴
霧
と
な
つ
を
と
を
要
す
る
」
（
講
糊
期
壷
螢
萌
編
日
）
と
す
る
最
も
籍
な
立
場
か
灸
②
蒔
効
中
断
の
需
た
る

ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

裁
判
上
の
請
求
は
、
民
法
の
法
意
に
稽
え
こ
れ
を
広
義
に
解
す
る
を
相
当
と
し
、
必
ず
し
も
常
に
時
効
に
よ
っ
て
喪
失
す
べ
か
り
し
権
利

そ
れ
自
体
に
付
裁
判
を
求
め
た
る
場
倉
限
定
す
る
を
得
な
い
L
（
大
審
昭
一
五
年
七
月
一
〇
日
民
三
部
寄
集
一
九
巻
一
二
六
五
頁
）
と
い
う
緩
か
な
立
場
に
ま
た
が
る
。
前

者
は
か
の
金
銭
債
権
の
明
示
の
一
部
請
求
に
関
す
る
最
高
裁
判
所
の
判
決
で
あ
り
、
後
者
は
本
件
が
前
例
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
境
界
確

定
の
訴
に
取
得
時
効
中
断
の
効
果
を
認
め
た
大
審
院
の
判
例
で
あ
る
。
勿
論
両
事
件
に
お
い
て
事
案
は
異
る
。
し
か
し
、
判
例
の
こ
の
問

題
に
つ
い
て
の
一
般
的
傾
向
と
し
て
は
、
　
「
裁
判
上
の
請
求
」
が
民
法
上
時
効
中
断
の
事
由
と
さ
れ
た
理
由
か
ら
見
て
、
こ
れ
を
必
ず
し

も
訴
訟
法
上
の
訴
訟
係
属
の
範
囲
に
限
ら
ず
、
か
な
り
実
質
的
に
考
え
る
方
向
に
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
こ
と
は
多
く
の
判
例
の
中
に
読

み
と
れ
る
。
た
と
え
ば
、
　
③
土
地
の
所
有
権
に
基
き
そ
の
明
渡
を
求
め
る
訴
の
提
起
に
よ
っ
て
、
　
所
有
権
の
取
得
時
効
の
中
断
を
認
め

（大

R
昭
一
六
年
三
月
七
日
民
五
判
判
決
全
集
八
三
一
二
号
九
頁
）
、
㈲
同
様
に
、
所
有
叢
得
登
記
抹
消
の
訴
を
起
し
た
と
き
、
土
地
に
対
す
る
取
得
時
効
中
噺
の
効
力
を

認
め
る
判
例
（
聡
罪
素
意
翠
帳
民
）
で
は
、
直
接
の
諦
霧
は
物
権
的
請
森
で
あ
る
の
に
、
そ
の
請
求
原
因
に
す
ぎ
な
い
所
有

権
に
つ
い
て
の
取
得
時
効
中
断
の
効
果
を
認
め
る
。
更
に
は
判
例
ω
に
お
け
る
藤
田
裁
判
官
の
小
数
意
見
の
立
場
及
び
そ
の
引
用
す
る
諸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

判
例
の
示
す
も
の
も
こ
の
方
向
に
立
つ
も
の
と
理
解
で
き
る
。
本
件
判
決
も
、
こ
の
よ
う
な
一
般
的
傾
向
に
側
つ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
具

体
的
に
は
妥
当
な
結
論
に
達
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
問
題
な
の
は
そ
の
推
論
の
構
成
で
あ
り
、
殊
に
従
来
こ
の
立
場
に
立
っ

て
最
も
難
点
と
さ
れ
た
民
法
一
四
九
条
の
訴
の
取
下
（
及
び
民
訴
法
二
三
五
条
の
訴
の
変
更
）
の
規
定
と
ど
の
よ
う
に
調
和
で
き
る
か
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
じ

い
う
問
題
に
直
接
取
組
ま
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
点
で
あ
る
。
判
例
ω
に
お
い
て
、
第
二
小
法
廷
の
多
数
意
見
が
「
裁
判
上
の
請
求
」
を
い

わ
ゆ
る
訴
訟
物
に
限
る
と
し
た
の
も
、
右
の
諸
規
定
が
こ
の
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
と
解
し
た
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
今
、
こ
の
同
じ
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第
二
小
法
廷
が
、
や
や
事
案
を
異
に
し
四
年
の
歳
月
を
け
み
し
た
と
は
い
え
、
こ
の
難
問
に
い
ど
み
、
殆
ん
ど
逆
の
結
論
に
達
し
た
こ
と

は
、
そ
れ
だ
け
に
理
論
上
も
実
務
上
も
興
味
あ
る
問
題
を
含
ん
で
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
と
こ
ろ
で
、
本
件
判
決
の
と
っ
た
結
論
に
達
す
る
た
め
に
は
、
い
ろ
い
ろ
の
推
論
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
第
一
に
、
時
効
中
断
事
由
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

て
の
「
裁
判
上
の
請
求
」
に
は
、
訴
訟
物
以
外
の
権
利
の
主
張
を
も
含
む
、
と
い
う
前
提
に
立
ち
、
後
に
旧
訴
が
右
の
権
利
自
体
を
訴
訟
物

と
す
る
新
訴
に
交
換
的
に
変
誓
れ
て
も
（
細
君
敏
撒
眠
評
姻
九
）
、
強
訴
に
よ
る
時
効
中
断
の
効
果
は
新
訴
羅
持
さ
れ
る
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

推
論
で
あ
り
、
こ
れ
が
本
判
決
の
立
場
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
第
二
に
、
判
例
ω
に
つ
い
て
の
一
部
訴
訟
法
学
者
の
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

場
（
兼
子
「
確
定
判
決
後
の
残
額
請
求
」
民
事
法
研
究
一
巻
三
九
一
頁
、
三
ケ
月
法
協
七
七
巻
九
二
頁
）
を
更
に
徹
底
し
て
「
訴
訟
物
総
体
を
実
質
的
に
広
く
解
す
れ
ば
、
新
旧
両
訴
に
お
い

て
、
実
質
的
な
紛
争
の
対
象
は
異
な
ら
ず
訴
訟
物
も
同
一
で
あ
る
と
の
構
成
が
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
訴
の
変
更
に
な
ら
ず
、
時
効
中
断

の
効
果
が
維
篭
れ
る
の
は
当
然
と
な
ろ
う
（
繍
麺
離
轟
瀞
蹄
唖
影
盤
認
う
）
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
推
論
は
本
件
で
は
明

か
に
困
難
で
あ
る
。
訴
訟
物
を
い
か
に
広
く
解
し
て
も
、
後
述
の
よ
う
に
形
式
的
に
地
番
の
境
界
線
を
定
め
る
形
成
訴
訟
（
非
訟
事
件
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

と
所
有
権
の
確
認
訴
訟
と
で
は
、
実
質
的
判
断
に
お
い
て
も
訴
訟
物
が
土
ハ
通
だ
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
第
三
に
、
裁
判
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ

に
お
け
る
訴
訟
物
以
外
の
権
利
主
張
は
、
　
「
裁
判
上
の
請
求
」
に
は
含
ま
れ
な
い
が
、
催
告
に
準
ず
る
も
の
で
、
し
か
も
裁
判
上
の
主
張

た
る
点
で
、
裁
判
外
の
主
張
（
催
告
）
搾
雰
か
権
利
主
張
と
し
て
催
告
搾
漁
時
効
中
断
の
効
果
を
も
二
軍
裏
門
融
勢

鶴
。
（
我
妻
「
確
認
訴
訟
と
時
効
中
断
」
法
協
五
〇
六
号
、
七
号
）
、
特
に
一
二
五
九
頁
参
照
）
。
従
．
て
、
こ
の
時
効
中
断
が
当
該
権
習
体
に
つ
い
て
の
新
訴
羅
持
さ
れ
る
の
は
当

然
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
螺
鍛
譲
礪
）
。
し
か
し
、
こ
の
立
場
で
は
、
裁
判
上
の
権
利
主
張
を
す
れ
ば
、
裁
判
外
の
主
張
よ
り
何
故

に
よ
り
強
力
な
権
利
主
張
と
な
る
か
は
依
然
と
し
て
明
か
で
な
い
（
峨
糠
樂
碧
癖
鰹
識
蕊
き
。
裁
判
上
の
七
型
張
に
つ
い

て
、
こ
れ
が
訴
訟
物
と
な
ら
な
く
と
も
、
少
く
と
も
訴
訟
の
係
属
中
に
は
条
件
的
に
時
効
を
中
断
す
る
効
果
を
認
め
る
た
め
に
は
、
い
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

な
る
点
で
催
告
に
準
じ
、
い
か
な
る
点
で
催
告
よ
り
強
力
な
権
利
主
張
で
あ
る
か
の
確
定
が
必
要
と
な
ろ
う
。
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ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
ζ
の
点
を
明
か
に
す
る
た
め
に
は
、
ひ
る
が
え
っ
て
、
時
効
中
断
事
由
と
し
て
の
「
裁
判
上
の
請
求
」
を
訴
訟
物
に
限
る
と
す
る
見
解

の
根
拠
を
検
討
す
る
こ
と
が
不
可
欠
の
前
提
と
な
る
。
こ
の
立
場
を
と
る
訴
訟
法
学
者
の
多
く
は
、
確
定
判
決
に
よ
っ
て
噛
継
続
し
た
事

実
状
態
が
法
的
に
否
定
さ
れ
た
点
に
時
効
中
断
の
基
礎
が
あ
る
と
い
う
。
訴
の
提
起
な
ど
の
時
に
こ
の
効
果
を
認
め
る
の
も
、
こ
の
確
定

判
決
（
既
判
力
）
の
前
提
と
し
て
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
（
黒
垂
愛
器
幣
鞭
麺
藁
筆
饗
八
礪
猿
縢
鍛

鶏
墨
磨
識
涯
振
欝
鰭
漸
進
妻
壁
ヤ
）
。
こ
の
判
決
の
確
定
力
に
時
効
中
断
の
効
果
の
岩
を
拐
揺
る
こ
と
は
、
時
効

制
度
の
本
質
を
、
デ
定
期
間
の
経
過
に
よ
る
証
明
の
困
難
を
容
易
に
す
る
た
め
の
採
証
法
則
及
至
法
定
証
拠
と
す
る
立
場
と
も
一
致
す
る

つ
ま
り
、
判
決
の
確
定
力
ほ
ど
強
力
な
権
利
関
係
の
証
拠
は
な
く
、
こ
の
点
に
時
効
中
断
の
効
果
の
根
拠
を
認
め
る
か
虚
で
あ
る
（
纏

丁
羅
藤
鮒
鶴
追
奪
驚
塩
講
総
肛
℃
賠
劉
齪
談
船
級
蝉
蘇
、
）
。
た
だ
、
こ
の
立
場
を
貫
け
ば
、
時
効
中

断
の
時
点
を
・
既
判
力
の
基
準
時
と
し
な
い
で
訴
の
提
起
の
時
と
す
る
の
は
冠
し
な
い
し
（
黄
点
励
醒
聚
藷
舗
縣
螺
蕩

夜
営
養
う
）
、
裁
判
外
の
権
利
行
使
で
あ
る
催
告
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
が
六
ケ
月
以
内
の
訴
の
提
起
の
前
提
及
至
手
段
と
な
る
限
り
で

催
告
し
た
嘗
だ
お
い
て
は
時
効
中
断
の
効
力
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
の
説
明
に
も
困
る
（
以
上
は
我
妻
前
掲
の
指
摘
）
・
し
た
が
．
て
、
民
法
が
予
定
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

る
の
は
、
確
定
的
に
に
確
定
判
決
に
よ
る
権
利
関
係
の
確
認
を
条
件
と
し
な
が
ら
も
、
そ
の
前
提
及
至
手
段
と
し
て
の
権
利
主
張
に
つ
い

　
ヘ
　
　
　
へ

て
一
応
時
効
中
断
の
効
力
を
認
め
て
い
る
と
い
う
立
場
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
裁
判
上
の
訟
訟
物
を
な
さ
な
い
権
利

主
張
で
あ
っ
て
も
、
一
定
の
範
囲
に
お
い
て
、
一
定
の
条
件
の
下
で
∴
時
効
中
断
の
効
果
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
結
論
を
先
に
述

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

べ
る
な
ら
ば
、
第
一
に
、
訟
訴
物
以
外
の
権
利
主
張
で
も
、
後
に
こ
の
点
を
裁
判
上
確
定
す
る
た
め
の
前
提
三
皇
手
段
と
な
っ
て
い
る
限

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

り
に
お
二
て
（
催
告
に
準
ず
る
の
で
あ
り
、
第
二
に
、
こ
の
権
利
主
張
を
含
む
訴
の
提
起
が
、
そ
れ
自
体
と
し
て
、
後
に
こ
の
点
を
裁
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

上
確
定
す
る
前
提
及
至
手
段
と
な
つ
，
て
い
る
点
に
お
い
て
、
催
告
よ
り
強
力
な
権
利
行
使
で
あ
り
、
む
し
ろ
「
裁
判
上
の
請
求
」
に
該
当

す
る
と
し
て
、
催
告
よ
り
強
い
効
果
を
認
め
う
る
（
醐
潔
馳
続
総
鞠
議
㌶
建
。
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二
、
右
の
よ
う
な
基
本
的
態
度
か
ら
す
れ
ば
、
本
判
決
は
格
好
の
事
例
を
提
供
す
る
。
境
界
確
定
の
訴
が
確
認
訴
訟
で
あ
る
か
形
成
訴

訟
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
葉
判
例
の
態
度
は
必
ず
し
も
蚕
し
な
か
っ
た
（
薫
爾
蓄
膏
雨
渋
難
墨
銀
知
離
裁
楓

垂
無
毒
編
墾
嵌
録
）
。
し
か
し
、
判
決
に
よ
り
境
界
線
を
確
定
す
る
に
つ
い
て
、
原
告
の
主
張
す
る
境
界
線
に
拘
束
さ
れ
な
い

と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
こ
れ
を
非
訟
事
件
な
い
し
形
成
訴
訟
と
す
る
立
場
を
と
・
て
い
る
と
い
え
よ
う
（
献
鞭
断
乎
鞘
軍
ヨ
懸

懇
蹴
箪
摯
縫
血
管
痴
夢
）
。
そ
し
て
、
通
説
の
主
張
す
る
よ
う
に
こ
の
形
成
訴
訟
が
も
っ
ぱ
ら
形
式
的
に
鑑
番
と
菟
番
と

の
境
界
線
を
確
定
す
る
に
す
ぎ
な
い
と
す
れ
ば
、
　
隣
接
す
る
所
有
権
の
帰
属
関
係
に
つ
い
て
は
何
ら
の
拘
束
的
判
断
及
至
確
定
力
を
生

じ
な
い
。
境
界
確
定
の
訴
に
お
け
る
請
求
原
因
は
、
両
地
番
の
境
界
が
不
明
で
あ
る
か
あ
る
い
は
争
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
充
分
で

あ
る
（
碓
本
「
経
界
ノ
訴
ヲ
論
ズ
諸
問
題
七
九
頁
以
下
」
）
。
隣
接
地
の
所
有
権
の
主
張
は
、
境
界
確
定
の
事
実
上
の
資
料
と
し
て
は
と
も
か
く
、
法
的
に
は
単
に

当
事
者
適
格
を
根
拠
づ
け
る
主
張
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
権
利
主
張
が
、
時
効
中
断
事
由
た
る
「
裁
判
上
の
請
求
」
と
い
え
る
で
あ

ろ
う
か
。

　
も
っ
と
も
本
件
判
決
に
お
い
て
は
、
境
界
確
定
の
訴
と
同
時
に
所
有
権
侵
害
に
基
く
損
害
賠
償
請
求
が
併
合
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の

点
で
時
効
中
断
を
認
め
た
と
も
考
え
う
る
と
の
指
摘
が
あ
る
（
瀬
戸
調
査
宮
同
判
例
評
訳
、
法
曹
時
報
一
五
巻
三
号
二
八
頁
注
九
）
。
だ
が
、
こ
う
解
し
て
も
、
所
有
権
の
主
張

は
損
害
賠
償
請
求
の
請
求
原
因
と
は
な
っ
て
も
訴
訟
物
で
は
な
く
既
判
力
も
生
じ
な
い
。
既
判
力
の
発
生
を
根
拠
と
し
た
立
場
で
は
、
こ

こ
で
も
時
効
中
断
を
認
め
る
の
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
判
例
個
及
び
ゆ
は
所
有
権
に
基
く
引
渡
請
求
及
び
登
記
抹
消
請
求
の
訴
に
つ

き
、
所
有
権
の
取
得
時
効
中
断
の
効
力
を
認
め
た
。
そ
し
て
こ
の
判
例
の
立
場
が
結
果
に
お
い
て
妥
当
と
思
わ
れ
る
の
は
、
所
有
権
の
判

断
が
夫
々
の
請
求
権
の
認
定
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
た
め
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
訴
訟
と
所
有
権
に
関
す
る
後
の
訴
訟
と
の
間
に
は
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ツ
オ
イ
ナ
ー
の
い
わ
ゆ
る
「
目
的
論
的
意
味
関
連
」
’
が
存
し
、
彼
の
見
解
で
は
こ
の
場
合
の
確
定
判
決
に
は
理
由
中
の
判
断
で
あ
る
に
も

揃
ら
ず
所
有
権
に
つ
い
て
も
歪
の
確
定
力
を
生
ず
を
と
に
な
ろ
う
（
醗
報
恥
翠
薫
露
騨
撫
器
①
里
言
露
．
伽
璽
　
詐

論
島
）
。
も
し
こ
の
見
解
が
妥
当
で
あ
る
と
す
る
な
ら
民
、
．
右
の
請
求
権
の
訴
に
お
け
る
所
有
権
の
主
張
は
、
こ
れ
を
藏
判
上
の
請

求
し
と
し
て
、
時
効
中
断
の
効
力
を
認
め
る
箋
分
幕
緊
張
で
蓼
ど
．
い
え
る
（
雑
事
四
こ

　
し
か
し
な
が
ら
、
本
件
判
決
の
先
例
と
考
え
ら
れ
る
封
例
捌
に
は
、
こ
の
よ
う
な
所
有
権
に
基
く
訴
の
併
合
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
境
界

確
定
の
訴
に
つ
き
所
有
権
の
諏
得
時
効
を
中
断
す
る
効
果
を
認
め
た
事
例
で
あ
っ
た
。
境
界
確
定
の
訴
の
性
質
を
地
番
の
境
界
線
を
形
成

す
る
に
限
る
立
場
を
貫
け
ば
、
　
「
裁
判
上
の
請
求
は
民
法
の
法
意
に
そ
っ
て
広
義
に
解
べ
き
」
だ
と
し
て
も
、
な
お
広
き
に
す
ぎ
な
い
か

と
の
疑
い
が
あ
る
。
同
判
例
は
、
境
界
確
定
の
判
決
が
確
定
し
て
も
所
有
権
自
体
に
つ
い
て
は
確
定
力
を
生
じ
な
い
が
、
境
界
は
確
定
す

る
か
ら
、
こ
れ
を
越
え
た
古
有
は
違
法
な
こ
と
明
か
だ
と
す
る
が
、
そ
れ
で
は
首
尾
一
貫
し
な
い
。
け
だ
し
、
境
界
を
越
え
た
占
有
が
違

法
だ
と
い
う
に
は
、
境
界
確
定
の
判
決
が
隣
接
す
る
土
地
の
所
有
関
係
に
つ
い
て
も
、
何
ら
か
の
拘
束
的
判
断
及
至
確
定
力
を
含
ん
で
い

る
と
の
前
提
に
立
ハ
、
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
む
し
ろ
積
極
的
に
単
に
、
行
政
区
劃
と
し
て
の
地
番
［
と
地
番
の
境
界
を
確
定
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
境
界
確
定
の
訴
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
と
別
に
所
有
権
の
境
界
を
確
定
す
る
た
め
の
境
界
確
定
の
訴
を
認
め
る
こ
と
が

で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
で
き
る
と
す
れ
ぼ
、
こ
れ
は
同
一
聖
画
の
所
有
権
の
境
界
を
定
め
る
こ
と
も
で
き
よ
う
し
（
島
噸
矯
腸

認
藻
臨
亀
鑑
層
累
禦
蘇
舗
粗
糠
響
細
竪
灘
爆
諾
肇
、
各
地
番
の
帰
属
に
つ
い
て
は
争
い
な
く
・
た
だ
境

界
線
が
不
明
で
あ
る
一
般
の
事
例
で
は
、
地
番
の
境
界
の
確
定
は
同
時
に
所
有
権
の
境
界
の
確
定
と
も
な
る
こ
と
を
認
め
う
る
。
そ
し
て

こ
の
種
の
訴
の
確
定
判
決
に
．
つ
い
て
は
、
所
有
権
の
境
界
が
確
定
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
い
わ
ば
反
射
的
な
作
用
と
し
て
、
隣
接
所

有
権
の
帰
属
関
係
に
つ
い
て
も
あ
る
種
の
拘
束
力
乃
至
確
定
力
を
認
め
る
こ
と
も
、
そ
の
非
訟
事
件
と
し
て
の
本
質
か
ら
見
て
一
向
に
差
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支
え
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
（
囎
羅
桐
翻
搬
難
民
）
（
縢
警
講
嘲
鴛
雅
量
麗
）
。
こ
う
し
た
方
が
、
殆
ん
ど
の
境
界

確
定
の
訴
に
お
い
て
、
主
と
し
て
所
有
権
を
推
論
さ
せ
る
双
方
の
占
有
状
態
を
考
慮
し
て
境
界
を
難
し
て
い
る
現
状
（
村
松
、
雑
考
二
二
八
頁
参
照
）

に
も
適
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
も
し
仮
に
境
界
確
定
の
訴
を
こ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
判
例
②
の
よ
う
に
、
こ
れ
に
時

効
中
断
の
効
力
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
そ
の
た
め
に
は
、
更
に
充
分
な
論
証
を
要
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
そ
こ
で
、
仮
に
境
界
確
定
の
訴
に
は
、
判
例
②
の
事
案
で
は
、
取
得
時
効
中
断
の
効
果
を
認
め
難
い
と
し
よ
う
。
そ
れ
で
も
な
お
、

本
件
判
決
の
結
果
を
認
め
る
余
地
は
存
す
る
。
両
者
は
事
案
を
異
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
判
例
②
で
は
、
境
界
確
定
の
確
定
判

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も

沃
が
な
さ
れ
て
、
数
年
後
に
、
所
有
権
に
基
き
明
渡
請
求
権
が
訴
え
ら
れ
た
が
、
本
件
で
は
境
界
確
定
訴
訟
の
係
属
中
に
所
有
権
確
認
の

訴
に
変
更
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
こ
こ
で
は
訴
取
下
の
解
釈
と
い
う
難
問
を
後
述
に
譲
り
訴
の
追
加
的
変
更
が
あ
っ
た
も
の
と
仮
定
し
よ
う
）
。
後
者
の
場
倉
は
、
各
地
番
の
所
有
権
の
叢
を
伴
う

境
界
確
定
の
訴
に
つ
き
、
こ
れ
が
所
有
権
確
認
の
訴
訟
に
う
け
つ
が
れ
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
時
効
中
断
の
効
力
を
認
め
う
る
と
解
す

る
。
そ
の
理
由
は
、
催
告
と
の
関
連
で
民
法
が
認
め
る
時
効
中
断
の
根
拠
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
、
民
法
が
催
告
に
つ

き
六
ケ
月
内
の
訴
の
提
起
等
を
条
件
と
し
て
時
効
中
断
を
認
め
た
の
は
、
単
に
広
く
権
利
の
主
張
あ
れ
ば
時
効
中
断
あ
り
と
し
た
の
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

な
く
、
将
来
一
定
期
間
内
に
こ
の
権
利
関
係
を
訴
訟
上
確
定
す
る
た
め
の
前
提
及
至
手
段
と
し
て
訴
の
提
起
と
同
質
の
も
の
を
認
め
た
か

ら
に
他
な
ら
な
い
と
解
す
る
。
け
だ
し
、
時
効
中
断
の
本
質
を
、
永
年
の
事
実
状
態
の
継
続
を
破
る
た
め
に
は
単
に
権
利
主
張
だ
け
で
は

充
分
で
な
く
、
こ
れ
に
続
い
て
こ
の
権
利
が
公
権
的
に
確
定
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
民
法
の
時
効
中
断
に
関

す
る
諸
規
定
は
、
こ
の
限
度
内
で
時
効
中
断
の
効
果
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
境
界
確
定
の
訴
が
所
有
権
の
主
張
を
伴
っ
て
提
起
さ
れ

る
場
合
に
は
、
　
た
と
え
こ
の
訴
で
所
有
権
が
確
定
さ
れ
な
く
と
も
、
　
こ
の
権
利
の
主
張
は
単
に
当
争
点
適
格
の
基
礎
と
し
て
だ
け
で
な

く
、
将
来
境
界
が
一
応
明
か
に
な
り
、
所
有
権
の
対
象
と
し
て
確
定
で
き
る
見
込
が
つ
い
た
と
き
に
、
所
有
権
確
認
乃
至
所
有
権
に
基

く
返
還
請
求
を
訴
え
る
前
提
乃
至
手
段
と
し
て
の
意
味
を
含
む
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
事
実
、
　
多
く
の
境
界
確
定
の
訴
の
場
合
に
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は
、
原
告
の
意
図
と
し
て
も
、
自
己
の
所
有
地
を
不
法
に
占
拠
す
る
相
手
方
を
立
退
か
せ
る
た
め
に
、
先
づ
境
界
の
確
定
を
求
め
る
場
合

で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
所
有
権
訴
訟
の
前
提
と
し
て
の
訴
の
提
起
に
、
　
「
裁
判
上
の
請
求
」
と
し
て
時
効
中
断
力
が
認
め
ら
れ
た
の
で

あ
る
と
解
す
る
。
従
っ
て
境
界
が
一
応
明
か
に
な
り
そ
の
点
に
つ
い
て
所
有
権
の
訴
を
提
起
で
き
る
見
込
が
つ
く
ま
で
、
こ
の
中
断
の
効

果
は
維
持
さ
れ
、
所
有
権
訴
訟
の
提
起
に
よ
っ
て
有
効
に
う
け
つ
が
れ
、
や
が
て
確
定
判
決
に
よ
っ
て
確
定
的
に
な
る
こ
と
に
な
る
。
境

界
確
定
の
訴
を
、
所
有
権
確
認
の
訴
と
別
に
民
事
訴
訟
と
し
て
認
め
る
根
拠
と
し
て
、
　
「
当
事
者
が
境
界
確
定
の
訴
を
先
に
起
し
て
、
先

づ
経
界
線
を
定
め
て
も
ら
っ
た
後
に
、
所
有
権
の
確
認
の
訴
を
起
し
た
と
す
れ
ば
、
　
（
中
略
）
多
く
の
場
合
お
そ
ら
く
は
、
直
ち
に
所
有

権
確
認
を
起
す
場
合
よ
り
も
有
利
な
判
決
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
」
（
村
松
、
雑
考
二
一
九
頁
）
こ
と
を
前
提
と
す
れ
ば
、
右
の
取
扱
い
は
当
然
で
あ

ろ
う
Q

　
同
様
の
こ
と
は
金
銭
債
権
の
明
示
の
一
部
請
求
に
つ
い
て
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
9
判
例
通
説
は
、
金
銭
債
権
の
成
立
及
び
額
の
立
証
が

不
確
か
な
場
合
に
、
訴
訟
費
用
を
節
約
す
る
た
め
に
、
勝
訴
の
見
込
が
つ
く
ま
で
そ
の
一
部
に
つ
い
て
の
試
験
訴
訟
を
認
め
る
が
、
こ
れ

は
国
民
の
権
利
を
保
護
す
る
と
い
う
政
策
的
目
的
か
ら
し
て
妥
当
で
あ
る
と
思
う
（
羅
鶉
醸
腹
巻
卜
雛
響
講
獄
謁
献

靱
陣
毯
頁
）
。
と
こ
ろ
で
、
判
例
ω
の
よ
う
に
、
蔀
請
求
の
係
属
中
に
残
部
に
つ
い
て
拡
張
さ
れ
た
場
合
、
既
に
時
効
期
間
が
経
過

し
て
い
る
と
し
て
残
部
の
時
効
消
滅
を
認
め
る
と
す
れ
ば
、
切
角
右
手
で
与
え
た
権
利
保
護
の
た
め
の
便
法
を
左
手
で
奪
う
こ
と
に
な
ろ

う
。
こ
の
よ
う
な
試
験
訴
訟
に
お
い
て
、
百
万
円
の
債
権
中
十
万
円
を
請
求
す
る
と
い
う
主
張
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
残
額
九
〇
万
円
の

権
利
主
張
を
含
み
、
や
が
て
こ
れ
を
訴
訟
に
お
い
て
確
定
し
実
現
す
る
た
め
の
前
提
で
あ
り
手
段
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
明
示

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
一
部
請
求
の
訴
訟
自
体
を
全
額
に
つ
い
て
の
「
裁
判
上
の
請
求
」
と
し
て
、
そ
の
勝
敗
の
見
込
が
明
か
に
な
る
ま
で
は
、
こ
れ
に
時
効

中
断
の
効
果
を
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
効
中
断
の
効
果
は
、
判
例
ω
の
よ
う
に
残
部
に
つ
い
て
の
請
求
拡
張
に
よ
っ
て
有
効
に

維
持
さ
れ
、
勝
訴
学
徳
よ
．
て
確
定
的
と
な
る
の
で
あ
る
（
囎
愛
着
罎
掴
醐
羅
馬
営
営
協
繋
鮭
。
右
の
結
論
が
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究研例判

是
認
で
き
る
と
す
る
な
ら
ば
、
一
部
請
求
や
境
界
確
定
の
訴
に
よ
っ
て
一
且
生
じ
た
時
効
中
断
の
効
果
は
、
そ
の
係
属
中
に
請
求
の
拡
張

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

乃
至
所
有
権
確
認
の
訴
が
提
起
さ
れ
た
場
合
に
の
み
維
持
さ
れ
る
と
限
る
必
要
も
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
　
と
い
う
の
は
、
　
本
来
こ
の
時

効
中
断
の
効
果
は
、
残
額
や
所
有
権
の
訴
の
見
込
が
つ
く
ま
で
の
暫
定
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
見
込
が
訴
訟
の
係
属
中
に
は
明
か
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

な
ら
ず
、
確
定
判
決
を
ま
た
ね
ば
な
ら
ぬ
事
情
が
あ
れ
ば
、
そ
の
後
相
当
相
間
内
に
夫
々
残
額
や
所
有
権
に
つ
い
て
の
別
訴
が
提
起
さ
れ

て
蔑
時
効
中
断
の
効
果
を
維
持
で
き
る
と
す
る
余
地
も
考
え
ら
れ
る
（
誠
糠
言
言
聾
綴
欝
ビ
診
樹
齢
磁
離
雅
競
。

響
蜥
魏
謹
蕩
議
墓
欝
銀
繍
）
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
訴
訟
上
の
権
利
主
張
を
右
の
意
味
で
「
裁
判
上
の
請
求
」
と
し
て
、
こ
れ
に
時
効
中
断
の
効
果
を
認
め
る
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

単
に
広
く
権
利
主
張
だ
け
で
は
不
充
分
で
あ
り
、
更
に
、
こ
の
権
利
主
張
を
伴
う
訴
の
提
起
が
そ
れ
自
体
こ
の
権
利
関
係
を
将
来
裁
判
上

確
定
し
実
現
す
る
た
め
の
前
提
乃
至
手
段
と
し
て
な
さ
れ
て
い
る
限
度
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
が
時
効
中
断
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　

つ
い
て
の
民
法
の
諸
規
定
の
認
め
る
限
界
で
あ
る
と
考
え
る
。
従
っ
て
、
同
様
に
訴
訟
上
の
権
利
主
張
で
あ
っ
て
も
、
「
裁
判
上
の
請
求
」

た
る
た
め
に
は
、
訴
の
提
起
に
準
ず
る
も
の
で
あ
る
を
要
し
、
単
に
「
原
告
の
主
張
に
対
す
る
単
純
な
る
抗
弁
」
に
す
ぎ
な
い
も
の
は
こ

れ
を
含
ま
な
い
こ
と
に
な
る
（
大
審
大
正
九
年
九
月
二
十
九
日
民
三
判
民
録
二
六
巻
一
四
三
一
頁
）
。
又
、
原
告
の
権
利
毒
で
も
、
こ
れ
を
讐
訴
の
提
要
、
後
訴
に
お
け

る
こ
の
権
利
実
現
の
手
段
と
考
え
ら
れ
る
場
合
に
限
り
、
単
な
る
攻
撃
防
禦
方
法
と
し
て
の
権
利
主
張
で
は
、
「
裁
判
上
の
請
求
」
と
は
い

え
な
い
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
訴
の
提
起
に
準
ず
る
点
で
は
、
逆
に
、
債
権
不
存
在
確
認
の
訴
に
お
い
て
、
被
告
の
債
権
に
つ
き
「
裁
判

上
の
請
求
」
あ
り
と
し
て
時
効
中
断
を
生
ず
る
の
は
、
判
例
が
い
う
よ
う
に
（
大
審
昭
和
十
四
年
三
月
二
十
二
日
民
聯
判
、
民
選
一
八
巻
二
三
八
頁
）
、
現
に
馨
が
債
権
の
存
在

を
拡
弁
と
し
て
主
張
し
た
と
き
で
は
な
く
・
む
し
桑
存
在
確
認
の
訴
の
提
起
さ
れ
た
と
き
と
解
す
る
立
場
（
裂
コ
劉
雛
撒

譲
L
善
意
程
郵
鉱
産
騨
礫
鹿
煙
、
と
考
え
方
に
お
い
て
共
通
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
、
時
効
中
断
で
は
な
い
が
、
出
訟
期
間

に
関
す
る
最
近
の
最
高
裁
判
所
の
判
決
が
示
唆
的
で
あ
る
（
最
高
昭
和
三
十
七
年
二
月
二
十
二
日
一
小
法
廷
判
決
、
日
面
一
六
巻
二
号
三
七
五
頁
）
．
完
地
買
収
計
警
士
請
求
の
訴
に
お
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い
て
、
買
収
対
価
の
不
当
が
そ
の
請
求
原
因
の
一
と
し
て
主
張
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
予
備
的
請
求
と
し
て
の
買
収
対
価
増
額
請
求
の

訴
は
、
出
訴
期
間
経
過
後
に
提
起
さ
れ
た
も
の
で
も
、
出
訴
期
間
遵
守
の
点
に
お
い
て
欠
く
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
こ
の
場
合
に
は
、
国
に

対
し
て
右
対
価
を
争
う
意
思
ば
、
実
質
的
に
は
、
買
収
計
画
取
消
訴
訟
提
起
の
時
に
既
に
表
明
さ
れ
て
い
た
も
の
と
解
し
う
る
か
ら
、
出

訴
期
間
の
関
係
で
は
、
こ
の
予
備
的
請
求
も
取
消
訴
訟
提
起
の
時
か
ら
提
訴
さ
れ
て
い
た
も
の
と
同
様
に
取
扱
う
の
を
相
当
と
す
る
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

で
あ
る
。
し
か
し
、
対
価
を
争
う
意
思
の
表
明
だ
け
で
充
分
で
あ
ろ
う
か
。
訴
訟
制
度
の
上
で
も
買
収
対
価
の
不
当
を
請
求
原
因
の
一
と

し
て
主
張
す
る
買
収
計
画
取
消
の
訴
が
、
や
が
て
対
価
不
当
が
明
か
に
な
っ
た
と
き
に
は
対
価
増
額
請
求
に
切
変
え
る
た
め
の
前
提
と
し

て
の
一
面
を
も
も
っ
と
認
め
う
る
限
り
で
象
判
決
の
結
論
が
是
認
で
き
る
と
思
う
（
辣
鋪
欄
禦
鰍
、
廠
繭
羅
議
世
智
渥
鼎

灘
軸
雛
欝
曲
鎌
鶴
蓉
鶴
旧
き
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
へ

　
三
、
以
上
に
よ
っ
て
、
訴
の
提
起
に
お
い
て
一
定
の
権
利
主
張
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
訴
自
体
が
、
相
当
期
間
内
に
裁
判
上
当
該
権
利

を
確
定
な
い
し
実
現
す
る
た
め
の
前
提
乃
至
手
段
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
　
「
裁
判
上
の
請
求
」
あ
り
と
し
て
時
効
中
断
の
効
力
を
生
ず

る
と
い
う
こ
と
を
論
証
し
た
9

　
こ
れ
が
催
告
と
異
る
の
は
、
　
「
裁
判
上
の
請
求
」
と
し
て
訴
訟
の
終
結
ま
で
時
効
中
断
の
効
果
を
持
続
す
る
こ
と
及
び
訴
訟
に
お
け
る

す
べ
て
の
権
利
主
張
を
含
む
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
罐
簾
呂
調
辮
望
騰
眠
議
吐
齪
麓
謝
麩
蠣
塒
融

灘
燧
働
選
書
懸
難
嬰
搬
馬
喰
逸
士
難
解
肌
郎
認
）
。
し
か
し
、
こ
こ
で
訴
蔭
お
け
る
権
利
主
張
を
「
裁
判
上
2
網

戸
」
と
解
す
る
こ
と
に
よ
り
、
　
「
裁
判
上
ノ
請
求
ハ
訴
ヵ
却
下
又
ハ
取
下
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
時
効
中
断
ノ
効
力
ヲ
生
セ
ス
」
　
と
す
る
民

「
法
一
四
九
条
と
の
関
係
が
問
題
に
な
る
。
　
こ
の
よ
う
な
　
「
裁
判
上
の
請
求
」
と
し
て
の
権
利
主
張
に
一
且
認
め
ら
れ
た
時
効
中
断
の
効

果
も
、
訴
の
却
下
又
は
取
下
が
あ
れ
ば
、
遡
及
的
に
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
一
応
の
時
効
中
断
の
効
果

が
維
持
さ
窪
定
的
に
な
る
の
は
・
亘
訴
訟
内
に
お
い
て
当
該
権
利
を
馨
す
る
確
定
判
決
（
こ
れ
に
相
当
す
る
認
諾
や
和
解
調
書
）
あ
る
場
倉
限
ら
れ
る
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究三冠判

こ
と
に
な
る
（
民
法
一
七
四
条
の
二
参
照
）
。
こ
れ
が
訴
の
勲
（
櫻
翻
諾
灘
隷
懸
徹
槍
淵
叢
糊
拙
論
瓢
編
謝
黒
蜜
）
や
訴
の
取
下

以
外
に
こ
の
訴
訟
を
終
結
さ
せ
る
唯
一
の
方
法
だ
か
ら
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
訴
提
起
に
伴
っ
て
主
張
さ
れ
た
権
利
関
係
が
、
同
一
訴
訟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

内
に
お
い
て
で
な
く
、
別
の
訴
訟
手
続
に
お
い
て
し
か
確
定
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
こ
の
権
利
主
張
に
時
効
中
断
の
効
果
を
認
め
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

は
全
く
不
可
能
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
け
だ
し
、
初
め
の
訴
訟
は
請
求
認
容
の
判
決
な
き
限
り
、
と
も
角
も
訴
の
却
下
か
取
下
に
よ
っ

て
終
結
さ
せ
ね
ば
な
る
ま
い
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
点
に
関
し
て
、
本
件
判
決
の
引
用
す
る
先
判
例
個
は
、
貸
金
債
権
訴
訟
中
に
、
別
に
金
銭
債
権
臨
時
調
停
法
に
よ
っ
て
、
債
権
の

蔀
馨
の
調
停
（
同
法
四
条
に
よ
り
、
裁
判
上
の
和
解
と
同
一
効
力
を
も
つ
）
が
成
立
し
た
場
倉
は
、
た
と
え
手
続
を
異
に
し
て
も
、
時
効
中
断
に
つ
い
て
は
当
該
訴

訟
事
件
に
お
い
て
裁
判
上
の
和
解
が
成
立
し
た
と
同
視
す
べ
き
だ
と
し
て
、
　
こ
の
訴
提
起
に
つ
き
時
効
中
断
の
効
果
を
認
め
た
。
　
そ
し

て
、
既
に
訴
訟
の
目
的
を
遂
げ
単
に
当
該
訴
訟
を
形
式
的
に
終
了
さ
せ
る
た
め
に
な
さ
れ
た
訴
の
取
下
は
、
訴
訟
の
目
的
を
と
げ
ず
に
裁

判
所
に
対
し
て
判
決
の
さ
れ
な
い
こ
と
を
求
め
る
訴
の
取
下
と
は
そ
の
本
質
を
異
に
し
、
民
法
一
四
九
条
の
趣
旨
か
ら
し
て
同
条
の
訴
の

取
下
に
は
当
ら
な
い
と
し
た
（
大
審
昭
和
十
八
年
六
月
二
十
九
日
民
一
判
民
集
二
二
巻
五
五
七
頁
）
。
漆
塗
の
前
段
は
、
蟻
中
断
譜
と
し
て
の
「
裁
判
上
の
請
求
」
た
る
権

利
主
張
は
裁
判
上
の
確
定
を
条
件
と
す
る
が
、
　
こ
れ
は
、
　
必
ず
し
も
同
一
訴
訟
内
に
お
い
て
な
さ
れ
る
必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

り
、
権
利
の
主
張
が
「
裁
判
上
の
請
求
」
と
し
て
中
断
力
を
も
つ
の
は
、
結
局
権
利
関
係
の
確
立
と
い
う
点
に
基
く
と
す
る
立
場
か
ら
も

異
論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
（
灘
縮
摺
靴
駅
二
糊
民
）
。
と
す
れ
ば
、
訴
提
起
に
伴
う
権
妻
張
が
、
た
と
え
判
例
㈲
の
よ
う
に
訴

訟
物
と
は
さ
れ
ず
、
本
件
判
決
の
よ
う
に
境
界
確
定
の
訴
に
お
け
る
所
有
権
の
主
張
に
す
ぎ
な
い
と
き
で
も
、
こ
の
点
が
別
に
所
有
権
確

認
訴
訟
で
確
定
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
　
こ
の
所
有
権
の
主
張
を
　
「
訴
訟
上
の
請
求
」
と
し
て
時
効
中
断
の
効
果
を
認
め
る
こ
と
も
容
易
に

是
認
で
き
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
問
題
は
も
っ
ぱ
ら
先
例
㈲
の
判
旨
の
後
段
つ
ま
り
、
民
法
一
四
九
条
に
お
け
る
訴
の
取
下
の
評
価

に
関
す
る
。
こ
の
点
で
先
判
例
倒
が
本
件
判
決
と
異
な
る
の
は
、
訴
の
取
下
が
、
　
一
方
で
は
既
に
調
停
（
和
解
）
に
よ
り
訴
訟
目
釣
を
と
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訴の変更と時効中断（吉村）

げ
た
後
に
な
さ
れ
た
の
に
、
他
方
で
は
訴
の
（
交
換
的
）
変
更
に
お
い
て
更
に
（
境
界
確
定
と
異
る
）
所
有
権
に
つ
い
て
の
確
認
を
求
め

る
た
め
に
な
さ
れ
た
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
本
件
判
決
に
お
け
る
訴
の
取
下
は
、
旧
位
た
る
境
界
確
定
の
請
求
に
つ
い
て
は
、
あ
く
ま
で

裁
判
所
に
対
し
て
こ
の
点
の
判
断
を
求
め
ず
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
訴
訟
の
終
了
を
目
ざ
す
通
常
の
訴
の
取
下
で
あ
る
。
従
っ
て
、
本
件

判
決
が
い
う
よ
う
に
、
　
「
裁
判
所
の
判
断
を
求
め
る
こ
と
を
断
念
し
て
旧
訴
を
取
下
げ
た
と
み
る
べ
き
で
は
な
い
」
と
い
う
た
め
に
は
、

「
本
件
係
争
地
域
が
X
の
所
有
に
属
す
る
こ
と
の
主
張
は
終
結
変
る
こ
と
な
し
」
と
し
て
、
所
有
権
の
確
定
と
い
う
目
的
に
重
点
が
置
か

れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
境
界
確
定
の
訴
を
所
有
権
の
限
界
を
劃
し
、
そ
の
帰
属
関
係
に
つ
い
て
も
拘
束
力
乃
至
確
定
力
を
も
っ
と
す
る
見
解

に
立
た
な
い
限
り
、
こ
れ
と
所
有
権
確
認
の
訴
と
を
実
質
上
貫
ら
差
異
の
な
い
権
利
関
係
を
目
的
と
す
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な

い
（
蕪
蜂
蒲
凝
羅
隷
験
縫
霧
劇
醐
謹
編
麓
騰
翫
罐
翻
雛
弊
疑
こ
の
羅
吻
請
赫
馨
識
禦
離
舞

通
物
》
。
そ
こ
で
残
さ
れ
た
方
法
は
、
境
界
確
定
の
訴
に
お
け
る
所
有
権
の
主
張
に
「
裁
判
上
の
請
求
」
と
し
て
時
効
中
断
の
効
果
を
認
め

る
の
は
、
こ
れ
が
所
有
権
確
認
訴
訟
の
前
提
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
と
い
う
立
場
だ
け
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
け
だ
し
、

こ
の
立
場
で
は
、
重
要
な
こ
と
は
、
所
有
権
の
主
張
の
も
つ
所
有
権
確
認
訴
訟
の
前
提
と
し
て
の
役
割
で
あ
り
、
境
界
確
定
の
訴
自
体
の

運
命
は
、
こ
の
点
に
と
っ
て
は
そ
れ
程
決
定
的
な
意
味
を
も
た
な
い
。
民
法
一
四
九
条
が
訴
の
却
下
又
は
取
下
が
あ
る
場
合
に
時
効
中
断

の
効
果
を
否
定
す
る
趣
旨
は
、
裁
判
上
の
権
利
主
張
に
時
効
中
断
の
効
果
を
認
め
る
に
は
、
こ
の
権
利
が
裁
判
上
確
立
さ
れ
る
こ
と
を
条

件
と
す
る
と
い
う
点
に
あ
り
、
訴
の
取
下
又
は
却
下
あ
る
場
合
に
は
一
般
に
そ
の
余
地
が
な
い
と
考
え
た
た
め
で
あ
る
と
解
す
る
。
と
す

れ
ば
右
の
場
合
に
は
，
所
有
権
の
主
張
の
点
に
つ
い
て
は
、
ま
さ
に
裁
判
上
の
確
立
が
予
定
さ
れ
て
い
る
場
合
に
他
な
ら
な
い
。
所
有
権

確
認
の
訴
へ
の
交
換
的
変
更
に
お
け
る
箱
訴
の
取
下
は
、
こ
の
点
に
着
目
す
れ
ば
、
ま
さ
に
形
式
的
で
あ
っ
て
、
　
「
裁
判
所
の
判
断
を
求

め
る
こ
と
を
断
念
し
て
国
訴
を
取
下
げ
た
も
の
と
み
る
べ
き
で
は
な
い
か
ら
、
訴
の
終
了
を
意
思
す
る
通
常
の
訴
の
取
下
と
は
そ
の
実
質

を
異
に
す
る
」
こ
と
に
な
る
。
以
上
の
よ
う
な
推
論
を
通
じ
て
初
め
て
、
本
件
の
如
き
訴
の
交
換
的
変
更
（
旧
訴
の
取
下
）
が
、
民
法
一
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判例研究

四
九
条
の
訴
の
取
下
に
当
ら
な
い
と
す
る
結
論
が
正
当
化
さ
れ
る
と
考
え
る
。

　
注
（
一
）
少
数
意
見
は
、
従
来
の
判
例
も
、
　
「
裁
判
上
の
請
求
」
は
必
ず
し
も
訴
の
提
起
た
る
を
要
・
せ
ず
、
訴
訟
に
お
い
て
そ
の
権
利
の
存
在
を
主
張
す

　
　
　
る
を
も
っ
て
足
る
と
し
、
又
必
ず
し
も
訴
訟
係
属
と
必
然
的
な
関
係
に
あ
る
も
の
と
見
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
た
め
に
次
の
判
例
を
あ
げ
る
。
ω
船

　
　
　
舶
沈
没
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
、
沈
没
当
時
の
船
舶
価
格
を
基
礎
と
す
る
積
極
的
損
害
賠
償
の
請
求
の
訴
は
、
価
格
騰
貴
及
び
使
用
不
能

　　

@
に
よ
る
利
華
失
の
消
極
的
損
害
賠
償
纏
の
消
滅
時
効
を
中
断
著
と
す
る
判
例
（
大
審
大
正
十
一
年
七
月
十
日
民
二
判
、
評
論
一
二
巻
諸
法
一
一
頁
）
、
回
、
債
権
不
存
在
確
認

　
　
　
訴
訟
に
お
い
て
、
被
告
と
し
て
債
権
の
存
在
を
主
張
す
る
こ
と
も
、
　
「
裁
判
上
の
請
求
」
　
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
時
効
中
断
の
事
由
と
す
る
判
例

　　

@（
蜷
R
昭
和
十
四
年
三
月
二
十
二
日
、
民
聯
判
民
集
一
八
巻
二
三
八
頁
）
。
四
、
保
険
契
約
関
係
確
認
の
訴
の
提
起
は
、
そ
の
後
生
じ
た
保
筆
記
に
基
く
農
藩
求
権
の
時
効
を

　　

@
中
断
す
垂
し
た
判
例
（
大
審
昭
和
五
年
六
月
二
十
七
日
民
二
判
、
民
集
九
巻
六
一
九
頁
）
。

注注

（
二
）
こ
の
点
の
問
題
が
解
決
す
る
な
ら
ば
、
　
「
こ
の
見
解
は
多
数
の
同
調
を
得
る
に
難
く
な
い
」
と
し
て
、
民
法
一
四
九
条
や
一
五
七
条
二
項
と
の

関
係
で
論
理
的
に
生
ず
る
問
題
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
金
銭
債
権
の
明
示
の
一
部
請
求
と
時
効
中
断
に
つ
い
て
の
判
例
批
評
、
川
添
調
査
官
、

法
曹
時
報
一
一
巻
四
号
七
六
頁
。
三
淵
調
査
官
、
法
律
時
報
三
一
巻
七
号
七
〇
三
頁
参
照
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
き
、
原
島
コ
部
の
請
求
と
時
効
中

断
」
判
例
演
習
（
民
法
総
則
）
二
五
九
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
本
件
判
決
は
、
民
訴
二
三
五
条
と
の
関
係
で
の
上
告
理
由
に
直
接
に
は
答
え
て
い
な

い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
判
例
ω
の
藤
田
裁
判
官
の
少
数
意
見
の
説
明
が
参
考
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
カ
　
　
　
リ
　
　
　
へ
　
　
　
ら
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

（
三
）
大
審
院
判
決
（
注
（
一
）
の
的
の
判
決
）
は
、
基
本
的
法
律
関
係
存
在
確
認
の
訴
は
、
こ
の
基
本
的
法
律
関
係
よ
り
発
生
し
た
権
利
を
実
現
す
る
手

段
で
あ
る
た
め
、
こ
の
手
段
を
と
っ
た
以
上
は
権
利
の
上
に
眠
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
ず
、
こ
の
権
利
の
消
滅
時
効
を
中
断
す
る
と
す
る
が
、
こ
れ

は
ま
さ
に
本
文
の
考
え
方
と
共
通
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
判
例
を
詳
細
に
見
れ
ば
問
趣
は
残
る
。
つ
ま
り
、
基
本
的
法
律
関
係
と
さ
れ
る
保
険

契
約
存
在
確
認
と
い
っ
て
も
、
こ
れ
は
単
に
事
実
関
係
に
す
ぎ
ず
、
法
律
上
は
、
事
故
発
生
を
条
件
と
し
て
生
ず
る
債
権
（
事
故
不
発
生
の
場
合
に

は
満
期
債
権
）
の
期
待
権
と
考
え
て
、
初
め
て
確
認
訴
訟
の
対
象
と
な
ろ
う
。
し
て
み
れ
ば
、
係
属
中
に
事
故
が
発
生
し
た
以
上
、
こ
の
期
待
権
は

現
実
に
債
権
と
な
り
、
裁
判
所
は
釈
明
し
て
こ
の
債
権
の
確
認
訴
訟
に
訴
を
変
更
す
る
か
否
か
を
明
か
に
す
べ
き
事
例
で
あ
ろ
う
。
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