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研究ノート

「
研
究
ノ
ー
ト

代
替
執
行
論
・
覚
書
（
二
・
完
）

　
　
1
民
事
執
行
法
一
七
一
条
の
新
た
な
解
釈
に
向
け
て
一

川
　
嶋
　
四
　
郎

第
一
章
　
序

第
二
章
民
事
執
行
法
一
七
一
条
の
含
意

　
　
　
一
　
民
事
執
行
法
一
七
一
条
の
基
本
的
意
図

　
　
　
二
　
民
事
執
行
法
一
七
一
条
の
規
定
す
る
執
行
方
法

　
　
　
三
　
義
務
内
容
に
よ
る
執
行
方
法
の
区
別

第
三
章
　
代
替
的
作
為
義
務
の
強
制
執
行
に
お
け
る
授
権
決
定
手
続

　
　
　
一
　
は
じ
め
に

　
　
　
二
　
代
替
的
作
為
義
務
に
関
す
る
授
権
決
定
手
続
に
お
け
る
観

　
　
　
　
念
的
執
行
過
程

　
　
　
三
　
代
替
的
作
為
義
務
に
関
す
る
授
権
決
定
手
続
に
お
け
る
現

　
　
　
　
実
的
執
行
過
程

　
　
　
四
　
代
替
執
行
の
費
用
　
　
　
　
　
　
　
（
以
上
、
六
七
巻
三
号
）

第
四
章
　
不
作
為
義
務
の
強
制
執
行
に
お
け
る
除
却
手
続
と
「
適
当
ノ

　
　
　
処
分
」
手
続
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
下
、
本
号
）

　
　
　
一
　
は
じ
め
に

　
　
　
二
　
不
作
為
義
務
違
反
状
態
の
除
却
処
分
手
続

　
　
　
三
　
将
来
の
重
め
の
「
適
当
ノ
処
分
」
手
続

第
五
章
　
「
適
当
ノ
処
分
」
の
現
代
的
意
義
”
抽
象
的
差
止
判
決
の
執
行

　
　
　
手
段
と
し
て
の
意
義
に
つ
い
て

　
　
　
一
　
問
題
の
現
況

　
　
　
二
　
近
時
に
お
け
る
学
説
の
展
開

第
六
章
　
結

　
　
　
一
　
代
替
執
行
と
間
接
強
制
の
適
用
順
序

　
　
　
二
　
不
作
為
義
務
の
強
制
執
行
に
お
け
る
除
却
処
分
手
続
と

　
　
　
　
「
適
当
ノ
処
分
」
手
続
の
統
合
化

　
　
　
三
　
民
法
四
一
四
条
二
項
・
三
項
の
性
質
論
と
「
適
当
ノ
処
分
」

　
　
　
　
の
現
代
的
意
義

　
　
　
四
　
執
行
裁
判
所
に
よ
る
継
続
的
な
執
行
関
与
の
必
要
性

　
　
　
五
　
そ
の
他
の
課
題
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研究ノート

第
四
章

は
じ
め
に

不
作
為
義
務
の
強
制
執
行
に
お
け
る
除
却

手
続
と
「
適
当
ノ
処
分
」
手
続
（
民
執
法

一
七
一
条
一
項
、
民
法
四
一
四
条
三
項
）

　
ω
　
不
作
為
請
求
権
の
執
行
方
法
に
お
け
る
特
殊
性

　
民
事
執
行
法
一
七
一
条
一
項
は
、
民
法
四
一
四
条
三
項
に
規
定
す

る
請
求
権
に
つ
い
て
も
、
執
行
裁
判
所
が
民
法
の
規
定
に
従
い
決
定

す
る
方
法
に
よ
り
強
制
執
行
を
行
え
る
旨
を
規
定
し
て
い
る
。
そ
こ

で
、
ま
ず
、
民
法
四
一
四
条
三
項
の
意
味
を
探
求
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

　
ま
ず
、
民
法
四
一
四
条
三
項
に
規
定
す
る
請
求
権
と
は
、
不
作
為

請
求
権
で
あ
る
。
そ
し
て
、
同
条
項
は
、
不
作
為
請
求
権
の
執
行
方

法
を
定
め
た
規
定
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
の
規
定

の
仕
方
に
は
注
意
を
要
す
る
。
そ
れ
は
、
当
該
不
作
為
請
求
権
に

よ
っ
て
目
的
と
さ
れ
た
結
果
の
達
成
方
法
に
重
点
を
置
い
て
規
定
さ

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
不
作
為
請
求
権
自
体
で
は
な

く
、
不
作
為
義
務
違
反
の
結
果
に
着
目
し
て
、
そ
の
排
除
と
将
来
的

な
措
置
を
規
定
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
本
条
項
は
、
不
作
為
義
務
違

反
に
由
来
す
る
違
法
状
態
の
「
除
却
」
と
将
来
の
た
め
の
「
適
当
ノ

処
分
」
と
い
う
執
行
方
法
を
設
け
て
、
基
本
た
る
不
作
為
請
求
権
の

実
現
を
目
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
方
で
、
「
其
為
シ
タ
ル
モ
ノ
」

の
「
除
却
」
と
い
う
表
現
は
、
比
較
的
単
純
な
機
械
的
対
処
方
法
を

想
起
さ
せ
、
こ
の
文
言
の
解
釈
的
活
用
の
余
地
を
自
ず
か
ら
限
定
す

る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
他
方
で
、
「
適
当
ノ
処
分
」

と
い
う
表
現
は
、
一
般
的
か
つ
概
括
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
帯
び
、
将

来
的
に
多
種
多
様
な
具
体
的
救
済
方
法
の
創
造
可
能
性
を
匂
わ
せ
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
同
条
項
の
解
釈
に
さ
い
し
て
は
、
同
条
項
の

志
向
す
る
基
本
目
的
を
確
定
し
、
そ
の
方
向
性
に
沿
う
形
で
解
釈
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
う
よ
う
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
の
よ
う
な
執
行
方
法
は
、
不
作
為
請
求
権
自
体
の
強
制
的
貫
徹

で
は
な
い
と
評
価
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
、
上
述
し
た
よ
う

に
、
立
法
者
は
、
民
法
四
一
四
条
三
項
を
置
く
こ
と
に
よ
り
、
必
ず

し
も
洗
練
さ
れ
た
規
定
の
仕
方
で
は
な
い
に
せ
よ
、
不
作
為
結
果
の

実
現
、
す
な
わ
ち
「
現
実
的
救
済
の
実
現
」
の
た
め
の
強
い
意
思
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

表
示
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
、
本
項
の
解
釈
に
さ
い
し

て
、
ま
ず
、
注
意
さ
れ
る
べ
き
基
本
事
項
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
立
法
者
は
、
不
作
為
請
求
権
の
特
殊
性
、
す
な
わ
ち
、

一
方
で
、
不
作
為
義
務
が
債
務
者
の
行
為
に
関
す
る
禁
止
規
範
で
あ

る
た
め
、
時
に
そ
の
実
現
が
債
務
者
の
人
格
的
利
益
と
緊
張
関
係
に

立
つ
こ
と
（
債
務
者
の
人
格
的
利
益
と
の
緊
張
可
能
性
）
と
、
他
方
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代替執行論・覚書（二・完）　（川嶋）

で
、
債
権
者
と
し
て
み
れ
ば
不
作
為
結
果
が
実
現
さ
れ
れ
ば
そ
の
債

権
が
満
足
に
至
る
と
こ
ろ
、
多
く
の
場
合
そ
の
結
果
達
成
の
た
め
に

は
複
数
の
方
途
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
（
具
体
的
な
「
救
済
方
法
の
多

様
性
」
）
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
、
立
法

時
に
想
定
さ
れ
た
事
例
は
、
古
典
的
な
事
例
に
過
ぎ
な
い
の
で
、
同

条
項
の
解
釈
に
さ
い
し
て
は
、
そ
の
現
代
的
な
展
開
可
能
性
を
探
求

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　
た
だ
し
、
こ
の
規
定
の
基
本
構
造
と
し
て
は
、
執
行
機
関
が
除
却

処
分
ま
た
は
適
当
処
分
の
た
め
の
債
務
名
義
を
新
た
に
形
成
す
る
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

め
の
手
続
が
準
備
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
不
作
為
を
命
じ
る
債
務
名

義
の
執
行
手
続
と
し
て
、
執
行
機
関
が
、
そ
の
究
極
目
的
で
あ
る
不

作
為
請
求
権
の
満
足
の
た
め
に
、
当
該
違
反
状
況
に
照
ら
し
て
、
除

却
処
分
手
続
ま
た
は
適
当
処
分
手
続
と
い
う
形
で
、
執
行
手
続
に
お

い
て
も
具
体
的
救
済
措
置
を
創
造
し
得
る
手
続
が
考
案
さ
れ
た
の
で

あ
る
。

　
②
　
除
却
処
分
お
よ
び
適
当
処
分
と
い
う
執
行
方
法
の
妥
当
性
と

　
　
正
当
性

　
除
却
処
分
も
適
当
処
分
も
、
伝
統
的
な
見
解
に
よ
れ
ば
、
「
不
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

為
義
務
の
執
行
法
上
の
変
形
物
」
と
形
容
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ

れ
は
、
不
作
為
請
求
権
と
い
う
請
求
権
の
執
行
方
法
と
し
て
、
あ
た

か
も
別
個
の
請
求
権
の
如
き
除
却
処
分
や
適
当
処
分
を
執
行
法
上
強

制
的
に
貫
徹
さ
せ
る
よ
う
に
見
え
る
こ
と
に
つ
い
て
の
説
明
と
し
て

は
、
一
応
そ
の
核
心
を
言
い
当
て
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
や
は
り
比
喩
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
も
、
比
喩
で
あ
る
と

し
て
も
、
正
鵠
を
射
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

除
却
処
分
に
せ
よ
適
当
処
分
に
せ
よ
、
そ
れ
が
可
能
な
時
点
で
は
基

本
た
る
不
作
為
請
求
権
は
存
続
し
て
お
り
、
不
作
為
請
求
権
自
体
が

作
為
請
求
権
に
完
全
に
転
化
・
変
形
し
た
の
で
は
な
く
、
単
に
不
作

為
請
求
権
か
ら
い
わ
ば
派
生
的
に
結
果
除
却
を
求
め
る
救
済
権
や
適

当
処
分
を
求
め
る
救
済
権
が
、
債
権
者
の
満
足
（
救
済
）
の
た
め
に
、

不
作
為
義
務
の
貫
徹
の
手
段
と
し
て
、
新
た
に
債
権
者
に
付
与
さ
れ

た
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
請
求
権
自
体
の
性
質
の
変
容
で
は
な

く
、
か
つ
ま
た
、
実
体
法
上
不
作
為
請
求
権
と
は
別
個
の
新
た
な
請

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

求
権
と
性
質
決
定
さ
れ
る
も
の
で
も
な
く
、
不
作
為
義
務
違
反
の
結

果
に
着
目
し
て
、
債
権
者
の
た
め
に
、
不
作
為
請
求
権
の
充
足
・
実

現
手
段
が
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
不
作
為
請
求
権

と
そ
こ
か
ら
派
生
し
た
救
済
的
な
権
限
で
あ
る
除
却
処
分
ま
た
は
適

当
処
分
を
求
め
得
る
地
位
と
の
関
係
は
、
同
位
的
な
も
の
で
も
ま
た

異
種
別
個
の
請
求
権
で
も
な
く
、
目
的
と
手
段
、
権
利
内
容
と
救
済

方
法
（
具
体
的
救
済
方
法
の
総
体
）
と
い
う
密
接
不
離
の
関
係
に
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　

つ
と
考
え
ら
れ
る
。
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し
か
し
、
問
題
は
、
な
ぜ
「
不
作
為
義
務
の
執
行
法
上
の
変
形

物
」
の
執
行
と
い
う
形
で
不
作
為
義
務
が
強
制
さ
れ
る
の
か
（
「
除

却
処
分
・
適
当
処
分
と
い
う
執
行
方
法
の
妥
当
性
根
拠
を
め
ぐ
る
問

題
」
）
を
解
明
し
、
か
つ
、
な
ぜ
「
不
作
為
義
務
の
執
行
法
上
の
変

形
物
」
と
評
さ
れ
る
も
の
が
執
行
機
関
限
り
の
判
断
で
貫
徹
さ
れ
得

る
の
か
（
「
執
行
機
関
が
除
却
処
分
・
適
当
処
分
を
行
う
こ
と
の
正
当

性
を
め
ぐ
る
問
題
」
）
を
解
明
す
る
こ
と
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

る
。　

こ
れ
ら
の
問
題
は
、
】
応
そ
れ
ぞ
れ
以
下
の
よ
う
に
解
答
で
き
る

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
ま
ず
、
「
除
却
処
分
・
適
当
処
分
と
い
う
執
行
方
法
の
妥
当
性
根
拠

を
め
ぐ
る
問
題
」
は
、
不
作
為
請
求
権
の
構
造
上
の
特
殊
性
に
根
差

し
て
い
る
。
不
作
為
請
求
権
が
禁
止
規
範
で
あ
る
た
め
、
時
に
そ
の

実
現
に
さ
い
し
て
債
務
者
の
人
格
的
利
益
と
厳
し
い
緊
張
関
係
に
立

ち
、
そ
れ
自
体
を
強
制
す
る
こ
と
が
技
術
的
に
も
困
難
で
あ
る
た
め
、

立
法
政
策
的
判
断
に
よ
り
、
違
反
結
果
に
目
を
向
け
、
簡
易
迅
速
か

つ
効
率
的
な
救
済
権
が
、
抽
象
的
で
は
あ
る
が
定
型
的
な
救
済
手
段

と
し
て
、
債
権
者
に
付
与
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
前
提
と
し

て
、
時
と
し
て
不
作
為
結
果
を
達
成
す
る
た
め
に
は
複
数
の
作
為
的

手
段
が
存
在
す
る
こ
と
（
「
具
体
的
救
済
方
法
の
多
様
性
」
）
が
認
識

さ
れ
た
結
果
、
執
行
裁
判
所
が
除
却
処
分
ま
た
は
適
当
処
分
と
い
う

具
体
的
救
済
手
段
の
考
案
を
行
う
に
さ
い
し
て
は
、
債
権
者
・
債
務

者
・
裁
判
所
が
そ
れ
ぞ
れ
知
恵
を
出
し
合
い
、
選
択
的
・
裁
量
的
な

形
成
を
な
す
こ
と
が
妥
当
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
措
置
が
可
能
と
な

る
よ
う
な
法
規
が
準
備
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

　
次
に
、
「
執
行
機
関
が
除
却
処
分
・
適
当
処
分
を
行
う
こ
と
の
正
当

性
を
め
ぐ
る
問
題
」
は
、
執
行
機
関
の
権
能
の
問
題
だ
け
で
は
な
く
、

不
作
為
請
求
権
の
特
質
に
照
ら
し
た
効
果
的
な
救
済
形
成
の
あ
り
方

　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

の
問
題
に
関
係
す
る
。
執
行
機
関
が
除
却
処
分
・
適
当
処
分
を
行
う

こ
と
は
、
判
決
裁
判
所
が
判
決
手
続
に
連
続
し
て
執
行
手
続
に
お
い

て
も
継
続
的
に
執
行
関
与
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
正
当
化
さ
れ
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

本
来
的
に
は
判
決
裁
判
所
自
体
が
強
制
執
行
を
担
当
す
る
こ
と
が
望

ま
し
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
「
判
決
機
関
と
執
行
機
関
の

分
離
」
と
い
う
制
度
的
建
前
が
あ
る
程
度
確
立
し
た
時
期
に
お
い
て

は
、
基
本
的
権
利
義
務
関
係
を
規
定
し
た
債
務
名
義
が
基
本
指
針
を

与
え
る
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
、
作
為
・
不
作
為
執
行
で
は
、
で
き

る
だ
け
判
決
裁
判
所
に
近
い
機
関
、
す
な
わ
ち
「
第
一
審
の
受
訴
裁

判
所
」
が
執
行
を
担
当
す
る
こ
と
で
、
次
善
的
満
足
に
甘
ん
じ
た
と

　
　
　
　
　
　
　
　

も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
、
同
時
に
、
上
述
の
よ
う
に
具
体
的
救
済

方
法
の
多
様
性
の
問
題
が
認
識
さ
れ
、
ま
た
、
不
作
為
結
果
を
実
現
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す
る
た
め
に
最
も
効
果
的
な
救
済
手
段
が
、
時
に
不
作
為
義
務
違
反

状
態
等
の
変
化
に
応
じ
て
変
容
す
る
と
い
う
い
わ
ば
「
救
済
方
法
の

可
変
性
」
に
対
し
て
、
執
行
機
関
が
簡
易
迅
速
に
対
処
で
き
る
た
め

に
、
現
実
の
執
行
実
施
に
最
も
近
接
し
た
時
点
で
し
か
も
柔
軟
な
審

理
手
続
で
あ
る
決
定
手
続
に
よ
っ
て
、
基
本
的
権
利
義
務
関
係
を
規

定
し
た
債
務
名
義
に
依
拠
し
て
、
裁
判
所
・
債
権
者
・
債
務
者
間
で
、

そ
の
時
点
に
お
け
る
最
適
な
具
体
的
救
済
方
法
を
形
成
す
る
こ
と
が

至
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
③
　
除
却
処
分
手
続
と
適
当
処
分
手
続
と
の
相
互
関
係

　
以
下
で
は
、
従
来
通
り
に
、
除
却
処
分
手
続
と
適
当
処
分
手
続
と

に
分
け
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
し
た
い
。
ま
ず
そ
の
前
提
と
し
て
、

両
手
続
の
相
互
関
係
を
見
て
お
き
た
い
。

　
例
え
ば
、
具
体
的
に
は
通
行
妨
害
禁
止
義
務
に
違
反
し
て
築
造
ま

た
は
設
置
さ
れ
た
妨
害
物
の
除
却
そ
の
再
発
防
止
の
た
め
の
適
当
処

分
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
立
法
者
は
、
基
本
的
に
は
、
あ
る
不
作
為

義
務
違
反
の
時
系
列
的
考
察
に
基
づ
き
、
除
却
処
分
手
続
と
適
当
処

分
手
続
の
二
個
の
手
続
を
考
案
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

あ
る
不
作
為
義
務
の
強
制
執
行
に
係
わ
る
事
件
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、

不
作
為
義
務
違
反
状
態
を
是
正
す
る
こ
と
（
「
除
却
」
）
が
考
え
ら
れ

た
。
こ
の
除
却
処
分
手
続
は
、
過
去
か
ら
現
在
に
わ
た
る
権
利
侵
害

行
為
（
違
法
行
為
）
を
阻
止
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、
い
わ

ば
過
去
是
正
的
な
措
置
の
考
案
手
続
と
し
て
、
そ
の
規
定
が
設
け
ら

れ
た
と
評
価
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
適
当
処
分
手
続
は
、
そ
れ

を
踏
ま
え
て
、
将
来
的
に
不
作
為
義
務
違
反
の
再
発
防
止
策
を
創
造

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、
い
わ
ば
将
来
的
か
つ
予
防
的
な
措

置
の
考
案
手
続
と
し
て
、
そ
の
規
定
が
設
け
ら
れ
た
と
評
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

　
こ
の
種
の
事
件
を
一
般
的
に
見
た
場
合
に
は
、
確
か
に
、
あ
る
不

作
為
請
求
権
の
強
制
的
実
現
が
除
却
処
分
手
続
の
み
で
完
結
す
る
と

考
え
ら
れ
る
場
合
も
存
在
す
る
。
例
え
ば
、
債
務
者
の
有
す
る
倒
壊

寸
前
の
建
築
物
に
よ
る
通
行
妨
害
禁
止
義
務
に
債
務
者
が
違
反
し
た

よ
う
な
場
合
に
は
、
完
全
に
倒
壊
し
て
し
ま
っ
た
当
該
建
築
物
の
除

却
の
み
で
当
該
不
作
為
請
求
権
の
強
制
的
貫
徹
（
不
作
為
結
果
の
実

現
）
と
い
う
目
的
が
達
成
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

執
行
裁
判
所
は
、
民
法
四
一
四
条
三
項
の
「
且
」
と
い
う
文
言
が
示

す
よ
う
に
、
必
ず
「
除
却
」
と
「
適
当
ノ
処
分
」
を
共
に
命
じ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
多
く
の

場
合
に
不
作
為
義
務
は
、
妨
害
状
態
の
排
除
と
そ
の
再
発
の
防
止
と

い
う
形
式
的
に
見
れ
ば
二
個
に
分
離
可
能
な
段
階
的
手
続
を
必
要
と

す
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
立
法
者
は
、
こ
の
点
を
考
慮
に
入
れ
て
か
、

除
却
処
分
手
続
と
適
当
処
分
手
続
と
い
う
二
個
の
手
続
を
用
意
し
た
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と
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
学
説
上
も
、
両
者
は
別
個
の
手
続
と
考

え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
二
個
の
手
続

の
併
存
が
果
た
し
て
妥
当
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
以
下
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

各
手
続
を
考
察
し
た
後
、
再
度
検
討
を
加
え
た
い
。

二
　
不
作
為
義
務
違
反
状
態
の
除
却
処
分
手
続

　
⊃
　
は
じ
め
に

　
除
却
処
分
手
続
は
、
「
債
務
者
ノ
費
用
ヲ
以
テ
…
…
除
却
シ
」
と

い
う
規
定
の
文
言
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
代
替
執
行
の
方
式
を
と
っ

て
行
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
、
執
行
裁
判
所
が
債
権
者
に

対
し
て
「
除
却
」
の
た
め
の
具
体
的
措
置
を
な
す
こ
と
を
許
す
授
権

決
定
手
続
で
あ
る
。
こ
の
手
続
に
は
、
先
に
述
べ
た
代
替
的
作
為
執

行
の
た
め
の
授
権
決
定
手
続
で
述
べ
た
こ
と
が
概
ね
妥
当
す
る
の
で
、

一
般
的
な
手
続
の
論
述
は
そ
れ
に
譲
り
、
以
下
で
は
、
特
に
除
却
処

分
手
続
と
し
て
の
授
権
決
定
手
続
に
固
有
の
問
題
に
限
定
し
て
、
論

じ
た
い
。
な
お
、
こ
の
授
権
決
定
手
続
も
、
観
念
的
執
行
過
程
と
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
　

実
的
執
行
過
程
と
に
分
離
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
問
題
点

の
ほ
と
ん
ど
は
、
前
者
の
過
程
に
存
在
す
る
。
ま
ず
、
除
却
処
分
手

続
を
論
じ
る
前
に
、
「
其
為
シ
タ
ル
モ
ノ
」
の
意
義
と
「
除
却
」
の

意
義
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
き
た
い
。

　
伝
統
的
な
見
解
は
、
従
来
、
民
法
四
一
四
条
三
項
の
「
其
為
シ
タ

ル
モ
ノ
」
と
し
て
、
有
形
物
の
み
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
例
え
ば
、
建
物
建
築
禁
止
義
務
に
違
反
し
て
建
築
さ
れ
た

建
物
や
道
路
通
行
妨
害
禁
止
義
務
に
違
反
し
て
築
造
さ
れ
た
障
害
物

な
ど
が
、
こ
れ
ま
で
し
ば
し
ば
そ
の
典
型
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
き

た
。　

し
か
し
な
が
ら
、
ま
ず
、
条
文
上
「
物
」
で
は
な
く
「
モ
ノ
」
と

い
う
措
辞
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
其
為
シ
タ
ル
モ
ノ
」
を
固
体
的

な
有
形
物
に
限
定
す
る
根
拠
は
必
ず
し
も
明
白
で
は
な
い
。
ま
た
、

旧
法
（
旧
民
法
財
産
編
三
八
二
条
四
項
）
で
用
い
ら
れ
て
い
た
「
殿

壊
」
と
い
う
表
現
か
ら
、
現
行
民
法
の
「
除
却
」
と
い
う
表
現
に
改

め
ら
れ
た
こ
と
は
、
「
殿
原
」
に
纏
わ
る
有
形
物
的
な
固
定
観
念
か

ら
の
脱
却
が
図
ら
れ
て
い
た
と
も
推
測
で
き
る
。
さ
ら
に
は
、
基
本

的
に
、
「
現
実
的
救
済
」
の
貫
徹
を
本
来
的
な
目
的
と
す
る
と
考
え

ら
れ
る
同
条
項
の
解
釈
と
し
て
は
、
救
済
の
物
的
対
象
を
限
定
す
る

方
向
で
解
釈
す
る
こ
と
は
妥
当
で
な
い
で
あ
ろ
う
。
現
代
に
お
け
る

科
学
技
術
の
進
歩
を
考
慮
に
入
れ
、
し
か
も
、
後
に
述
べ
る
適
当
処

分
手
続
の
存
在
を
も
視
野
に
入
れ
て
考
え
た
場
合
に
は
、
除
却
処
分

の
対
象
と
な
り
得
る
も
の
は
何
も
有
形
物
に
限
定
さ
れ
な
い
と
考
え

ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
併
せ
た
場
合
に

は
、
こ
こ
で
い
う
「
其
為
シ
タ
ル
モ
ノ
」
と
は
、
固
体
・
液
体
・
気
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体
を
問
わ
ず
、
ま
た
有
形
物
・
無
形
物
を
問
わ
ず
、
不
作
為
義
務
違

反
の
結
果
生
じ
た
何
等
か
の
権
利
侵
害
状
態
（
違
法
状
態
、
違
反
結

果
）
一
般
を
指
す
と
解
し
た
い
。
例
え
ば
、
騒
音
、
振
動
、
悪
臭
、

知
的
財
産
権
の
侵
害
、
名
誉
権
の
侵
害
な
ど
も
「
其
為
シ
タ
ル
モ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ノ
」
に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
名
誉
殿
損
文
書
を
公
表
し
な
い
債
務
に
違
反
し
て
、
債
務

者
が
こ
れ
を
新
聞
ま
た
は
雑
誌
な
ど
に
掲
載
さ
せ
た
場
合
に
は
、
そ

の
除
却
自
体
を
代
替
執
行
に
よ
り
行
う
こ
と
は
で
き
ず
、
義
務
違
反

に
対
す
る
謝
罪
広
告
を
掲
載
す
る
債
務
は
代
替
的
で
あ
る
と
し
て
も
、

こ
れ
は
「
其
為
シ
タ
ル
モ
ノ
」
の
除
却
と
は
別
個
の
債
務
と
解
す
べ

　
　
　
　
　
　
　
（
9
3
）

き
で
あ
る
と
の
見
解
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
に
債
権
者
は
執

行
手
続
で
何
等
の
救
済
も
得
ら
れ
な
い
と
い
う
の
で
は
な
く
、
確
か

に
、
名
誉
殿
損
文
書
自
体
の
除
却
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
が
、
名
誉
権
侵
害
状
態
の
除
却
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
（
ま

た
、
次
に
述
べ
る
「
除
却
」
の
意
義
と
も
関
係
す
る
が
）
、
執
行
手

続
に
お
い
て
、
名
誉
国
損
状
態
と
い
う
違
法
状
態
を
除
去
し
、
将
来

的
に
名
誉
回
復
の
た
め
の
適
当
処
分
を
な
す
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
解

し
た
い
（
な
お
、
民
法
七
二
三
条
は
、
判
決
手
続
で
も
名
誉
回
復
に

必
要
な
措
置
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
規
定
し
た
に
留
ま
り
、

こ
こ
で
述
べ
た
よ
う
な
執
行
手
続
上
の
救
済
を
排
除
す
る
趣
旨
で
は

な
い
と
解
さ
れ
る
。
）
。
ち
な
み
に
、
こ
の
場
合
に
は
、
憲
法
上
疑
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

が
あ
る
謝
罪
広
告
で
は
な
く
「
取
消
広
告
」
を
命
じ
る
こ
と
が
妥
当

で
あ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
、
除
却
と
い
う
義
務
を
、
あ
く
ま
で
「
不
作
為
義
務
の
執

行
法
上
の
変
形
物
」
と
考
え
、
不
作
為
義
務
自
体
が
消
滅
し
強
制
執

行
の
余
地
が
な
い
以
上
、
そ
の
違
反
状
態
は
現
に
不
作
為
義
務
を
侵

害
し
て
い
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
、
不
作
為
義
務
消
滅
後
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
5
）

本
条
項
を
利
用
で
き
な
い
と
い
う
見
解
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

ま
ず
、
そ
の
違
反
状
態
が
続
い
て
い
る
と
き
に
不
作
為
義
務
自
体
が

完
全
に
消
滅
し
得
る
の
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
実
体
法
上
疑
問
の
余

地
が
な
く
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
結
論
の

導
き
方
は
、
機
械
的
過
ぎ
る
き
ら
い
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
基
本

的
な
認
識
と
し
て
は
、
法
が
、
同
条
項
に
お
い
て
違
反
結
果
が
存
在

し
て
い
る
限
り
執
行
手
続
内
で
も
不
作
為
請
求
権
の
満
足
を
実
現
で

き
る
救
済
権
限
を
債
権
者
に
付
与
し
た
と
考
え
ら
れ
る
以
上
、
し
か

も
、
民
法
四
一
四
条
三
項
に
記
さ
れ
た
不
作
為
義
務
に
特
に
限
定
の

な
い
以
上
、
「
現
実
的
救
済
理
念
」
を
志
向
す
る
同
条
項
の
解
釈
と

し
て
は
、
そ
の
よ
う
な
違
反
状
態
が
存
続
す
る
ケ
ー
ス
に
も
、
除
却

処
分
手
続
の
適
用
が
あ
る
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
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②
　
除
却
処
分
手
続
に
お
け
る
観
念
的
執
行
過
程

　
　
ω
　
申
立
て

　
債
権
者
は
、
申
立
て
に
さ
い
し
て
、
債
務
名
義
に
表
示
さ
れ
た
不

作
為
義
務
を
明
記
し
、
除
却
す
べ
き
違
法
状
態
（
除
却
対
象
）
を
特

定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
違
法
状
態
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
有

形
物
に
よ
り
違
法
状
態
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
有

形
物
を
特
定
し
、
無
形
物
に
よ
り
違
法
状
態
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る

場
合
に
は
、
当
該
無
形
物
を
何
等
か
の
度
量
衡
基
準
等
を
用
い
て
特

定
す
れ
ば
足
り
る
と
解
さ
れ
る
。

　
こ
こ
で
、
授
権
を
求
め
る
作
為
内
容
を
具
体
的
に
特
定
し
な
け
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　

ば
な
ら
な
い
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
問
題
が
あ
る
。
伝
統
的
な
見
解

は
、
授
権
を
求
め
る
作
為
の
内
容
を
具
体
的
に
特
定
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
法
が
不
作
為
義
務
の
強
制
執
行

に
つ
き
、
そ
の
違
反
結
果
に
着
目
し
て
結
果
の
排
除
と
い
う
形
で
不

作
為
請
求
権
の
強
制
的
実
現
を
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
、
ま
ず
、

結
果
達
成
の
た
め
に
複
数
の
措
置
が
可
能
な
場
合
に
は
、
申
立
時
に

そ
の
中
の
ど
れ
か
を
債
権
者
に
特
定
さ
せ
る
こ
と
は
、
債
権
者
・
債

務
者
間
の
実
体
関
係
（
例
え
ば
、
債
務
者
が
専
門
技
術
的
情
報
に
精

通
し
て
い
る
場
合
な
ど
）
か
ら
妥
当
で
な
い
場
合
も
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
一
方
で
、
債
権
者
は
す
で
に
債
務
名
義
を
有
し
て
い
る
の
で

あ
り
、
他
方
で
、
最
安
価
な
方
法
を
選
択
し
て
任
意
に
履
行
を
行
え

る
地
位
に
あ
る
債
務
者
に
よ
る
不
履
行
と
い
う
事
実
に
照
ら
し
て
、

当
事
者
間
の
公
平
の
観
点
か
ら
見
て
も
、
作
為
内
容
の
厳
格
な
具
体

的
特
定
の
負
担
を
債
権
者
に
負
わ
せ
る
こ
と
は
酷
で
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

　
そ
こ
で
、
何
等
か
の
措
置
の
表
示
が
、
債
権
者
に
要
求
さ
れ
る
と

し
て
も
、
そ
の
表
示
は
抽
象
的
な
も
の
（
例
え
ば
、
除
却
に
適
当
な

措
置
の
例
示
列
挙
）
で
足
り
、
か
り
に
具
体
的
措
置
が
表
示
さ
れ
て

い
た
と
し
て
も
、
執
行
裁
判
所
は
、
必
ず
し
も
厳
格
に
そ
れ
に
拘
束

さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
解
し
た
い
。
こ
の
点
で
、
除
却
処
分
手
続
も

非
訟
的
性
格
を
帯
び
、
民
事
訴
訟
法
二
四
六
条
は
準
用
さ
れ
な
い
と

解
さ
れ
る
。
上
述
し
た
よ
う
に
、
授
権
決
定
手
続
は
、
債
務
名
義
に

表
示
さ
れ
た
基
本
的
権
利
義
務
関
係
を
基
礎
と
し
て
、
そ
れ
を
具
体

化
・
実
効
化
す
る
過
程
と
し
て
、
債
権
者
・
債
務
者
関
係
の
再
調
整

機
能
を
果
た
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
㈹
　
審
理

　
除
却
処
分
の
対
象
が
特
定
し
て
い
る
こ
と
、
そ
の
除
却
対
象
が
不

作
為
義
務
違
反
の
結
果
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
、
一
般
の
執
行
開
始

要
件
を
具
備
し
て
い
る
こ
と
が
、
こ
こ
で
の
審
査
対
象
と
な
る
。

　
ま
ず
、
ど
の
時
点
以
後
の
不
作
為
義
務
違
反
が
除
却
処
分
手
続
の

対
象
に
な
る
か
が
問
題
と
な
る
。
例
え
ば
、
債
務
名
義
が
確
定
判
決

の
場
合
に
、
時
系
列
的
に
見
た
と
き
に
は
、
債
務
名
義
（
判
決
）
の
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基
準
時
（
事
実
審
の
口
頭
弁
論
終
結
時
）
、
債
務
名
義
の
内
部
老
成

立
時
、
債
務
名
義
の
外
部
的
成
立
時
（
判
決
言
渡
時
）
、
債
務
名
義

の
債
務
者
へ
の
送
達
時
、
さ
ら
に
、
執
行
正
本
の
成
立
時
、
あ
る
い

は
執
行
正
本
の
送
達
時
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
債
務
名
義
の
外
部
的
成
立
時
（
判
決

言
渡
時
）
以
後
の
違
反
状
態
が
こ
の
手
続
の
対
象
に
な
る
と
す
る
見

　
り
　

解
や
、
さ
ら
に
、
債
務
名
義
の
債
務
者
へ
の
送
達
時
ま
た
は
執
行
正

本
の
送
達
時
以
後
の
違
反
状
態
が
こ
の
手
続
の
対
象
に
な
る
と
す
る

　
　
が
　

見
解
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
見
解
で
は
、
例
え
ば
判
決
に
基

づ
く
場
合
に
は
、
事
実
審
の
口
頭
弁
論
終
結
時
か
ら
執
行
正
本
の
送

達
時
ま
で
の
間
に
な
さ
れ
た
違
反
行
為
の
結
果
を
、
こ
の
手
続
で
除

却
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
強
制
執
行
の
た
め
に
は
、
債
権
者
は
、

そ
の
た
め
の
債
務
名
義
を
改
め
て
取
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。

元
来
除
却
と
い
う
形
で
の
救
済
権
限
は
不
作
為
義
務
違
反
に
由
来
す

る
も
の
で
あ
る
の
で
、
そ
の
不
作
為
義
務
を
表
示
す
る
債
務
名
義

（
判
決
）
の
基
礎
と
な
っ
た
事
実
判
断
の
基
準
時
で
あ
る
事
実
審
の

口
頭
弁
論
終
結
時
以
後
の
不
作
為
義
務
違
反
が
、
除
却
処
分
手
続
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　

対
象
に
な
る
と
す
る
見
解
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
、
事
実
審
の
口
頭
弁
論
終
結
前
に
存
し
た
違
反
状
態
の
除
却

に
つ
い
て
は
、
不
作
為
の
債
務
名
義
に
よ
り
な
す
こ
と
は
で
き
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

別
に
除
却
を
命
じ
た
債
務
名
義
を
取
得
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

た
だ
し
、
無
形
物
（
場
合
に
よ
っ
て
は
有
形
物
）
に
よ
る
不
作
為
義

務
違
反
で
、
反
復
的
ま
た
は
継
続
的
な
違
反
状
態
が
存
在
す
る
場
合
、

ま
た
は
基
準
時
点
に
よ
る
債
務
名
義
の
射
程
の
判
別
が
困
難
な
場
合

に
は
、
債
務
者
が
、
債
権
者
に
対
し
て
そ
れ
ら
の
厳
格
な
判
別
を
求

め
、
別
に
除
却
を
命
じ
る
債
務
名
義
を
要
求
す
る
こ
と
は
、
信
義
則

上
許
さ
れ
な
い
と
解
し
た
い
。

　
次
に
、
執
行
裁
判
所
が
、
不
作
為
義
務
の
不
履
行
を
、
こ
の
除
却

処
分
手
続
で
審
査
す
べ
き
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
代
替
的
作
為
義
務

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
お
け
る
授
権
決
定
手
続
の
場
合
と
異
な
り
、
除
却
対
象
が
不
作
為

義
務
違
反
状
態
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
規
定
量
そ
の
審
査
が
要
件
化
さ

　
　
　
　
い
　

れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
肯
定
す
べ
き
で
あ
る
。
執
行
裁
判

所
が
、
こ
の
審
査
を
行
う
権
能
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ

　
　
　
　
　
の
　

た
。
裁
判
例
も
、
不
作
為
義
務
違
反
を
、
除
却
処
分
手
続
と
し
て
の

授
権
決
定
の
要
件
と
す
る
。
場
合
に
よ
り
、
そ
の
審
理
に
さ
い
し
て

任
意
的
口
頭
弁
論
が
必
要
に
な
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
な
お
、
有
形
物
ま
た
は
無
形
物
に
よ
る
不
作
為
義
務
違
反
で
、
反

復
的
ま
た
は
継
続
的
な
違
反
状
態
が
現
存
す
る
場
合
に
は
、
債
権
者

は
、
当
事
者
間
の
公
平
の
観
点
か
ら
、
特
に
過
去
に
お
け
る
そ
の
種

の
不
作
為
義
務
の
不
履
行
を
証
明
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
と
解
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
で
も
、
不
作
為
義
務
の
履
行

の
有
無
を
執
行
機
関
が
審
査
す
る
権
限
が
無
い
こ
と
、
そ
れ
を
審
査
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す
る
こ
と
が
適
切
で
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
現
実

の
執
行
実
施
に
よ
り
近
接
し
た
時
点
に
お
け
る
債
権
者
・
債
務
者
関

係
の
再
調
整
の
場
と
し
て
授
権
決
定
手
続
が
積
極
的
に
活
用
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
と
す
る
私
見
の
立
場
か
ら
は
、
債
務
者
は
履
行
の
事
実

を
授
権
決
定
手
続
で
主
張
す
る
こ
と
も
で
き
る
と
考
え
た
い
。
た
だ
、

債
務
者
が
授
権
決
定
を
徒
ら
に
遷
延
さ
せ
る
目
的
で
履
行
事
実
の
主

張
を
行
う
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
主
張
と
同
時
に
相
当
な
証
拠
資
料
の

提
出
が
信
義
則
上
要
求
さ
れ
る
と
解
し
た
い
。

㈹
　
除
却
処
分
手
続
に
お
け
る
現
実
的
執
行
過
程

　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
代
替
的
作
為
義
務
に
つ
い
て
の
授
権
決
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
現
実
的
執
行
過
程
を
参
照
。

三
　
将
来
の
た
め
の
「
適
当
ノ
処
分
」
手
続

　
D
　
は
じ
め
に

　
　
ω
　
沿
革

　
「
適
当
ノ
処
分
」
は
、
「
将
来
ノ
為
メ
適
当
ノ
処
分
ヲ
為
ス
」
と
い

う
民
法
四
一
四
条
三
項
の
規
定
の
文
言
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の

内
容
は
必
ず
し
も
代
替
執
行
の
方
式
に
限
定
さ
れ
な
い
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
の
抽
象
的
な
文
言
は
、
執
行
裁
判
所
や
当
事
者
に
、
多
種
多

様
な
具
体
的
救
済
方
法
の
創
造
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
不
作
為
請
求
権
の
強
制
執
行
に
お
け
る
「
適
当
ノ
処
分
」
と
い
う

手
続
は
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
氏
の
独
創
に
か
か
る
も
の
で
は
な
い
か
と

　
　
　
　
（
5
0
1
）

考
え
ら
れ
る
。
「
適
当
ノ
処
分
」
の
内
容
と
し
て
は
、
ま
ず
、
旧
民

法
で
は
、
代
替
執
行
可
能
な
処
分
に
限
定
さ
れ
な
い
相
当
多
様
な
処

分
が
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
処
分

の
執
行
方
法
に
関
す
る
規
定
は
、
テ
ッ
ヒ
ョ
ー
草
案
に
は
規
定
さ
れ

ず
、
ま
た
旧
民
事
訴
訟
法
強
制
執
行
編
（
民
法
施
行
法
に
よ
る
改
正

前
）
に
も
、
「
民
法
ノ
規
定
二
従
ヒ
テ
決
定
ヲ
為
ス
」
と
規
定
さ
れ

た
の
み
で
、
「
適
当
ノ
処
分
」
の
執
行
方
法
の
内
容
は
必
ず
し
も
明

確
と
は
言
え
な
か
っ
た
。
現
行
民
法
の
制
定
に
さ
い
し
て
、
「
適
当

ノ
処
分
」
の
内
容
が
代
替
執
行
可
能
な
も
の
に
限
定
さ
れ
か
ね
な
い

文
言
の
規
定
が
置
か
れ
た
が
、
起
草
者
に
よ
れ
ば
そ
れ
に
限
定
さ
れ

ず
、
内
容
的
に
は
相
当
多
様
な
も
の
を
包
含
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
、
民
法
施
行
法
に
よ
る
旧
民
事
訴
訟
法
強
制
執
行
編
の
改

正
に
さ
い
し
て
も
、
「
適
当
ノ
処
分
」
の
内
容
が
代
替
執
行
可
能
な

も
の
に
限
定
さ
れ
か
ね
な
い
よ
う
な
形
で
規
定
さ
れ
た
が
、
「
適
当

ノ
処
分
」
の
内
容
自
体
は
、
民
法
の
そ
れ
と
何
等
変
わ
り
は
な
い
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
民
事
執
行
法
の
制
定
過
程
で
は
、

特
に
強
制
執
行
法
案
要
綱
案
（
第
二
次
試
案
）
の
段
階
で
、
代
替
執

行
可
能
な
処
分
に
限
定
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
画
期
的
な
「
適
当
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ノ
処
分
」
の
形
成
・
実
現
手
続
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
。
し
か
し
、

そ
れ
は
、
現
行
の
民
事
執
行
法
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

「
適
当
ノ
処
分
」
は
、
こ
の
よ
う
な
経
緯
を
経
て
現
在
に
至
っ
て
い

る
が
、
そ
の
解
釈
に
さ
い
し
て
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
こ
の
規
定
の

背
後
に
あ
る
立
法
者
の
「
現
実
的
救
済
」
に
対
す
る
積
極
的
な
姿
勢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
考
慮
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。

　
な
お
、
「
適
当
ノ
処
分
」
を
、
不
作
為
義
務
の
執
行
法
上
の
変
形

物
と
考
え
、
不
作
為
義
務
自
体
が
消
滅
し
そ
の
執
行
の
余
地
が
な
い

以
上
、
そ
の
違
反
状
態
は
現
に
不
作
為
義
務
を
侵
害
し
て
い
る
こ
と

に
は
な
ら
な
い
の
で
、
不
作
為
義
務
消
滅
後
に
は
本
条
項
を
利
用
で

　
　
　
　
　
　
　
　
ぜ

き
な
い
と
い
う
見
解
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
見
解
の
問
題

　
　
　
　
　
　
　

点
は
上
述
し
た
。

　
　
㈲
　
「
適
当
ノ
処
分
」
の
内
容

　
適
当
処
分
手
続
は
、
ど
の
よ
う
な
内
容
の
「
適
当
ノ
処
分
」
が
求

め
ら
れ
決
定
さ
れ
る
か
に
よ
り
、
そ
の
手
続
過
程
が
異
な
る
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
見
て
行
く
こ
と
に

す
る
が
、
こ
こ
で
は
、
伝
統
的
な
事
件
類
型
に
お
け
る
「
適
当
ノ
処

分
」
の
具
体
的
内
容
を
中
心
に
述
べ
、
特
に
、
現
代
的
視
点
か
ら
特

殊
な
考
慮
を
必
要
と
す
る
差
止
請
求
権
の
執
行
方
法
に
つ
い
て
は
、

後
に
改
め
て
検
討
を
加
え
た
い
。

　
一
般
に
、
実
効
的
な
救
済
実
現
の
要
請
は
、
多
種
多
様
な
執
行
手

段
の
準
備
の
必
要
性
と
そ
の
臨
機
応
変
な
活
用
の
必
要
性
を
喚
起
さ

せ
る
。
「
将
来
ノ
為
メ
〔
の
〕
適
当
ノ
処
分
」
と
い
う
文
言
の
抽
象

性
は
、
多
種
多
様
な
具
体
的
救
済
方
法
の
創
造
可
能
性
に
駆
り
立
て

る
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
適
当
処
分
の
内
容
と
し
て
、
従
来
か
ら
の
多
数
説
は
、
不
作
為
義

務
違
反
を
防
止
す
る
た
め
の
物
的
設
備
の
設
置
（
代
替
執
行
の
た
め

の
授
権
決
定
に
よ
る
措
置
）
、
将
来
の
違
反
行
為
を
予
防
す
る
た
め

に
立
担
保
命
令
や
賠
償
金
の
支
払
予
告
命
令
を
「
適
当
ノ
処
分
」
と

し
て
命
じ
る
こ
と
も
で
き
る
。
さ
ら
に
違
反
行
為
の
鎮
圧
の
た
め
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

執
行
官
の
援
助
を
認
め
る
見
解
も
主
張
さ
れ
て
い
る
。
私
見
も
、
基

本
的
に
は
、
こ
れ
ら
の
総
て
が
「
適
当
ノ
処
分
」
と
し
て
可
能
で
あ

る
と
考
え
る
が
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
決
し
て
こ
れ
ら
に
留
ま
る

こ
と
は
な
い
と
解
し
た
い
。

　
こ
の
多
数
説
に
対
し
て
は
、
ま
ず
、
「
債
務
者
ノ
費
用
ヲ
以
テ
」

が
「
適
当
ノ
処
分
」
に
か
か
る
と
し
て
「
適
当
ノ
処
分
」
を
代
替
執

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　

行
可
能
な
も
の
に
限
定
す
る
説
も
あ
る
。
ま
た
、
物
的
施
設
の
授
権

を
許
す
と
し
て
も
、
債
務
名
義
に
記
載
さ
れ
た
不
作
為
自
体
か
ら
当

該
物
的
施
設
の
設
置
と
い
う
作
為
義
務
が
「
適
当
」
で
あ
る
こ
と
が

一
義
的
に
明
瞭
で
な
い
限
り
不
作
為
義
務
の
変
形
物
と
し
て
本
条
を

利
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
と
し
て
、
物
的
施
設
の
設
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置
が
「
適
当
ノ
処
分
」
と
し
て
設
置
可
能
な
場
合
を
限
定
す
る
と
す

　
　
　
む

る
見
解
も
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
ま
ず
、
「
債
務
者
ノ
費
用
ヲ
以
テ
」
と
い
う
本

条
の
文
言
は
、
代
替
執
行
可
能
な
も
の
が
そ
の
処
分
の
典
型
例
で
あ

る
こ
と
を
示
す
に
留
ま
り
、
そ
の
内
容
を
制
限
す
る
趣
旨
で
は
な
い

と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
適
当
ノ
処
分
」

と
し
て
、
法
は
、
債
権
者
に
執
行
手
続
上
の
救
済
権
を
付
与
し
た
と

考
え
ら
れ
る
。
執
行
手
続
に
お
い
て
、
執
行
機
関
は
、
適
当
処
分
手

続
を
通
じ
て
、
債
権
者
・
債
務
者
等
の
意
見
を
参
考
に
し
つ
つ
、
不

意
打
ち
を
与
え
な
い
形
で
広
汎
な
裁
量
権
限
を
駆
使
し
て
、
そ
の
時

点
で
最
適
な
具
体
的
救
済
方
法
を
創
造
的
に
形
成
す
る
権
限
が
与
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
般
的
に
言
っ
て
も
、
差
止
内
容
の
実
現

手
段
に
は
多
様
な
も
の
が
あ
り
科
学
技
術
の
発
達
等
に
よ
り
新
た
な

も
の
が
生
み
出
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
基
本
的
に
そ

の
源
泉
と
考
え
ら
れ
る
「
適
当
ノ
処
分
」
の
内
容
を
制
限
す
る
解
釈

　
　
　
　
　
　
　
　
　

は
妥
当
で
は
な
い
。

　
ま
た
、
違
反
行
為
の
鎮
圧
の
た
め
に
執
行
官
の
援
助
を
認
め
る
見

解
に
対
し
て
は
、
立
法
的
経
緯
か
ら
こ
れ
を
批
判
す
る
見
解
も
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
旧
法
下
で
は
、
か
つ
て
執
行
官
手
続
規
則
五
六
条
に
お

い
て
、
不
作
為
義
務
（
受
忍
義
務
）
の
債
務
名
義
に
基
づ
き
執
行
官

の
立
会
い
を
求
め
る
こ
と
に
よ
り
債
務
者
の
抵
抗
を
排
除
す
る
こ
と

が
認
め
ら
れ
て
い
た
時
期
が
存
在
し
た
が
、
こ
の
規
定
に
対
し
て
は
、

民
事
訴
訟
法
に
定
め
の
な
い
執
行
方
法
を
規
則
が
定
め
る
も
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
と
い
う
批
判
等
が
な
さ
れ
、
結
局
新
法
の
規
則
で
は
採
用
さ
れ
な

か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
経
緯
か
ら
、
こ
の
種
の
不
作
為
義
務
の
執
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　
　
　
　
　
　
　

は
間
接
強
制
に
限
ら
れ
る
と
い
う
見
解
も
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
基
本
的
に
「
現
実
的
救
済
の
追
求
」
と
い
う
考

え
方
に
基
づ
く
私
見
で
は
、
こ
の
よ
う
な
執
行
官
へ
の
依
拠
は
、
不

作
為
結
果
の
実
現
の
た
め
に
必
要
な
場
合
も
考
え
ら
れ
、
か
つ
そ
れ

自
体
の
実
効
性
も
期
待
で
き
る
と
こ
ろ
が
ら
そ
の
有
用
性
も
存
在
し
、

し
か
も
授
権
決
定
で
作
為
実
施
者
と
し
て
執
行
官
を
指
定
で
き
る
の

で
あ
る
か
ら
、
期
待
さ
れ
る
行
為
態
様
は
異
な
る
も
の
の
不
作
為
請

求
権
の
実
現
に
と
っ
て
相
当
な
適
当
処
分
方
法
の
ひ
と
つ
と
考
え
た

い
。
し
か
も
そ
れ
は
、
民
法
四
一
四
条
三
項
の
「
適
当
ノ
処
分
」
に

実
定
法
上
の
基
礎
を
有
す
る
具
体
的
救
済
措
置
で
あ
る
と
解
し
た
い
。

　
さ
ら
に
、
賠
償
金
支
払
予
告
命
令
は
間
接
強
制
の
方
法
と
全
く
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

じ
で
あ
り
「
適
当
ノ
処
分
」
と
し
て
認
め
る
必
要
は
な
い
と
す
る
説

が
あ
る
。
し
か
し
、
間
接
強
制
を
規
定
す
る
民
事
執
行
法
一
七
二
条

に
は
一
定
の
要
件
が
存
在
し
、
そ
れ
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
間
接
強
制

は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
限
り
で
「
適
当
ノ
処
分
」
に

お
け
る
賠
償
金
予
告
命
令
は
固
有
の
妥
当
領
域
と
そ
の
機
能
を
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
私
見
で
は
、
こ
の
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「
適
当
ノ
処
分
」
に
お
い
て
は
、
具
体
的
救
済
方
法
の
重
複
的
ま
た

は
段
階
的
適
用
も
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
、
賠
償
金
支
払
予
告

命
令
に
は
十
分
な
意
義
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
立
担
保
命
令

や
賠
償
金
支
払
予
告
命
令
に
つ
き
、
次
条
に
間
接
強
制
の
方
法
が
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
間
接
強
制
よ
り
も
迂
遠
な
賠
償
命
令
を
間
接
強

制
に
先
ん
じ
て
適
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
問
題
で
あ
る
と
し

＝
、
し
ム
日
一
丑
ト
Σ
ロ
Σ
口
b
‘
立
口
琴
凧
詮
ヒ
ム
予
｝
ピ
コ
＼
ロ
＼
ロ
よ
、
日
司
穿
く
亜
訓
｝
L
ワ
邑
つ

「
　
　
　
　
［
、
　
十
工
虐
レ
ノ
ロ
ノ
「
　
澱
　
日
只
仁
メ
一
↓
筏
ノ
十
重
二
　
∠
「
κ
ロ
メ
一
　
‘
　
　
　
日
μ
↓
説
↓
弓
刈
コ
日
　
　
⊂
i
　
　
『

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

有
効
血
石
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
定
し
て
許
容
す
る
見
解

も
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
措
置
は
、
間
接
強
制
と
の
役

割
分
担
を
考
え
る
と
、
や
は
り
固
有
の
機
能
を
有
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
例
え
ば
、
債
務
者
が
特
に
不
作
為
結
果
を
達
成

す
る
に
つ
き
専
門
技
術
的
な
技
術
や
能
力
を
有
し
て
い
る
場
合
に
、

「
適
当
ノ
処
分
」
の
一
環
と
し
て
立
担
保
命
令
あ
る
い
は
賠
償
金
支

払
予
告
命
令
を
発
す
る
こ
と
や
、
ま
た
「
適
当
ノ
処
分
」
の
一
品
目

し
て
、
執
行
裁
判
所
が
物
的
設
備
の
設
置
と
い
う
方
法
を
選
択
し
た

場
合
に
、
そ
れ
自
体
の
履
行
を
確
保
す
る
た
め
に
並
行
し
て
立
担
保

命
令
を
発
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
考
え
た
い
。
す
な
わ
ち
、
間

接
強
制
の
場
合
に
は
、
た
だ
単
独
一
個
の
執
行
方
法
で
あ
り
強
制
金

額
の
上
げ
下
げ
に
よ
り
調
整
を
図
り
得
る
に
す
ぎ
な
い
の
に
対
し
て
、

「
適
当
ノ
処
分
」
の
内
容
を
成
す
立
担
保
命
令
や
賠
償
金
支
払
予
告

命
令
な
ど
は
、
複
合
的
に
か
つ
適
宜
の
利
用
が
可
能
で
あ
る
点
に
、

固
有
の
機
能
を
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
従
来
多
数
説
が
挙
げ
て
い
た
「
適
当
ノ
処
分
」
の

内
容
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
相
互
関
係
が
従
来
必
ず
し
も
明
確
で

は
な
く
、
し
か
も
、
果
た
し
て
そ
中
の
ひ
と
つ
し
か
選
択
で
き
な
い

の
か
そ
れ
と
も
複
数
を
選
択
的
に
同
時
ま
た
は
汐
時
に
適
用
す
る
こ

と
が
可
能
な
の
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
明
確
性
を
欠
い
て
い
た
。
し

ハ
ノ
、
ム
毛
摩
よ
、
〉
ザ
τ
5
ヒ
量
E
勺
こ
旨
妃
≧
）
o

ズ
t
　
イ
イ
E
ご
－
｝
　
し
「
オ
弓
†
仁
メ
白
轟
髪
－
！
ブ
し

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
考
え
て
も
、
民
事
執
行
法
一
七
二

条
の
存
在
意
義
が
希
薄
化
す
る
こ
と
は
な
い
。
私
見
で
は
、
一
七
二

条
は
、
間
接
強
制
の
執
行
手
続
を
定
め
た
規
定
で
あ
る
だ
け
で
は
な

く
、
注
意
的
に
、
一
七
一
条
で
執
行
で
き
な
い
義
務
で
あ
っ
て
も
性

質
上
強
制
執
行
で
き
る
場
合
に
は
一
七
二
条
の
間
接
強
制
で
執
行
可

能
で
あ
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
一
七
二
条
は
、
ま
ず
、

非
代
替
的
作
為
義
務
の
強
制
執
行
お
よ
び
不
作
為
義
務
自
体
の
強
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎜
）

執
行
の
局
面
で
、
意
義
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
次
に
、
「
適
当

ノ
処
分
」
と
し
て
の
間
接
強
制
類
似
の
処
分
が
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、

そ
の
手
続
と
し
て
、
機
能
的
に
同
様
な
一
七
二
条
を
類
推
適
用
で
き

る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
一
七
一
条
は
、
そ
の
種
の
適
当
処
分
手
続

に
お
け
る
手
続
規
準
と
し
て
の
意
義
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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②
　
適
当
処
分
手
続
に
お
け
る
観
念
的
執
行
過
程

　
　
ω
　
申
立
て

　
伝
統
的
な
見
解
で
は
、
債
権
者
は
、
債
務
名
義
に
表
示
さ
れ
た
不

作
為
義
務
を
明
示
し
、
求
め
る
適
当
処
分
の
内
容
を
具
体
的
に
特
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
私
見
で
は
、
債
権
者
は
、
申
立
書
に
お
い
て
、

求
め
る
適
当
処
分
を
明
記
す
る
こ
と
は
必
要
で
あ
る
が
、
執
行
裁
判

所
は
、
債
権
者
の
申
立
て
に
必
ず
し
も
厳
格
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
は

な
い
と
解
し
た
い
。
つ
ま
り
、
債
権
者
が
坤
し
立
て
た
具
体
的
な
物

的
施
設
等
は
、
債
務
名
義
に
表
示
さ
れ
た
基
本
的
権
利
義
務
関
係
の

下
に
あ
る
債
権
者
・
債
務
直
間
の
対
話
と
再
交
渉
の
出
発
点
で
あ
り

か
つ
交
渉
素
材
で
あ
り
、
通
常
は
判
決
手
続
の
審
理
過
程
で
あ
る
程

度
の
成
果
が
期
待
さ
れ
た
具
体
的
救
済
方
法
も
存
在
す
る
と
考
え
ら

れ
る
。
し
か
し
、
適
当
処
分
手
続
の
審
理
過
程
に
お
い
て
、
よ
り
よ

き
具
体
的
救
済
方
法
が
発
見
さ
れ
た
場
合
に
は
、
特
に
厳
格
な
意
味

で
の
申
立
て
の
変
更
を
行
う
必
要
は
な
く
、
執
行
裁
判
所
は
、
そ
れ

を
適
当
処
分
決
定
（
授
権
決
定
等
）
で
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
と
考

え
た
い
。
た
だ
し
、
異
種
の
適
当
処
分
が
命
じ
ら
れ
る
場
合
（
例
え

ば
、
物
的
設
備
の
設
置
で
は
な
く
損
害
賠
償
金
の
支
払
予
告
が
な
さ

れ
た
場
合
な
ど
）
に
は
、
当
事
者
に
不
意
打
ち
と
な
ら
な
い
よ
う
に
、

執
行
裁
判
所
は
手
続
的
な
配
慮
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
な
お
、
立
担
保
命
令
や
賠
償
金
支
払
予
告
命
令
等
に
つ
い
て
も
、

債
権
者
は
、
そ
の
担
保
額
や
賠
償
予
告
金
額
を
記
載
す
る
こ
と
が
望

ま
し
い
が
、
執
行
裁
判
所
は
そ
れ
ら
の
額
に
は
拘
束
さ
れ
な
い
と
解

さ
れ
る
。

　
特
に
、
物
的
設
備
の
設
置
に
つ
い
て
、
伝
統
的
な
見
解
は
、
そ
れ

が
平
均
的
な
仕
様
で
あ
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
よ
り
敷
帰
す
れ
ば
、

「
必
要
な
作
為
の
内
容
を
、
設
置
位
置
、
仕
様
、
材
質
等
を
具
体
的

に
示
し
て
特
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
処
分
が
不
作
為
債
務

の
侵
害
予
防
に
有
効
で
、
社
会
通
念
上
要
請
さ
れ
る
相
当
な
方
法
で
、

最
も
経
済
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
、
仕
様
、
材
質
が
平
均
的
な
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎜
）

で
あ
る
こ
と
は
、
債
権
者
が
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
債
権
者
所
有
地
へ
債
務
者
所
有
地
か
ら
の

生
活
排
水
を
流
入
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
債
務
に
お
い
て
、
そ
の
た
め

の
措
置
と
し
て
は
、
排
水
溝
を
設
置
す
る
こ
と
が
社
会
通
念
上
要
請

さ
れ
る
相
当
な
方
法
で
あ
り
、
他
に
よ
り
経
済
的
な
方
法
が
な
い
こ

と
が
立
証
さ
れ
た
場
合
に
、
平
均
的
仕
様
で
あ
る
こ
と
に
つ
き
証
明

が
あ
っ
た
方
法
に
つ
い
て
、
執
行
裁
判
所
は
、
授
権
決
定
を
発
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
、
一
般
的
に
考
え
て
見
て
も
、
債
権
者

に
余
り
に
も
過
酷
な
要
件
を
課
す
こ
と
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
ず
、
本
来
最
安
価
な
仕
様
で
義
務
履
行
に
必
要
な
措
置
を
選
択
で
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き
実
施
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
て
い
た
債
務
者
が
そ
の
履
行
を
怠
っ

た
が
た
め
に
執
行
手
続
に
至
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
債
権
者

が
重
い
負
担
を
負
わ
さ
れ
て
平
均
的
仕
様
で
あ
る
こ
と
を
立
証
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
が
、
当
事
者
間
の
公
平
の
見
地
か
ら
は
、
必

ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
も
、
平
均
的
仕
様
と
い
う
表
現
自

体
に
は
曖
昧
さ
も
あ
る
。
具
体
的
措
置
の
選
択
に
さ
い
し
て
債
権
者

の
害
意
や
奇
貨
を
担
う
意
図
が
看
取
さ
れ
ず
、
か
つ
実
施
費
用
が
著

し
く
高
価
で
あ
り
債
務
者
に
著
し
い
金
銭
的
負
担
を
か
け
る
こ
と
が

明
白
で
な
い
場
合
に
は
、
当
該
措
置
が
必
ず
し
も
平
均
的
で
は
な
く

て
も
、
執
行
裁
判
所
は
、
当
事
者
間
の
公
平
の
見
地
か
ら
、
そ
の
実

施
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
し
た
い
。
端
的
に
言
え
ば
、
債
務

者
は
、
不
履
行
に
よ
り
、
自
ら
最
安
価
な
平
均
的
設
備
を
設
置
で
き

る
権
利
を
放
棄
・
喪
失
し
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
㈲
　
審
理

　
何
が
最
善
の
「
適
当
ノ
処
分
」
で
あ
る
か
、
す
な
わ
ち
最
適
な
具

体
的
救
済
方
法
の
探
求
が
、
主
た
る
審
理
の
課
題
と
な
る
が
、
そ
の

ほ
か
に
、
一
般
の
執
行
開
始
要
件
を
具
備
し
て
い
る
こ
と
が
、
執
行

裁
判
所
の
審
査
対
象
と
な
る
。

　
先
に
代
替
的
作
為
義
務
に
つ
い
て
の
授
権
決
定
手
続
の
論
述
の
さ

い
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
適
当
処
分
手
続
は
、
債
務
名
義
に
表
示
さ

れ
た
基
本
的
権
利
義
務
関
係
を
基
礎
と
し
て
、
そ
れ
を
具
体
化
・
実

効
化
す
る
過
程
と
し
て
、
債
権
者
・
債
務
者
関
係
の
再
調
整
機
能
を

果
た
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
、
執
行
裁
判

所
が
採
る
べ
き
審
理
手
続
と
し
て
は
、
債
務
者
の
必
要
的
審
尋
（
民

執
法
一
七
二
条
三
項
）
だ
け
で
は
な
く
、
任
意
的
口
頭
弁
論
（
民
執

法
四
条
参
照
）
を
実
施
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
場
合
も
多
い
と
考
え

ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
対
席
方
式
を
と
る
口
頭
弁
論
手
続
の
下
で

初
め
て
、
債
権
者
・
債
務
者
間
の
対
話
と
交
渉
に
よ
り
最
適
な
具
体

的
救
済
措
置
を
発
見
・
創
造
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
考
え
ら
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
審
理
目
的
に
鑑
み
、
必
要
な
場
合
に

は
、
書
証
の
取
調
べ
、
証
人
尋
問
、
鑑
定
な
ど
を
行
う
こ
と
を
可
能

に
で
き
る
審
理
方
式
が
望
ま
し
い
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
不
作
為
義
務
の
不
履
行
を
、
執
行
裁
判
所
が
審
査
す
べ
き

か
否
か
に
つ
い
て
は
、
若
干
場
合
を
分
け
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

ま
ず
、
適
当
処
分
の
対
象
が
継
続
的
な
不
作
為
義
務
違
反
で
あ
る
場

合
に
は
、
肯
定
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
実
質
的
に
見
れ

ば
、
除
却
処
分
を
も
含
め
て
適
当
処
分
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
不
作
為
義
務
違
反
状
態
が
認
定
さ

れ
な
け
れ
ば
、
そ
の
最
適
な
対
処
方
法
も
考
案
で
き
な
い
と
も
考
え

ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
特
に
一
回
的
不
作
為
義
務
な
ど
上
記
以

外
の
不
作
為
義
務
の
場
合
に
は
、
不
履
行
の
事
実
の
認
定
を
要
せ
ず

し
て
「
適
当
ノ
処
分
」
が
行
え
る
と
解
し
た
い
。
民
法
四
一
四
条
三
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項
の
基
本
構
造
と
し
て
は
、
「
不
作
為
ヲ
目
的
ト
ス
ル
債
務
二
面
テ

ハ
…
…
将
来
ノ
為
メ
適
当
ノ
処
分
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ

得
」
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
民
法
四
一
四
条
三
項
は
、

基
本
的
に
は
不
作
為
結
果
に
着
目
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
し
か

し
な
が
ら
、
結
果
が
生
じ
た
と
き
に
は
そ
の
対
処
方
法
が
な
い
場
合

や
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
結
果
が
生
じ
る
虞
れ
の
あ
る
場
合
に
は
、

不
履
行
の
事
実
を
特
に
審
査
対
象
と
は
し
て
い
な
い
と
解
し
た
い
。

こ
の
問
題
は
、
間
接
強
制
の
所
謂
事
前
執
行
の
可
否
の
問
題
と
し
て
、

従
来
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
問
題
の
一
環
を
成
す
と
考
え
ら
れ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

例
え
ば
、
間
接
強
制
に
つ
い
て
は
、
否
定
説
と
肯
定
説
が
存
在
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
単
に
間
接
強
制
だ
け
で
は
な
く
、
代
替
執
行
等

「
適
当
ノ
処
分
」
も
、
債
務
者
に
よ
る
不
作
為
義
務
違
反
の
蓋
然
性

が
高
い
場
合
に
は
、
肯
定
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　
な
お
、
立
担
保
命
令
や
賠
償
金
支
払
予
告
命
令
が
適
当
処
分
と
し

て
命
じ
ら
れ
る
場
合
に
は
、
担
保
額
や
賠
償
金
額
は
、
執
行
裁
判
所

の
裁
量
に
よ
り
判
断
で
き
る
と
考
え
る
。
特
に
、
私
見
の
よ
う
に
、

適
当
処
分
と
し
て
複
数
の
具
体
的
救
済
措
置
を
命
じ
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
と
す
る
立
場
で
は
、
執
行
裁
判
所
は
、
例
え
ば
、
物
的
設
備

の
設
置
と
並
ん
で
立
担
保
命
令
ま
た
は
賠
償
金
支
払
予
告
命
令
を
発

す
る
場
合
に
は
、
過
酷
執
行
に
至
ら
な
い
よ
う
に
配
慮
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　
⑧
　
適
当
処
分
手
続
に
お
け
る
現
実
的
執
行
過
程

　
ま
ず
、
特
に
物
的
設
備
の
設
置
を
内
容
と
す
る
「
適
当
ノ
処
分
」

に
つ
い
て
は
、
代
替
的
作
為
義
務
の
授
権
決
定
に
お
け
る
現
実
的
執

行
過
程
（
前
述
第
三
章
三
）
を
参
照
。
さ
ら
に
、
差
止
請
求
権
の
強

制
執
行
に
つ
い
て
は
、
後
述
第
五
章
二
を
参
照
。

　
次
に
、
適
当
処
分
と
し
て
、
立
担
保
命
令
や
賠
償
金
支
払
予
告
命

令
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
決
定
を
債
務
名
義
と
し
て
、
金
銭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ

執
行
の
方
法
で
現
実
的
執
行
を
行
う
こ
と
に
な
る
。
ま
ず
、
賠
償
金

支
払
予
告
命
令
に
つ
い
て
は
、
機
能
的
に
は
間
接
強
制
的
作
用
を
果

た
す
こ
と
に
な
る
の
で
、
次
条
の
間
接
強
制
の
規
定
が
必
要
な
修
正

を
加
え
て
類
推
適
用
で
き
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
立
担
保
命
令

は
、
本
条
に
よ
る
担
保
で
あ
る
の
で
、
民
事
執
行
法
一
五
条
の
規
定

に
よ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
に
、
そ
れ
が
債
務
者
の
特
定
の
不

動
産
ま
た
は
動
産
に
抵
当
権
や
質
権
の
設
定
を
命
じ
る
も
の
で
あ
る

な
ら
ば
、
そ
の
決
定
の
確
定
と
と
も
に
設
定
の
意
思
表
示
が
な
さ
れ

た
も
の
と
擬
制
さ
れ
（
民
心
法
一
七
三
条
参
照
）
、
そ
の
後
は
、
債

権
者
が
そ
の
決
定
に
基
づ
き
単
独
で
抵
当
権
設
定
登
記
を
し
（
不
動

産
登
記
法
二
七
条
参
照
）
、
ま
た
は
目
的
物
の
引
渡
し
の
執
行
を
す

　
　
　
　
　
ハ
　
　

る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
最
後
に
、
適
当
処
分
と
し
て
、
違
反
行
為
の
鎮
圧
の
た
め
に
執
行

官
の
援
助
を
求
め
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
場
合
に
は
、
債
権
者
は
こ
の
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決
定
に
基
づ
き
、
執
行
官
に
援
助
を
申
し
立
て
る
こ
と
に
な
る
。
こ

の
決
定
は
債
務
名
義
で
は
な
い
の
で
、
執
行
文
を
付
与
し
て
も
ら
う

必
要
は
な
い
。
こ
の
決
定
に
基
づ
く
執
行
官
の
事
務
は
、
裁
定
事
務

（
執
行
官
法
一
条
二
項
）
と
な
り
、
申
立
て
を
受
け
た
執
行
官
は
、

職
務
と
し
て
債
務
者
の
侵
害
を
防
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
抵
抗
を

受
け
た
場
合
に
は
、
そ
の
抵
抗
を
排
除
す
る
た
め
に
、
威
力
を
用
い

ま
た
は
警
察
上
の
援
助
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
民
執
法
六
条
一

項
）
。

〈
註
V

（
8
0
）
　
以
下
で
は
、
こ
の
「
除
却
」
を
除
却
処
分
ま
た
は
除
却
処
分
手

　
続
と
呼
び
、
「
適
当
ノ
処
分
」
を
適
当
処
分
ま
た
は
適
当
処
分
手
続

　
と
呼
ぶ
。
な
お
、
不
作
為
請
求
権
自
体
の
執
行
方
法
と
し
て
の
間
接

　
強
制
に
つ
い
て
は
、
後
述
第
五
章
二
と
第
六
章
一
、
二
を
参
照
。

（
8
1
）
　
前
述
、
第
二
章
一
を
参
照
。

（
8
2
）
　
以
上
の
点
に
つ
い
て
は
、
川
嶋
「
前
掲
論
文
〔
註
1
〕
」
四
八

　
－
五
四
頁
を
参
照
。

（
8
3
）
香
川
監
修
『
注
釈
三
口
法
（
7
）
〔
註
1
5
〕
』
二
五
二
頁
〔
富

　
越
〕
。

（
8
4
）
例
え
ば
、
兼
子
『
前
掲
書
〔
註
2
2
〕
』
二
九
五
頁
、
山
本
卓

　
『
不
作
為
を
目
的
と
す
る
請
求
に
関
す
る
強
制
執
行
』
司
法
研
究
報

　
告
書
八
輯
二
号
七
七
頁
（
一
九
五
五
年
）
。

（
8
5
）
　
竹
下
守
夫
1
1
上
原
敏
夫
一
野
村
秀
敏
『
ハ
ン
デ
ィ
コ
ン
メ
ン

　
タ
ー
ル
・
民
事
執
行
法
』
四
一
〇
頁
（
判
例
タ
イ
ム
ズ
社
、
一
九
八

　
五
年
）
〔
竹
下
〕
、
鈴
木
1
1
三
ケ
三
編
『
注
解
民
執
法
（
5
）
〔
註

　
1
6
〕
』
七
四
頁
〔
三
越
〕
等
。

（
8
6
）
　
な
お
、
上
村
明
広
「
差
止
請
求
訴
訟
の
訴
訟
物
に
関
す
る
一
試

論
」
『
岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
』
二
八
巻
三
・
四
号
三
三
五
頁
（
一
九

七
九
年
）
は
、
公
害
等
の
生
活
妨
害
差
止
請
求
権
を
「
統
一
的
不
作

為
請
求
権
」
と
構
成
さ
れ
る
。

（
8
7
）
　
こ
の
問
題
を
論
じ
る
前
提
と
し
て
は
、
民
法
四
一
四
条
三
項

　
〔
同
条
二
項
も
〕
が
実
体
法
規
定
か
手
続
法
規
定
か
の
問
題
の
解
明

　
を
避
け
て
通
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
後
述
、

第
六
章
三
を
参
照
。

（
8
8
）
　
な
お
、
現
行
法
下
で
執
行
裁
判
所
が
執
行
機
関
と
さ
れ
た
こ
と

　
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
前
述
、
第
三
章
二
ω
を
参
照
。

（
8
9
）
　
例
え
ば
、
鈴
木
1
1
三
ケ
月
一
宮
脇
編
『
注
解
強
意
法
（
4
）

　
〔
註
1
7
〕
』
一
五
六
頁
〔
山
本
〕
、
鈴
木
1
1
三
ケ
月
編
『
注
解
民
執
法

　
（
5
）
〔
註
1
6
〕
』
九
一
頁
〔
富
越
〕
。

（
9
0
）
　
後
述
、
第
六
章
二
を
参
照
。

（
9
1
）
　
両
過
程
に
つ
い
て
は
、
前
述
、
第
三
章
一
を
参
照
。

（
9
2
）
　
こ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
に
よ
り
、
除
却
処
分
手
続
と
適
当
処

　
分
手
続
と
の
対
象
面
に
お
け
る
共
通
基
盤
が
得
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
9
3
）
鈴
木
1
1
三
ケ
月
編
『
注
解
民
執
法
（
5
）
〔
註
1
6
〕
』
九
一
頁

　
〔
三
越
〕
。

（
9
4
）
　
例
え
ば
、
河
野
「
前
掲
論
文
〔
註
7
1
）
」
三
〇
九
頁
参
照
。
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（
9
5
）
　
例
え
ば
、
鈴
木
1
1
三
ヶ
月
編
『
注
解
民
執
法
（
5
）
〔
註
1
6
〕
』

　
九
一
頁
〔
富
越
〕
。

（
9
6
）
　
例
え
ば
、
鈴
木
1
1
三
ケ
月
編
『
注
解
民
謡
法
（
5
）
〔
註
1
6
〕
』

　
九
三
頁
〔
富
越
〕
。

（
9
7
）
　
兼
子
『
前
掲
書
〔
註
2
2
〕
』
二
九
五
頁
、
鈴
木
1
1
三
ケ
月
一
1
宮

　
脇
編
『
注
解
強
執
法
（
4
）
〔
註
1
7
〕
』
一
五
八
頁
〔
山
本
〕
。

（
9
8
）
　
山
本
『
前
掲
書
〔
註
8
4
〕
』
一
八
九
－
一
九
〇
頁
。

（
9
9
）
　
例
え
ば
、
鈴
木
1
1
三
ケ
月
編
『
注
解
民
執
法
（
5
）
〔
註
1
6
〕
』

　
九
四
頁
〔
富
越
〕
等
。
な
お
、
香
川
監
修
『
注
釈
甘
辛
法
（
7
）

　
〔
註
1
5
〕
』
二
七
一
頁
〔
富
里
〕
も
参
照
。

（
㎜
）
　
兼
子
『
前
掲
書
〔
註
2
2
〕
』
二
九
五
頁
。

（
1
0
1
）
　
前
述
、
第
三
章
二
㈹
㈹
参
照
。

（
2
0
1
）
　
香
川
監
修
『
注
釈
民
執
法
（
7
）
〔
註
1
5
〕
』
二
七
一
頁
〔
富

者
〕
。

（
㎜
）
　
東
京
高
決
昭
和
三
七
年
一
二
月
四
日
『
高
民
集
』
一
五
巻
九
号

　
六
九
九
頁
。

（
4
0
1
）
　
前
述
、
第
三
章
三
。

（
5
0
1
）
　
こ
の
沿
革
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
川
嶋
「
前
掲
論
文
〔
註
1
〕
」

　
一
八
頁
以
下
を
参
照
。

（
6
0
1
）
　
ち
な
み
に
、
香
川
監
修
『
注
釈
民
構
法
（
7
）
〔
註
1
5
〕
』
一
六

　
八
頁
〔
戸
越
〕
は
、
「
不
作
為
債
務
の
執
行
と
し
て
、
違
反
物
の
除

却
を
命
ず
る
債
務
名
義
を
要
し
な
い
で
、
除
却
の
授
権
決
定
を
発
す

　
る
と
い
う
制
度
は
わ
が
国
独
特
の
も
の
で
、
将
来
の
た
め
の
『
適
当

　
ノ
処
分
』
と
と
も
に
、
不
作
為
債
務
の
履
行
強
制
に
対
す
る
わ
が
国

　
の
法
制
の
強
い
態
度
を
推
認
さ
せ
る
も
の
と
い
え
る
。
」
と
指
摘
す

　
る
。

（
7
0
1
）
　
例
え
ば
、
鈴
木
一
三
ヶ
月
編
『
注
解
民
憲
法
（
5
）
〔
註
1
6
〕
』

　
九
一
頁
〔
富
越
〕
。

（
8
0
1
）
　
前
述
、
本
章
二
ω
参
照
。

（
9
0
1
）
　
兼
子
『
前
掲
書
〔
註
2
2
〕
』
二
九
六
頁
、
中
野
貞
一
郎
「
作
為
・

　
不
作
為
債
権
の
強
制
執
行
」
同
『
訴
訟
関
係
と
訴
訟
行
為
』
二
八
四

頁
（
弘
文
堂
、
一
九
六
一
年
）
〔
な
お
、
中
野
『
前
掲
書
〔
註
1
7
〕
』

　
六
四
六
頁
も
参
照
〕
、
山
木
戸
『
前
掲
書
〔
註
7
1
〕
』
二
一
六
頁
、
我

　
妻
栄
『
債
権
総
論
〔
新
訂
版
〕
』
六
五
頁
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
四

　
年
）
、
星
野
英
一
『
民
法
概
論
m
』
四
一
頁
（
良
書
普
及
会
、
一
九

七
八
年
）
等
。

（
O
1
1
）
　
川
名
兼
四
郎
「
不
作
為
ノ
債
権
（
二
・
完
）
」
『
法
学
協
会
雑
誌
』

　
二
六
巻
一
一
号
八
一
三
頁
、
八
四
三
頁
（
一
九
〇
八
年
）
、
竹
下
守

夫
「
不
作
為
を
命
ず
る
仮
処
分
」
『
保
全
処
分
の
体
系
㈲
〔
吉
川
還

　
暦
〕
』
五
八
五
頁
、
六
〇
七
頁
（
法
律
文
化
社
、
一
九
六
六
年
目
、
鈴

　
木
1
1
三
ケ
月
編
『
注
解
民
執
法
（
5
）
〔
註
1
6
〕
』
九
三
頁
〔
富
越
〕
。

（
m
）
　
山
本
『
前
掲
書
〔
註
8
4
〕
』
一
七
三
頁
、
鈴
木
1
1
三
ケ
月
1
1
宮

　
脇
編
『
注
解
強
執
法
（
4
）
〔
註
1
7
〕
』
一
五
七
頁
〔
山
本
〕
。

（
2
1
1
）
　
鈴
木
一
三
ケ
月
編
『
注
解
民
執
法
（
5
）
〔
註
1
6
〕
』
九
二
頁

　
〔
富
越
〕
、
香
川
監
修
『
注
釈
民
執
法
（
7
）
〔
註
1
5
〕
』
二
七
三
頁
、

　
二
七
七
頁
註
5
〔
富
越
〕
。

（
3
1
1
）
　
反
対
、
田
中
『
前
掲
書
〔
註
2
5
〕
』
三
七
二
頁
、
浦
野
『
前
掲

　
書
〔
註
9
〕
』
七
四
六
頁
。
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（
4
1
1
）
　
な
お
、
行
政
強
制
の
分
野
で
あ
る
が
、
広
岡
隆
『
行
政
代
執
行

法
〔
新
版
〕
』
二
五
二
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
八
一
年
）
も
参
照
。

（
5
1
1
）
　
鈴
木
一
三
ケ
月
1
1
宮
脇
編
『
注
解
音
量
法
（
4
）
〔
註
1
7
〕
』
一

　
五
九
－
一
六
三
頁
〔
山
本
〕
等
。

（
6
1
1
）
　
田
中
『
前
掲
書
〔
註
2
5
〕
』
三
七
二
頁
。

（
7
1
1
）
　
な
お
、
「
適
当
ノ
処
分
」
の
一
環
と
し
て
で
は
な
く
、
民
事
執

行
法
六
条
の
類
推
に
よ
り
、
同
様
な
事
態
に
対
処
す
べ
き
で
あ
る
と

　
の
見
解
も
あ
る
。
例
え
ば
、
三
ケ
月
『
前
掲
書
〔
註
7
2
〕
』
四
二
四

　
頁
。
ま
た
、
「
適
当
ノ
処
分
」
を
得
て
、
執
行
官
に
そ
の
申
立
て

　
（
民
執
法
一
七
一
条
六
項
準
用
）
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
見

　
解
も
あ
る
。
香
川
監
修
『
注
釈
民
執
法
（
7
）
〔
註
1
5
〕
』
二
七
五
頁

　
〔
富
越
〕
。

（
8
1
1
）
例
え
ば
、
竹
下
1
1
上
原
1
1
野
村
『
前
掲
書
〔
註
8
5
ご
四
〇
六

頁
〔
竹
下
〕
等
。

（
9
1
1
）
鈴
木
1
1
三
ケ
月
編
『
注
解
民
執
法
（
5
）
〔
註
1
6
〕
』
九
二
頁

　
〔
富
越
〕
。
こ
れ
に
対
し
て
、
香
川
監
修
『
注
釈
民
書
法
（
7
）
〔
註

　
1
7
〕
』
二
七
四
頁
〔
富
越
〕
で
は
、
立
担
保
命
令
を
「
適
当
」
と
す

　
る
事
態
は
、
ま
ず
な
い
と
言
え
よ
う
と
指
摘
す
る
。

（
0
2
1
）
　
さ
ら
に
、
後
述
、
第
六
章
一
も
参
照
。

（
1
2
1
）
　
例
え
ば
、
鈴
木
一
三
ヶ
月
編
『
注
解
民
執
法
（
5
）
〔
註
1
6
〕
』

　
九
四
頁
〔
富
越
〕
。

（
2
2
1
）
　
例
え
ば
、
鈴
木
一
三
ヶ
月
編
『
注
解
民
執
事
（
5
）
〔
註
1
6
〕
』

　
九
四
頁
〔
砂
越
〕
。

（
3
2
1
）
　
兼
子
『
前
掲
書
〔
註
2
2
〕
』
二
九
四
頁
、
三
ケ
月
『
前
掲
書

　
〔
註
7
2
〕
』
四
二
四
頁
等
。

（
4
2
1
）
　
竹
下
「
前
掲
論
文
〔
註
m
〕
」
六
〇
五
頁
、
山
木
戸
『
前
掲
書

　
〔
註
7
1
〕
』
一
＝
六
頁
、
中
野
『
前
掲
書
〔
註
1
7
〕
』
六
四
六
頁
等
。

（
5
2
1
）
　
裁
判
例
と
し
て
、
東
京
高
決
平
成
三
年
五
月
二
九
日
『
判
例
時

報
』
　
＝
二
九
七
号
二
四
頁
。

（
6
2
1
）
　
鈴
木
1
1
三
ケ
月
編
『
注
解
民
執
法
（
5
）
〔
註
1
6
〕
』
九
四
頁

〔
冬
越
〕
。

、
2
7
ノ
　
ケ
ド
ー
ヒ
蓑
1
1
当
量
『
前
易
婁
「
圭
5
ご
ヨ
一
一
迂
「
ケ
ド
」
Q

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
」
E
働
手
一
三
【
　
｛
二
面
8
㌧
』
　
D
F
　
一
　
一
鼎
j
　
　
r
ん
丁
一
　
㌔

　
　
左
」
一

！
r
、

　
　
　
　
　
　
一
「
〃

　
　
　
　
　
　
　
　
旺
3
↓
か
一

第
五
章

「
適
当
ノ
処
分
」
の
現
代
的
意
義
”
抽
象

的
差
止
判
決
の
執
行
手
段
と
し
て
の
意
義

に
つ
い
て

問
題
の
現
況

　
一
般
に
、
わ
が
国
に
お
け
る
差
止
判
決
の
執
行
過
程
は
、
今
日
必

ず
し
も
十
分
に
解
明
さ
れ
活
用
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
状
況
に

あ
る
。
特
に
考
察
の
対
象
を
公
害
の
根
絶
や
環
境
破
壊
の
防
止
を
目

的
と
し
た
民
事
差
止
訴
訟
事
件
に
限
定
し
た
場
合
に
は
、
ご
く
最
近
、

大
き
な
動
き
が
存
在
し
た
が
、
一
般
に
、
原
告
側
の
勝
訴
判
決
例
が

極
め
て
少
な
い
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
判
決
執
行
過
程
に
お
け
る
手
続
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内
容
の
不
透
明
さ
と
実
効
性
に
対
す
る
疑
問
を
、
払
拭
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。

　
こ
の
種
の
事
件
に
お
い
て
、
原
告
が
頻
繁
に
利
用
し
て
い
る
所
謂

抽
象
的
差
止
請
求
（
こ
の
意
味
自
体
一
義
的
で
は
な
い
が
、
以
下
で

は
、
例
え
ば
列
車
騒
音
の
差
止
事
件
に
お
け
る
「
被
告
は
原
告
ら
の

各
居
住
敷
地
内
に
列
車
の
走
行
に
よ
り
生
じ
る
騒
音
を
六
五
ホ
ン
以

上
侵
入
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
」
と
い
う
類
の
請
求
を
念
頭
に
置
く

こ
と
と
す
る
。
）
は
、
例
え
ば
、
一
方
で
、
判
決
手
続
上
請
求
の
特

定
的
主
張
が
要
求
さ
れ
る
趣
旨
に
照
ら
し
て
却
下
さ
れ
る
こ
と
も
あ

　
ハ
　

れ
ば
、
さ
ら
に
、
抽
象
的
差
止
命
令
は
、
被
告
の
作
為
義
務
が
一
義

的
に
特
定
さ
れ
て
お
ら
ず
間
接
強
制
も
代
替
執
行
も
不
可
能
で
あ
る

の
で
執
行
不
能
で
あ
る
と
い
う
判
断
を
も
付
加
し
て
、
訴
え
の
却
下

　
　
　
　
　
　
　

を
導
く
裁
判
例
も
散
見
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
他
方
で
、
抽
象

的
差
止
判
決
に
つ
い
て
代
替
執
行
は
許
さ
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
間
接

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　

強
制
の
方
法
に
よ
り
強
制
執
行
で
き
る
と
す
る
裁
判
例
も
見
ら
れ
る
。

し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
抽
象
的
差
止
判
決
に
つ
い
て
代
替
執
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　

が
許
さ
れ
る
と
判
示
し
た
裁
判
例
は
、
今
の
と
こ
ろ
皆
無
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
現
在
、
差
止
請
求
の
司
法
的
な
強
制
的
実
現
方
法

の
あ
り
方
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
か
は
、
今
後
の
強
制
執
行
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　

度
が
当
然
受
け
止
め
ね
ば
な
ら
な
い
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
こ
の
種
の
差
止
訴
訟
事
件
の
特
質
を
抽
出
し
、
最
適
な
基

本
的
執
行
手
続
を
模
索
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

一
般
的
に
言
え
ば
、
差
止
め
と
い
う
救
済
方
法
に
着
目
し
た
場
合
に
、

す
で
に
若
干
言
及
し
た
が
、
次
の
よ
う
な
特
質
が
存
在
す
る
。
ま
ず
、

「
救
済
方
法
の
多
様
性
」
と
い
う
特
殊
性
（
あ
る
権
利
侵
害
に
対
し

て
質
的
に
異
な
る
具
体
的
救
済
方
法
が
多
数
存
在
す
る
と
い
う
特
殊

性
）
や
「
救
済
方
法
の
可
変
性
」
と
い
う
特
殊
性
（
ど
の
よ
う
な
具

体
的
救
済
方
法
が
最
も
有
効
か
つ
適
切
で
あ
る
か
の
問
題
が
個
々
の

事
件
に
お
け
る
複
雑
な
事
実
関
係
の
流
動
的
な
展
開
に
依
存
し
て
い

る
と
い
う
特
殊
性
）
が
存
在
す
る
。
さ
ら
に
、
当
事
者
間
の
実
体
的

関
係
の
特
質
（
債
権
者
・
債
務
者
間
に
お
け
る
情
報
量
の
偏
在
等
の

力
の
格
差
が
存
在
す
る
こ
と
、
債
務
者
が
最
安
価
に
結
果
を
実
現
し

得
る
地
位
に
あ
る
こ
と
な
ど
）
も
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
こ
れ
ら
の
特
質
に
即
応
で
き
る
執
行
手
続
の
構
築
が
要
請
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
差
止
判
決
の
執
行
手
続
を
考
え
る
に
さ

い
し
て
は
、
そ
の
判
決
手
続
と
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な

魎
し
か
し
、
以
下
で
は
、
紙
数
の
制
約
か
ら
、
判
決
手
続
の
基
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　

構
造
は
必
要
最
小
限
の
言
及
に
留
め
ざ
る
を
得
な
い
。

二
　
近
時
に
お
け
る
学
説
の
展
開

ま
ず
、
現
在
で
も
、
上
述
の
裁
判
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
抽
象
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的
差
止
請
求
は
請
求
の
特
定
性
に
欠
け
る
と
し
て
不
適
法
で
あ
る
と

す
る
見
解
も
存
在
す
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
近
時
に
お
け
る
有
力

　
　
め
　

学
説
は
、
判
決
手
続
に
お
け
る
抽
象
的
差
止
判
決
を
許
し
、
執
行
手

続
で
は
、
ま
ず
間
接
強
制
を
命
じ
、
そ
れ
で
堵
が
明
か
な
い
場
合
に

は
、
授
権
決
定
を
得
て
侵
害
防
止
措
置
の
代
替
執
行
が
可
能
で
あ
る

　
　
ゆ
　

と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
判
決
の
強
制
執
行
の
方
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　

と
し
て
は
、
間
接
強
制
し
か
認
め
な
い
見
解
も
依
然
根
強
く
存
在
す

る
。　

こ
れ
に
対
し
て
、
私
見
は
、
基
本
的
に
は
代
替
執
行
も
間
接
強
制

を
も
肯
定
す
る
有
力
学
説
の
志
向
す
る
方
向
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　

る
が
、
し
か
し
、
多
少
と
も
趣
を
異
に
す
る
。
上
述
し
た
差
止
め
と

い
う
救
済
方
法
の
特
殊
性
と
当
事
者
間
の
実
体
的
利
益
状
況
に
鑑
み
、

以
下
の
よ
う
に
差
止
訴
訟
の
基
本
的
判
決
手
続
・
執
行
手
続
を
構
成

す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
。
ま
ず
、
執
行
手
続
の
あ
る
べ
き

姿
を
検
討
す
る
前
に
、
判
決
手
続
で
ど
の
よ
う
な
審
理
を
経
て
如
何

な
る
判
決
が
形
成
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
の
考
察
を
抜
き
に
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
は
、
救
済
方
法
の
特
殊
性
に
配
慮
し

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
結
論
的
に
言
え
ば
、
判
決
手
続
の
基
本
構
造
と

し
て
は
、
差
止
め
の
結
果
を
達
成
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
具
体
的
救
済

方
法
の
選
択
肢
が
審
理
の
過
程
を
通
じ
て
徐
々
に
具
体
化
さ
れ
明
ら

か
に
さ
れ
て
行
く
べ
き
プ
ロ
セ
ス
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
判
決
手
続
に
お
け
る
二
段
階
的
裁
判
（
「
権
利
侵
害
に

つ
い
て
の
判
決
」
と
「
救
済
方
法
に
つ
い
て
の
判
決
」
の
段
階
的
実

施
）
に
よ
り
、
相
当
程
度
具
体
的
救
済
方
法
に
つ
き
内
容
的
審
理
が

な
さ
れ
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
具
体
的
救
済
内
容
の
検
討
を

慎
重
な
判
決
手
続
で
行
う
こ
と
な
く
、
そ
の
形
成
を
執
行
機
関
へ
白

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　

紙
委
任
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
こ
で
、
「
救
済
方
法
に
つ
い
て
の
判
決
」
の
主
文
と
し
て
は
、

ま
ず
基
本
的
な
差
止
命
令
を
記
載
し
、
次
に
例
示
列
挙
的
に
具
体
的

救
済
方
法
（
つ
ま
り
具
体
的
な
作
為
・
不
作
為
の
措
置
）
を
記
載
す

る
形
式
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
。
例
え
ば
列
車
騒
音
の
差
止
訴
訟

事
件
で
は
、
「
被
告
は
原
告
ら
の
各
居
住
敷
地
内
に
列
車
の
走
行
に

よ
り
生
じ
る
騒
音
を
六
五
ホ
ン
以
上
侵
入
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
こ

の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
被
告
は
、
防
音
壁
の
設
置
そ
の
他
適

切
な
措
置
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
等
の
判
決
主
文
が
考

え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
「
救
済
指
針
付
差
止
判
決
」
と
で
も
呼
ぶ
べ

き
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
判
決
は
、
救
済
方
法
や
実
体
関
係
に
お
け
る
特
質
に

即
し
た
形
で
執
行
で
き
る
た
め
に
、
次
の
よ
う
な
基
本
的
な
執
行
手

続
が
用
意
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
、
執
行
裁
判
所
は
、

民
事
執
行
法
一
七
二
条
に
よ
り
、
債
務
者
自
身
に
自
発
的
な
救
済
実

現
を
促
す
た
め
に
、
判
決
主
文
中
の
抽
象
的
差
止
命
令
（
第
一
文
）
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自
体
の
間
接
強
制
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
が
功
を
奏
さ
な

か
っ
た
場
合
に
は
、
次
に
、
債
権
者
は
、
民
事
執
行
法
一
七
一
条
に

よ
り
、
判
決
主
文
の
中
に
記
載
さ
れ
た
具
体
的
救
済
方
法
（
第
二

文
）
に
関
し
て
「
適
当
ノ
処
分
」
（
代
替
執
行
等
）
を
申
し
立
て
る

　
　
　
　
　
　
　
　

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
処
分
を
通
じ
て
、
裁
判
所
は
、
救
済
方
法
の

特
質
に
対
応
し
、
救
済
目
的
の
実
現
の
た
め
に
様
々
な
措
置
を
と
る

こ
と
が
可
能
と
な
り
、
執
行
過
程
に
対
す
る
継
続
的
な
監
督
の
基
礎

を
確
保
で
き
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
抽
象
的
差
止
判
決
に
基
づ
き
「
適
当
ノ
処
分
」
と

し
て
物
的
設
備
の
設
置
を
許
す
授
権
決
定
は
、
判
決
手
続
の
審
理
を

踏
ま
え
て
、
「
救
済
指
針
付
差
止
判
決
」
に
含
ま
れ
た
具
体
的
救
済

方
法
の
内
容
が
確
定
さ
れ
る
手
続
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
機
械
的
に

授
権
内
容
が
確
定
で
き
る
伝
統
的
な
授
権
決
定
と
は
異
な
り
、
執
行

裁
判
所
は
、
授
権
決
定
の
内
容
を
創
造
的
に
形
成
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
（
こ
れ
は
、
伝
統
的
な
授
権
決
定
に
対
し
て
、
「
創

造
的
授
権
決
定
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
）
。
こ
の
手
続
は
、
債
務

名
義
に
表
示
さ
れ
た
債
権
者
・
債
務
者
間
の
基
本
的
権
利
義
務
関
係

を
基
礎
と
し
て
、
そ
れ
を
具
体
化
・
実
効
化
す
る
過
程
と
し
て
、
債

権
者
・
債
務
者
関
係
の
再
調
整
機
能
を
果
た
す
べ
き
で
あ
り
、
執
行

裁
判
所
は
、
債
権
者
・
債
務
者
間
の
対
話
と
交
渉
に
よ
り
最
適
な
具

体
的
救
済
措
置
を
創
造
す
べ
き
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
審
理
手
続
と
し
て
は
、
任
意
的
口
頭
弁
論

が
妥
当
で
あ
る
。

　
こ
の
授
権
決
定
の
役
割
の
中
に
は
、
間
接
強
制
の
不
奏
功
の
後
に

新
た
に
具
体
的
救
済
方
法
の
実
施
を
債
権
者
に
許
す
こ
と
だ
け
で
は

な
く
、
ま
た
「
救
済
方
法
の
可
変
性
」
と
い
う
特
質
か
ら
、
選
択
さ

れ
た
あ
る
具
体
的
救
済
方
法
が
不
適
切
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
場

合
に
債
権
者
の
申
立
て
に
よ
り
旦
ハ
体
的
救
済
方
法
の
修
正
を
行
う
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぜ

と
も
含
ま
れ
る
と
解
し
た
い
。
例
え
ば
、
執
行
官
に
対
す
る
一
定
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
1
）

命
令
も
「
適
当
ノ
処
分
」
に
含
ま
れ
る
と
解
す
る
の
で
、
例
え
ば
、

空
港
騒
音
差
止
事
件
で
は
、
債
務
者
は
～
時
か
ら
～
時
ま
で
の
間
緊

急
時
を
除
き
航
空
機
の
離
着
陸
に
使
用
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
旨
の
公

示
を
執
行
官
に
命
じ
る
こ
と
や
、
空
港
ロ
ビ
ー
を
執
行
官
に
保
管
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

せ
～
時
か
ら
～
時
ま
で
の
間
債
務
者
の
利
用
を
許
す
こ
と
な
ど
も
考

　
　
　
　
　
　

え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ

た
が
、
例
え
ば
債
務
者
に
対
す
る
定
期
的
な
遵
守
レ
ポ
ー
ト
の
提
出

命
令
、
債
権
者
・
債
務
者
の
定
期
的
な
会
合
の
場
の
確
保
や
さ
ら
に

は
債
権
者
・
債
務
者
・
中
立
的
な
第
三
者
か
ら
構
成
さ
れ
る
救
済
監

　
　
　
　
　
　
　

視
団
の
設
置
な
ど
も
、
執
行
過
程
の
実
効
化
の
た
め
に
必
要
で
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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〈
註
〉

（
8
2
1
）
　
例
え
ば
、
神
戸
地
学
昭
和
六
一
年
七
月
一
七
日
『
判
例
時
報
』

　
一
二
〇
三
号
一
頁
、
大
阪
地
判
平
成
三
年
三
月
二
九
日
『
判
例
時

　
報
』
一
三
八
三
号
二
二
頁
等
。

（
9
2
1
）
　
例
え
ば
、
名
古
屋
高
浜
昭
和
四
三
年
五
月
二
三
日
『
下
民
集
』

　
一
九
巻
五
1
1
六
号
三
一
七
頁
、
千
葉
地
膚
昭
和
六
三
年
一
一
月
七
日

　
『
判
例
時
報
』
臨
時
増
刊
平
成
元
年
八
月
五
日
号
一
六
一
頁
。

（
㎜
）
　
名
古
屋
高
判
昭
和
六
〇
年
四
月
一
二
日
『
判
例
時
報
』
一
一
五

　
〇
号
三
〇
頁
、
大
阪
高
判
平
成
四
年
二
月
二
〇
日
『
判
例
時
報
』
一

　
四
一
五
号
三
頁
。

（
1
3
1
）
　
ま
た
、
伝
統
的
な
学
説
も
、
「
適
当
ノ
処
分
」
の
内
容
の
具
体

　
化
を
、
執
行
手
続
で
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
。
例
え
ば
、
香

　
川
監
修
『
注
釈
民
製
法
（
7
）
〔
註
1
5
〕
』
二
七
八
頁
〔
年
越
〕
等
。

（
2
3
1
）
　
三
ケ
月
『
前
掲
書
〔
註
7
2
〕
』
二
〇
〇
頁
。

（
3
3
1
）
　
竹
下
「
前
掲
論
文
〔
註
1
2
〕
」
二
頁
を
参
照
。
な
お
、
不
正
競

　
争
関
係
事
件
に
つ
い
て
で
は
あ
る
が
、
野
村
秀
敏
『
予
防
的
権
利
保

　
護
の
研
究
』
一
九
七
頁
（
千
倉
書
房
、
一
九
九
五
年
目
を
参
照
。

（
4
3
1
）
　
差
止
訴
訟
に
お
け
る
判
決
手
続
の
基
本
構
造
に
関
す
る
判
例
・

　
学
説
お
よ
び
私
見
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
川
嶋
四
郎
「
差
止
請
求

　
－
抽
象
的
差
止
請
求
の
適
法
性
に
対
す
る
検
討
を
中
心
と
し
て

　
一
」
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
七
八
一
号
六
八
頁
（
一
九
九
一
年
）
お
よ

　
び
同
「
前
掲
論
文
〔
註
8
〕
」
『
判
例
タ
イ
ム
ズ
』
頁
を
参
照
。

（
5
3
1
）
　
例
え
ば
、
竹
下
「
前
掲
論
文
〔
註
1
2
〕
」
、
同
「
生
活
妨
害
の
差

　
止
と
強
制
執
行
・
再
論
」
『
判
例
タ
イ
ム
ズ
』
四
二
八
号
二
七
頁
（
一

　
九
八
一
年
）
、
大
阪
弁
護
士
会
環
境
権
研
究
会
『
環
境
権
』
二
〇
九

　
頁
、
一
＝
一
頁
（
［
口
盲
評
論
判
、
一
九
七
三
年
）
、
上
村
「
前
掲
論

　
文
〔
註
8
6
〕
」
、
同
「
差
止
請
求
訴
訟
の
機
能
」
新
堂
幸
司
編
集
代
表

　
『
講
座
民
事
訴
訟
②
』
二
七
三
頁
（
弘
文
堂
、
一
九
八
四
年
）
、
松
浦

　
馨
「
差
止
請
求
権
の
強
制
執
行
」
三
ケ
月
章
1
1
中
野
貞
一
郎
1
1
竹
下

　
守
夫
編
『
新
版
・
民
事
訴
訟
法
演
習
②
』
二
七
四
頁
（
有
斐
閣
、
一

　
九
八
三
年
）
等
。

（
6
3
1
）
　
な
お
、
抽
象
的
差
止
請
求
に
よ
る
代
替
執
行
が
可
能
な
場
合
を
、

侵
害
防
止
措
置
の
具
体
的
な
内
容
が
事
案
の
性
質
上
客
観
的
か
つ
明

確
に
限
定
さ
れ
て
お
り
判
決
手
続
に
お
け
る
主
張
・
立
証
を
通
じ
て

　
ほ
ぼ
解
明
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
定
す
る
見
解
と
し
て
、
中
野
貞
一

郎
「
非
金
銭
執
行
の
諸
問
題
－
起
訴
責
任
の
転
換
を
め
ぐ
っ
て

一
」
鈴
木
忠
一
1
1
三
ケ
月
章
監
修
『
新
実
務
民
訴
講
座
⑰
』
四
五

七
頁
、
四
七
四
頁
（
日
本
評
論
社
、
一
九
八
四
年
）
が
存
在
す
る
。

　
さ
ら
に
、
香
川
監
修
『
注
釈
民
苛
法
（
7
）
〔
註
1
5
〕
』
一
八
一
頁

　
〔
富
越
〕
も
参
照
。

（
7
3
1
）
　
山
口
和
男
「
騒
音
の
規
制
と
被
害
者
の
救
済
」
『
法
曹
時
報
』

　
二
四
巻
一
〇
号
一
七
八
五
頁
（
一
九
七
二
年
）
、
同
「
複
合
汚
染
に

対
す
る
差
止
請
求
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
『
司
法
研
修
所
創
立
三
〇

周
年
記
念
論
集
』
一
九
四
頁
（
一
九
七
七
年
）
、
松
本
博
之
「
抽
象

的
不
作
為
命
令
を
求
め
る
差
止
請
求
の
適
法
性
」
『
自
由
と
正
義
』

　
三
四
巻
四
号
二
九
頁
（
一
九
八
二
年
）
、
右
田
発
雄
「
差
止
を
め
ぐ

　
る
訴
訟
上
の
問
題
」
『
判
例
時
報
』
九
八
八
号
一
一
頁
（
一
九
八
一

年
）
等
。
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（
8
3
1
）
私
見
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
川
嶋
四
郎
「
差
止
訴
訟
に
お
け
る

強
制
執
行
の
意
義
と
役
割
－
問
題
の
所
在
と
そ
の
解
決
の
方
向
性

一
」
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
九
七
一
号
二
六
〇
頁
（
一
九
九
一
年
）
を

参
照
。

（
9
3
1
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
差
止
判
決
（
イ
ン

ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
）
の
形
成
過
程
が
参
考
に
な
る
。
川
嶋
四
郎

　
「
『
公
共
的
差
止
訴
訟
』
に
お
け
る
救
済
過
程
の
構
造
と
そ
の
展
開
e

　
～
四
ー
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
『
公
共
的
イ
ン
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
訴

　
訟
』
に
つ
い
て
　
　
」
『
商
学
討
究
』
三
九
巻
四
号
三
三
頁
、
四
〇

　
巻
三
号
一
二
七
頁
、
四
号
五
一
頁
、
四
一
巻
一
号
一
頁
（
一
九
八
九

－
一
九
九
〇
年
）
参
照
。

（
0
4
1
）
　
こ
の
よ
う
な
間
接
強
制
と
代
替
執
行
の
適
用
順
序
の
正
当
化
に

　
つ
い
て
は
、
後
述
第
六
章
一
を
参
照
。

（
1
4
1
）
　
債
務
者
に
よ
る
修
正
申
立
権
も
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る

　
が
、
そ
れ
は
執
行
抗
告
に
よ
り
可
能
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
の
点

　
に
つ
い
て
は
、
川
嶋
「
前
掲
論
文
〔
註
5
〕
」
『
民
商
法
雑
誌
』
九
七

　
巻
五
号
六
六
五
頁
を
参
照
。

（
2
4
1
）
　
前
述
、
第
四
章
三
を
参
照
。

（
3
4
1
）
　
竹
下
守
夫
「
差
止
請
求
の
強
制
執
行
と
将
来
の
損
害
賠
償
請
求

　
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
　
『
判
例
時
報
』
七
九
七
号
三
〇
頁
、
三
二
頁

　
二
九
七
六
年
）
。

（
4
4
1
）
　
な
お
、
香
川
監
修
『
注
釈
民
執
法
（
7
）
〔
註
1
5
〕
』
二
七
五

　
－
二
七
六
頁
〔
富
越
〕
も
参
照
。

（
5
4
1
）
　
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
・
民
事
執
行
セ
ミ
ナ
ー
』
三
五
二
頁
〔
新
堂

幸
司
発
言
〕
（
有
斐
閣
、
一
九
八
一
年
）
参
照
。

第
六
章
　
結

　
こ
れ
ま
で
、
作
為
・
不
作
為
義
務
の
強
制
執
行
に
つ
い
て
考
察
を

加
え
て
き
た
が
、
以
下
で
は
、
残
さ
れ
た
課
題
と
し
て
、
順
不
同
で

い
く
つ
か
の
点
に
論
及
し
た
い
。
い
ず
れ
も
、
極
め
て
解
決
困
難
な

問
題
で
あ
る
の
で
、
問
題
点
の
指
摘
に
留
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
も
の

も
あ
る
。

一
　
代
替
執
行
と
間
接
強
制
の
適
用
順
序

　
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
近
時
、

服
を
唱
え
る
学
説
が
増
加
し
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

行
法
一
七
二
条
の
文
言
と
そ
の
立
法
の
沿
革
に
照
ら
し
て
、

問
題
を
提
起
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
踊
）

　
ま
ず
、
そ
の
沿
革
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

行
と
間
接
強
制
と
の
適
用
順
序
に
つ
い
て
は
、

し
も
明
確
で
は
な
か
っ
た
。
ま
ず
、
旧
民
法
に
は
、

義
務
の
強
制
に
つ
い
て
、

間
接
強
制
の
補
充
的
地
位
の
克

民
事
執

困
難
な

代
替
執

　
　
　
　
　
　
　
　
立
法
当
初
か
ら
必
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
作
為
・
不
作
為

代
替
履
行
の
規
定
と
間
接
強
制
的
規
定
に
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盛
り
込
ま
れ
た
処
置
を
同
時
並
行
的
に
利
用
で
き
る
と
も
考
え
ら
れ

る
規
定
が
存
在
し
た
。
次
に
、
民
事
訴
訟
法
旧
強
制
執
行
編
（
民
法

施
行
法
に
よ
る
改
正
前
）
は
、
テ
ッ
ヒ
ョ
ー
草
案
と
同
様
に
、
債
務

の
性
質
に
よ
り
代
替
執
行
と
間
接
強
制
と
の
間
の
使
い
分
け
を
行
っ

た
た
め
に
、
両
執
行
方
法
の
問
で
は
適
用
順
序
に
関
す
る
問
題
は
生

じ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
関
す
る
現
行
民
法
の
起
草

者
の
見
解
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
民
法
施
行
法
に
よ
る
民
事
訴
訟

法
旧
強
制
執
行
編
の
改
正
に
さ
い
し
て
、
こ
の
執
行
順
序
の
問
題
が

顕
在
化
し
た
。
そ
の
後
、
特
に
民
事
執
行
法
の
制
定
過
程
で
は
、
強

制
執
行
法
案
要
綱
案
（
第
二
次
試
案
）
の
段
階
で
、
義
務
内
容
に
よ

る
執
行
方
法
の
使
い
分
け
や
、
一
個
の
執
行
事
件
に
お
け
る
代
替
執

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぜ

行
と
間
接
強
制
の
並
行
的
利
用
も
提
案
さ
れ
た
が
立
法
化
さ
れ
な

か
っ
た
。
そ
し
て
、
民
事
執
行
法
一
七
二
条
一
項
が
、
こ
の
問
題
に

関
す
る
立
法
的
解
決
を
行
っ
た
。
つ
ま
り
、
代
替
執
行
が
で
き
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

義
務
に
つ
い
て
の
み
間
接
強
制
が
可
能
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
点
に
つ
き
、
学
説
上
も
、
伝
統
的
な
見
解
に
よ
れ
ば
、
間
接

強
制
と
代
替
執
行
の
適
用
順
序
に
関
し
、
代
替
執
行
し
え
な
い
債
務

に
つ
い
て
の
み
間
接
強
制
が
許
さ
れ
る
と
さ
れ
、
間
接
強
制
は
、
人

格
尊
重
の
理
念
と
効
率
性
の
観
点
か
ら
最
後
の
執
行
方
法
で
あ
る
と

　
　
　
ぜ

さ
れ
る
。
間
接
強
制
に
よ
る
か
代
替
執
行
に
よ
る
か
は
通
常
義
務
内

容
に
よ
っ
て
定
ま
り
、
代
替
的
な
場
合
は
代
替
執
行
で
、
不
代
替
的

な
場
合
は
間
接
強
制
が
可
能
と
な
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
上
述
の
よ
う
に
、
差
止
請
求
権
の
場
合
に
は
、
そ
れ
が
不
作
為

義
務
と
作
為
義
務
を
包
括
し
た
か
の
よ
う
な
複
合
的
な
形
態
を
と
る

た
め
に
、
そ
の
執
行
方
法
の
適
用
順
序
を
決
定
す
る
さ
い
に
も
、
形

式
的
な
義
務
内
容
か
ら
は
結
論
を
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

　
そ
こ
で
ま
ず
、
こ
の
種
の
執
行
事
件
に
お
い
て
、
先
に
述
べ
た
よ

う
に
、
第
｝
次
的
に
間
接
強
制
に
よ
る
執
行
が
許
さ
れ
る
理
由
が
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

題
と
な
る
。
近
時
の
有
力
説
は
、
抽
象
的
差
止
判
決
の
基
礎
を
な
す

不
作
為
義
務
自
体
の
執
行
は
代
替
執
行
に
よ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
し

た
が
っ
て
間
接
強
制
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
見
解

の
よ
う
に
請
求
権
を
分
析
的
に
見
て
、
抽
象
的
差
止
判
決
に
不
作
為

義
務
的
な
具
体
的
救
済
方
法
と
作
為
義
務
的
な
そ
れ
と
が
併
存
し
て

い
る
と
考
え
た
場
合
に
は
、
執
行
過
程
の
当
初
か
ら
実
は
作
為
義
務

も
ま
た
発
生
し
て
お
り
、
差
止
め
と
い
う
結
果
の
達
成
の
た
め
に
代

替
執
行
も
間
接
強
制
も
想
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
す

る
と
、
民
事
執
行
法
一
七
二
条
一
項
に
よ
り
代
替
執
行
が
優
先
し
て

適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
が
生

じ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
一
方
の
執
行
方
法
（
間
接
強
制
）
か
ら
他

方
（
代
替
執
行
）
に
移
行
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
し
た
場
合
に
、

第
二
次
的
に
代
替
執
行
が
許
さ
れ
る
べ
き
根
拠
自
体
も
、
問
わ
れ
な
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け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
私
見
は
、
「
救
済
指
針
付
差
止
判
決
」
と
い
う

債
務
名
義
に
由
来
す
る
差
止
請
求
権
を
選
択
債
権
類
似
の
権
利
と
考

え
る
。
つ
ま
り
、
救
済
方
法
の
多
様
性
と
い
う
特
質
か
ら
、
こ
れ
を
、

請
求
権
の
内
容
が
数
個
の
具
体
的
救
済
方
法
か
ら
の
選
択
に
よ
り
定

ま
る
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
救
済
選
択
権
は
、
ま

ず
債
務
者
に
帰
属
す
る
（
民
法
四
〇
六
条
参
照
）
。
し
た
が
っ
て
、

そ
の
具
体
的
救
済
方
法
は
債
務
者
し
か
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

の
で
、
民
事
執
行
法
一
七
二
条
一
項
の
要
件
を
満
た
す
（
こ
の
時
点

で
債
権
者
は
、
差
止
判
決
の
代
替
執
行
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
）
。

し
か
し
、
間
接
強
制
の
有
効
期
限
が
経
過
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
債

務
者
が
救
済
選
択
権
を
行
使
し
な
い
場
合
に
は
、
そ
れ
は
債
権
者
に

移
転
す
る
（
民
法
四
〇
八
条
参
照
）
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
近
時
、
一
般
的
に
解
釈
論
と
し
て
、
間
接
強
制
の
代
替
執

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ソ

行
に
対
す
る
補
充
的
地
位
を
克
服
す
る
見
解
が
有
力
に
唱
え
ら
れ
て

ホ
　
　
　

い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
民
事
執
行
法
一
七
二
条
一
項
の
文
言
か
ら

考
え
て
、
こ
の
解
釈
は
困
難
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、

代
替
的
作
為
義
務
か
不
代
替
的
作
為
義
務
か
の
判
定
が
困
難
な
場
合

に
、
債
権
者
が
間
接
強
制
を
申
し
立
て
た
と
き
に
は
、
「
作
為
又
は

不
作
為
を
目
的
と
す
る
債
務
で
前
条
〔
一
七
一
条
〕
第
一
項
の
強
制

執
行
が
で
き
な
い
も
の
」
に
準
じ
て
、
間
接
強
制
を
認
め
る
べ
き
で

あ
る
と
考
え
た
い
。

二
　
不
作
為
義
務
の
強
制
執
行
に
お
け
る
除
却
処
分
手
続
と

　
ノ
処
分
」
手
続
の
統
合
化

「
適
当

　
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
除
却
処
分
手
続
と
適
当
処
分
手
続
の
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

格
は
、
基
本
的
に
は
異
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
確
か
に
、
当
該
手

続
の
志
向
す
る
基
本
的
な
方
向
性
が
、
前
者
は
過
去
で
あ
り
、
後
者

が
将
来
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
触
れ
た
。
ま
た
、
両
者
の
具
体
的

な
救
済
内
容
も
、
除
却
処
分
が
代
替
執
行
の
た
め
の
授
権
決
定
に
尽

き
る
と
考
え
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
適
当
処
分
は
決
し
て
授
権
決
定

に
尽
き
な
い
こ
と
は
、
上
述
の
通
り
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
例
え
ば
、

伝
統
的
に
除
却
処
分
の
典
型
例
と
さ
れ
て
き
た
、
例
え
ば
通
行
妨
害

禁
止
義
務
に
違
反
し
て
建
築
さ
れ
た
妨
害
物
の
除
却
な
ど
に
見
ら
れ

る
よ
う
に
、
除
却
処
分
と
し
て
の
授
権
決
定
は
、
そ
の
対
象
物
を
比

較
的
簡
単
に
特
定
・
識
別
で
き
、
か
つ
授
権
決
定
の
内
容
も
、
執
行

裁
判
所
は
比
較
的
簡
単
か
つ
機
械
的
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
例
え
ば
、
建
物
収
去
義
務
等
の
代
替
的
作

為
義
務
に
関
す
る
授
権
決
定
と
同
様
に
、
現
時
点
で
妨
害
状
態
が
存

在
す
る
場
合
に
そ
れ
を
強
制
排
除
す
る
た
め
の
授
権
決
定
で
あ
り
、

通
常
必
要
的
審
尋
を
経
れ
ば
比
較
的
容
易
に
目
的
を
達
成
で
き
る
も
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の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
い
わ
ば
、
「
本
来
的
授
権
決
定
」

ま
た
は
「
伝
統
的
授
権
決
定
」
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
例
え
ば
、
公
害
差
止
請
求
事
件
に
お
い
て
、

「
適
当
ノ
処
分
」
の
一
環
と
し
て
物
的
設
備
の
設
置
を
許
す
授
権
決

定
は
、
そ
の
対
象
物
を
特
定
・
識
別
す
る
こ
と
も
困
難
で
あ
り
、
か

つ
授
権
決
定
の
内
容
も
、
執
行
裁
判
所
は
決
し
て
機
械
的
に
定
め
る

こ
と
が
で
き
ず
、
そ
こ
で
は
、
高
度
に
裁
量
的
な
救
済
創
造
的
機
能

が
期
待
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
将
来
に

わ
た
り
侵
害
状
態
を
排
除
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

両
当
事
者
間
の
将
来
の
権
利
義
務
関
係
を
規
制
す
る
い
わ
ば
将
来
志

向
的
な
授
権
決
定
で
あ
り
、
救
済
方
法
の
特
質
に
鑑
み
、
原
則
と
し

て
慎
重
な
審
理
（
任
意
的
口
頭
弁
論
）
が
要
求
さ
れ
る
。
こ
れ
は
い

わ
ば
、
「
創
造
的
授
権
決
定
」
ま
た
は
「
現
代
型
授
権
決
定
」
と
表

現
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ま
で
、
こ
の
よ
う
な
基
本
的
な
性
格
の
違
い
を
も
考
慮
し
て
、

除
却
処
分
手
続
と
適
当
処
分
手
続
と
を
一
応
区
別
し
て
論
じ
て
き
た

が
、
除
却
処
分
手
続
と
適
当
処
分
手
続
と
い
う
二
個
の
手
続
が
併
記

さ
れ
た
こ
と
の
当
否
は
、
再
検
討
を
免
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
か
り
に
二
個
の
手
続
が
存
在
す
る
と
し
た
場
合
に
、

果
た
し
て
、
必
要
な
場
合
に
、
債
権
者
は
二
個
の
手
続
を
同
時
に

（
ま
た
は
二
時
に
）
申
し
立
て
ね
ば
な
ら
な
い
か
否
か
、
そ
の
よ
う

な
負
担
を
債
権
者
に
課
す
こ
と
が
妥
当
か
否
か
、
ま
た
い
ず
れ
の
手

続
に
よ
る
の
が
妥
当
で
あ
る
か
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
場
合
に

は
そ
の
選
択
の
責
任
を
債
権
者
に
課
す
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
か
等
が
、

疑
問
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
来
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
あ
る

事
件
を
厳
密
に
見
た
場
合
に
、
除
却
処
分
の
対
象
と
適
当
処
分
の
対

象
と
が
、
黙
然
と
区
別
で
き
る
か
否
か
疑
わ
し
い
ケ
ー
ス
も
存
在
す

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
り
わ
け
、
除
却
対
象
を
有
形
物
に
限
定
し

な
い
私
見
で
は
、
除
却
処
分
自
体
が
適
当
処
分
と
し
て
の
意
味
あ
い

を
帯
び
て
来
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
も
、
伝
統
的
な
見
解
の
中

に
も
、
除
却
処
分
が
将
来
の
不
作
為
義
務
の
た
め
の
予
防
処
分
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

る
と
の
評
価
も
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
解
釈
論
と
し
て
考
え
た
場
合
に
も
、
私
見
で
は
、
基
本

的
に
は
除
却
処
分
手
続
と
適
当
処
分
手
続
と
は
、
本
来
一
体
的
に
考

え
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
条
文
の
文
言
上
は
、

除
却
処
分
手
続
と
適
当
処
分
手
続
と
い
う
二
個
の
手
続
が
用
意
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
除
却
処
分
も
厳
密
に
言
え
ば
「
適
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
塑

ノ
処
分
」
の
一
形
態
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
確
か

に
、
条
文
上
は
「
除
却
シ
且
将
来
ノ
為
手
適
当
ノ
処
分
ヲ
為
ス
コ
ト

ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
と
記
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
実
の
と
こ
ろ

一
個
日
適
当
処
分
手
続
に
収
敏
さ
せ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
立
法
者
が
、
「
且
」
と
い
う
文
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言
に
込
め
た
か
っ
た
意
味
は
、
過
去
か
ら
現
在
に
至
る
違
法
状
態
の

排
除
と
、
債
権
者
の
満
足
状
態
を
恒
久
的
な
も
の
と
す
る
た
め
の
将

来
的
な
措
置
と
が
密
接
不
離
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
か
ら
で

あ
ろ
う
。
概
念
的
に
は
、
確
か
に
上
述
の
よ
う
に
、
過
去
と
現
在
と

い
う
具
合
い
に
、
除
却
処
分
手
続
と
適
当
処
分
手
続
と
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
手
続
が
扱
う
事
柄
の
方
向
性
が
異
な
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
将
来
を
考
慮
に
入
れ
ず
除
却
処
分
を
行
う
わ
け
で

は
な
く
、
ま
た
過
去
を
評
価
し
な
い
で
適
当
処
分
が
行
え
る
わ
け
で

も
な
い
こ
と
か
ら
、
過
去
あ
る
い
は
将
来
と
言
っ
て
も
そ
れ
ら
は
相

対
的
な
程
度
の
差
異
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
一
般
的
に
言
え

ば
、
作
為
・
不
作
為
執
行
で
は
過
去
を
考
慮
し
つ
つ
現
在
か
ら
将
来

に
わ
た
り
当
事
者
に
満
足
を
も
た
ら
し
当
事
者
間
の
新
た
な
関
係
を

形
成
し
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
事
例
が
多
い
の
で
は
な
い
か
、
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
機
能
的
に
言
え
ば
、
適
当
処
分
手
続
の
中
に

は
、
将
来
的
な
方
向
で
の
除
却
機
能
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

除
却
対
象
が
適
当
処
分
の
対
象
と
共
通
性
を
有
す
る
こ
と
は
、
す
で

に
述
べ
た
。
し
た
が
っ
て
、
基
本
的
に
は
除
却
処
分
手
続
は
、
広
義

の
適
当
処
分
手
続
に
含
ま
れ
て
し
か
る
べ
き
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
い
ず
れ
の
手
続
を
採
る
べ
き
か
に
つ
き
債
権
者
が
判
断

に
窮
す
る
場
合
に
は
、
適
当
処
分
手
続
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
許
さ

れ
る
と
解
さ
れ
る
。
一
般
に
言
え
ば
、
将
来
的
な
具
体
的
措
置
ま
で

債
権
者
が
望
む
場
合
に
は
、
適
当
処
分
手
続
の
申
立
て
の
み
で
足
り

る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
い
。

三
　
民
法
四
一
四
条
二
項
・
三
項
の
性
質
論
と

　
現
代
的
意
義

「
適
当
ノ
処
分
」
の

　
さ
ら
に
、
若
干
抽
象
的
な
議
論
に
至
る
こ
と
に
な
る
が
、
同
条
項

が
、
実
体
法
規
定
か
手
続
法
規
定
か
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
争
い

が
あ
る
。
し
か
も
、
近
時
、
必
ず
し
も
明
確
に
意
識
さ
れ
議
論
と
し

て
十
分
に
顕
在
化
さ
れ
て
い
な
い
が
、
英
米
法
に
お
い
て
汎
用
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
　

て
い
る
所
謂
「
救
済
法
」
の
性
質
論
と
も
絡
ま
っ
て
、
議
論
は
よ
り

複
雑
化
す
る
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
無
論
そ
の
性
質
を
決
定
し
て
、

そ
こ
か
ら
演
繹
的
に
具
体
的
な
結
論
を
出
す
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い

し
、
同
時
に
生
産
的
で
も
な
い
。
し
か
し
、
民
法
四
一
四
条
二
項
・

三
項
の
将
来
的
な
活
用
可
能
性
を
考
え
る
前
提
と
し
て
、
一
瞥
し
て

お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
ま
ず
、
沿
革
的
に
結
論
の
み
を
辿
れ
ば
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

当
初
旧
民
法
で
は
、
民
法
四
一
四
条
二
項
・
三
項
の
法
的
性
質
に
つ

い
て
は
、
そ
れ
ら
の
条
項
に
相
当
す
る
規
定
は
、
実
体
法
規
定
と
考

え
ら
れ
て
い
た
。
従
来
か
ら
、
学
説
上
、
旧
民
事
訴
訟
法
強
制
執
行

編
（
民
法
施
行
法
に
よ
る
改
正
前
）
に
よ
り
、
そ
れ
ら
の
条
項
の
性

67　（4　●144）　1066



代替執行論・覚書（二・完）　（川嶋）

質
が
手
続
法
規
定
に
変
化
し
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
こ

の
時
点
で
は
、
「
民
法
ノ
規
定
二
従
ヒ
テ
決
定
ヲ
為
ス
」
と
規
定
さ

れ
て
い
た
に
過
ぎ
ず
、
結
論
的
に
は
実
体
法
規
定
的
性
格
と
手
続
法

規
定
的
性
格
を
具
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
現
行

民
法
の
制
定
時
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
条
項
は
実
体
法
規
定
と
性

質
決
定
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
民
法
施
行

法
に
よ
る
民
事
訴
訟
法
旧
強
制
執
行
編
の
改
正
に
さ
い
し
て
も
、

「
民
法
ノ
規
定
二
従
ヒ
テ
決
定
ヲ
為
ス
」
と
い
う
規
定
は
相
変
わ
ら

ず
置
か
れ
、
民
事
執
行
法
の
制
定
過
程
で
も
こ
の
問
題
に
決
着
は
つ

け
ら
れ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
問
題
状
況

は
、
、
今
日
で
も
変
わ
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
沿
革
に
照
ら
し
て
、
「
現
実
的
救
済
の
理
念
」
を
現

実
化
す
る
た
め
に
、
民
法
四
一
四
条
（
特
に
三
項
）
を
ど
の
よ
う
に

位
置
づ
け
れ
ば
よ
い
か
が
問
題
と
な
る
。
従
来
、
こ
れ
が
実
体
法
規

定
か
手
続
法
規
定
か
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
、
現
在
で
は
手
続
法
規
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

と
す
る
説
が
支
配
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
請
求
権

概
念
や
実
体
法
・
手
続
法
概
念
に
ま
つ
わ
る
困
難
な
問
題
で
は
あ
る

が
、
「
裁
判
所
は
、
最
適
な
救
済
実
現
の
た
め
に
、
被
害
者
に
対
し

て
ど
の
よ
う
な
保
護
内
容
を
ど
の
よ
う
な
方
法
で
与
え
て
行
く
べ
き

か
」
と
い
う
救
済
法
的
視
点
か
ら
、
そ
の
将
来
的
使
命
を
考
慮
に
入

れ
て
考
え
た
場
合
に
は
、
試
論
の
域
を
出
な
い
が
、
結
論
的
に
は
実

体
法
と
手
続
法
の
両
方
の
性
質
を
兼
ね
備
え
た
規
定
で
あ
る
と
考
え

た
い
。

　
ま
ず
、
手
続
法
で
あ
る
こ
と
に
異
論
が
無
い
と
す
る
と
、
実
体
法

的
性
格
の
有
無
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
支
配
的
な
学
説
に

よ
れ
ば
、
民
事
訴
訟
法
旧
七
三
三
条
の
制
定
に
よ
り
執
行
方
法
に
完

全
に
転
化
し
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
沿
革
的
に
見
た
場
合
に
は
、

上
述
の
よ
う
に
当
初
実
体
法
規
定
と
し
て
創
設
さ
れ
て
お
り
、
そ
の

性
質
は
現
在
も
消
え
去
っ
て
は
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
民

法
四
一
四
条
三
項
に
つ
い
て
考
え
た
場
合
に
、
適
当
の
措
置
を
判
決

手
続
で
求
め
る
こ
と
の
で
き
る
規
定
は
、
民
法
七
二
三
条
、
区
分
所

有
法
五
七
条
、
不
正
競
争
防
止
法
一
条
ノ
ニ
、
特
許
法
一
〇
〇
条
お

よ
び
一
〇
六
条
、
著
作
権
法
一
一
五
お
よ
び
一
一
六
条
等
に
も
散
見

で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
例
え
ば
、
民
法
四
一
四
条
三
項
の
「
適
当

ノ
処
分
」
も
実
体
法
的
性
格
を
も
帯
び
て
お
り
、
そ
れ
を
判
決
手
続

で
求
め
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
素
直
な
見
方
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
対
し
て
、
民
事
執
行
法
一
七
一
条
に
基
づ
き

執
行
手
続
で
そ
れ
が
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
手
続
法
的
性
格
を
帯

び
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
て
来
る
と
、
特
に
、
民
法
四
一
四
条
三
項
は
、

救
済
手
続
を
形
成
し
救
済
内
容
を
豊
富
に
す
る
源
泉
と
し
て
の
意
義

を
も
つ
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
手
続
を
通
じ
て
、
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執
行
機
関
は
、
当
事
壁
間
の
対
話
を
重
視
し
つ
つ
、
実
体
権
お
よ
び

救
済
方
法
の
特
殊
性
を
考
慮
し
て
、
多
種
多
様
な
具
体
的
救
済
方
法

を
創
造
的
に
形
成
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で

あ
る
。

四
　
執
行
裁
判
所
に
よ
る
継
続
的
な
執
行
関
与
の
必
要
性

　
作
為
・
不
作
為
執
行
に
お
け
る
執
行
裁
判
所
の
関
与
形
態
に
関
す

る
伝
統
的
な
説
明
に
よ
れ
ば
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
執
行
機
関

に
よ
る
執
行
手
続
の
継
続
的
な
監
督
は
本
来
的
に
予
定
さ
れ
て
は
お

ら
ず
、
執
行
機
関
は
執
行
結
果
の
報
告
を
受
け
る
べ
き
地
位
に
も
な

く
、
関
与
形
態
と
し
て
は
単
に
「
授
権
」
を
な
す
に
留
ま
る
と
さ
れ

る
。
作
為
・
不
作
為
執
行
に
本
案
の
続
行
的
判
断
の
側
面
が
あ
り
う

る
こ
と
は
、
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
そ
れ
は
た
だ
債

務
名
義
に
関
す
る
記
録
が
存
在
す
る
裁
判
所
が
執
行
機
関
と
な
る
の

が
相
当
で
あ
る
と
の
帰
結
を
導
く
布
石
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
も
考
え

ら
れ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
私
見
の
よ
う
に
作
為
・
不
作
為
執
行
過
程
を
考

え
た
場
合
に
は
、
伝
統
的
な
執
行
観
は
当
然
に
修
正
を
迫
ら
れ
る
こ

と
に
な
る
。
一
般
に
、
授
権
決
定
手
続
は
、
債
務
名
義
に
表
示
さ
れ

た
基
本
的
権
利
義
務
関
係
を
基
礎
と
し
て
、
そ
れ
を
具
体
化
・
実
効

化
す
る
過
程
と
し
て
、
債
権
者
・
債
務
者
関
係
の
再
調
整
機
能
を
果

た
す
べ
き
で
あ
り
、
執
行
裁
判
所
は
、
債
権
者
・
債
務
者
間
の
対
話

と
交
渉
に
よ
り
最
適
な
具
体
的
救
済
措
置
を
創
造
す
べ
き
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
執
行
裁
判
所
は
、
そ
の
た
め
の
責
任
を
負
担
し
、
執

行
過
程
に
対
し
て
継
続
的
に
関
与
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
代
替
執

行
の
実
施
期
間
中
は
、
「
適
当
ノ
処
分
」
と
し
て
命
じ
た
様
々
な
措

置
の
実
効
性
に
つ
き
監
督
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
さ
ら
に

「
適
当
ノ
処
分
」
と
し
て
、
例
え
ば
遵
守
レ
ポ
ー
ト
等
に
よ
り
定
期

的
に
執
行
結
果
の
報
告
を
受
け
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
（
救
済
実

現
監
視
義
務
。
満
足
状
況
に
つ
い
て
の
司
法
に
よ
る
定
期
診
断
や
、

司
法
に
よ
る
ア
フ
タ
ー
・
ケ
ア
の
必
要
性
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
）
。

な
お
、
民
法
起
草
者
も
、
反
復
・
継
続
的
な
不
作
為
義
務
の
強
制
履

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

行
に
つ
き
、
裁
判
所
の
継
続
的
な
監
視
の
是
非
を
論
じ
て
い
た
。

　
こ
の
よ
う
な
裁
判
所
の
継
続
的
監
督
の
下
に
お
け
る
裁
量
的
な
救

済
形
成
お
よ
び
救
済
実
現
過
程
に
よ
り
、
伝
統
的
な
執
行
観
は
修
正

を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
債
務
名
義
自
体
か
ら
一
義
的

に
判
明
す
べ
き
執
行
内
容
を
忠
実
に
強
制
実
現
す
べ
き
こ
と
を
任
務

と
す
る
伝
統
的
執
行
観
は
、
最
適
な
救
済
の
成
果
を
生
み
出
す
た
め

に
再
考
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
十
分
な
救
済
結
果
の

達
成
の
た
め
に
、
執
行
機
関
は
、
判
決
手
続
に
お
い
て
確
定
さ
れ
た

基
本
的
な
権
利
義
務
関
係
と
具
体
的
救
済
方
法
の
指
針
に
基
づ
き
、
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合
目
的
的
見
地
か
ら
裁
量
的
で
か
つ
柔
軟
に
救
済
実
現
（
時
に
、
再

形
成
的
な
実
現
）
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
た

め
に
、
執
行
機
関
は
、
機
構
と
し
て
は
判
決
機
関
と
一
定
の
連
続
性

を
保
つ
べ
き
で
あ
り
、
権
限
の
点
で
は
実
体
権
の
有
無
や
執
行
の
妥

当
性
に
関
す
る
審
査
を
行
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。五

　
そ
の
他
の
課
題

　
作
為
・
不
作
為
執
行
は
、
実
体
的
な
事
件
類
型
を
考
え
て
も
、
そ

の
内
容
が
多
岐
に
わ
た
る
た
め
、
類
型
化
の
作
業
が
不
可
欠
と
な
る
。

基
本
的
に
は
、
各
種
の
事
件
類
型
に
お
い
て
最
適
な
執
行
手
続
と
具

体
的
救
済
方
法
が
準
備
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
そ
の
中
で
、

個
別
事
件
の
具
体
的
文
脈
に
即
し
た
具
体
的
救
済
方
法
が
、
考
案
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
民
事
執
行
法
の
制
定
に
さ
い
し
て
も
、
従
来
の
規
定
が
僅
か
に
修

正
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
、
除
却
処
分
手
続
と
適
当
処
分
手
続
の

統
合
化
を
初
め
、
今
後
類
型
化
の
作
業
を
ま
っ
て
、
よ
り
詳
し
い
規

定
の
制
定
が
望
ま
れ
る
。
た
だ
し
、
例
え
ば
救
済
形
成
の
源
泉
と
し

て
適
当
処
分
手
続
な
ど
の
一
般
規
定
の
存
置
は
不
可
欠
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
強
制
執
行
関
係
法
の
一
般
法
と
し
て
の
民
事
執
行
法
の

意
義
も
再
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
従
来
か
ら
、
行
政

代
執
行
の
理
論
や
実
務
と
の
法
比
較
は
、
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
来
な

か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
例
と
し
て
、
例
え
ば
、
行
政
上
の
義

務
の
性
質
上
ま
た
は
行
政
代
執
行
法
二
条
の
要
件
上
の
制
約
の
た
め

に
行
政
代
執
行
が
利
用
で
き
な
い
場
合
に
、
民
事
執
行
法
に
よ
る
強

制
執
行
手
続
が
利
用
で
き
る
か
否
か
に
つ
い
て
検
討
を
深
め
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

も
、
今
後
の
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

〈
註
〉

（
6
4
1
）
　
詳
細
は
、
川
嶋
「
前
掲
論
文
〔
註
1
〕
」
一
八
頁
以
下
を
参
照
。

（
7
4
1
）
　
浦
野
雄
幸
「
強
制
執
行
法
案
要
綱
案
（
第
二
次
試
案
）
に
つ
い

　
て
口
」
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
五
五
二
号
九
二
頁
（
一
九
七
四
年
）
を
参

　
照
。

（
8
4
1
）
　
田
中
『
前
掲
書
〔
註
2
5
〕
』
三
七
六
頁
。

（
9
4
1
）
　
例
え
ば
、
我
妻
栄
『
前
掲
書
〔
即
詠
〕
』
八
七
－
九
四
頁
。

（
0
5
1
）
　
例
え
ば
、
竹
下
「
前
掲
論
文
〔
註
鵬
〕
」
『
判
例
タ
イ
ム
ズ
』
、

　
中
野
「
前
掲
論
文
〔
註
㎜
〕
」
等
。

（
1
5
1
）
星
野
『
前
掲
書
〔
註
鵬
〕
』
四
一
頁
、
平
井
『
前
掲
書
〔
註

　
5
1
〕
』
一
七
九
頁
、
中
野
『
前
掲
書
〔
註
1
7
〕
』
九
－
一
〇
頁
。
さ
ら

　
に
、
註
4
も
参
照
。

（
2
5
1
）
　
沿
革
的
研
究
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
論
を
展
開
す
る
も
の
と

　
し
て
、
森
田
『
前
掲
書
〔
註
2
の
本
文
〕
』
三
二
〇
頁
以
下
を
参
照
。
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こ
れ
に
対
し
て
、
「
沿
革
か
ら
す
る
こ
の
よ
う
な
議
論
に
は
、
そ
れ

な
り
に
説
得
力
が
あ
る
が
、
間
接
強
制
を
補
充
的
強
制
手
段
と
位
置

づ
け
る
通
説
お
よ
び
現
行
法
の
行
き
方
に
は
、
政
策
論
と
し
て
、
そ

　
れ
な
り
に
合
理
性
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
」
る
と
す
る
見
解
も
あ
る
。

内
田
貴
『
民
法
m
〔
債
権
総
論
・
担
保
物
権
〕
』
一
＝
頁
（
東
京
大

学
出
版
会
、
一
九
九
六
年
）
。

（
3
5
1
）
　
さ
ら
に
、
鈴
木
一
三
ケ
月
編
『
注
解
民
生
法
（
5
）
〔
註
1
6
〕
』

　
一
〇
〇
1
一
〇
三
頁
〔
富
越
〕
、
お
よ
び
、
香
川
監
修
『
注
釈
民
執

　
法
（
7
）
〔
註
1
5
〕
』
二
〇
〇
－
二
〇
一
頁
〔
富
越
〕
も
参
照
。

（
4
5
1
）
　
前
述
、
第
四
章
一
㈹
を
参
照
。

（
5
5
1
）
　
鈴
木
一
三
ケ
月
編
『
注
解
民
執
法
（
5
）
〔
註
1
6
〕
』
九
三
頁

　
〔
富
越
〕
参
照
。

（
6
5
1
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
山
木
戸
『
前
掲
書
〔
註
7
1
〕
』
一
＝
六

頁
も
参
照
。

（
7
5
1
）
例
え
ば
、
竹
下
守
夫
「
救
済
の
方
法
」
『
基
本
法
学
㈹
〔
紛

　
争
〕
』
一
八
三
頁
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
三
年
）
、
川
嶋
「
前
掲
論
文

，
〔
註
6
〕
」
参
照
。
な
お
、
わ
が
国
に
お
け
る
「
救
済
法
」
に
関
す
る

　
議
論
の
概
観
と
し
て
、
川
嶋
「
前
掲
論
文
〔
註
8
〕
」
『
熊
本
法
学
』

　
一
四
八
－
一
五
三
頁
を
参
照
。

（
8
5
1
）
　
川
嶋
「
前
掲
論
文
〔
註
1
〕
」
一
八
頁
以
下
を
参
照
。

（
9
5
1
）
　
例
え
ば
、
奥
田
昌
道
「
民
法
四
一
四
条
に
つ
い
て
1
解
釈
論

　
的
お
よ
び
立
法
論
的
見
地
か
ら
一
」
同
『
請
求
権
概
念
の
生
成
と

　
展
開
』
二
八
一
頁
、
二
八
五
頁
（
創
文
社
、
一
九
七
九
年
）
を
参
照
。

（
0
6
1
）
　
し
か
し
、
結
論
は
消
極
的
で
あ
っ
た
。
法
務
大
臣
官
房
司
法
法

制
調
査
部
監
修
『
日
本
近
代
立
法
資
料
叢
書
3
・
法
典
調
査
会
民
法

議
事
速
記
録
⑧
』
五
八
頁
お
よ
び
六
二
頁
（
商
事
法
務
研
究
会
、
一

九
八
四
年
）
を
参
照
。

（
1
6
1
）
　
例
え
ば
、
阿
部
泰
隆
「
行
政
上
の
義
務
の
民
事
執
行
」
『
自
治

研
究
』
五
五
巻
六
号
三
頁
（
一
九
七
九
年
）
、
細
川
俊
彦
「
公
法
上

　
の
義
務
履
行
と
強
制
執
行
」
『
民
商
法
雑
誌
』
八
二
巻
五
号
六
四
〇

頁
（
一
九
八
○
年
）
、
広
岡
『
前
掲
書
〔
註
脳
〕
』
二
五
二
頁
、
中
野

　
『
前
掲
書
〔
註
1
7
〕
』
一
〇
五
頁
等
を
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
完
）
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