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二
二
二

昭
二
五
l

(講

義

讐

当
事
者
の
申
し
立
て
な
い
事
項
に
つ
い
て
裁
判
し
た
こ
と
に
当
た
ら
な

い

l
事
例

所
有
権
移
転
登
記
手
続
請
求
事
件
(昭
二
五

二

1
･
1
0
第
二
小
判
'
棄
却
)

J
t
Ⅹ

(原
告

･
被
控
訴
人

･
上
告
人
)
は
'
明
治
四

〇
年
か
ら
訴
外
A
の
次

女
B
と
同
棲
し
て
い
た
が
､
大
正
三
年
に
A
･
そ
の
事
〃

･
B
と
婿
養
子
縁
組

を
結
ん
だ
｡
し
か
し
A
は
'
推
定
家
督
相
続
人
と
な
っ
た
Ⅹ
に
全
幅
の
信
頼
を

置
け
な
い
と
考
え
､.
大
正
五
年
本
件
家
屋
の
前
身
た
る
家
産
そ
の
他

一
切
の
不

動
産
を
五
女
Y

(被
告

･
控
訴
人

･
被
上
告
人
)
に
贈
与
し
移
転
登
記
を
了
し

た
｡
そ
の
後
大
正

一
五
年
に
A
は
隠
居
し
Ⅹ
が
戸
主
と
な
っ
た
が
､
同
年
Y
は

分
家
L
t
A
も
ま
た
分
家

･
廃
家
の
後
Y
の
戸
籍
に
入
籍
L
Y
と
共
に
前
掲
家

星
に
居
住
し
て
い
た

(Ⅹ
B
夫
婦
は
当
初
よ
り
別
居
し
て
い
る
)｡

と
こ
ろ
が
こ
の
家
産
は
相
当
腐
朽
し
て
い
た
の
で
'
昭
和
五
年
こ
れ
を
取
り

壊
し
た
-
え
同
地
に
新
た
に
本
件
家
産
を
新
築
し
た
が
'
保
存
登
記
は
な
さ
れ

な
か
っ
た
｡
本
件
家
屋
に
は
引
続
き
A
が
夫
婦
及
び
Y
が
居
住
し
て
い
た
が
.

昭
和
六
年
Y
は
婚
姻
し
て
満
州
に
渡
り
T
昭
和
九
年
A
は
死
亡
し
.
ガ

の
み
が

本
件
家
臣
に
居
住
し
て
い
た
と
こ
ろ
'
昭
和

1
七
年
以
降
は
Ⅹ
も
本
件
家
屋
に

居
住
し
て
い
る
｡
Y
は
昭
和
二

1
年
内
地
に
引
揚
げ
.
そ
の
家
族
と
共
に
本
件

家
産
で
Ⅹ
等
と
同
居
す
る
に
至
っ
た
が
､
同
年
Y
が
本
件
家
産
に
自
己
名
義
の

保
存
登
記
を
了
し
た
の
で
'
Ⅹ
は
こ
れ
を
自
己
の
所
有
な
り
と
し
て
争
い
t
Y

を
相
手
に
本
件
訴
え
を
捷
起
し
た
｡

二
'
Ⅹ
の
主
張
は
'
本
件
家
臣
は
t
A
に
対
す
る
孝
養
と
Ⅹ
自
身
の
老
優
の
住

居
に
備
え
る
た
め
に
'
Ⅹ
が
資
金
を
投
じ
て
.
元
の
家
庭
を
所
有
権
老
Y
の
代

理
人
た
る
A
の
同
意
を
得
て
取
り
壊
し
､
建
築
業
者
と
契
約
を
結
ん
で
新
築
し

た
t
と
い
-
も
の
で
あ
る
｡
こ
れ
に
対
す
る
Y
の
陳
述
は
'
本
件
家
産
を
新
築

し
た
の
は
Ⅹ
で
は
な
-
'
Ⅹ
Y
そ
の
他
A
の
子
供
達
が
孝
養
の
た
め
A
に
資
金

を
提
供
し
t
A
が
Ⅹ
の
紹
介
し
た
請
負
人
に
請
負
わ
せ
た
も
の
で
あ
り
'
そ
の

直
後
A
は
こ
れ
を
Y
に
贈
与
L
t
A
自
身
が
村
役
場
及
び
税
務
署
に
Y
名
義
の
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届
出
を
な
し
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
第
一
審
判
決
は
X
の
単
独
所
有
権
取
得
を
認
定
し
、
X
勝
訴
．
Y
控
訴
。
第

二
審
判
決
は
、
A
及
び
X
Y
そ
の
他
A
の
子
供
達
が
資
金
の
一
部
を
提
供
し
、

一
同
協
力
し
て
A
の
た
め
に
本
件
家
屋
を
新
築
し
た
後
A
に
贈
与
し
、
そ
の
後

A
が
Y
に
贈
与
し
た
、
と
認
定
し
、
Y
勝
訴
．
X
上
告
。
上
告
理
由
は
、
原
審

認
定
の
、
A
及
び
X
Y
そ
の
他
が
資
金
を
拠
出
し
て
新
築
し
共
有
し
た
後
X
Y

等
が
そ
の
持
分
権
を
A
に
贈
与
し
た
、
と
い
う
事
実
は
当
事
者
の
い
ず
れ
も
主

張
し
て
お
ら
ず
、
原
判
決
は
当
事
者
の
主
張
し
な
い
事
実
に
基
づ
き
判
断
し
た

違
法
が
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

三
、
最
高
裁
は
以
下
の
如
く
戦
示
し
、
上
告
宅
部
。

「
裁
判
の
基
本
と
な
る
事
実
は
当
事
者
の
主
張
を
基
礎
と
し
て
確
定
し
な
け
れ

ぽ
な
ら
な
い
が
、
右
事
実
の
来
歴
等
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
が
証
拠
に
よ
り
当

事
者
の
主
張
と
異
る
事
実
を
認
定
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。
所
論
の
原
判
決
認

定
の
事
実
は
、
被
上
告
人
Y
に
本
件
家
屋
を
贈
与
し
た
A
が
、
そ
の
所
有
権
を

取
得
す
る
に
至
っ
た
経
過
に
つ
い
て
の
事
実
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
原
判
決
が
右

の
点
に
つ
き
Y
の
主
張
と
異
る
認
定
を
し
て
い
て
も
、
原
判
決
は
、
結
局
Y
の

主
張
に
基
い
て
．
Y
が
A
か
ら
贈
与
に
よ
り
本
件
家
屋
の
所
有
権
を
取
得
し
た

事
実
を
認
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
原
判
決
に
は
当
事
者
の
申
立
て
な
い
事

項
に
つ
い
て
裁
判
し
た
違
法
が
あ
る
と
は
い
い
得
な
い
。
」

幽
　
本
判
決
が
上
告
を
棄
却
し
た
こ
と
は
正
当
で
あ
る
ボ
．
そ
の
理
論
構

成
に
は
賛
成
で
き
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
本
件
は
、
狭
義
の
弁
論
主
義
の
問
題
で
あ
る
、
か
つ
て
一
部
の
学
説
に

よ
り
処
分
権
主
義
と
弁
論
主
義
は
同
義
に
解
さ
れ
た
。
し
か
し
、
処
分
権

主
義
は
審
判
の
最
終
目
標
た
る
請
求
の
み
を
規
律
す
る
の
に
対
し
、
狭
義

の
弁
論
主
義
は
か
か
る
終
局
的
審
判
対
象
以
外
の
事
項
（
請
求
を
基
礎
づ
け

る
事
項
）
を
規
律
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
通
説
的
理
解
と
な
っ

た
（
但
し
．
民
訴
一
八
六
条
が
狭
義
の
弁
論
主
義
を
も
併
せ
規
定
し
て
い
る
か
否
か

に
つ
き
、
学
説
は
一
致
し
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
今
日
で
は
、
狭
義
の
弁
論
主

義
は
本
条
か
ら
直
接
導
か
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
民
訴
法
の
随
所
か
ら
自
ず
と
明
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

か
に
な
る
原
劉
で
あ
る
．
と
す
る
点
で
学
説
は
一
致
す
る
）
、
一
方
、
判
例
に
つ

い
て
み
れ
ぽ
、
学
説
の
か
か
る
対
立
を
反
映
し
、
大
審
院
時
代
に
は
両
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

義
の
概
念
的
混
乱
が
し
ぼ
し
ば
み
ら
れ
た
。
し
か
し
、
最
高
裁
時
代
に
入

る
と
、
両
者
が
次
元
を
異
に
す
る
概
念
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
意
識
さ
れ

る
に
至
っ
た
。
こ
の
意
味
で
、
本
判
決
は
、
処
分
権
主
義
と
（
狭
義
の
）
弁

論
主
義
の
概
念
的
区
別
に
関
す
る
判
例
理
論
の
過
渡
的
末
期
に
属
す
る
も

の
と
位
置
付
け
ら
れ
よ
う
。

二
　
ω
本
判
決
は
、
「
裁
判
の
基
本
と
な
る
事
実
は
当
事
者
の
主
張
を
基

礎
と
し
て
確
定
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
が
、
右
事
実
の
来
歴
等
に
つ
い
て

は
裁
判
所
が
証
拠
に
よ
り
当
事
者
の
主
張
と
異
る
事
実
を
認
定
す
る
こ
と

を
妨
げ
な
い
」
、
と
判
示
す
る
。
間
接
事
実
に
つ
き
裁
判
所
は
当
事
者
の

主
張
な
く
し
て
斜
月
す
る
こ
と
が
で
き
、
主
要
事
実
の
「
来
歴
経
過
に
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

す
る
事
実
』
も
同
様
で
あ
る
、
と
す
る
の
が
判
例
の
一
般
的
見
解
で
あ
り
、

本
判
決
も
同
様
の
見
解
を
判
示
す
る
．

　
㈹
④
学
説
に
お
け
る
通
説
的
見
解
に
よ
れ
ば
、
『
証
拠
資
料
（
証
拠
調
の

結
果
）
を
除
い
た
・
狭
義
の
・
訴
訟
資
料
（
当
事
者
が
主
張
す
れ
ば
「
弁
論
」

の
内
容
を
な
す
も
の
）
を
構
成
す
る
事
実
を
、
主
要
事
実
と
間
接
事
実
と
に

区
分
し
．
弁
論
主
蒙
行
わ
れ
る
の
は
主
要
事
肇
つ
い
て
で
あ
っ
て
、
獅

間
接
事
実
に
つ
い
て
は
弁
論
主
義
は
行
わ
れ
な
い
』
と
す
る
。
こ
こ
で
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も
　
　
セ
　
　
を
　
　
も

等
通
説
が
主
要
事
実
と
す
る
の
は
、
法
律
効
果
（
権
利
・
義
務
。
法
律
関
係
）

を
発
生
さ
せ
・
消
滅
さ
せ
・
ま
た
は
そ
の
変
動
を
阻
却
す
る
事
実
で
あ
っ

て
、
そ
れ
は
、
通
常
、
成
文
法
規
の
法
条
の
文
言
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ

　
　
　
　
　
（
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、

っ
て
知
ら
れ
る
…
」
の
に
対
し
て
、
「
通
説
が
間
接
事
実
と
す
る
の
は
、

主
要
事
実
の
存
否
を
推
認
さ
芸
妻
で
あ
（
範
」
・
し
た
が
っ
て
こ
裁

判
の
基
本
た
る
べ
き
事
実
の
来
歴
経
過
に
関
す
る
事
実
」
が
間
接
事
実
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

理
解
さ
れ
る
（
判
例
。
学
説
の
一
般
的
見
解
）
以
上
、
本
判
決
の
翠
雲
は
当

然
の
事
理
を
表
明
し
た
も
の
と
し
て
多
く
の
学
説
の
支
持
を
得
る
に
至
っ

た
。
よ
り
具
体
的
に
説
明
す
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
㈲
本
判
決
に
よ
れ
ぽ
、
本
件
訴
訟
に
お
け
る
主
要
事
実
は
“
Y
が
A
か

ら
贈
与
に
よ
り
家
屋
の
所
有
権
を
取
得
し
た
と
い
う
事
実
”
で
あ
り
．

”
X
Y
A
等
が
一
旦
そ
の
所
有
権
を
原
始
取
得
し
て
こ
れ
を
A
に
移
転
し

た
と
い
う
事
実
μ
は
A
の
所
有
権
取
得
に
至
る
経
過
に
つ
い
て
の
事
実
で

あ
り
、
こ
れ
は
主
要
事
実
で
は
な
く
．
し
た
が
っ
て
こ
れ
に
つ
い
て
は
当

事
者
の
主
張
な
く
し
て
裁
判
所
は
認
定
を
な
し
得
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
下
町
賛
成
説
に
よ
れ
ぽ
、
A
に
所
有
権
が
あ
る
こ
と
、
後
に
Y

に
贈
与
さ
れ
そ
の
所
有
家
屋
と
な
っ
た
こ
と
、
が
判
断
を
必
要
と
す
る
法

律
効
果
で
あ
り
、
右
の
判
断
を
な
す
た
め
に
直
接
必
要
な
要
件
事
実
が
主

要
事
実
と
し
て
当
事
者
の
主
張
を
要
す
る
も
の
で
あ
り
、
A
に
所
有
権
が

帰
属
す
る
以
前
に
、
何
人
が
ど
の
よ
う
に
し
て
所
有
権
を
も
っ
て
い
た
か
、

A
の
所
有
権
が
原
始
取
得
に
よ
る
も
の
か
承
継
取
得
に
よ
る
も
の
か
．
等

の
事
実
は
、
本
件
で
は
前
記
の
主
要
事
実
の
来
歴
・
経
過
に
関
す
る
事
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

に
す
ぎ
な
い
、
と
理
解
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
幟
④
他
方
、
同
じ
く
通
説
的
見
解
（
弁
論
主
義
は
主
要
事
実
に
つ
い
て
妥
当

し
、
間
接
事
実
に
つ
い
て
は
妥
当
し
な
い
、
と
す
る
見
解
）
に
立
つ
も
、
本
件
の

具
体
的
事
案
の
分
析
か
ら
判
旨
の
理
由
付
け
に
疑
問
を
提
起
す
る
（
但
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
0
1
）

本
判
決
結
論
は
支
持
す
る
）
学
説
も
存
在
し
た
。
右
学
説
は
次
の
如
く
主
張

す
る
。

　
⑭
す
な
わ
ち
、
本
件
訴
訟
に
お
い
て
X
は
係
争
家
屋
の
所
有
権
に
基
づ

き
そ
の
登
記
名
義
人
た
る
Y
を
相
手
方
と
し
て
所
有
権
移
転
請
求
を
お
こ

な
っ
た
。
右
請
求
を
理
由
づ
け
る
も
の
と
し
て
「
係
争
家
屋
の
所
有
権
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
も

建
築
に
よ
り
原
始
的
に
取
得
し
た
」
と
の
事
実
を
主
張
し
て
い
る
。
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も

が
っ
て
、
X
の
請
求
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
右
事
実
が
主
要
事
実
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
Y
は
X
の
右
主
要
事
実
の
主
張
を
否
定
し
、
係
争
家
屋

は
X
Y
ら
が
A
に
資
金
を
提
供
し
訴
外
某
に
請
負
わ
せ
て
新
築
し
た
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
　
　
も
　
　
　
も

で
あ
る
、
と
の
陳
述
を
な
し
た
。
し
か
る
に
、
原
審
は
X
Y
A
等
が
係
争

家
屋
の
所
有
権
を
共
有
的
に
原
始
取
得
し
た
も
の
と
認
定
し
た
．
こ
こ
で

は
X
の
「
所
有
権
の
原
始
的
取
得
」
の
主
張
は
「
共
有
持
分
権
の
原
始
的

取
得
」
と
い
う
形
で
い
わ
ぽ
一
部
的
に
承
認
さ
れ
た
、
と
い
え
る
。
・
し
た

が
っ
て
、
右
「
共
有
持
分
権
の
原
始
的
取
得
」
後
に
X
が
そ
の
共
有
持
分

権
を
譲
渡
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
喪
失
し
て
い
た
（
「
共
有
持
分
権
の
事
後
的

喪
失
」
）
と
き
に
は
じ
め
て
．
X
の
請
求
は
棄
却
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
．
か

く
し
て
、
X
の
「
共
有
持
分
権
の
事
後
的
喪
失
」
は
Y
に
お
い
て
主
張
並

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
ね
　
　
ゑ
　
　
も

び
に
立
証
の
責
任
を
負
う
抗
弁
事
由
で
あ
り
、
た
と
え
ば
本
件
で
い
え
ば

「
X
の
A
へ
の
共
有
持
分
権
の
贈
与
」
と
い
う
事
実
は
「
共
有
持
分
権
の

事
後
的
喪
失
」
と
い
う
法
的
効
果
の
存
否
の
判
断
に
必
要
な
要
件
に
該
当
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つ
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
や

す
る
事
実
で
あ
り
、
右
抗
弁
に
つ
い
て
の
主
要
事
実
で
あ
り
、
し
た
が
っ

て
本
来
当
事
者
の
主
張
が
な
け
れ
ば
裁
判
所
は
認
定
し
得
な
い
も
の
と
い

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
主
張
す
る
。

　
の
本
判
決
が
「
X
の
A
へ
の
共
有
持
分
権
の
贈
与
」
を
来
歴
経
過
に
属

す
る
事
実
と
し
て
こ
れ
を
間
接
事
実
と
理
解
し
た
の
に
対
し
、
右
学
説
は

具
体
的
な
主
要
事
実
は
あ
く
ま
で
具
体
的
事
実
に
お
け
る
請
求
と
抗
弁
の

関
係
に
即
し
て
明
ら
か
に
す
べ
し
と
の
基
本
的
立
場
よ
り
そ
の
主
要
事
実

性
を
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
右
学
説
の
指
摘
は
正
当
で

あ
り
、
本
判
決
は
Y
の
主
張
・
証
明
す
べ
き
事
書
事
実
が
何
か
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

の
判
断
を
誤
ま
っ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
ω
な
お
、
弁
論
主
義
の
妥
当
範
囲
を
め
ぐ
る
右
の
通
説
的
見
解
に
よ
る

主
要
事
実
と
間
接
事
実
と
の
区
分
に
対
し
て
、
独
自
の
基
本
的
立
場
よ
り

　
あ
　
　
　
ぬ
　
　
　
セ
　
　
　
ぬ

「
い
わ
ゆ
る
間
接
事
実
の
法
理
（
通
説
）
の
基
本
的
な
誤
謬
」
を
鋭
ぐ
指
摘
…

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

さ
れ
る
見
解
が
存
在
す
る
。
傾
聴
す
べ
き
正
当
牲
を
包
蔵
す
る
も
の
で
あ

る
が
、
通
説
的
見
解
の
そ
の
依
っ
て
立
つ
立
場
に
対
し
て
抜
本
的
修
正
を

迫
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
製
本
小
稿
に
お
い
て
右
見
解
を
軽
々
に
論
じ
る

こ
と
は
許
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

三
　
ω
原
審
は
「
X
の
A
へ
の
共
有
持
分
権
の
贈
与
」
を
認
定
し
て
い
る

が
、
こ
れ
は
Y
に
と
っ
て
X
の
請
求
を
撲
製
す
る
た
め
に
必
要
な
抗
弁
事

実
た
る
主
要
事
実
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
主
要
事
実
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

こ
れ
に
つ
き
当
事
者
の
主
張
が
あ
っ
た
の
か
ど
5
か
が
、
本
判
決
の
検
討

の
キ
ー
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
。

　
㈲
原
審
に
お
い
て
X
は
「
自
己
の
所
有
権
の
単
独
原
始
取
得
』
を
主
張

し
、
Y
は
「
X
Y
等
に
よ
る
A
へ
の
資
金
の
提
供
に
よ
り
A
が
X
の
紹
介

し
た
請
負
人
に
請
負
わ
せ
て
こ
れ
を
新
築
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
後
A

は
Y
に
こ
れ
を
贈
与
し
た
（
X
Y
等
の
資
金
の
提
供
1
↓
A
の
所
有
権
の
単
独

原
始
取
得
i
↓
A
の
Y
へ
の
贈
与
）
」
旨
を
主
張
し
て
い
る
、
し
た
が
っ
て
、

当
事
者
、
と
り
わ
け
Y
の
主
張
に
お
い
て
は
原
審
認
定
の
「
X
の
A
へ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
で
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も

共
有
持
分
権
の
贈
与
」
の
主
張
は
顕
現
し
て
い
な
い
以
上
、
形
式
論
理
的

ヤ
　
　
　
や

に
は
原
審
は
当
事
者
の
主
張
な
く
し
て
右
主
要
事
実
を
認
定
し
た
と
い
う

点
で
弁
論
主
義
に
違
反
し
た
結
果
と
な
る
。
し
か
し
、
当
事
者
の
「
主
張

事
実
」
と
裁
判
所
の
「
認
定
事
実
」
と
の
間
に
実
質
的
同
一
性
が
あ
る
場

合
に
は
、
勿
論
弁
論
主
義
違
反
と
は
な
ら
ず
、
本
件
は
ま
さ
し
く
右
の
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

質
的
同
一
性
の
認
め
ら
れ
る
一
場
合
に
他
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本

判
決
の
結
論
自
体
は
正
当
で
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

四
　
な
お
、
補
論
と
し
て
、
本
判
決
に
つ
き
以
下
の
二
点
の
疑
問
を
提
出

し
た
い
。

　
ω
第
一
に
、
、
本
件
が
移
転
登
記
請
求
訴
訟
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
仮
に

《
X
の
A
へ
の
共
有
持
分
権
贈
与
》
と
い
う
事
実
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た

場
合
、
X
の
請
求
の
一
部
認
容
が
あ
り
得
る
か
が
一
応
問
題
と
な
る
。
と

い
う
の
は
、
X
の
移
転
登
記
請
求
の
一
部
認
容
と
は
共
有
持
分
権
の
更
正

登
記
と
い
う
登
記
法
上
全
く
別
異
の
登
記
を
命
ず
る
こ
と
で
あ
り
．
か
か

る
判
決
事
項
が
申
立
事
項
の
量
的
一
部
で
あ
る
と
は
ス
ト
レ
ー
ト
に
導
け

な
い
か
ら
で
あ
る
。
更
正
登
記
が
移
転
登
記
の
量
的
一
部
と
い
え
ず
、
し

た
が
っ
て
一
部
認
容
と
い
う
事
態
が
あ
り
得
な
い
と
す
れ
ば
、
X
Y
問
の

主
張
・
証
明
責
任
の
分
配
が
次
の
如
く
異
な
っ
て
く
る
、
即
ち
．
本
件
家

le9
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屋
の
「
X
Y
A
等
に
よ
る
共
有
的
原
始
取
得
」
が
認
定
さ
れ
れ
ば
そ
の
段

階
で
X
の
全
面
敗
訴
と
な
り
、
《
X
の
A
へ
の
共
有
持
分
権
贈
与
》
と
い

う
事
実
は
、
Y
に
と
っ
て
抗
弁
事
実
た
る
主
要
事
実
で
は
な
く
な
る
。
Y

が
共
有
的
原
始
取
得
を
主
張
し
た
と
し
て
も
．
そ
れ
は
X
の
請
求
全
体
を

否
定
す
る
積
極
否
認
に
す
ぎ
な
い
、
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
点
に
つ
き
、
判
例
は
抹
消
登
記
に
対
し
更
正
登
記
が
量
的
一
部
で

　
　
　
（
1
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
薙
）

あ
る
と
す
る
一
方
、
釈
明
不
十
分
を
指
摘
す
る
判
例
も
あ
る
、
登
記
と
実

体
関
係
の
早
期
一
致
の
要
請
か
ら
申
立
事
項
の
量
的
一
部
と
み
て
よ
い
で

あ
ろ
う
が
、
移
転
登
記
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
と
い
う
義
目
自
5
9
ぼ
凝

の
訴
訟
を
考
え
て
い
た
当
事
者
に
と
っ
て
意
外
な
結
果
と
な
る
可
能
性
も

あ
り
、
ま
た
、
主
張
・
証
明
責
任
の
所
在
が
不
明
瞭
に
な
り
当
事
者
の
攻

撃
防
禦
に
困
難
を
き
た
す
慮
れ
も
あ
る
か
ら
、
判
例
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、

訴
訟
の
結
果
や
当
事
者
の
訴
訟
追
行
に
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
な
事
項
に
つ

い
て
は
、
裁
判
所
は
訴
訟
過
程
で
当
事
者
に
説
示
し
て
お
く
こ
と
が
望
ま

し
い
。

　
②
第
二
に
、
X
Y
は
い
ず
れ
も
、
各
々
自
己
の
所
有
権
取
得
を
正
当
化

す
べ
く
家
屋
新
築
前
後
か
ら
訴
訟
時
ま
で
の
所
有
権
の
移
転
経
路
を
時
間

的
経
緯
に
沿
っ
て
主
張
し
、
X
の
共
有
持
分
権
の
発
生
・
消
滅
に
つ
き
訴
訟

の
天
王
山
と
し
て
争
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
家
屋
の
共
有
的
原
始
取

得
と
い
う
事
実
関
係
は
、
第
二
審
が
判
決
形
成
に
際
し
て
事
後
的
に
下
し

た
評
価
な
の
で
あ
っ
て
、
当
事
者
は
こ
の
点
を
全
く
意
識
し
て
い
な
か
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
法
的
評
価
を
含
む
問
題
は
裁
判

所
が
自
由
に
認
定
で
き
る
、
と
い
う
見
解
に
は
疑
問
が
あ
る
。
証
明
責
任

に
関
す
る
通
説
的
見
解
に
よ
れ
ば
、
証
明
責
任
の
所
在
は
当
事
者
の
攻
撃

防
禦
の
指
標
と
な
る
も
の
で
訴
訟
の
初
め
か
ら
予
め
定
ま
っ
て
い
る
と
さ

れ
る
が
、
当
事
者
が
一
定
の
法
的
構
成
を
意
図
し
て
主
張
し
て
い
る
に
も

　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
で

拘
ら
ず
（
本
件
で
は
単
狸
原
始
取
得
）
、
こ
の
法
的
構
成
と
は
全
く
異
な
る
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
も
　
　
も

定
を
な
し
得
る
と
す
れ
ぽ
（
本
件
で
は
共
有
的
原
始
取
得
）
、
証
明
責
任
が
当

事
者
の
攻
撃
防
禦
の
「
道
し
る
べ
」
と
は
決
し
て
な
り
得
な
い
か
ら
で
あ

る
．
仮
に
Y
が
《
X
の
A
へ
の
共
有
持
分
権
贈
与
》
と
い
う
事
実
を
自
己

が
証
明
責
任
を
負
う
主
要
事
実
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
な
ら
、
こ
の
点

を
明
確
に
主
張
し
て
い
た
だ
ろ
う
こ
と
は
疑
い
な
い
。
結
局
、
裁
判
所
は

当
事
者
の
意
図
し
た
法
的
構
成
に
拘
束
さ
れ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
り
．
こ

れ
と
異
な
る
法
的
評
価
を
確
信
し
た
場
合
に
は
、
そ
れ
を
当
事
者
に
披
渥

し
て
主
張
を
促
す
と
共
に
爾
後
の
争
点
を
意
識
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ

の
意
味
で
は
、
裁
判
所
が
判
決
書
作
成
時
に
至
っ
て
初
め
て
当
事
者
の
主

張
を
事
後
的
に
解
釈
し
て
い
る
こ
と
に
も
問
題
が
あ
る
。
弁
論
に
お
い
て

当
事
者
が
事
実
を
主
張
す
る
の
は
、
そ
れ
自
体
が
目
的
で
あ
り
意
味
が
あ

る
の
で
は
な
く
て
、
事
実
の
主
張
と
い
う
形
式
を
通
じ
て
間
接
的
に
権
利

の
存
否
と
そ
れ
を
基
礎
付
け
る
法
律
構
成
を
主
張
し
て
い
る
の
に
他
な
ら

（
6
1
）

な
い
．
処
分
権
主
義
と
い
い
弁
論
主
義
と
い
い
当
事
者
の
主
体
的
意
図
・

意
思
を
尊
重
す
る
当
事
者
主
義
の
具
体
的
発
現
な
の
で
あ
る
か
ら
、
当
事

者
の
事
実
主
張
の
背
後
に
あ
る
法
的
意
図
が
不
明
確
な
場
合
、
相
手
方
や

裁
料
所
の
認
識
と
く
い
違
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
主
張
さ
れ
た

時
点
で
直
ち
に
釈
明
を
求
め
る
べ
き
で
あ
り
（
＝
毛
条
一
項
は
事
実
上
の

事
項
と
並
ん
で
法
律
上
の
事
項
に
関
す
る
釈
明
権
を
認
め
て
い
る
）
、
も
し
こ
れ
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を
見
過
ご
し
て
弁
論
を
終
結
し
た
湯
合
に
は
、
弁
論
を
再
開
し
（
一
三
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
π
）

条
）
釈
明
に
よ
殊
攻
撃
防
禦
を
尽
く
さ
ぜ
る
べ
き
で
あ
る
。
も
し
仮
に
不

意
打
ち
防
止
三
一
一
権
保
障
理
論
も
ま
た
裁
料
所
サ
イ
ド
か
ら
見
た
結
果

論
的
な
事
後
評
価
で
あ
る
な
ら
ば
．
当
事
者
の
真
の
意
図
、
意
思
に
反
し

　
　
　
　
　
　
　
、
．
　
、
（
8
1
）

た
結
論
を
導
く
危
険
が
あ
る
。

　
㈲
以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
X
・
Y
・
裁
判
所
の
三
者
間
に
は
本
件
家
屋

を
原
始
取
得
し
た
法
主
体
と
い
う
法
的
評
価
に
関
し
て
齪
賠
が
生
じ
て
い

た
の
で
あ
り
、
こ
の
点
を
原
審
が
弁
論
に
お
い
て
釈
明
・
説
示
し
て
お
け

ば
．
そ
も
そ
も
X
の
上
告
理
由
は
あ
り
得
な
か
っ
た
。
原
審
の
釈
明
権
不

行
使
の
不
当
鮭
否
め
な
い
．
菱
そ
れ
が
圭
・
寳
患
漬
聖

破
棄
事
由
と
な
る
か
否
か
は
別
個
の
評
価
を
含
む
困
難
な
問
題
で
、
あ
ゑ

釈
明
権
の
適
切
な
行
使
に
よ
っ
て
裁
覇
の
結
果
が
変
る
蓋
然
性
が
高
い
場
・

合
に
は
、
w
原
審
に
差
戻
す
べ
き
も
の
と
解
す
蒼
。

五
　
本
件
の
判
例
評
釈
・
解
説
と
し
て
、
菊
井
維
大
鱒
星
罫
英
一
・
国
民

昭
二
五
年
度
、
・
四
五
事
件
・
二
三
六
、
・
斎
藤
秀
夫
・
民
訴
判
百
六
四
事
件
・

一
三
六
、
山
本
戸
克
己
∴
民
商
三
五
ポ
三
オ
由
σ
八
∴
上
置
明
広
飢
判
演

講
座
・
民
訴
法
（
小
室
値
人
編
）
一
演
ハ
六
、
が
あ
る
。
な
お
、
本
評
釈
二
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
つ
　
　
ぬ
　
　
も

三
に
つ
い
て
は
斎
藤
、
翻
㊥
四
に
つ
い
で
は
毛
戸
が
主
と
し
て
担
当
し
た
。

（
ユ
）
　
菊
井
髄
星
野
．
本
件
評
釈
二
三
八
頁
噂

（
2
）
兼
子
幽
・
民
訴
法
体
系
一
九
九
頁
、
・
・
斎
藤
秀
央
㍉
申
立
事
項
宏
判
決
事

項
」
民
訴
演
習
－
一
六
一
頁
以
下
」
今
日
で
は
単
に
弁
論
主
義
と
い
え
ば
狭
義

　
の
弁
論
主
義
を
指
す
。
な
お
、
こ
の
点
に
つ
き
、
伊
東
乾
・
弁
論
主
義
三
三
頁

以
下
参
照
。

（
3
）
　
近
藤
完
雨
「
当
事
者
の
主
張
し
な
い
事
実
」
民
訴
論
考
H
五
八
頁
以
下
．

（
4
）
　
松
浦
馨
「
処
分
権
主
義
と
弁
論
主
義
」
黙
黙
〔
一
期
〕
1
七
七
頁
、
近
藤
・

前
掲
論
文
一
四
〇
頁
以
下
、
鈴
木
正
裕
「
主
要
事
実
と
間
接
事
実
」
新
版
・
民

訴
法
演
習
－
二
一
八
頁
。

　
但
し
、
こ
の
『
来
歴
経
過
に
関
す
る
事
実
」
は
判
例
に
お
い
て
極
め
て
多
義

的
に
利
用
さ
れ
て
お
り
、
「
来
歴
経
過
に
関
す
る
事
実
」
イ
コ
ー
ル
「
当
事
者

　
の
主
張
を
要
し
な
い
事
実
」
と
決
め
つ
け
る
こ
と
は
極
め
て
危
険
で
あ
る
（
た

と
え
ば
、
鈴
木
・
前
掲
解
説
二
一
八
頁
以
下
参
照
）
。
し
か
も
、
『
「
来
歴
経
過
』

　
の
語
は
不
幸
な
用
語
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
や
が
て
所
有
権
の
取
得
経
過
な
ど
を

も
含
む
も
の
と
誤
解
せ
ら
れ
、
そ
の
意
味
で
の
来
歴
経
過
は
単
な
る
間
接
事
実

　
と
し
て
裁
判
所
の
職
権
勘
酌
を
許
す
も
の
で
あ
る
と
説
か
れ
る
に
至
っ
た
（
い

　
う
　
　
カ
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
う
　
　
ぬ
　
　
う

わ
ゆ
る
来
歴
経
過
の
法
理
）
。
…
…
（
中
略
）
。
…
：
、
い
わ
ゆ
る
来
歴
経
過
の
法

　
　
　
　
　
　
　
カ
　
　
つ
　
　
ぬ

理
と
い
う
よ
う
な
特
別
の
法
理
は
存
在
し
な
い
も
の
と
、
考
え
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
』
（
伊
東
・
前
掲
書
一
一
三
頁
）
、
と
端
的
に
理
解
さ
れ
る
。

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

伊
東
・
前
掲
書
九
六
頁
以
下
参
照
。

同
書
九
七
頁
参
照
。

同
右
。

上
村
・
後
薬
本
件
解
説
一
九
四
頁
参
照
。

菊
井
ー
ー
星
野
・
前
掲
本
件
評
釈
二
四
〇
頁
、

斎
藤
秀
夫
・
後
掲
本
件
評
釈

　
一
三
六
頁
以
下
。

（
1
0
）
　
山
木
戸
・
後
転
本
件
評
釈
四
二
二
頁
以
下
、
上
村
・
後
馬
本
件
解
説
一
九

五
頁
以
下
等
．

（
1
1
）
　
な
お
、
井
上
繁
規
・
「
不
動
産
の
所
有
権
移
転
経
過
の
認
定
乏
弁
論
主
義
」
・

颯
々
四
六
五
号
三
四
頁
参
照
。

（
1
2
）
　
伊
東
・
前
掲
書
一
〇
七
頁
参
照
。

（
1
3
）
　
学
説
の
概
要
を
示
せ
ば
、
か
つ
て
は
、
、
2
母
影
羅
導
下
塗
。
君
§
マ
壼
罎
。

曽
謹
冒
幹
．
．
の
法
諺
通
り
、
「
数
人
の
者
が
金
員
を
拠
出
し
て
家
を
建
て
た
場

IU
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合
、
誰
に
所
有
権
が
帰
属
す
る
か
」
と
い
う
問
題
は
法
的
評
価
を
含
む
か
ら
、

裁
判
所
は
当
事
者
の
主
張
に
拘
束
さ
れ
な
い
で
別
個
の
法
的
見
地
か
ら
こ
れ
を

評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
解
す
る
見
解
が
あ
っ
た
（
山
木
戸
・
後
掲
本
件

評
釈
四
二
三
頁
）
。
今
日
で
は
、
不
意
打
ち
防
止
・
防
禦
権
の
保
障
と
い
う
実

質
的
考
慮
を
容
れ
て
、
「
構
成
要
件
的
メ
ル
ク
マ
ー
ル
や
社
会
通
念
に
照
ら
し

て
主
張
事
実
と
認
定
事
実
の
間
に
歴
史
的
な
事
実
と
し
て
の
同
一
性
が
認
め
ら

れ
る
以
上
、
当
事
者
の
主
張
事
実
を
採
用
し
た
と
解
し
て
よ
い
し
、
両
者
間
に

そ
う
し
た
同
一
性
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
当
事
者
主
張
の
事
実
関
係
に
関

す
る
法
的
分
析
や
法
的
評
価
に
つ
い
て
も
当
事
者
の
陳
述
に
左
右
さ
れ
な
い
」

（
上
村
・
前
掲
本
件
解
説
一
九
六
－
一
九
七
頁
、
鈴
木
・
前
掲
解
説
二
二
四
頁
）
、

あ
る
い
は
「
証
拠
調
に
お
い
て
現
実
に
当
該
事
実
の
存
否
に
つ
い
て
当
事
者
が

そ
の
法
的
意
味
を
意
識
し
て
、
あ
る
い
は
意
識
せ
ず
と
も
事
実
上
十
分
に
努
力

し
た
と
み
ら
れ
る
場
合
」
に
は
「
当
事
者
の
主
張
し
な
い
主
要
事
実
を
認
定
し
て

も
、
こ
れ
に
よ
り
不
利
益
を
受
け
る
相
手
方
当
事
者
の
適
切
な
防
禦
の
機
会
を

不
当
に
奪
っ
た
と
認
め
ら
れ
な
い
よ
う
な
特
段
の
事
情
が
あ
り
」
弁
論
主
義
に

違
反
し
な
い
（
小
山
昇
・
民
訴
判
例
漫
策
八
七
頁
以
下
。
な
お
、
同
書
は
こ
の
問

題
に
つ
い
て
の
諸
判
例
を
詳
細
に
分
析
さ
れ
る
）
、
と
説
か
れ
て
い
る
（
七
戸
）
。

（
1
4
）
　
最
判
（
二
小
）
昭
三
八
・
二
・
二
二
民
集
一
七
－
一
一
二
三
五
、
最
判

　
（
一
小
）
昭
四
四
・
五
・
二
九
判
時
五
六
〇
一
四
四
。

（
1
5
）
最
判
（
一
小
）
昭
三
七
・
五
・
二
四
裁
判
集
六
〇
1
七
六
七
。
一
八
六
条

違
背
を
端
的
に
指
摘
す
る
の
は
東
京
高
判
昭
三
二
・
四
・
＝
二
判
時
一
一
七
－

　
七
。

（
1
6
）
　
近
藤
・
前
掲
論
文
六
八
頁
、
鈴
木
忠
一
「
民
事
訴
訟
に
お
け
る
当
事
者
自

治
の
限
界
と
実
務
上
の
問
題
」
新
実
務
民
訴
1
一
〇
九
－
一
一
〇
頁
。
な
お
、
法

　
と
事
実
の
峻
励
不
能
に
闘
し
て
、
伊
東
・
前
掲
書
七
一
頁
以
下
が
示
唆
に
富
む
。

（
1
7
）
　
近
藤
・
前
掲
論
文
一
，
二
九
頁
。

（
1
8
）
　
「
事
後
救
済
の
法
理
」
の
危
険
性
に
つ
き
、
鈴
木
（
正
〉
・
前
掲
解
説
二
二

三
頁
。

（
1
9
）
　
た
と
え
ば
、
新
堂
・
民
訴
法
（
第
二
版
）
二
九
四
頁
以
下
、
中
野
貞
一
郎
　
m

「
弁
論
主
義
の
動
向
と
釈
明
権
」
ジ
ュ
リ
別
冊
・
判
例
展
望
三
四
八
頁
、
奈
良

次
郎
「
釈
明
権
と
釈
明
義
務
の
範
囲
」
実
務
民
訴
1
二
一
九
頁
以
下
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
斎
藤
和
夫
・
七
戸
克
彦




