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論　説

第
一
章
　
は
じ
め
に

　
本
稿
は
、
知
的
財
産
権
侵
害
訴
訟
の
手
続
法
的
考
察
の
端
緒
と
し
て
、
訴
訟
物
の
特
定
お
よ
び
そ
の
執
行
手
続
に
つ
い
て
、
抽
象
的
差
止

請
求
の
適
否
を
中
心
に
考
察
を
行
う
。

　
丹
野
教
授
は
、
民
事
手
続
法
上
、
抽
象
的
差
止
請
求
と
い
う
概
念
が
用
い
ら
れ
て
き
た
経
緯
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
生
活
妨
害
な
ど
に
お
け
る
騒
音
の
差
止
め
に
し
て
も
そ
の
差
止
め
の
目
的
で
あ
る
行
為
自
体
が
不
特
定
な
も
の
と
は
い
え
な
い

し
、
義
務
者
自
身
に
と
っ
て
も
禁
止
さ
れ
る
行
為
が
わ
か
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
特
徴
的
な
態
様
と
み
ら
れ
る
の
は
、
違
背
行
為
が

有
形
的
な
い
し
は
具
体
的
な
結
果
を
残
さ
ぬ
こ
と
（
し
た
が
っ
て
、
妨
害
物
の
除
去
と
い
う
作
為
義
務
を
残
さ
な
い
こ
と
）
が
多
い
こ
と
と

不
作
為
に
代
わ
る
禁
止
の
結
果
の
発
生
の
防
止
行
為
が
技
術
的
に
複
雑
困
難
な
も
の
で
あ
る
こ
と
（
し
た
が
っ
て
、
そ
の
作
為
義
務
の
特
定

が
困
難
で
あ
る
こ
と
）
で
あ
る
。
前
者
か
ら
抽
象
的
と
い
う
形
容
語
が
生
ま
れ
、
後
者
か
ら
具
体
的
な
防
止
行
為
を
策
定
す
る
こ
と
が
困
難

で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
執
行
裁
判
所
に
お
い
て
執
行
方
法
と
し
て
将
来
の
た
め
の
適
当
な
処
分
を
定
め
る
こ
と
を
避
け
、
こ
れ
を
本
案
訴
訟

手
続
に
委
ね
る
こ
と
と
し
、
そ
の
た
め
に
は
、
請
求
の
特
定
が
具
体
的
に
な
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
反
対
概

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　

念
と
し
て
「
抽
象
的
差
止
請
求
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
憶
測
す
る
、
と
。

　
丹
野
教
授
の
指
摘
を
み
て
も
わ
か
る
と
お
り
、
手
続
法
上
、
抽
象
的
差
止
請
求
と
い
う
概
念
を
用
い
る
場
合
に
は
、
主
と
し
て
、
生
活
妨

　
　
　

害
訴
訟
と
の
関
係
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
特
に
、
被
告
が
為
す
べ
き
も
し
く
は
為
さ
ざ
る
べ
き
行
為
を
、
請
求
の
趣
旨
に
お
い
て
、

具
体
的
に
特
定
し
て
い
な
い
抽
象
的
な
請
求
の
適
否
を
中
心
に
、
議
論
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
と
い
え
る
。

　
他
方
、
抽
象
的
差
止
請
求
が
問
題
と
な
る
も
う
一
つ
の
訴
訟
類
型
と
し
て
、
知
的
財
産
権
侵
害
差
止
訴
訟
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
例

え
ば
、
原
告
が
自
ら
の
商
号
と
類
似
し
た
被
告
の
特
定
の
商
号
に
つ
い
て
、
商
号
使
用
禁
止
の
差
止
判
決
を
得
た
後
、
被
告
が
差
止
め
ら
れ

た
商
号
と
は
若
干
異
な
る
商
号
を
新
た
に
使
用
し
て
い
る
場
合
に
、
原
告
が
先
の
債
務
名
義
に
よ
っ
て
被
告
の
新
た
な
商
号
に
つ
い
て
強
制
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執
行
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
事
案
が
そ
の
典
型
例
で
あ
る
。

　
生
活
妨
害
訴
訟
と
知
的
財
産
権
侵
害
訴
訟
と
い
う
両
訴
訟
類
型
に
お
い
て
は
、
同
じ
抽
象
的
差
止
請
求
を
め
ぐ
る
訴
訟
物
の
特
定
お
よ
び

執
行
手
続
と
い
う
手
続
法
上
の
問
題
で
あ
っ
て
も
、
前
者
に
お
け
る
訴
訟
物
の
特
定
お
よ
び
執
行
手
続
と
、
後
者
に
お
け
る
そ
れ
と
で
は
、

主
た
る
問
題
関
心
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
た
め
、
こ
れ
を
反
映
し
て
、
手
続
法
上
の
理
論
構
成
に
お
い
て
も
こ
の
よ
う
な
相
違
を
明
確
に
区
別

し
て
論
じ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

　
そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
知
的
財
産
権
侵
害
訴
訟
に
関
す
る
民
事
手
続
法
的
考
察
の
端
緒
と
し
て
、
手
続
法
上
、
共
通
の
概
念
と
し

て
用
い
ら
れ
る
抽
象
的
差
止
請
求
に
つ
い
て
、
判
例
・
実
務
お
よ
び
学
説
上
、
多
く
の
蓄
積
を
み
た
生
活
妨
害
訴
訟
に
お
け
る
議
論
の
到
達

点
を
基
礎
と
し
、
両
類
型
の
特
徴
お
よ
び
相
違
点
な
ど
を
整
理
し
、
知
的
財
産
権
侵
害
訴
訟
に
お
け
る
訴
訟
物
の
特
定
と
執
行
手
続
に
つ
い

て
の
基
礎
的
考
察
を
行
い
た
い
。

　
考
察
の
順
序
と
し
て
は
、
ま
ず
、
両
類
型
に
お
け
る
抽
象
的
差
止
請
求
を
め
ぐ
る
判
例
・
学
説
を
整
理
し
、
生
活
妨
害
訴
訟
に
お
け
る
抽

象
的
差
止
請
求
の
知
的
財
産
権
侵
害
訴
訟
へ
の
応
用
の
可
否
、
知
的
財
産
権
侵
害
訴
訟
に
お
け
る
抽
象
的
差
止
請
求
を
め
ぐ
る
学
説
の
問
題

点
を
検
討
し
た
の
ち
、
知
的
財
産
権
侵
害
訴
訟
の
抽
象
的
差
止
請
求
に
お
け
る
訴
訟
物
の
特
定
と
執
行
手
続
に
つ
い
て
の
試
論
を
提
示
す
る

と
と
も
に
、
知
的
財
産
権
侵
害
訴
訟
の
展
開
可
能
性
に
対
応
し
た
手
続
規
範
の
新
た
な
課
題
を
提
示
し
た
い
。

第
二
章
　
生
活
妨
害
お
よ
び
知
的
財
産
権
侵
害
訴
訟
に
お
け
る
抽
象
的
差
止
請
求
の
比
較
検
討

第
一
節
　
生
活
妨
害
訴
訟
に
お
け
る
抽
象
的
差
止
請
求
に
関
す
る
判
例
・
学
説
の
概
観

本
稿
が
そ
の
考
察
対
象
と
す
る
知
的
財
産
権
侵
害
訴
訟
の
抽
象
的
差
止
請
求
に
つ
い
て
論
じ
る
前
提
と
し
て
、
ま
ず
は
、
手
続
法
上
、
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ヨ
　

様
々
な
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
生
活
妨
害
訴
訟
に
お
け
る
抽
象
的
差
止
請
求
に
関
す
る
判
例
・
学
説
を
、
簡
潔
に
ま
と
め
た
い
。

　
生
活
妨
害
訴
訟
に
お
い
て
抽
象
的
差
止
請
求
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
背
景
に
は
、
同
訴
訟
の
事
案
に
お
い
て
は
、
侵
害
行
為
の
発
生
源
が
総

て
被
告
の
支
配
領
域
内
に
あ
り
、
侵
害
の
発
生
や
伝
達
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
複
雑
で
、
有
効
な
防
止
方
法
が
複
数
考
え
ら
れ
る
と
と
も
に
、
被

害
者
側
に
お
い
て
、
い
か
な
る
防
止
方
法
が
も
っ
と
も
実
効
性
を
有
す
る
の
か
確
知
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
、
生
活
妨
害
の
発
生

メ
カ
ニ
ズ
ム
の
複
雑
性
お
よ
び
防
止
方
法
の
多
様
性
と
い
う
特
殊
性
を
考
慮
し
た
手
続
規
範
を
整
序
す
る
必
要
性
が
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ

稚　
ま
ず
、
判
決
手
続
に
お
け
る
訴
訟
物
の
特
定
に
関
す
る
判
例
お
よ
び
学
説
の
概
観
に
つ
い
て
み
る
。

　
当
初
、
多
く
の
判
例
は
、
①
訴
訟
物
と
既
判
力
の
客
観
的
範
囲
の
明
確
化
の
要
請
、
②
被
告
の
義
務
内
容
の
不
特
定
、
③
義
務
内
容
自
体

の
不
特
定
に
よ
る
執
行
不
能
を
根
拠
に
、
抽
象
的
差
止
請
求
を
不
適
法
で
あ
る
と
解
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
①
結
果
達
成
を
目
的
と
す
る
請

求
が
、
常
に
、
具
体
的
作
為
・
不
作
為
に
よ
り
特
定
さ
れ
る
必
要
は
な
い
、
②
被
害
回
避
の
観
点
か
ら
、
原
因
の
除
去
を
求
め
る
こ
と
で
必

要
に
し
て
十
分
で
あ
り
、
原
告
に
よ
る
具
体
的
作
為
な
ど
の
特
定
が
困
難
で
あ
る
一
方
で
、
被
告
が
そ
れ
を
検
討
し
や
す
い
立
場
に
あ
る
、

③
原
告
が
、
被
告
に
対
し
侵
害
の
差
止
め
と
し
て
何
を
求
め
て
い
る
か
は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
訴
訟
物
と
し
て
特
定
の
要
求
を
満
た
し
て

い
る
、
④
抽
象
的
差
止
請
求
は
、
間
接
強
制
に
よ
っ
て
、
間
接
強
制
が
効
を
奏
し
な
い
場
合
に
は
、
将
来
の
為
の
適
当
の
処
分
の
弾
力
的
運

用
に
よ
り
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
す
る
諸
点
を
根
拠
と
し
て
、
抽
象
的
差
止
請
求
を
適
法
と
解
す
る
い
く
つ
か
の
判
例
が
あ
ら
わ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

横
田
基
地
訴
訟
判
決
に
お
い
て
適
法
説
が
採
用
さ
れ
る
に
至
り
、
そ
の
後
、
ほ
と
ん
ど
の
判
例
が
こ
れ
に
し
た
が
い
、
現
在
で
は
、
判
例
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ
　
　

動
向
は
適
法
説
に
収
敏
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
学
説
上
は
、
判
例
の
よ
う
な
適
法
説
・
不
適
法
説
の
争
い
は
な
く
、
先
に
み
た
生
活
妨
害
の
発
生
メ
カ
ニ
ズ
ム
お
よ
び
防

止
の
特
殊
性
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
の
見
解
が
、
訴
訟
物
の
特
定
性
に
つ
い
て
適
法
説
を
肯
定
す
る
主
張
を
行
っ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
説
は
、
そ
の
結
論
に
お
い
て
、
抽
象
的
差
止
請
求
を
肯
定
す
る
も
、
そ
れ
ぞ
れ
問
題
解
決
の
た
め
の
理
論
構
成
を
異
に
す
る
。
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こ
れ
ら
の
諸
説
を
分
類
す
る
な
ら
ば
、
（
i
）
抽
象
的
差
止
訴
訟
に
お
け
る
訴
訟
物
の
特
定
方
法
に
つ
き
一
定
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
立
て
る

誌W

i”

P
1
）
侵
害
防
止
措
置
に
対
す
る
実
体
法
上
の
選
択
権
を
基
軸
に
請
求
を
構
成
す
る
諏
W
（
…
m
）
紛
争
解
決
手
続
全
体
の
中
で
当
事
者
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
自
主
的
な
交
渉
を
重
視
す
る
説
、
（
V
●
－
）
執
行
手
続
に
お
け
る
困
難
を
克
服
す
る
た
め
、
判
決
手
続
に
お
い
て
一
定
の
具
体
的
防
止
措
置

　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

を
例
示
列
挙
す
る
説
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
次
に
、
執
行
手
続
に
お
け
る
抽
象
的
差
止
請
求
の
執
行
方
法
に
関
す
る
判
例
お
よ
び
学
説
を
ま
と
め
る
。

　
執
行
手
続
に
お
け
る
生
活
妨
害
の
抽
象
的
差
止
請
求
の
執
行
方
法
に
つ
い
て
は
、
一
請
求
権
一
執
行
方
法
の
原
則
お
よ
び
間
接
強
制
の
補

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ル
　

充
性
の
原
則
を
採
用
し
て
い
た
平
成
一
五
年
民
事
執
行
法
改
正
以
前
の
判
例
に
お
い
て
も
、
多
数
の
判
例
は
、
抽
象
的
差
止
請
求
に
対
す
る

執
行
方
法
は
間
接
強
制
に
限
ら
れ
る
と
す
る
も
の
の
、
若
干
の
判
例
に
お
い
て
は
、
将
来
の
為
の
適
当
の
処
分
の
内
容
を
工
夫
し
て
具
体
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
　

す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
仮
に
こ
れ
ら
が
不
可
能
で
あ
れ
ば
、
間
接
強
制
に
よ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
も
の
、
逆
に
、
間
接
強
制

を
し
て
債
務
者
に
そ
の
機
会
を
与
え
、
こ
れ
が
効
を
奏
し
な
い
場
合
に
将
来
の
為
の
適
当
の
処
分
又
は
代
替
執
行
の
方
法
を
と
る
べ
き
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

る
と
判
示
す
る
も
の
も
あ
り
、
間
接
強
制
お
よ
び
将
来
の
た
め
の
適
当
の
処
分
の
双
方
の
弾
力
的
な
運
用
を
認
め
る
判
例
も
あ
ら
わ
れ
て
い

ハ
ね
　

た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　

　
こ
れ
に
対
し
学
説
は
、
間
接
強
制
に
限
る
と
す
る
見
解
と
、
将
来
の
為
の
適
当
の
処
分
（
民
四
一
四
条
三
項
）
の
適
用
に
積
極
的
な
学
説

に
大
別
さ
れ
、
後
者
は
、
さ
ら
に
、
執
行
手
続
の
複
雑
化
を
一
応
甘
受
し
た
う
え
で
、
複
雑
化
の
実
体
を
再
検
討
し
、
執
行
手
続
の
柔
軟
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

と
合
理
化
を
図
る
解
決
ア
プ
ロ
ー
チ
と
、
債
務
名
義
作
成
手
続
内
で
執
行
内
容
を
決
定
す
る
解
決
ア
プ
ロ
ー
チ
に
分
か
れ
る
。

一
小
括

　
以
上
に
み
た
生
活
妨
害
訴
訟
に
お
け
る
抽
象
的
差
止
請
求
に
つ
い
て
、
訴
訟
物
の
特
定
と
執
行
手
続
に
関
す
る
判
例
の
動
向
と
学
説
の
展

開
を
ま
と
め
る
な
ら
、
判
例
は
、
現
在
、
抽
象
的
差
止
請
求
を
肯
定
す
る
方
向
で
収
敏
し
て
い
る
と
い
え
、
学
説
に
お
い
て
も
、
そ
の
適
法

611　（72－3－153）
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性
を
認
め
、
判
決
手
続
と
執
行
手
続
に
一
貫
し
て
妥
当
す
る
理
論
構
成
に
つ
と
め
て
い
る
と
い
え
る
。
特
に
、
学
説
に
お
い
て
は
、
侵
害
の

防
止
方
法
が
複
数
あ
る
と
い
う
特
殊
性
を
と
ら
え
、
債
務
名
義
作
成
手
続
に
お
い
て
、
侵
害
の
防
止
方
法
に
関
す
る
債
務
者
の
選
択
権
の
帰

属
と
い
う
実
体
法
上
の
構
造
を
反
映
し
、
基
本
的
に
侵
害
の
発
生
原
因
と
そ
の
態
様
・
結
果
に
よ
る
訴
訟
物
の
特
定
を
認
め
て
お
り
、
執
行

手
続
に
お
い
て
は
、
将
来
の
為
の
適
当
の
処
分
を
用
い
た
執
行
手
続
の
柔
軟
化
を
志
向
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
と
、
執
行
手
続
の
複
雑
化
を
回
避

す
る
た
め
に
債
務
名
義
作
成
手
続
内
で
防
止
方
法
の
枠
付
け
を
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
に
分
か
れ
て
い
る
と
い
う
理
論
構
成
上
の
相
異
が
み
て
と

れ
る
。

（72－3－154）　612

第
二
節
　
知
的
財
産
権
侵
害
訴
訟
の
抽
象
的
差
止
請
求
に
お
け
る
判
例
の
動
向
と
学
説
の
展
開

　
次
に
、
本
稿
の
主
た
る
考
察
対
象
で
あ
る
知
的
財
産
権
侵
害
訴
訟
に
お
け
る
抽
象
的
差
止
請
求
を
め
ぐ
る
判
例
の
動
向
お
よ
び
学
説
の
展

開
に
つ
い
て
み
る
。

1
　
判
例
の
動
向

　
知
的
財
産
権
侵
害
訴
訟
に
お
け
る
判
例
は
、
「
被
告
は
、
原
告
の
登
録
第
○
○
号
の
特
許
権
に
抵
触
す
る
物
を
製
造
販
売
し
て
は
な
ら
な

　
ヨ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

い
」
、
「
○
○
な
る
商
号
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
す
る
判
例
を
は
じ
め
と
し
て
、
「
そ
の
他
『
ω
口
O
囚
』
な
い
し
『
ス
リ
ツ
ク
』
を
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

面
し
て
表
示
す
る
標
章
」
の
使
用
の
禁
止
を
求
め
る
請
求
で
あ
っ
て
も
請
求
の
特
定
を
欠
く
こ
と
は
な
い
と
し
た
判
例
、
「
『
三
菱
建
設
株
式

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

会
社
』
そ
の
他
『
三
菱
』
と
い
う
文
字
を
含
む
商
号
、
標
章
」
の
使
用
の
禁
止
を
認
容
し
た
判
例
な
ど
、
抽
象
的
差
止
請
求
を
認
め
た
判
例



知的財産権侵害差止請求における訴訟物の特定と執行手続について（金）

も
若
干
数
み
う
け
ら
れ
る
。

　
し
か
し
、
ほ
と
ん
ど
の
判
例
は
、
例
え
ば
、
「
菊
屋
総
本
店
」
の
よ
う
な
自
己
の
商
号
に
類
似
す
る
商
号
の
使
用
の
禁
止
を
求
め
る
請
求

　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

は
特
定
に
欠
け
る
と
し
、
ま
た
、
「
東
鮨
」
と
い
う
商
号
の
使
用
差
止
を
命
ず
る
判
決
が
言
渡
さ
れ
た
の
ち
に
、
被
告
が
、
そ
の
後
、
先
の

商
号
に
み
そ
の
と
い
う
文
字
を
付
加
し
、
「
み
そ
の
東
平
」
と
変
更
し
た
の
に
対
し
、
先
の
債
務
名
義
で
は
「
み
そ
の
東
鮨
」
と
い
う
商
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
　

の
使
用
差
止
め
の
間
接
強
制
を
命
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
解
し
、
差
止
め
の
対
象
を
個
別
・
具
体
的
に
特
定
し
て
請
求
し
な
け
れ
ば
訴
訟

物
の
特
定
に
欠
け
る
と
し
て
お
り
、
現
在
の
判
例
実
務
で
は
、
請
求
の
趣
旨
に
お
い
て
、
差
止
対
象
を
特
定
掲
記
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
。

　
こ
れ
ら
の
判
例
は
、
差
止
め
の
対
象
を
具
体
的
に
特
定
し
な
い
抽
象
的
な
請
求
で
は
、
訴
訟
物
が
不
明
確
に
な
る
と
と
も
に
、
い
か
な
る

商
号
が
「
類
似
し
た
」
商
号
に
当
た
る
の
か
と
い
う
実
体
判
断
を
執
行
機
関
に
委
ね
る
こ
と
と
な
り
、
判
決
…
機
関
と
執
行
機
関
の
分
離
の
原

則
に
反
し
、
ま
た
執
行
機
関
に
よ
る
迅
速
な
執
行
を
可
能
と
す
る
た
め
、
禁
止
さ
れ
る
侵
害
行
為
を
一
義
的
に
明
白
に
特
定
す
べ
き
で
あ
る

と
す
る
手
続
法
上
の
理
由
か
ら
、
差
止
め
の
対
象
を
具
体
的
に
特
定
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
旦
ハ
体
的
な
特
定
を
要
求
す
る
多
数
の
判
例
に
従
え
ば
、
知
的
財
産
権
侵
害
訴
訟
に
お
け
る
請
求
の
趣
旨
の
立
て
方
と
し
て
、

特
許
法
一
〇
〇
条
に
基
づ
く
差
止
請
求
に
お
い
て
は
コ
　
　
被
告
は
、
別
紙
物
件
目
録
記
載
の
○
○
を
製
造
し
、
販
売
し
て
は
な
ら
な
い
。

二
　
被
告
は
、
そ
の
所
有
す
る
前
項
記
載
の
○
○
を
廃
棄
せ
よ
」
、
不
正
競
争
防
止
法
関
係
訴
訟
の
う
ち
表
示
関
係
訴
訟
を
例
に
と
れ
ば

「
被
告
は
、
別
紙
目
録
記
載
の
表
示
を
○
○
ま
た
は
そ
の
包
装
に
附
し
、
ま
た
は
こ
れ
を
附
し
た
○
○
を
販
売
、
拡
布
若
し
く
は
輸
出
し
て

は
な
ら
な
い
」
と
い
う
よ
う
に
、
差
止
め
の
対
象
を
明
記
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
し
、
著
作
権
侵
害
訴
訟
に
お
い
て
は
、
差
止
め
の
対
象

と
な
る
対
象
物
に
つ
い
て
、
請
求
の
趣
旨
に
お
い
て
、
コ
ン
パ
ク
ト
デ
ィ
ス
ク
、
レ
コ
ー
ド
等
で
あ
れ
ば
、
題
名
、
発
売
元
、
レ
コ
ー
ド
ナ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　

ン
バ
ー
、
収
録
曲
、
実
演
者
名
な
ど
を
す
べ
て
具
体
的
に
特
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
判
例
・
実
務
が
求
め
る
よ
う
に
、
請
求
の
趣
旨
を
具
体
的
に
特
定
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
と
、
被

告
が
差
止
め
ら
れ
た
侵
害
行
為
に
些
細
な
変
更
を
加
え
る
こ
と
に
よ
り
、
実
質
的
に
は
、
先
の
差
止
判
決
を
回
避
・
潜
脱
す
る
こ
と
が
可
能
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と
な
る
潜
脱
的
侵
害
行
為
を
封
じ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
す
な
わ
ち
、
具
体
的
な
特
定
を
要
求
す
る
判
例
・
実
務
に
従
う
な
ら
ば
、

せ
っ
か
く
債
務
名
義
を
獲
得
し
た
と
し
て
も
差
止
判
決
の
主
文
か
ら
少
し
で
も
外
れ
る
侵
害
行
為
に
対
し
て
は
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
強
制
執

行
を
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
原
告
側
は
、
再
度
、
訴
え
を
提
起
す
る
か
、
若
し
く
は
仮
処
分
申
請
を
行
い
、
債
務
名
義
も
し
く
は
仮
処
分
命

令
を
取
得
す
る
負
担
を
お
う
一
方
で
、
被
告
側
は
、
先
の
債
務
名
義
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
た
行
為
と
異
な
る
侵
害
行
為
を
続
け
る
限
り
、
差

止
判
決
を
回
避
し
つ
づ
け
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
現
在
の
判
例
・
実
務
に
従
う
と
す
る
と
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
知
的
財
産
権
侵
害
差
止
訴
訟
に
お
い
て
、
提
訴
↓
差
止
判
決

の
言
渡
し
↓
侵
害
行
為
の
変
更
↓
再
提
訴
↓
新
た
な
差
止
判
決
の
言
渡
し
↓
侵
害
行
為
の
再
度
の
変
更
↓
再
々
提
訴
…
と
い
う
悪
循
環
が
続

い
て
い
く
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
い
た
ち
ご
っ
こ
」
を
、
そ
の
根
源
か
ら
絶
ち
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
具
体
的
な
差
止
対
象
の
特
定
を
要
求
す
る
判
例
の
取
り
扱
い
に
は
、
知
的
財
産
権
の
実
効
的
な
保
護
と
い
う
観
点
か
ら
、

多
く
の
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

　
か
つ
て
、
貨
幣
に
お
け
る
金
含
有
率
の
減
少
が
、
貨
幣
価
値
の
保
全
お
よ
び
そ
の
流
通
過
程
、
ひ
い
て
は
経
済
活
動
全
体
に
及
ぼ
す
悪
影

響
に
つ
い
て
指
摘
し
た
「
悪
貨
は
良
貨
を
駆
逐
す
る
」
と
い
う
経
済
学
者
↓
げ
。
日
宇
O
お
ω
冨
目
の
法
則
は
、
現
代
、
知
的
財
産
権
を
め
ぐ

る
経
済
活
動
に
お
い
て
も
そ
の
通
用
性
が
あ
て
は
ま
り
、
こ
こ
で
は
、
特
に
、
粗
悪
な
複
製
行
為
・
模
造
行
為
な
ど
の
「
悪
貨
」
に
よ
っ
て
、

適
正
な
価
値
を
内
在
す
る
「
良
貨
」
と
し
て
の
知
的
財
産
権
が
駆
逐
さ
れ
る
こ
と
で
、
経
済
活
動
に
支
障
を
き
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
知
的
財
産
権
分
野
に
お
け
る
経
済
活
動
を
、
適
正
か
つ
円
滑
な
も
の
と
す
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ら
「
悪
貨
」
に
対
す
る
実
効
性
あ
る
知
的

財
産
権
の
保
護
を
図
る
た
め
、
手
続
法
理
論
を
含
む
法
秩
序
を
構
築
し
、
「
良
貨
」
の
価
値
保
全
を
図
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え

華
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学
説
の
展
開

知的財産権侵害差止請求における訴訟物の特定と執行手続について（金）

　
知
的
財
産
権
侵
害
訴
訟
に
お
い
て
、
「
良
貨
」
と
し
て
の
知
的
財
産
権
の
保
護
手
段
と
し
て
注
目
さ
れ
て
き
た
「
悪
貨
」

対
抗
手
段
の
一
つ
は
、
潜
脱
的
侵
害
行
為
に
対
す
る
抽
象
的
差
止
請
求
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
同
訴
訟
類
型
に
お
け
る
抽
象
的
差
止
請
求
の
適
否
に
つ
い
て
、
学
説
は
、
大
き
く
不
適
法
説
と
適
法
説
に
分
か
れ
る
。

ω
　
不
適
法
説

に
対
す
る
法
的

　
民
事
訴
訟
法
に
お
い
て
は
、
一
般
に
、
差
止
請
求
の
内
実
を
な
す
作
為
・
不
作
為
に
つ
い
て
、
為
す
べ
き
行
為
ま
た
は
為
す
べ
き
で
な
い

行
為
の
種
類
、
態
様
、
場
所
等
を
明
示
す
る
こ
と
に
よ
り
請
求
が
特
定
さ
れ
、
こ
れ
ら
を
特
定
し
な
い
抽
象
的
な
請
求
は
、
そ
も
そ
も
不
適

　
　
　
　
　

法
と
な
る
。

　
不
適
冷
汗
は
、
民
事
訴
訟
法
に
お
い
て
一
部
主
張
さ
れ
て
い
る
厳
格
な
特
定
の
必
要
性
を
、
知
的
財
産
権
侵
害
訴
訟
に
無
条
件
に
反
映
し
、

知
的
財
産
権
侵
害
の
差
止
め
に
お
い
て
、
包
括
的
な
請
求
の
趣
旨
を
認
め
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
説
は
、
知
的
財
産
権
侵
害
の
差
止
請
求

は
、
被
告
が
、
現
に
行
っ
て
い
る
あ
る
い
は
行
う
お
そ
れ
の
あ
る
何
ら
か
の
具
体
的
な
行
為
が
、
原
告
の
知
的
財
産
権
を
侵
害
す
る
こ
と
の

主
張
立
証
が
な
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
そ
の
被
告
の
具
体
的
な
行
為
の
差
止
め
が
命
じ
ら
れ
る
と
い
う
構
成
に
な
る
た
め
、
差
止
め
を
求
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

内
容
は
、
具
体
的
、
個
別
的
に
主
張
さ
れ
主
文
に
記
載
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
す
る
。

　
不
適
法
説
は
、
そ
の
根
拠
と
し
て
、
①
審
判
の
対
象
の
明
確
化
の
要
請
、
②
勝
訴
判
決
な
い
し
仮
処
分
が
出
さ
れ
た
場
合
に
も
、
実
際
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

は
、
任
意
に
不
作
為
義
務
が
履
行
さ
れ
る
場
合
が
大
部
分
で
あ
り
、
強
制
執
行
手
続
ま
で
進
む
例
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
こ
と
、
③
債
務
名

義
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
た
侵
害
行
為
に
つ
き
被
告
が
任
意
に
履
行
し
な
い
場
合
、
間
接
強
制
に
よ
っ
て
強
制
的
に
実
現
す
る
た
め
に
も
具
体

615　（72－3－157）
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（
3
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

的
な
特
定
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
、
④
知
的
財
産
権
法
上
の
差
止
請
求
に
お
け
る
侵
害
停
止
請
求
権
と
侵
害
予
防
請
求
権
の
構
造
な
ど
を
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
理
由
と
し
て
挙
げ
る
。

　
不
適
法
網
に
よ
れ
ば
、
新
た
な
侵
害
行
為
が
、
こ
れ
ら
具
体
的
に
特
定
さ
れ
た
差
止
め
の
対
象
か
ら
少
し
で
も
外
れ
る
場
合
に
は
、
こ
れ

に
対
し
先
の
差
止
判
決
の
効
力
は
及
ば
ず
、
新
た
な
侵
害
行
為
の
差
止
め
の
た
め
、
あ
ら
た
め
て
訴
え
を
提
起
し
な
け
れ
ば
な
い
と
い
う
不

都
合
が
生
じ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
不
都
合
に
対
し
て
、
不
適
法
言
は
、
以
下
の
よ
う
に
対
処
す
れ
ば
よ
い
と
す
る
。

　
ま
ず
、
債
務
名
義
が
作
成
さ
れ
る
以
前
の
段
階
で
の
対
処
方
法
と
し
て
、
些
細
な
変
更
に
よ
っ
て
債
務
名
義
に
よ
る
禁
止
を
免
れ
よ
う
と

す
る
お
そ
れ
に
対
し
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
債
務
者
が
行
う
お
そ
れ
の
高
い
行
為
を
逐
一
予
測
し
、
別
個
の
請
求
と
し
て
対
象
物
件
を
明
確

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
し
た
上
で
提
起
す
れ
ば
よ
い
と
す
る
。

　
つ
ぎ
に
、
債
務
名
義
作
成
後
の
対
処
方
法
と
し
て
は
、
先
の
債
務
名
義
に
お
い
て
禁
止
さ
れ
た
の
と
は
異
な
り
、
侵
害
行
為
に
変
更
が
加

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

え
ら
れ
た
場
合
で
も
、
些
細
な
変
更
を
加
え
た
だ
け
で
は
、
社
会
的
に
み
て
物
の
同
一
性
が
失
わ
れ
な
い
と
考
え
る
の
が
相
当
で
あ
る
か
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

執
行
機
関
は
、
先
の
裁
判
の
執
行
と
し
て
、
そ
の
後
の
物
に
対
し
て
も
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。

　
こ
の
ほ
か
に
も
、
原
告
と
し
て
は
、
請
求
の
特
定
の
た
め
に
訴
訟
が
遅
延
す
る
よ
り
も
、
具
体
的
に
請
求
を
特
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
早

く
判
決
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
よ
り
賢
明
で
あ
り
、
被
告
が
判
決
を
潜
脱
す
る
よ
う
な
些
細
な
変
更
を
加
え
た
と
き
は
、
変
更
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

の
侵
害
行
為
に
つ
い
て
、
仮
処
分
を
用
い
る
こ
と
で
対
処
す
れ
ば
よ
い
と
す
る
指
摘
も
あ
る
。
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②
適
法
説

こ
れ
に
対
し
、
こ
の
よ
う
な
不
適
空
説
の
対
処
方
法
で
は
、
侵
害
行
為
が
具
体
的
に
特
定
さ
れ
た
差
止
め
の
対
象
か
ら
少
し
で
も
外
れ
る
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場
合
に
は
、
差
止
判
決
の
効
力
が
こ
の
行
為
に
対
し
及
ば
な
い
結
果
と
な
り
、
こ
れ
に
対
処
す
る
た
め
に
は
、
あ
ら
た
め
て
訴
え
を
提
起
し

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
相
手
方
が
侵
害
行
為
を
そ
の
都
度
変
更
し
て
い
く
限
り
、
知
的
財
産
権
の
実
効
的
な
保
護
が
図
れ
な
い
と
い
う
問
題
が

あ
る
と
す
る
共
通
理
解
の
も
と
に
、
多
数
の
学
説
は
、
知
的
財
産
権
侵
害
差
止
訴
訟
に
お
い
て
、
抽
象
的
差
止
請
求
を
認
め
よ
う
と
す
る
。

　
適
法
説
の
理
論
構
成
は
多
岐
に
わ
た
る
も
、
こ
れ
ら
を
大
別
す
る
な
ら
ば
、
以
下
の
三
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
①

潜
脱
的
侵
害
行
為
に
対
し
、
先
の
債
務
名
義
に
基
づ
い
て
執
行
手
続
に
お
い
て
柔
軟
に
対
処
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
、
②
債
務
名
義
作
成
段
階
に

お
い
て
一
定
の
枠
付
け
を
し
た
抽
象
的
差
止
請
求
を
許
容
し
、
執
行
手
続
の
柔
軟
な
運
営
を
認
め
る
ア
プ
ロ
ー
チ
、
③
実
体
法
的
な
観
点
を

加
え
つ
つ
、
こ
れ
ら
両
者
の
折
衷
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
す
る
説
で
あ
る
。
以
上
の
分
類
に
基
づ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
説
を
簡
略
に
み
て
い

ぎ
だ
い
。

　
①
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
属
す
る
説
は
、
新
た
な
侵
害
行
為
に
対
す
る
差
止
請
求
権
の
存
否
の
終
局
的
な
判
断
を
、
執
行
機
関
に
ゆ
だ
ね
る
こ

と
が
で
き
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
そ
の
侵
害
行
為
が
、
先
の
債
務
名
義
に
お
い
て
禁
止
さ
れ
た
行
為
と
比
べ
、
些
細
な
変
更
に
す
ぎ
な

い
場
合
、
先
の
債
務
名
義
に
基
づ
い
て
、
変
更
さ
れ
た
侵
害
行
為
に
対
す
る
差
止
請
求
自
体
を
、
執
行
機
関
の
判
断
に
委
ね
て
も
、
裁
判
機

関
と
執
行
機
関
の
分
離
と
い
う
制
度
上
の
要
請
と
相
容
れ
な
い
ほ
ど
異
質
な
判
断
を
執
行
機
関
に
求
め
る
も
の
で
は
な
い
と
し
、
執
行
機
関

の
権
限
強
化
を
志
向
し
、
具
体
的
に
特
定
掲
記
さ
れ
た
先
の
債
務
名
義
に
も
と
づ
い
て
、
変
更
が
加
え
ら
れ
た
損
害
行
為
に
対
し
、
執
行
手

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

続
に
お
い
て
対
処
す
る
点
で
共
通
性
を
有
す
る
。

　
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
属
す
る
代
表
的
な
説
と
し
て
、
牧
野
説
、
中
野
説
、
上
村
説
が
あ
る
。

1
牧
野
説

　
牧
野
判
事
は
、

特
許
権
侵
害
差
止
訴
訟
に
関
し
、
特
許
発
明
の
技
術
的
範
囲
の
問
題
と
直
接
の
関
係
を
も
た
な
い
実
施
態
様
が
変
え
ら
れ

617　（72－3－159）
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た
こ
と
に
よ
り
、
既
に
判
断
し
て
い
る
判
決
の
効
力
が
、
変
更
後
の
実
施
態
様
に
及
ば
な
く
な
る
の
は
適
当
で
は
な
い
と
さ
れ
、
強
制
執
行
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

特
に
、
執
行
機
関
に
お
け
る
侵
害
行
為
の
判
断
可
能
性
に
着
目
さ
れ
、
以
下
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
差
止
請
求
訴
訟
の
中
心

的
課
題
は
、
差
止
め
の
対
象
で
あ
る
物
ま
た
は
方
法
が
特
許
発
明
の
技
術
的
範
囲
に
属
す
る
か
否
か
で
あ
り
、
生
産
譲
渡
等
の
実
施
行
為
の

い
ず
れ
で
な
さ
れ
て
い
る
か
は
、
む
し
ろ
副
次
的
な
問
題
と
な
る
に
す
ぎ
ず
、
物
A
の
製
造
販
売
行
為
の
差
止
め
に
つ
い
て
債
務
名
義
が
成

立
し
て
い
る
場
合
、
そ
の
後
の
債
務
者
の
物
A
の
使
用
貸
握
翫
の
行
為
が
特
許
権
侵
害
に
な
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
判
断
を
要
す
る
の
は
、

特
許
権
が
な
お
存
続
し
て
い
る
か
、
債
務
者
の
使
用
磁
歪
等
し
て
い
る
物
が
物
A
に
該
当
す
る
か
、
債
務
者
が
こ
れ
を
す
る
に
つ
き
債
権
者

に
対
抗
し
う
る
権
原
を
有
す
る
か
の
諸
点
で
あ
る
が
、
同
じ
こ
と
は
、
債
務
者
が
物
A
の
製
造
販
売
を
再
開
し
た
場
合
に
、
右
債
務
名
義
に

基
づ
い
て
執
行
の
申
立
て
を
し
た
と
き
、
執
行
機
関
た
る
第
一
審
受
訴
裁
判
所
が
執
行
処
分
の
決
定
を
す
る
に
際
し
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
事
柄
で
あ
り
共
通
性
を
有
す
る
。
不
作
為
を
命
ず
る
債
務
名
義
に
基
づ
く
執
行
に
つ
い
て
は
、
不
作
為
義
務
違
反
の
有
無
に
つ
い
て
実

体
上
の
判
断
を
必
要
と
す
る
と
こ
ろ
が
ら
、
法
は
、
こ
の
場
合
の
執
行
機
関
を
第
一
審
受
訴
裁
判
所
と
定
め
て
い
る
の
で
あ
り
、
物
A
の
製

造
販
売
の
差
止
め
に
つ
い
て
の
債
務
名
義
の
効
力
を
、
物
A
の
使
用
貸
渡
等
の
行
為
に
及
ぼ
し
て
よ
い
か
ど
う
か
と
い
う
点
を
、
執
行
機
関

た
る
第
一
審
受
訴
裁
判
所
の
判
断
に
委
ね
て
も
、
裁
判
機
関
と
執
行
機
関
の
分
離
と
い
う
制
度
上
の
要
請
と
相
容
れ
な
い
ほ
ど
、
異
質
な
判

断
を
執
行
機
関
に
求
め
る
も
の
と
は
い
え
ず
、
結
論
と
し
て
、
潜
脱
的
侵
害
行
為
に
妥
当
す
る
の
か
否
か
の
判
断
を
執
行
機
関
に
委
ね
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
を
許
容
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
、
指
摘
さ
れ
る
。
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一
中
野
説

　
中
野
教
授
は
、
特
定
の
侵
害
行
為
を
差
止
め
る
債
務
名
義
成
立
後
に
、
債
務
者
が
侵
害
態
様
を
変
更
し
た
場
合
、
一
定
の
範
囲
に
お
い
て

民
四
一
四
条
三
項
、
民
執
一
七
一
条
、
同
一
七
二
条
を
類
推
適
用
し
、
転
換
執
行
の
方
法
に
よ
り
、
債
務
名
義
成
立
後
に
変
更
を
加
え
ら
れ

た
債
務
者
の
行
為
態
様
を
差
止
め
る
請
求
権
が
、
債
権
者
に
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
起
訴
責
任
を
債
務
者
側
に
負
担
さ
せ
、
旧
請
求
権
に
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ハ
む
　

つ
い
て
の
債
務
名
義
に
基
づ
い
て
新
請
求
権
に
対
す
る
強
制
執
行
の
余
地
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
。

　
同
教
授
は
、
た
と
え
ば
、
特
定
の
類
似
商
号
の
使
用
を
差
止
め
る
判
決
の
確
定
後
、
債
務
者
が
、
こ
れ
と
些
少
の
差
異
し
か
な
い
別
の
類

似
商
号
を
使
用
し
た
場
合
、
先
の
判
決
は
全
く
形
骸
化
し
、
ま
た
、
新
た
な
侵
害
行
為
に
対
応
し
た
新
訴
を
提
起
し
た
と
こ
ろ
で
、
債
務
者

が
ま
た
侵
害
態
様
を
変
更
す
る
限
り
、
債
権
者
は
永
久
に
救
済
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
、
当
事
者
の
衡
平
の
観

点
か
ら
問
題
が
あ
り
、
債
権
者
側
か
ら
み
る
と
、
ま
さ
し
く
物
引
渡
執
行
の
完
了
直
後
に
目
的
物
が
奪
還
さ
れ
た
場
合
と
利
益
状
況
が
類
似

す
る
と
問
題
提
起
を
さ
れ
る
。
こ
の
問
題
の
対
処
方
法
と
し
て
、
同
教
授
は
、
両
商
号
の
主
要
部
分
が
共
通
し
、
旧
商
号
と
新
商
号
の
差
異

が
商
号
識
別
上
さ
し
て
意
味
を
も
た
ぬ
と
一
般
に
考
え
ら
れ
る
場
合
な
ど
、
前
の
侵
害
行
為
と
新
た
な
侵
害
行
為
の
差
異
が
、
常
識
上
重
要

で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
程
度
の
も
の
で
あ
れ
ば
、
前
の
終
局
的
な
判
定
を
債
務
者
の
側
か
ら
新
態
様
の
侵
害
差
止
め
の
執
行
に
対
し
て
提
起

す
る
請
求
異
議
訴
訟
の
判
決
を
待
つ
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
間
接
強
制
の
申
立
て
に
際
し
て
債
務
名
義
に
お
け
る
判
断
を
基
礎
と
し
て
、
新

た
な
侵
害
態
様
に
対
す
る
差
止
請
求
自
体
を
理
由
あ
り
と
み
る
か
ど
う
か
に
つ
き
、
執
行
機
関
（
第
一
審
受
訴
裁
判
所
）
が
判
断
す
る
こ
と

は
、
執
行
機
関
の
職
分
の
逸
脱
と
は
い
え
ず
、
任
意
的
口
頭
弁
論
あ
る
い
は
債
務
者
の
審
尋
を
経
て
、
債
務
名
義
成
立
後
に
使
用
さ
れ
る
に

至
っ
た
類
似
商
号
の
使
用
差
止
請
求
に
つ
き
有
理
性
の
判
断
を
な
し
う
る
と
し
た
方
が
、
判
決
の
実
効
性
と
強
制
執
行
の
機
能
を
確
保
す
る

意
味
で
は
る
か
に
当
を
得
て
い
る
と
主
張
さ
れ
る
。
一
方
で
、
同
教
授
は
、
こ
の
よ
う
な
有
理
性
判
断
に
な
じ
ま
な
い
侵
害
態
様
の
大
幅
な

変
更
に
つ
い
て
ま
で
、
執
行
機
関
に
よ
る
判
断
に
委
ね
る
こ
と
は
で
き
ず
、
こ
の
場
合
に
は
、
あ
く
ま
で
、
債
権
者
に
新
訴
を
提
起
さ
せ
、

判
決
機
関
で
の
判
断
を
経
た
債
務
名
義
の
取
得
を
要
求
す
べ
き
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
。

　
特
に
、
同
教
授
の
説
に
お
い
て
は
、
執
行
機
関
に
お
け
る
有
理
性
判
断
に
際
し
、
執
行
債
権
が
転
換
さ
れ
る
こ
と
に
対
す
る
債
務
者
の
手

続
保
障
の
た
め
、
授
権
決
定
ま
た
は
間
接
強
制
の
決
定
に
先
立
つ
債
務
者
審
尋
な
い
し
任
意
的
口
頭
弁
論
の
活
用
（
民
執
四
条
・
一
七
一
条

三
項
・
一
七
二
条
三
項
）
お
よ
び
転
換
さ
れ
た
執
行
債
権
（
新
態
様
の
侵
害
行
為
に
対
す
る
差
止
請
求
権
の
）
の
不
存
在
・
消
滅
等
を
主
張

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

し
て
、
請
求
異
議
の
訴
え
を
認
め
る
こ
と
を
通
じ
て
、
債
務
者
に
も
配
慮
し
た
手
続
規
範
を
提
唱
し
て
い
る
と
い
う
特
徴
が
み
ら
れ
る
。
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論 説

1
上
村
説

　
上
村
教
授
は
、
差
止
請
求
訴
訟
の
構
造
に
つ
い
て
、
そ
の
生
成
過
程
か
ら
詳
細
に
研
究
さ
れ
た
の
ち
、
実
体
法
上
の
請
求
権
と
し
て
、
効

果
的
に
侵
害
予
防
機
能
を
果
た
し
得
る
よ
う
な
請
求
権
を
構
成
す
る
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
、
基
本
に
な
る
不
作
為
と
併
せ
て
、
そ
れ
を
実

現
せ
し
め
る
方
法
と
し
て
の
作
為
を
包
括
し
た
給
付
を
目
的
と
す
る
統
一
的
不
作
為
請
求
権
を
構
成
さ
れ
、
そ
の
保
護
範
囲
に
よ
っ
て
訴
訟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　

物
を
特
定
す
る
と
い
う
、
牧
野
説
・
中
野
説
と
は
異
な
る
独
自
の
観
点
か
ら
な
る
説
を
主
張
さ
れ
る
。
同
教
授
の
説
に
よ
る
と
、
当
該
事
件

に
お
い
て
、
何
が
侵
害
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
か
、
し
た
が
っ
て
何
を
保
護
す
べ
き
で
あ
る
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
保
護
範
囲
を
特
定
し
、

こ
れ
を
基
準
と
し
て
禁
止
の
対
象
と
な
る
侵
害
行
為
の
範
囲
を
枠
づ
け
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
保
護
範
囲
の
構
成
に
基
づ
き
、

同
説
は
、
執
行
手
続
に
お
い
て
、
執
行
機
関
が
任
意
的
口
頭
弁
論
を
活
用
す
る
な
ど
、
債
務
者
の
手
続
保
障
に
も
考
慮
し
つ
つ
、
侵
害
行
為

が
保
護
範
囲
に
抵
触
し
違
法
と
な
る
限
り
、
執
行
手
続
に
お
い
て
、
繰
り
返
し
間
接
強
制
・
代
替
執
行
を
行
う
こ
と
を
認
め
、
保
護
範
囲
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　

属
す
る
権
利
の
実
効
性
あ
る
強
制
的
実
現
を
志
向
す
る
。
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次
に
②
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
が
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
執
行
手
続
に
お
け
る
侵
害
行
為
の
類
似
性
・
同
一
性
判
断
の
み
で
は
、
い
か

な
る
行
為
が
禁
止
さ
れ
た
行
為
に
当
た
る
の
か
明
確
で
な
い
と
い
う
点
で
、
法
的
安
定
性
か
ら
は
問
題
が
あ
る
た
め
、
こ
の
点
を
十
分
配
慮

し
、
債
務
名
義
作
成
段
階
に
お
い
て
執
行
機
関
の
判
断
の
指
針
と
な
る
禁
止
行
為
に
つ
き
一
定
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
用
い
た
枠
付
け
を
行
い
、

い
か
な
る
行
為
が
そ
の
範
囲
に
含
ま
れ
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
法
的
安
定
性
を
高
め
る
と
と
も
に
、
執
行
の
迅
速
化
を
も
図
ろ

う
と
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。

　
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
は
野
村
説
と
谷
口
説
が
属
す
る
。
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1
野
村
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　

　
野
村
教
授
は
、
不
正
競
争
防
止
法
に
お
け
る
不
作
為
命
令
の
対
象
の
特
定
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
の
判
例
・
通
説
が
支
持
し
て
い
る
核
心
説

に
つ
い
て
詳
細
に
検
討
さ
れ
た
の
ち
、
不
作
為
命
令
の
対
象
は
、
具
体
的
侵
害
行
為
に
限
ら
れ
る
必
要
は
な
く
、
そ
れ
を
求
め
る
申
立
て
の

段
階
に
お
い
て
広
く
枠
付
け
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
よ
う
に
し
て
枠
づ
け
ら
れ
た
対
象
を
有
す
る
不
作
為
を
命
ず
る
債
務
名
義
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　

て
、
債
務
者
の
行
為
態
様
の
変
更
に
対
処
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
。

　
同
教
授
は
、
債
務
名
義
に
お
け
る
不
作
為
命
令
を
特
定
す
る
際
に
最
も
困
難
な
問
題
は
、
い
か
な
る
文
言
に
よ
っ
て
主
文
を
形
成
す
る
の

か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
記
述
的
か
つ
旦
ハ
体
的
な
概
念
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
潜
脱
的
侵
害
行
為
の
危
険
に
対
処
で
き
な
い
場
合
に
は
、

す
べ
て
の
禁
止
さ
れ
る
べ
き
行
為
態
様
に
共
通
で
、
か
つ
禁
止
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
行
為
態
様
を
そ
の
中
に
取
り
込
む
こ
と
に
な
ら
な
い
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

う
な
表
現
で
、
不
作
為
命
令
の
対
象
を
特
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
指
摘
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
同
教
授
は
、
不
作
為
命
令
の
特
定
に
際
し

て
は
、
①
不
作
為
命
令
の
対
象
と
な
る
行
為
に
つ
い
て
の
回
避
の
危
険
（
具
体
的
侵
害
行
為
に
加
え
ら
れ
る
修
正
の
危
険
1
1
新
た
な
侵
害
行

為
が
実
行
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
）
、
②
回
避
の
危
険
が
申
立
て
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
③
回
避
の
危
険
が
実
体
法

上
の
違
法
性
を
有
す
る
こ
と
、
と
い
う
三
つ
の
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
具
体
的
侵
害
行
為
の
記
述
の
た
め
に
用
い
ら
れ
た
行
為
メ
ル
ク

マ
ー
ル
の
う
ち
、
法
的
に
重
要
で
な
い
そ
れ
は
削
除
し
、
そ
の
他
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
う
ち
拡
張
の
必
要
の
あ
る
も
の
と
な
い
も
の
を
区
別

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

し
、
前
者
に
つ
い
て
評
価
概
念
を
も
っ
て
そ
の
拡
張
の
限
界
を
画
す
る
方
向
で
不
作
為
命
令
の
対
象
を
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　
同
教
授
は
、
こ
の
よ
う
に
判
決
手
続
に
お
い
て
評
価
概
念
を
用
い
て
枠
付
け
が
な
さ
れ
た
債
務
名
義
の
解
釈
を
執
行
機
関
に
委
ね
る
と
と

も
に
、
債
務
者
の
手
続
保
障
に
つ
い
て
も
配
慮
し
、
債
務
者
は
、
代
替
執
行
の
授
権
決
定
も
し
く
は
間
接
強
制
の
予
告
決
定
に
先
立
つ
債
務

者
の
必
要
的
審
尋
の
手
続
な
い
し
は
任
意
的
口
頭
弁
論
の
手
続
、
お
よ
び
右
決
定
に
対
す
る
執
行
抗
告
の
手
続
に
お
い
て
、
そ
の
行
為
が
、

債
務
名
義
に
よ
る
禁
止
の
範
囲
に
含
ま
れ
な
い
旨
を
主
張
し
え
、
さ
ら
に
、
代
替
執
行
の
授
権
決
定
や
間
接
強
制
の
予
告
決
定
に
対
す
る
請

求
異
議
、
お
よ
び
債
務
者
が
侵
害
行
為
に
変
更
を
加
え
た
行
為
を
実
行
す
る
前
に
、
右
の
行
為
が
債
務
名
義
に
よ
る
禁
止
の
範
囲
に
含
ま
れ
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論説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

な
い
旨
の
確
認
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
指
摘
さ
れ
る
。

1
谷
口
説

　
谷
口
教
授
は
、
前
述
し
た
東
竪
事
件
に
対
す
る
批
判
的
検
討
の
な
か
で
、
知
的
財
産
権
侵
害
差
止
訴
訟
に
お
い
て
は
、
債
務
名
義
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

不
作
為
義
務
の
特
定
の
緩
和
と
執
行
機
関
の
権
限
強
化
の
方
向
で
潜
脱
的
侵
害
行
為
に
対
処
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　
同
教
授
は
、
商
号
使
用
禁
止
訴
訟
に
お
い
て
は
、
原
告
の
商
号
を
侵
害
す
る
一
切
の
名
称
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
よ
う
な
抽
象

的
な
差
止
請
求
お
よ
び
債
務
名
義
は
、
一
切
の
具
体
的
な
判
断
を
執
行
機
関
に
委
ね
よ
う
と
す
る
も
の
で
違
法
と
な
り
、
債
務
名
義
と
し
て

の
執
行
力
も
欠
く
こ
と
に
な
る
た
め
、
具
体
的
に
、
ど
の
よ
う
な
商
号
の
使
用
が
権
利
者
の
権
利
を
侵
害
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
を
、
債
務

名
義
に
よ
っ
て
、
最
少
限
度
、
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
指
摘
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
同
教
授
は
、
知
的
財
産
権
侵
害
訴
訟
に
お
け

る
債
務
名
義
が
留
保
す
べ
き
最
少
限
の
機
能
と
し
て
、
権
利
者
の
権
利
を
他
か
ら
区
別
し
て
保
護
す
べ
き
要
素
（
商
号
で
あ
れ
ば
要
部
）
を
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表
す
程
度
の
特
定
を
債
務
名
義
作
成
段
階
に
お
い
て
示
す
こ
と
は
必
要
で
あ
り
、
か
つ
特
定
の
程
度
と
し
て
は
こ
れ
で
足
り
る
と
さ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
債
務
名
義
に
基
づ
く
執
行
手
続
に
お
い
て
は
、
債
務
名
義
の
主
文
と
理
由
の
み
な
ら
ず
、
債
務
者
審
尋
（
民
執
一
七
一
条
三

項
、
一
七
二
条
三
項
）
、
書
証
の
取
り
調
べ
、
任
意
的
口
頭
弁
論
（
慰
種
四
条
、
一
二
五
条
）
な
ど
を
柔
軟
に
活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

執
行
機
関
が
適
切
な
判
断
作
用
と
営
み
う
る
資
料
を
収
集
し
、
そ
こ
で
、
執
行
機
関
は
、
債
務
名
義
に
表
示
さ
れ
た
不
作
為
義
務
を
「
社
会

的
な
物
の
見
方
」
に
と
ど
ま
ら
ず
「
法
律
的
な
物
の
見
方
」
を
用
い
て
解
釈
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
す
る
。
同
説
に
お
い
て
も
、
執
行
手

続
を
柔
軟
に
活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
債
務
者
に
実
質
的
手
続
保
障
を
与
え
る
と
と
も
に
、
債
権
者
に
新
た
な
債
務
名
義
を
得
る
た
め
に
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新
訴
の
提
起
を
強
い
る
こ
と
な
く
、
そ
の
適
切
な
権
利
実
現
を
図
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
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以
上
に
み
た
①
と
②
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
実
体
法
的
観
点
を
加
え
つ
つ
③
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
主
張
さ
れ
る
の
は
、
田
村
教
授
で
あ
る
。
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同
教
授
は
、
物
理
的
な
防
御
策
を
講
じ
る
こ
と
が
困
難
な
知
的
財
産
権
の
特
徴
を
捉
え
ら
れ
、
差
止
判
決
の
潜
脱
を
防
止
す
べ
く
以
下
の

　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

よ
う
に
主
張
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
手
的
侵
害
行
為
を
抑
止
す
る
た
め
に
は
、
包
括
的
な
請
求
一
主
文
を
認
め
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、

こ
の
方
法
に
よ
る
と
不
必
要
に
審
理
を
重
く
す
る
し
、
ま
た
、
質
量
な
被
告
に
よ
る
潜
脱
的
侵
害
行
為
を
完
全
に
防
ぐ
の
も
困
難
で
あ
る
た

め
、
先
に
確
定
し
た
判
決
が
示
し
た
創
作
性
、
類
似
性
の
判
断
基
準
の
中
で
、
ど
の
よ
う
な
共
通
要
素
が
あ
れ
ば
侵
害
と
認
め
ら
れ
る
の
か

と
い
う
判
断
が
明
示
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
執
行
手
続
に
お
い
て
あ
る
程
度
の
幅
を
持
っ
た
判
断
を
な
す
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

あ
り
、
こ
の
方
法
を
活
用
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
商
号
な
ど
の
侵
害
事
例
と
異
な
り
、
著
作
物
の
類
似
性
の
よ
う
な
微
妙
な

判
断
を
要
す
る
場
合
に
は
、
執
行
機
関
で
補
足
し
う
る
範
囲
も
限
定
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
、
こ
の
場
合
に
も
、
被
告
の
侵
害
行
為
が

行
わ
れ
る
可
能
性
が
高
い
反
面
、
原
告
に
予
め
被
告
の
侵
害
行
為
の
特
定
を
求
め
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
と
き

は
、
抽
象
的
差
止
判
決
を
求
め
る
こ
と
を
許
容
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
同
教
授
は
、
さ
ら
に
、
具
体
的
な
解
決
方
法
と
し
て
、
間
接
強

制
手
続
に
着
目
し
、
強
制
金
の
支
払
い
を
予
告
す
る
授
権
決
定
に
お
い
て
も
、
な
お
、
不
作
為
債
務
の
対
象
を
確
定
す
る
こ
と
は
不
要
で
あ

る
と
解
し
、
授
権
決
定
で
は
不
履
行
が
あ
っ
た
場
合
の
強
制
金
額
の
み
を
定
め
て
お
き
、
そ
れ
で
も
侵
害
が
継
続
す
る
場
合
に
は
、
執
行
文

を
付
与
す
る
手
続
の
中
で
、
問
題
と
な
る
債
務
者
の
行
為
が
、
抽
象
的
差
止
判
決
で
差
止
め
ら
れ
た
対
象
に
含
ま
れ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
確
定
し
て
い
く
方
法
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
対
処
す
る
こ
と
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

㈹
　
小
括

知
的
財
産
権
侵
害
訴
訟
に
お
け
る
抽
象
的
差
止
請
求
に
関
す
る
判
例
の
動
向
及
び
学
説
の
分
類
に
つ
い
て
、
簡
略
に
ま
と
め
る
と
、
以
下

の
よ
う
に
な
ろ
う
。

　
ま
ず
、
知
的
財
産
権
侵
害
訴
訟
の
抽
象
的
差
止
請
求
に
つ
い
て
、
判
例
の
動
向
と
し
て
は
、
こ
れ
を
肯
定
す
る
い
く
つ
か
の
判
例
が
散
見
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さ
れ
る
も
の
の
、
多
く
の
判
例
は
消
極
的
で
あ
り
、
現
在
の
判
例
・
実
務
で
は
、
抽
象
的
な
差
止
請
求
は
不
適
法
に
解
さ
れ
て
い
る
と
い
え

る
。
同
じ
く
、
学
説
に
お
い
て
も
、
知
的
財
産
権
侵
害
訴
訟
の
抽
象
的
差
止
請
求
を
否
定
す
る
見
解
が
有
力
に
主
張
さ
れ
て
お
り
、
実
務
は

こ
れ
に
従
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
こ
の
訴
訟
類
型
に
お
け
る
抽
象
的
差
止
請
求
に
否
定
的
な
見
解
は
、
差
止
め
ら
れ
る
べ
き
対
象
を
亡
羊
体
的
に
特
定
し
な
い
請
求
で
は
、
訴

訟
物
の
範
囲
が
不
明
確
で
あ
る
と
批
判
す
る
と
と
も
に
、
判
決
機
関
と
執
行
機
関
の
分
離
の
原
則
か
ら
、
執
行
機
関
に
お
け
る
実
体
判
断
は

許
容
さ
れ
ず
、
執
行
の
迅
速
性
か
ら
も
、
債
務
名
義
に
お
い
て
禁
止
さ
れ
る
べ
き
被
告
の
侵
害
行
為
は
、
一
義
的
に
明
白
に
さ
れ
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
そ
の
理
由
と
す
る
。

　
他
方
、
こ
れ
ら
の
判
例
・
実
務
に
対
し
、
学
説
に
お
い
て
は
、
知
的
財
産
権
の
実
効
的
保
護
の
た
め
、
潜
脱
的
侵
害
行
為
へ
の
有
効
な
対

処
方
法
を
模
索
し
つ
つ
、
諸
説
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
要
約
す
る
な
ら
ば
、
各
ア
プ
ロ
ー
チ
は
被
告
の
手
続
保
障

に
つ
い
て
十
分
配
慮
し
た
う
え
で
、
適
法
説
①
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
執
行
機
関
の
権
限
強
化
を
志
向
す
る
こ
と
に
よ
り
、
具
体
的
に
特
定
掲

記
さ
れ
た
先
の
債
務
名
義
に
基
づ
く
強
制
執
行
を
可
能
と
す
べ
く
、
訴
訟
物
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
若
し
く
は
執
行
力
の
客
観
的
範
囲
の
拡
張
を

認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
対
処
し
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
、
適
法
説
②
、
③
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
判
決
手
続
に
お
い
て
一
定
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル

に
よ
っ
て
置
付
け
さ
れ
た
債
務
名
義
に
基
づ
い
て
、
執
行
手
続
の
柔
軟
化
を
図
り
つ
つ
潜
〆
高
侵
害
行
為
を
捉
え
よ
う
と
理
論
構
成
を
試
み

て
い
る
と
い
え
る
。
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本
節
に
お
い
て
は
、
生
活
妨
害
訴
訟
と
知
的
財
産
権
侵
害
訴
訟
の
抽
象
的
差
止
請
求
に
つ
い
て
の
判
例
の
動
向
と
学
説
の
展
開
に
つ
い
て

み
た
。

　
以
上
に
み
た
と
お
り
、
手
続
法
上
、
共
通
の
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
る
抽
象
的
差
止
請
求
を
め
ぐ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
両
訴
訟
類
型
で
は
、

そ
れ
ぞ
れ
、
判
例
の
動
向
お
よ
び
学
説
の
展
開
に
お
い
て
顕
著
な
相
違
が
あ
る
こ
と
が
み
て
と
れ
る
。
そ
こ
で
、
次
節
に
お
い
て
は
、
両
訴



訟
類
型
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
相
違
点
を
生
ぜ
し
め
た
要
因
に
つ
い
て
探
る
と
と
も
に
、

な
保
護
の
た
め
の
手
続
規
範
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

知
的
財
産
権
の
実
効
的

知的財産権侵害差止請求における訴訟物の特定と執行手続について（金）

第
三
節

知
的
財
産
権
侵
害
の
抽
象
的
差
止
請
求
に
お
け
る
訴
訟
物
の
特
定
と
執
行
手
続
に
関
す
る
試
論
の
提

示
と
新
た
な
展
開
可
能
性
に
つ
い
て

ω
　
生
活
妨
害
訴
訟
と
知
的
財
産
権
侵
害
訴
訟
に
お
け
る
判
例
の
動
向
の
比
較
検
討

　
以
上
で
は
民
事
手
続
法
上
、
抽
象
的
差
止
請
求
が
問
題
と
な
る
両
訴
訟
類
型
に
つ
き
、
判
例
の
動
向
お
よ
び
学
説
の
展
開
に
つ
い
て
み
た
。

　
本
節
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、
こ
れ
ら
の
整
理
を
も
と
に
、
両
訴
訟
類
型
に
お
け
る
判
例
の
動
向
の
帰
結
と
そ
の
要
因
に
つ
い
て
検
討
し
た

い
。　

両
訴
訟
類
型
に
お
い
て
は
、
と
も
に
、
為
す
べ
き
も
し
く
は
為
さ
ざ
る
べ
き
被
告
の
行
為
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
特
定
す
る
こ
と
を
常
に

要
求
す
る
手
続
規
範
に
対
し
、
一
定
の
幅
を
も
た
せ
た
包
括
的
な
請
求
の
趣
旨
で
の
特
定
を
許
容
し
よ
う
と
す
る
理
論
構
成
が
試
み
ら
れ
て

い
る
点
で
共
通
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
共
通
性
を
有
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両
訴
訟
類
型
で
は
、
判
例
の
帰
結
に
お
い
て
、
抽
象
的
差
止
請
求
の
適
否
の
結
論
が

分
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
生
活
妨
害
訴
訟
に
お
い
て
は
、
前
述
し
た
横
田
基
地
判
決
以
降
、
判
例
が
適
法
説
に
乱
丁
す
る
様
相
を
呈
し

て
い
る
の
に
対
し
、
知
的
財
産
権
侵
害
訴
訟
に
お
い
て
は
、
抽
象
的
な
請
求
を
認
め
る
い
く
つ
か
の
判
例
が
散
見
さ
れ
る
も
の
の
、
現
在
は
、

差
止
め
を
求
め
る
対
象
に
つ
い
て
、
請
求
の
趣
旨
に
て
具
体
的
に
特
定
し
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
と
す
る
判
例
・
実
務
が
主
流
と
な
っ
て
お
り
、
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そ
こ
で
は
、
既
判
力
お
よ
び
執
行
力
の
客
観
的
範
囲
も
具
体
的
に
特
定
さ
れ
た
判
決
主
文
に
限
定
さ
れ
習
得
的
侵
害
行
為
に
つ
い
て
は
、
新

訴
提
起
に
よ
っ
て
対
処
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　
思
う
に
、
こ
の
よ
う
な
両
訴
訟
類
型
間
に
お
け
る
判
例
の
帰
結
に
お
け
る
相
違
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
訴
訟
類
型
に
お
い
て
重
視
す
べ
き
観
点

が
異
な
る
点
に
求
め
ら
れ
る
と
考
え
る
。
こ
れ
ら
の
観
点
は
、
丹
野
教
授
が
指
摘
さ
れ
る
抽
象
的
差
止
請
求
が
満
た
す
べ
き
三
つ
の
関
門
と

し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
】
は
、
請
求
の
特
定
の
本
来
の
機
能
で
あ
る
、
訴
訟
の
対
象
を
明
確
に
す
る
と
い
う
観
点
（
審
判
の
対

象
・
範
囲
の
明
確
性
）
で
あ
り
、
第
二
は
、
抽
象
的
差
止
判
決
が
直
ち
に
債
務
名
義
と
し
て
機
能
し
う
る
か
と
い
う
観
点
（
債
務
名
義
適
格

性
）
、
第
三
は
、
被
告
で
あ
る
義
務
者
が
侵
害
の
方
法
な
い
し
態
様
を
変
更
し
た
場
合
に
、
原
債
務
名
義
が
ど
の
よ
う
に
対
応
し
う
る
か
、

な
い
し
は
そ
の
ま
ま
対
応
し
う
る
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
に
請
求
を
特
定
す
べ
き
で
あ
る
の
か
と
い
う
観
点
（
米
誌
的
侵
害
行
為
に
対
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

原
債
務
名
義
の
拡
張
可
能
性
）
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
三
つ
の
関
門
に
つ
き
検
討
す
る
に
、
ま
ず
、
第
一
の
関
門
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
生
活
妨
害
訴
訟
に
お
い
て
は
、
防
止
方
法
が
複

数
あ
る
が
ゆ
え
に
、
被
告
が
為
す
べ
き
義
務
内
容
も
複
数
観
念
さ
れ
て
し
ま
う
た
め
、
い
か
な
る
義
務
内
容
を
求
め
て
い
る
の
か
特
定
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
で
こ
の
関
門
が
重
視
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
知
的
財
産
権
侵
害
訴
訟
に
お
い
て
は
、
差
止
め
ら
れ
る
べ
き
被

告
の
侵
害
行
為
自
体
は
明
白
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
こ
れ
に
対
す
る
複
数
の
防
止
方
法
の
選
択
如
何
は
問
題
と
は
な
ら
ず
、
第
一
の
関
門
で
あ

る
審
判
の
対
象
・
範
囲
の
明
確
性
に
欠
け
る
こ
と
は
な
い
と
い
え
る
。

　
次
に
、
第
二
の
関
門
で
あ
る
債
務
名
義
適
格
性
に
つ
い
て
は
、
生
活
妨
害
訴
訟
に
お
い
て
は
、
侵
害
の
原
因
行
為
と
そ
の
結
果
・
態
様
が

債
務
名
義
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
れ
ば
、
間
接
強
制
に
よ
る
強
制
執
行
も
可
能
で
あ
る
と
し
て
、
こ
の
関
門
を
克
服
し
て
い
る
の
に
対
し
、

知
的
財
産
権
侵
害
訴
訟
に
お
い
て
は
、
第
三
の
関
門
と
も
関
係
す
る
が
、
抽
象
的
な
差
止
判
決
に
基
づ
い
て
新
た
な
侵
害
行
為
に
対
す
る
強

制
執
行
の
可
否
に
つ
い
て
考
慮
す
る
こ
と
は
、
新
た
な
侵
害
行
為
が
こ
の
差
止
判
決
主
文
に
含
ま
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
執
行
機
関
に
実

体
判
断
を
求
め
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
は
判
決
機
関
と
執
行
機
関
の
分
離
の
原
則
に
反
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
関
門
を
実
務
上
い
か
に
克
服
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す
る
の
か
と
い
う
点
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
第
三
の
関
門
で
あ
る
潜
脱
的
侵
害
行
為
に
対
す
る
原
債
務
名
義
の
拡
張
の
可
能
性
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
生
活
妨
害
訴
訟
に
お

い
て
は
、
そ
も
そ
も
侵
害
行
為
が
変
更
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
想
定
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
、
こ
の
関
門
が
問
題
と
な
ら
な
い
の
に
対
し
、

知
的
財
産
権
侵
害
訴
訟
の
抽
象
的
差
止
請
求
に
お
い
て
は
、
ま
さ
し
く
、
こ
の
潜
脱
的
侵
害
行
為
に
対
す
る
対
処
が
そ
の
主
眼
と
な
る
の
で

あ
る
が
、
先
に
述
べ
た
判
決
機
関
と
執
行
機
関
の
分
離
の
原
則
と
い
う
実
務
上
の
問
題
に
く
わ
え
、
執
行
機
関
に
よ
る
解
釈
に
よ
っ
て
、
原

債
務
名
義
の
主
文
を
超
え
て
差
止
判
決
の
効
力
を
拡
張
す
る
基
準
や
、
そ
の
拡
張
の
限
度
お
よ
び
許
容
性
に
つ
い
て
の
理
論
的
裏
付
け
が
十

分
で
は
な
く
、
こ
の
関
門
を
克
服
で
き
ず
に
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
三
つ
の
関
門
を
中
心
に
、
生
活
妨
害
訴
訟
と
知
的
財
産
権
侵
害
訴
訟
に
つ
い
て
の
判
例
の
動
向
を
と
ら
え
な
お
す
な
ら
、
生
活
妨

害
訴
訟
に
お
い
て
は
、
第
三
の
関
門
に
つ
い
て
は
な
ん
ら
考
慮
す
る
必
要
は
な
く
、
第
一
の
防
止
方
法
の
選
択
権
の
帰
属
を
含
む
侵
害
行
為

と
そ
の
結
果
を
特
定
す
る
審
判
の
対
象
・
範
囲
の
明
確
性
、
お
よ
び
第
二
の
債
務
名
義
適
格
性
と
い
う
二
つ
の
関
門
を
克
服
す
る
必
要
が
あ

る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
適
法
説
に
解
す
る
判
例
が
示
し
た
①
～
④
の
理
由
付
け
に
よ
っ
て
克
服
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
知
的
財
産
権

侵
害
訴
訟
に
お
い
て
は
、
第
一
の
関
門
に
つ
い
て
は
特
に
問
題
と
な
ら
な
い
が
、
第
二
の
債
務
名
義
適
格
性
お
よ
び
第
三
の
潜
脱
的
侵
害
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

為
に
対
す
る
原
債
務
名
義
の
拡
張
可
能
性
と
い
う
関
門
が
、
い
ま
だ
理
論
的
に
十
分
に
克
服
さ
れ
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
と
い
え
る
。
こ
の

よ
う
な
三
つ
の
関
門
を
め
ぐ
る
両
訴
訟
類
型
の
相
違
が
、
生
活
妨
害
訴
訟
に
お
い
て
は
、
抽
象
的
差
止
請
求
の
第
一
、
第
二
の
関
門
を
克
服

し
、
第
三
の
関
門
に
つ
い
て
は
そ
も
そ
も
考
慮
す
る
必
要
が
な
く
問
題
と
な
ら
な
い
の
で
、
結
果
と
し
て
、
三
つ
の
関
門
を
す
べ
て
満
た
す

こ
と
に
な
り
、
こ
れ
を
受
け
、
判
例
も
抽
象
的
差
止
請
求
を
適
法
と
解
す
る
方
向
で
収
敏
し
て
い
る
の
に
対
し
、
同
じ
抽
象
的
差
止
請
求
で

あ
っ
て
も
知
的
財
産
訴
訟
に
お
い
て
は
、
第
一
の
関
門
は
問
題
と
な
ら
な
い
が
、
第
二
お
よ
び
第
三
の
関
門
が
ネ
ッ
ク
と
な
り
、
そ
の
反
映

と
し
て
、
判
例
に
お
い
て
も
そ
の
適
法
性
が
認
め
ら
れ
ず
、
結
果
的
に
、
両
訴
訟
類
型
間
に
お
け
る
判
例
の
帰
結
が
異
な
る
要
因
と
な
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
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②
　
生
活
妨
害
訴
訟
に
お
け
る
抽
象
的
差
止
請
求
適
法
説
の
知
的
財
産
権
侵
害
訴
訟
へ
の
応
用
可
能
性

　
次
に
、
生
活
妨
害
の
抽
象
的
差
止
請
求
を
肯
定
す
べ
く
主
張
さ
れ
て
い
た
学
説
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
、
知
的
財
産
権
侵
害
訴
訟
の
差
止
め
に

応
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
債
務
名
義
適
格
性
と
潜
脱
的
侵
害
行
為
に
対
す
る
原
債
務
名
義
の
拡
張
と
い
う
抽
象
的
差
止
請
求
の
第
二
な
い
し

第
三
の
関
門
の
克
服
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
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ま
ず
、
債
務
名
義
作
成
手
続
に
お
い
て
、
侵
害
の
防
止
方
法
に
関
す
る
債
務
者
の
選
択
権
の
帰
属
と
い
う
実
体
法
上
の
構
造
を
反
映
し
、

将
来
の
為
の
適
当
の
処
分
を
用
い
た
執
行
手
続
の
柔
軟
化
を
志
向
す
る
学
説
に
つ
い
て
み
る
。

　
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
属
す
る
も
の
と
し
て
、
ま
ず
は
、
生
活
妨
害
の
抽
象
的
差
止
請
求
に
お
け
る
訴
訟
物
の
特
定
に
つ
き
、
被
告
の
防
止

す
べ
き
行
為
と
し
て
、
発
生
原
因
と
な
る
行
為
及
び
そ
の
行
為
の
態
様
・
結
果
と
い
う
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
特
定
す
る
こ
と
で
足
り
る
と
す
る

（
i
）
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
み
る
。

　
前
述
し
た
よ
う
に
、
知
的
財
産
権
侵
害
訴
訟
の
事
案
の
特
殊
性
と
し
て
は
、
生
活
妨
害
訴
訟
と
異
な
り
、
侵
害
の
発
生
メ
カ
ニ
ズ
ム
お
よ

び
防
止
措
置
が
複
雑
で
あ
る
と
い
う
事
情
は
存
在
せ
ず
、
両
当
事
者
に
と
っ
て
も
、
差
止
め
を
求
め
る
侵
害
行
為
お
よ
び
行
為
の
態
様
・
結

果
は
明
白
で
あ
り
、
む
し
ろ
、
こ
れ
ら
の
侵
害
行
為
お
よ
び
行
為
の
態
様
・
結
果
に
変
更
が
加
え
ら
れ
た
場
合
に
い
か
に
対
応
す
べ
き
か
が

主
た
る
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
知
的
財
産
権
侵
害
訴
訟
と
異
な
り
、
生
活
妨
害
訴
訟
に
お
い
て
列
車
や
自
動
車
の
走
行
に
よ
る
一
定
限
度

の
騒
音
の
差
止
め
と
い
う
メ
ル
ク
マ
ー
ル
が
有
効
で
あ
る
の
は
、
こ
の
訴
訟
類
型
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
、
判
決
に
よ
っ
て
差
止
め
ら
れ
た

飛
行
機
騒
音
自
体
が
他
の
種
類
の
騒
音
に
取
っ
て
代
わ
る
こ
と
や
、
さ
ら
に
は
、
騒
音
に
代
わ
っ
て
悪
臭
や
大
気
汚
染
を
引
き
起
こ
す
こ
と

な
ど
、
被
告
が
侵
害
行
為
を
変
更
す
る
と
い
う
事
情
が
観
念
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
生
活
妨
害
の
発
生
原
因
と
な
る
行
為
及
び
そ
の
行
為
の

態
様
・
結
果
内
に
お
い
て
、
こ
れ
を
防
止
す
る
方
法
を
講
じ
れ
ば
所
与
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
に
端
的
に
あ
ら
わ
さ
れ
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て
い
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
知
的
財
産
権
侵
害
訴
訟
に
応
用
し
、
侵
害
行
為
お
よ
び
行
為
の
態
様
．
結
果
を
特
定
し
た
抽
象
的
差

止
判
決
に
よ
っ
て
対
処
し
よ
う
と
し
て
も
、
侵
害
行
為
及
び
態
様
が
異
な
れ
ば
、
新
た
な
侵
害
行
為
は
同
ア
プ
ロ
ー
チ
が
採
用
す
る
債
務
名

義
に
示
さ
れ
た
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
そ
も
そ
も
包
含
さ
れ
な
い
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
債
務
名
義
に
基
づ
く
強
制
執
行
の
可
否
を
執
行
機
関

に
委
ね
る
と
す
る
と
、
着
脱
的
侵
害
行
為
に
つ
い
て
、
債
務
名
義
主
文
に
示
さ
れ
た
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
超
え
て
侵
害
妥
当
性
に
つ
い
て
の
実

体
判
断
を
執
行
機
関
に
委
ね
ざ
る
を
得
な
い
結
果
と
な
る
。

　
こ
の
よ
う
な
執
行
手
続
の
運
用
は
、
主
文
以
外
の
判
決
理
由
中
の
判
断
の
解
釈
に
基
づ
く
強
制
執
行
を
認
め
る
点
で
、
判
決
…
機
関
と
執
行

機
関
の
分
離
の
原
則
を
著
し
く
損
ね
る
結
果
と
な
ろ
う
。
仮
に
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
知
的
財
産
権
侵
害
訴
訟
の
特
殊
性
に
適
応
さ
せ
る
べ

く
再
構
成
す
る
と
す
れ
ば
、
侵
害
行
為
の
結
果
お
よ
び
態
様
を
、
潜
脱
的
侵
害
行
為
を
含
ん
だ
よ
り
抽
象
度
の
高
い
概
念
に
よ
っ
て
包
括
す

る
請
求
を
認
め
る
方
向
に
す
す
む
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
特
定
で
は
、
原
告
に
帰
属
す
る
権
利
を
超
え
た
過
剰
差
止
め
を
許
容
す
る

こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。

　
結
論
と
し
て
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
知
的
財
産
権
侵
害
差
止
訴
訟
に
応
用
し
た
と
し
て
も
、
抽
象
的
差
止
請
求
が
満
た
す
べ
き
第
二
お
よ

び
第
三
の
関
門
を
克
服
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
抽
象
度
の
高
い
概
念
に
よ
る
特
定
を
志
向
す
る
と
す
れ
ば
、
さ
ら
に
第
一
の
関
門
の
要
求
を

も
満
た
す
こ
と
が
困
難
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

　
同
じ
く
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
属
す
る
説
と
し
て
、
防
止
方
法
を
め
ぐ
る
実
体
法
上
の
選
択
権
の
帰
属
を
中
心
に
捉
え
る
（
・
1
1
）
の
ア
プ

ロ
ー
チ
が
あ
る
。

　
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
は
、
前
述
し
た
（
i
）
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
同
じ
く
、
知
的
財
産
権
侵
害
訴
訟
に
お
い
て
は
、
複
数
あ
る
防
止

方
法
の
選
択
が
問
題
と
な
る
の
で
は
な
い
と
い
う
相
違
点
を
、
き
ち
ん
と
捉
え
き
れ
て
い
な
い
と
い
う
批
判
が
あ
た
ろ
う
。
ま
た
、
発
生
源
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を
特
定
し
、
一
定
種
類
の
侵
害
行
為
を
一
定
の
限
度
を
超
え
て
、
原
告
に
及
ぼ
し
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
旨
の
特
定
の
程
度
を
、
知
的
財
産

権
侵
害
訴
訟
に
応
用
す
る
と
、
結
局
の
と
こ
ろ
原
告
の
知
的
財
産
権
を
侵
害
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
請
求
の
特
定
に
な
る
と
思
わ
れ
る
が
、

こ
の
よ
う
な
特
定
は
法
が
一
般
的
、
抽
象
的
に
禁
止
し
て
い
る
行
為
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
引
き
写
し
た
広
範
な
差
止
め

を
求
め
る
こ
と
と
同
様
の
結
果
と
な
る
。

　
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
と
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
原
告
の
権
利
を
侵
害
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
差
止
め
に
対
し
、
潜
脱
的
侵
害
行
為
が

こ
れ
に
あ
た
る
か
否
か
と
い
う
判
断
を
、
再
度
、
執
行
機
関
が
行
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
際
、
先
の
債
務
名
義
に
お
い
て
は
、
一
般
的
、

抽
象
的
に
禁
止
さ
れ
る
行
為
し
か
明
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
執
行
機
関
が
先
の
差
止
め
の
範
囲
を
解
釈
す
る
た
め
の
手
掛
か
り
を
一
切
欠
い
て

お
り
、
差
止
め
対
象
の
明
確
性
と
い
う
点
か
ら
も
（
i
）
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
向
け
ら
れ
た
と
同
様
に
過
剰
差
止
め
を
許
容
す
る
お
そ
れ
が
あ

る
と
考
え
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
こ
の
説
に
よ
っ
た
場
合
に
も
、
抽
象
的
差
止
請
求
が
満
た
す
べ
き
三
つ
の
関
門
を
克
服
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
え
る
。
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さ
ら
に
、
手
続
全
体
の
中
で
当
事
者
間
の
自
主
的
な
交
渉
を
重
視
す
る
（
血
）
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
み
る
。

　
同
説
は
、
両
当
事
者
の
観
点
か
ら
、
差
止
的
救
済
の
特
質
を
と
ら
え
、
特
に
、
訴
訟
手
続
に
お
け
る
発
展
的
・
流
動
的
性
格
に
即
し
た
理

論
構
築
を
目
指
し
て
い
る
点
は
積
極
的
に
評
価
で
き
る
が
、
具
体
的
な
手
続
規
範
の
定
立
の
た
め
に
は
、
最
適
な
救
済
形
成
の
た
め
の
審
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

構
造
の
解
明
や
具
体
的
手
続
規
範
の
獲
得
も
必
要
と
な
る
と
す
る
批
判
が
あ
た
る
し
、
特
に
、
実
践
的
な
知
的
財
産
権
保
護
の
実
効
性
確
保

の
た
め
、
当
事
者
間
の
交
渉
の
み
で
は
解
決
し
が
た
い
段
階
に
な
っ
た
と
き
、
ま
た
は
、
一
方
当
事
者
が
潜
脱
的
侵
害
行
為
を
繰
り
返
す
お

そ
れ
が
あ
る
当
事
者
で
あ
っ
た
場
合
な
ど
の
、
強
制
的
な
権
利
実
現
手
続
を
見
据
え
た
知
的
財
産
権
の
保
護
の
た
め
の
手
続
法
的
救
済
と
い

う
観
点
か
ら
、
交
渉
過
程
に
お
け
る
当
事
者
の
諸
態
様
を
反
映
し
た
手
続
規
範
の
整
序
と
い
う
視
点
を
、
さ
ら
に
、
深
化
さ
せ
る
必
要
性
が

あ
る
と
思
わ
れ
る
。



　
結
論
と
し
て
、
同
説
か
ら
の
示
唆
に
よ
っ
て
も
、

こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
考
え
る
。

抽
象
的
差
止
請
求
が
満
た
す
べ
き
三
つ
の
関
門
克
服
の
た
め
の
理
論
的
裏
付
け
を
得
る
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次
に
、
執
行
手
続
の
複
雑
化
を
回
避
す
る
た
め
、
債
務
名
義
作
成
手
続
内
で
の
防
止
方
法
の
枠
付
け
を
す
る
（
V
）
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ

る
二
段
階
裁
判
手
続
に
つ
い
て
み
る
。

　
同
説
は
、
救
済
方
法
の
多
様
性
や
救
済
方
法
の
可
変
性
と
い
う
生
活
妨
害
の
特
殊
な
事
情
に
対
応
す
べ
く
、
実
務
の
運
用
に
も
考
慮
し
理

論
構
成
さ
れ
た
き
わ
め
て
優
れ
た
見
解
で
あ
る
と
い
え
る
が
、
（
i
）
お
よ
び
（
・
1
1
）
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
検
討
に
際
し
て
と
同
じ
く
、
そ
も

そ
も
知
的
財
産
権
侵
害
訴
訟
に
お
い
て
は
、
第
一
の
関
門
と
し
て
の
防
止
方
法
が
複
数
存
す
る
こ
と
に
起
因
す
る
審
判
対
象
の
不
特
定
と
い

う
こ
と
は
問
題
と
な
ら
ず
、
む
し
ろ
、
第
三
の
潜
脱
的
侵
害
行
為
に
対
す
る
債
務
名
義
の
拡
張
可
能
性
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
り
、
し
た

が
っ
て
、
同
説
の
特
徴
で
あ
る
複
数
の
防
止
方
法
か
ら
、
一
定
の
具
体
的
防
止
措
置
を
取
り
出
し
、
救
済
指
針
付
差
止
判
決
を
残
部
判
決
と

し
て
言
い
渡
す
段
階
に
お
い
て
例
示
列
挙
す
る
対
象
を
い
か
に
と
ら
え
る
か
と
い
う
点
で
困
難
に
直
面
す
る
も
の
と
考
え
る
。

　
同
説
を
知
的
財
産
権
侵
害
訴
訟
の
特
質
に
あ
わ
せ
構
成
す
る
と
、
ま
ず
、
第
一
の
方
向
性
と
し
て
は
、
複
数
の
防
止
方
法
を
定
め
た
救
済

指
針
付
判
決
に
代
わ
っ
て
、
被
告
の
差
止
め
ら
れ
る
べ
き
潜
脱
的
侵
害
行
為
を
例
示
列
挙
す
る
判
決
を
言
い
渡
す
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
対

処
す
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
場
合
、
被
告
が
行
う
で
あ
ろ
う
侵
害
行
為
す
べ
て
に
つ
い
て
予
想
し
て
列
挙
す
る
こ
と
が
困
難

で
あ
る
点
は
、
知
的
財
産
権
侵
害
の
抽
象
的
差
止
請
求
を
否
定
す
る
学
説
に
対
す
る
批
判
が
同
じ
く
同
説
に
も
あ
た
ろ
う
し
、
ま
た
、
例
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

さ
れ
た
侵
害
行
為
と
多
少
異
な
る
侵
害
行
為
に
つ
い
て
の
強
制
執
行
の
可
否
が
や
は
り
問
題
と
な
ろ
う
。

　
そ
こ
で
、
第
二
の
方
向
性
と
し
て
、
同
説
を
知
的
財
産
権
侵
害
差
止
訴
訟
の
特
質
に
あ
わ
せ
構
成
す
る
と
、
残
部
判
決
に
お
い
て
一
定
の

枠
付
け
を
行
う
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
採
用
す
る
方
向
に
す
す
む
と
考
え
ら
れ
る
。

　
も
っ
と
も
、
同
説
に
お
い
て
は
、
こ
の
点
、
手
続
規
範
と
し
て
、
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
付
し
た
救
済
指
針
付
差
止
判
決
の
採
用
を
決
し
て
排

631　（72－3－173）



論説

除
す
る
も
の
で
は
な
く
、
知
的
財
産
権
侵
害
訴
訟
の
抽
象
的
差
止
請
求
を
肯
定
す
る
②
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
同
じ
方
向
で
、
侵
害
行
為
に
つ
い

て
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
よ
る
枠
付
け
と
い
う
問
題
解
決
を
な
し
得
る
の
で
あ
り
、
知
的
財
産
権
の
実
効
的
な
保
護
と
い
う
観
点
か
ら
、
今
後

の
展
開
が
期
待
さ
れ
る
有
力
な
説
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
結
論
と
し
て
、
同
説
は
、
そ
の
考
察
の
対
象
を
、
生
活
妨
害
訴
訟
に
限
定
し
て
い
た
た
め
、
直
接
、
こ
れ
を
知
的
財
産
権
侵
害
訴
訟
の
抽

象
的
差
止
め
に
応
用
す
る
の
で
は
第
二
お
よ
び
第
三
の
関
門
を
克
服
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
同
説
が
、
債
務
名
義
作
成
手

続
に
お
け
る
置
付
け
を
付
す
ア
プ
ロ
ー
チ
の
採
用
を
志
向
す
る
点
は
、
知
的
財
産
権
侵
害
訴
訟
の
第
二
お
よ
び
第
三
の
関
門
克
服
の
た
め
に

主
張
さ
れ
て
い
る
適
法
説
②
と
同
様
で
あ
り
、
救
済
指
針
付
判
決
に
お
い
て
前
述
し
た
適
法
説
②
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
採
用
す
る
こ
と
で
、

知
的
財
産
権
侵
害
に
お
い
て
も
、
一
定
限
度
に
お
い
て
実
効
性
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（72－3－174）　632

　
以
上
み
た
諸
学
説
は
、
総
じ
て
、
生
活
妨
害
訴
訟
に
お
け
る
抽
象
的
差
止
請
求
の
適
法
性
の
た
め
、
主
と
し
て
、
第
一
の
関
門
を
重
視
し
、

防
止
方
法
の
多
様
性
と
選
択
権
の
帰
属
と
い
う
同
訴
訟
類
型
の
特
殊
性
に
対
応
す
べ
く
理
論
構
成
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
将
来
の
為
の
適
当
の

処
分
を
用
い
た
執
行
手
続
の
柔
軟
化
を
志
向
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
お
よ
び
執
行
手
続
の
複
雑
化
を
回
避
す
る
た
め
債
務
名
義
作
成
手
続
内
で
の

防
止
方
法
の
枠
付
け
を
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
の
い
ず
れ
も
、
直
接
、
こ
れ
を
、
知
的
財
産
権
侵
害
訴
訟
に
応
用
し
た
の
で
は
、
第
二
の
債
務
名

義
適
格
性
お
よ
び
第
三
の
潜
血
的
侵
害
行
為
に
対
す
る
原
債
務
名
義
の
拡
張
の
可
能
性
と
い
う
関
門
克
服
の
た
め
の
有
効
な
理
論
的
裏
付
け

を
得
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
指
摘
で
き
よ
う
。

　
た
だ
し
、
知
的
財
産
権
侵
害
差
止
訴
訟
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
は
、
二
段
階
裁
判
手
続
説
を
再
構
成
し
、
執
行
手
続
の
複
雑
化
を
回
避
す

る
た
め
債
務
名
義
作
成
手
続
内
で
の
、
執
行
機
関
の
判
断
材
料
と
な
る
枠
付
け
を
提
供
す
る
見
解
で
あ
ろ
う
。
同
説
の
再
構
成
は
、
先
に
も

指
摘
し
た
と
お
り
、
知
的
財
産
権
侵
害
訴
訟
に
お
け
る
適
法
説
②
が
示
す
ア
プ
ロ
ー
チ
と
、
そ
の
理
論
構
成
の
方
向
に
お
い
て
多
く
の
共
通

性
を
有
し
て
お
り
、
知
的
財
産
権
侵
害
訴
訟
の
抽
象
的
差
止
め
の
適
法
性
の
理
論
的
検
討
に
際
し
て
、
若
干
の
修
正
が
必
要
で
あ
る
が
、
一



定
の
示
唆
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

㈹
　
知
的
財
産
権
侵
害
訴
訟
に
お
け
る
抽
象
的
差
止
請
求
の
理
論
的
検
討

知的財産権侵害差止請求における訴訟物の特定と執行手続について（金）

　
前
節
に
お
け
る
考
察
の
結
果
を
ふ
ま
え
る
と
、
生
活
妨
害
訴
訟
を
め
ぐ
る
抽
象
的
差
止
請
求
を
肯
定
す
る
各
ア
プ
ロ
ー
チ
を
、
知
的
財
産

権
侵
害
訴
訟
に
そ
の
ま
ま
応
用
す
る
こ
と
で
は
、
実
効
性
あ
る
知
的
財
産
権
保
護
は
達
成
さ
れ
が
た
い
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
知
的
財

産
権
侵
害
訴
訟
に
お
い
て
は
、
同
訴
訟
類
型
の
特
殊
性
を
反
映
し
、
特
に
、
潜
脱
的
侵
害
行
為
へ
の
対
処
と
い
う
観
点
に
対
応
し
た
理
論
構

成
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
そ
こ
で
、
先
に
み
た
知
的
財
産
権
侵
害
訴
訟
を
め
ぐ
る
抽
象
的
差
止
請
求
の
適
否
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
そ
れ
ぞ
れ
の
見
解
に
つ
い
て
、

潜
脱
的
侵
害
行
為
に
対
す
る
実
効
性
の
有
無
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
を
加
え
た
い
。

1
不
適
法
説
に
対
す
る
批
判
的
検
討

　
ま
ず
は
、
抽
象
的
差
止
請
求
に
否
定
的
な
見
解
を
採
用
し
つ
つ
、
別
の
対
処
方
法
で
知
的
財
産
権
を
保
護
し
よ
う
と
す
る
説
に
つ
い
て
検

討
す
る
。

　
先
に
も
述
べ
た
と
お
り
、
こ
の
説
は
、
為
す
べ
き
も
し
く
は
為
さ
ざ
る
べ
き
行
為
を
具
体
的
に
特
定
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
民
事
訴
訟
法

に
お
い
て
一
部
主
張
さ
れ
て
い
た
厳
格
な
特
定
の
要
求
を
、
直
接
、
知
的
財
産
権
侵
害
の
差
止
め
に
反
映
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
同
説
の
根
拠
の
背
景
に
は
、
債
務
名
義
作
成
手
続
に
お
け
る
審
理
の
円
滑
な
進
行
お
よ
び
執
行
手
続
に
お
け
る
迅
速
性
の
確
保
と
い
う
点

を
重
視
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
す
な
わ
ち
、
同
説
は
、
差
止
め
の
対
象
と
な
る
被
告
の
義
務
の
特
定
を
緩
や
か
に
と
ら
え
よ
う
と

す
る
あ
ま
り
、
債
務
名
義
作
成
手
続
内
に
お
い
て
差
止
主
文
の
文
言
の
形
成
作
業
が
慎
重
と
な
る
結
果
、
審
理
が
長
引
き
、
事
案
に
よ
っ
て
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論 説

は
、
当
事
者
双
方
が
主
張
す
る
知
的
財
産
権
侵
害
如
何
の
範
囲
の
確
定
が
き
わ
め
て
困
難
に
な
る
こ
と
を
憂
慮
し
て
、
厳
格
な
特
定
を
要
求

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
同
説
に
は
、
強
制
執
行
段
階
に
お
い
て
、
被
告
の
新
た
な
行
為
が
先
の
債
務
名
義
の
禁
止
の
範
囲
に
含
ま
れ

る
の
か
否
か
が
争
わ
れ
、
執
行
が
迅
速
に
行
わ
れ
ず
、
判
決
機
関
と
執
行
機
関
の
分
離
の
原
則
に
も
抵
触
す
る
お
そ
れ
に
対
す
る
過
度
の
危

惧
も
伺
え
る
。

　
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
不
適
附
説
の
考
え
方
に
つ
い
て
も
審
判
の
対
象
が
明
確
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
執
行
手
続
も
含
め
訴
訟
が
遅
延

す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
い
う
問
題
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
点
で
、
一
応
の
理
解
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
説
に
よ
っ
た
場
合
、
潜
脱

的
侵
害
行
為
に
対
す
る
対
処
方
法
の
実
効
性
が
、
や
は
り
最
大
の
問
題
と
な
ろ
う
。

　
不
適
喪
心
に
よ
れ
ば
、
特
定
さ
れ
た
一
つ
の
侵
害
行
為
に
つ
い
て
差
止
め
を
求
め
る
際
に
、
こ
れ
と
並
ん
で
、
債
務
者
が
行
う
お
そ
れ
の

高
い
行
為
す
べ
て
に
つ
い
て
、
差
止
め
を
求
め
れ
ば
よ
い
と
す
る
が
、
債
務
者
が
、
今
後
行
う
で
あ
ろ
う
潜
脱
的
侵
害
行
為
す
べ
て
を
、
あ

ら
か
じ
め
予
測
し
て
特
定
す
る
の
は
極
め
て
困
難
も
し
く
は
事
実
上
不
可
能
で
あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
債
務
者
が
、
こ
こ
で
の
債
権
者

の
請
求
の
趣
旨
を
参
考
に
し
、
こ
れ
に
抵
触
し
な
い
侵
害
行
為
を
考
案
す
る
と
い
う
潜
脱
的
侵
害
行
為
の
起
点
に
も
な
り
か
ね
な
い
。

　
ま
た
、
社
会
的
に
み
て
物
の
同
一
性
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
執
行
機
関
が
、
具
体
的
に
特
定
さ
れ
た
先
の
禁
止
判
決
に
よ
っ
て
、
新

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

た
な
侵
害
行
為
に
つ
い
て
も
執
行
可
能
で
あ
る
と
す
る
同
説
の
主
張
に
対
し
て
は
、
判
例
は
、
社
会
的
に
み
て
物
の
同
一
性
が
認
め
ら
れ
る

か
と
い
う
基
準
を
採
用
し
、
こ
れ
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
執
行
機
関
に
お
い
て
先
の
債
務
名
義
に
基
づ
い
た
強
制
執
行
を
行
う
余
地
が

あ
る
と
指
摘
す
る
が
、
判
例
に
あ
ら
わ
れ
た
個
別
事
例
に
お
け
る
判
断
を
検
証
す
る
に
、
こ
の
基
準
に
基
づ
く
判
断
に
は
か
な
り
広
範
な
幅

を
認
め
て
い
る
と
い
え
、
不
適
法
説
が
そ
の
根
拠
と
す
る
基
準
の
明
確
性
お
よ
び
法
的
安
定
性
の
確
保
か
ら
も
問
題
が
あ
る
と
考
え
る
。

　
さ
ら
に
、
具
体
的
に
特
定
し
た
請
求
の
趣
旨
を
掲
げ
、
審
理
を
迅
速
に
行
う
こ
と
で
判
決
を
は
や
く
得
る
方
が
権
利
の
迅
速
な
保
護
と
い

う
点
か
ら
は
賢
明
で
あ
り
、
判
決
後
の
新
た
な
侵
害
行
為
に
つ
い
て
は
、
仮
処
分
手
続
に
よ
っ
て
個
々
に
対
処
す
れ
ば
よ
い
と
す
る
主
張
に

つ
い
て
は
、
訴
訟
戦
略
・
訴
訟
技
術
論
か
ら
は
あ
る
程
度
首
肯
し
う
る
点
が
あ
る
も
の
の
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
侵
害
行
為
が
変
更
さ
れ
る
た
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び
に
原
告
が
仮
処
分
申
請
の
負
担
を
負
う
も
の
で
あ
り
、
「
い
た
ち
ご
っ
こ
」
の
解
消
と
い
う
本
質
的
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

と
考
え
る
。
特
に
、
仮
処
分
の
審
理
段
階
や
事
実
審
の
口
頭
弁
論
集
結
豊
前
に
お
い
て
、
被
告
が
侵
害
行
為
を
変
更
し
た
場
合
に
は
、
そ
の

都
度
、
新
た
な
侵
害
行
為
に
つ
い
て
の
差
止
め
を
求
め
る
よ
う
、
仮
処
分
の
申
請
の
趣
旨
を
変
更
す
る
必
要
や
訴
え
の
変
更
を
す
る
こ
と
が

必
要
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
対
処
で
は
不
適
法
説
が
重
き
を
お
く
、
審
理
の
迅
速
性
や
訴
訟
遅
延
の
回
避
自
体
も
達
成
す
る
こ
と
が
困
難
に

な
る
と
い
え
よ
う
。

　
く
わ
え
て
、
不
適
法
説
が
具
体
的
な
差
止
対
象
の
特
定
に
頑
な
に
こ
だ
わ
る
の
は
、
抽
象
的
差
止
と
過
剰
差
止
め
を
混
同
し
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
い
う
疑
問
も
存
す
る
。
す
な
わ
ち
、
不
適
法
説
は
、
実
体
法
上
は
差
止
め
の
対
象
に
含
ま
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

る
よ
う
な
範
囲
ま
で
、
禁
止
の
対
象
と
し
て
主
文
を
形
成
す
る
過
剰
差
止
め
を
お
そ
れ
る
あ
ま
り
、
禁
止
の
対
象
が
広
範
に
わ
た
る
と
い
う

点
で
、
過
剰
差
止
め
と
共
通
点
を
有
す
る
抽
象
的
差
止
請
求
ま
で
を
も
認
め
な
い
と
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
、
過
剰
差
止

め
と
は
、
具
体
的
に
特
定
さ
れ
た
範
囲
を
超
え
て
、
差
止
め
の
対
象
を
捉
え
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
、
抽
象
的
差
止
め
は
、
具
体
的
な
特
定

の
み
を
要
求
す
る
の
で
は
潜
脱
的
侵
害
行
為
に
対
処
で
き
な
い
た
め
に
、
差
止
め
の
対
象
を
権
利
者
に
帰
属
す
る
権
利
の
範
囲
内
で
包
括
的

に
捉
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
両
者
は
そ
も
そ
も
次
元
を
異
に
す
る
問
題
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
厳
密
に
区
別
し
て
理
論
構
成
を
す
る
必

要
が
あ
る
と
考
え
る
。

1
適
法
説
に
対
す
る
批
判
的
検
討

　
次
に
、
知
的
財
産
権
侵
害
訴
訟
に
お
い
て
も
抽
象
的
差
止
請
求
を
肯
定
し
よ
う
と
す
る
見
解
に
つ
い
て
み
る
。

　
こ
れ
ら
の
説
は
、
生
活
妨
害
訴
訟
に
お
け
る
適
法
説
と
異
な
り
、
抽
象
的
差
止
請
求
が
満
た
す
べ
き
、
第
一
の
関
門
で
あ
る
審
判
の
対

象
・
範
囲
の
明
確
性
と
そ
の
範
囲
内
に
お
け
る
複
数
の
侵
害
防
止
方
法
の
選
択
権
の
帰
属
と
い
う
問
題
よ
り
も
、
第
二
の
債
務
名
義
適
格
性

お
よ
び
第
三
の
今
春
的
侵
害
行
為
に
対
す
る
原
債
務
名
義
の
拡
張
可
能
性
を
い
か
に
克
服
す
る
の
か
と
い
う
点
を
重
視
し
、
そ
れ
ぞ
れ
理
論
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説
　
構
成
を
試
み
て
い
る
と
い
え
る
。

論
　
　
以
下
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
い
。

1
①
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て

　
①
潜
脱
的
侵
害
行
為
に
対
し
、
先
の
債
務
名
義
に
基
づ
い
て
執
行
手
続
に
お
い
て
柔
軟
に
対
処
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
が
、
こ
の
説
は
、

総
じ
て
、
判
決
機
関
と
執
行
機
関
の
分
離
の
原
則
を
緩
和
し
、
執
行
機
関
の
権
限
を
強
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
抽
象
的
差
止
請
求
が
満
た

す
べ
き
第
二
お
よ
び
第
三
の
関
門
の
要
求
を
相
対
的
に
引
き
下
げ
る
こ
と
で
、
知
的
財
産
権
の
保
護
の
た
め
の
柔
軟
な
手
続
規
範
を
整
序
し

よ
う
と
す
る
点
、
積
極
的
に
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
属
す
る
見
解
も
、
個
別
的
に
は
以
下
の
よ
う
な
問
題
点
が
あ
る
。

　
牧
野
説
は
、
知
的
財
産
権
侵
害
訴
訟
に
お
け
る
訴
訟
物
の
捉
え
方
と
執
行
方
法
に
つ
い
て
、
そ
の
議
論
の
端
緒
を
切
り
開
い
た
見
解
で
あ

り
、
特
に
、
そ
の
考
察
の
前
提
に
お
い
て
一
個
の
特
許
権
を
侵
害
す
る
と
評
価
さ
れ
る
事
実
を
包
括
し
て
一
個
の
紛
争
事
実
関
係
と
し
て
捉

え
る
こ
と
で
、
侵
害
停
止
請
求
権
と
侵
害
予
防
請
求
権
を
一
つ
の
訴
訟
物
と
し
て
グ
ロ
ー
バ
ル
に
捉
え
、
虚
脱
的
侵
害
行
為
の
予
防
の
実
効

性
を
確
保
す
る
こ
と
を
試
み
る
点
で
、
き
わ
め
て
高
く
評
価
で
き
よ
う
。

　
し
か
し
、
同
説
に
お
い
て
は
、
そ
の
考
察
の
対
象
が
物
の
製
造
販
売
の
差
止
め
の
効
力
が
使
用
貸
渡
に
及
ぶ
の
か
と
い
う
き
わ
め
て
限
定

的
な
範
囲
に
絞
ら
れ
て
お
り
、
実
施
態
様
の
変
更
以
外
の
潜
脱
輪
侵
害
行
為
に
つ
い
て
、
い
か
に
対
処
す
る
の
か
と
い
う
点
、
必
ず
し
も
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

　
ま
た
、
よ
り
本
質
的
に
は
、
特
許
の
技
術
的
範
囲
に
関
す
る
判
断
は
、
判
決
主
文
に
で
は
な
く
、
判
決
理
由
に
お
い
て
あ
ら
わ
れ
る
も
の

で
あ
り
、
理
由
中
の
判
断
に
す
ぎ
な
い
特
許
の
技
術
的
範
囲
に
関
す
る
判
断
に
拘
束
力
を
認
め
る
こ
と
は
、
判
決
主
文
1
1
既
判
力
の
客
観
的

範
囲
と
い
う
民
事
訴
訟
法
上
の
原
則
に
反
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
理
由
中
の
判
断
に
既
判
力
を
認
め
る
許
容
性
の
根
拠
と
そ
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の
基
準
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
、
同
説
は
訴
訟
物
を
グ
ロ
ー
バ
ル
に
捉
え
る
結
果
、
既
判
力
も
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
ず
、
被
告
の
侵
害
行
為

の
ひ
と
つ
を
差
止
め
る
訴
訟
に
敗
訴
し
た
原
告
は
、
被
告
の
他
の
侵
害
行
為
の
差
止
め
を
求
め
る
訴
訟
を
提
起
し
よ
う
と
し
て
も
、
後
訴
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　

既
判
力
に
よ
っ
て
遮
断
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
理
論
的
に
も
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
も
あ
る
。

　
次
に
中
野
説
で
あ
る
が
、
同
説
は
、
承
継
執
行
の
許
容
根
拠
を
分
析
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
導
き
だ
さ
れ
た
フ
ァ
ク
タ
ー
の
あ
て
は
ま
る
と

こ
ろ
で
は
、
執
行
力
の
客
観
的
範
囲
の
拡
張
も
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
、
既
判
力
の
客
観
的
範
囲
と
執
行
力
の
客
観
的
範
囲
を
切
り

離
し
て
捉
え
る
こ
と
に
よ
り
、
執
行
力
を
債
務
名
義
に
表
示
さ
れ
た
侵
害
行
為
を
超
え
て
、
潜
脱
的
侵
害
行
為
に
対
し
て
も
拡
張
し
て
及
ぼ

す
点
で
理
論
的
に
も
傾
聴
に
値
す
る
。

　
し
か
し
、
中
野
説
で
は
、
執
行
機
関
が
執
行
力
を
拡
張
す
る
有
理
性
の
判
断
基
準
に
つ
い
て
、
前
の
侵
害
行
為
と
新
た
な
侵
害
行
為
が
主

要
部
分
に
お
い
て
共
通
し
、
そ
の
差
が
「
常
識
上
重
要
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
程
度
」
と
示
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
執
行
機
関
に
よ
る
有

理
性
判
断
に
よ
っ
て
フ
ォ
ロ
ー
さ
れ
う
る
債
務
者
の
虚
脱
的
侵
害
行
為
の
基
準
が
明
確
で
は
な
く
、
そ
の
反
映
と
し
て
執
行
力
が
拡
張
さ
れ

る
範
囲
も
不
明
確
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
不
適
法
王
が
そ
の
根
拠
と
し
て
い
た
「
社
会
的
な
物
の
同
一
性
」

が
保
た
れ
る
場
合
に
は
、
執
行
機
関
に
お
け
る
判
断
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
主
張
に
対
す
る
と
同
様
に
、
中
野
教
授
が
主
張
さ
れ
る
有
理
性

判
断
に
お
い
て
は
、
個
別
事
例
ご
と
に
、
執
行
力
が
及
ぶ
範
囲
が
不
均
等
に
な
り
う
る
可
能
性
も
あ
り
、
法
的
安
定
性
か
ら
は
さ
ら
な
る
基

準
の
定
立
が
必
要
と
さ
れ
よ
う
。

　
上
村
説
は
、
作
為
・
不
作
為
請
求
を
め
ぐ
る
実
体
法
上
の
概
念
と
し
て
統
一
的
不
作
為
請
求
権
を
構
成
し
、
こ
の
保
護
範
囲
に
属
す
る
権

利
法
益
を
侵
害
す
る
行
為
に
対
し
て
は
、
執
行
手
続
に
お
い
て
柔
軟
に
対
処
し
う
る
と
す
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。

　
同
説
は
、
統
一
的
不
作
為
請
求
権
と
い
う
独
自
の
概
念
を
用
い
る
結
果
、
訴
訟
物
に
つ
い
て
グ
ロ
ー
バ
ル
に
捉
え
る
点
で
、
牧
野
説
の
訴

訟
物
の
捉
え
方
と
類
似
し
て
い
る
が
、
牧
野
説
の
考
察
が
侵
害
の
停
止
請
求
権
と
予
防
請
求
権
に
限
っ
て
包
括
的
な
訴
訟
物
と
い
う
も
の
を

637　（72－3－179）



払肖冊 説

観
念
し
た
の
に
対
し
、
上
村
説
は
、
保
護
範
囲
に
属
す
る
権
利
法
益
を
保
護
す
る
た
め
の
作
為
請
求
権
と
不
作
為
請
求
権
を
包
括
的
に
捉
え
、

統
一
的
不
作
為
請
求
権
を
構
成
し
て
い
る
点
か
ら
、
訴
訟
物
に
包
含
さ
れ
る
対
象
は
よ
り
広
い
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

同
説
に
お
け
る
訴
訟
物
は
、
牧
野
説
の
そ
れ
よ
り
も
必
然
的
に
広
が
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
外
延
を
い
か
に
確
定
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
が

生
じ
よ
う
。

　
同
説
を
知
的
財
産
権
侵
害
訴
訟
に
応
用
す
る
な
ら
ば
、
請
求
の
趣
旨
に
お
い
て
、
原
告
の
商
号
・
特
許
権
な
ど
を
掲
げ
る
こ
と
で
保
護
範

囲
を
示
し
、
保
護
範
囲
に
属
す
る
原
告
の
権
利
法
益
を
侵
害
す
る
行
為
を
排
除
す
る
た
め
の
、
す
べ
て
の
作
為
・
不
作
為
請
求
執
行
を
可
能

と
す
る
債
務
名
義
を
作
成
す
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
際
、
い
か
な
る
基
準
で
原
告
の
知
的
財
産
権
の
保
護
範
囲
を
確
定
す
る

の
か
と
い
う
点
で
、
同
説
は
、
明
確
な
基
準
を
提
示
で
き
て
い
な
い
。

　
こ
れ
ら
個
別
的
な
見
解
の
問
題
点
に
加
え
、
①
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
属
す
る
説
は
、
執
行
手
続
を
柔
軟
化
し
、
執
行
機
関
の
権
限
を
強
化
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
第
二
お
よ
び
第
三
の
関
門
の
要
求
を
相
対
的
に
下
げ
る
こ
と
で
対
応
し
よ
う
と
す
る
が
、
こ
の
方
向
性
の
み
で
は
、
や

は
り
、
一
定
の
限
界
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
債
務
名
義
を
執
行
機
関
が
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新

た
な
被
告
の
行
為
が
、
こ
れ
に
含
ま
れ
る
の
か
否
か
を
判
断
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
際
、
解
釈
の
対
象
と
な
る
先
の
債
務
名
義
に
お
い

て
は
、
あ
く
ま
で
具
体
的
に
特
定
銘
記
さ
れ
た
侵
害
行
為
の
差
止
め
が
示
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
い
か
な
る
行
為
が
侵
害
行
為
に
当
た
る

の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
何
ら
基
準
が
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
同
説
に
お
け
る
執
行
機
関
の
解
釈
の
前
提
と

な
る
債
務
名
義
に
は
、
侵
害
行
為
妥
当
性
に
つ
い
て
の
判
断
要
素
が
欠
け
て
お
り
、
結
局
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
、
新
た
な
行
為
が
侵
害

行
為
に
当
た
る
か
否
か
と
い
う
実
体
判
断
を
、
白
紙
委
任
的
に
執
行
機
関
に
委
ね
る
結
果
と
な
る
こ
と
を
克
服
で
き
ず
、
判
決
手
続
と
執
行

機
関
の
分
離
の
原
則
を
堅
持
す
る
、
現
行
の
実
務
上
受
け
容
れ
が
た
い
と
の
批
判
を
免
れ
得
な
い
。

　
ま
た
、
執
行
機
関
に
対
し
こ
の
よ
う
な
白
紙
委
任
的
な
実
体
判
断
を
許
容
す
る
と
、
個
別
事
案
に
応
じ
て
判
決
機
関
と
執
行
機
関
に
お
け

る
判
断
の
ず
れ
が
生
じ
る
と
と
も
に
、
ひ
い
て
は
、
執
行
機
関
ご
と
の
判
断
に
お
い
て
も
幅
が
生
じ
る
こ
と
に
な
り
、
著
し
い
法
的
不
安
定
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を
も
た
ら
す
お
そ
れ
も
生
じ
よ
う
。

　
し
た
が
っ
て
、
同
ア
プ
ロ
ー
チ
が
志
向
す
る
執
行
手
続
の
柔
軟
化
と
執
行
機
関
の
権
限
強
化
を
志
向
す
る
こ
と
の
み
で
、
抽
象
的
差
止
請

求
を
適
法
と
す
る
こ
と
に
は
限
界
が
あ
り
、
第
二
お
よ
び
第
三
の
関
門
の
要
求
を
相
対
的
に
引
き
下
げ
つ
つ
も
、
こ
れ
ら
の
関
門
の
一
定
の

要
求
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
判
決
機
関
と
執
行
機
関
の
分
離
の
原
則
に
配
慮
し
、
執
行
機
関
に
お
け
る
沓
脱
的
侵
害
行
為
の
判
断

可
能
性
を
許
容
す
る
理
論
的
な
根
拠
を
示
す
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
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l
－
②
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て

　
こ
れ
に
対
し
、
②
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
不
適
法
説
お
よ
び
適
法
説
①
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
不
都
合
を
回
避
す
べ
く
、
執
行
機
関
の
権
限
の
強

化
を
志
向
し
つ
つ
も
、
債
務
名
義
作
成
過
程
に
お
い
て
、
執
行
機
関
の
解
釈
の
指
針
と
な
る
枠
付
け
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
判
決
手
続
と
執

行
手
続
の
分
離
の
原
則
の
例
外
的
運
用
に
つ
い
て
、
そ
の
許
容
性
を
示
す
優
れ
た
見
解
で
あ
る
。

　
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
属
す
る
個
別
的
見
解
に
つ
い
て
検
討
す
る
に
、
ま
ず
、
野
村
説
で
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
生
成
・
展
開
し
て
い

る
核
心
説
が
、
禁
止
の
範
囲
を
債
務
名
義
の
主
文
以
外
の
事
情
を
手
掛
か
り
と
し
て
探
求
す
る
点
で
批
判
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
同
説
は

こ
の
克
服
に
努
め
、
債
務
名
義
の
主
文
中
で
評
価
概
念
を
用
い
る
こ
と
を
認
め
、
法
的
不
安
定
に
対
処
し
よ
う
と
す
る
。
特
に
、
野
村
説
に

お
い
て
は
、
債
務
名
義
作
成
手
続
と
執
行
手
続
の
両
手
続
が
協
働
し
、
潜
脱
的
侵
害
行
為
に
対
処
す
る
た
め
の
理
論
構
成
を
示
し
て
い
る
点

で
き
わ
め
て
高
く
評
価
で
き
よ
う
。

　
し
か
し
、
野
村
説
に
よ
れ
ば
、
不
作
為
命
令
中
で
ど
の
よ
う
な
評
価
概
念
が
適
法
に
用
い
ら
れ
え
、
ど
れ
が
そ
う
で
な
い
か
に
つ
い
て
の

一
般
的
基
準
は
立
て
ら
れ
ず
、
個
々
の
概
念
を
個
別
的
に
問
題
に
す
る
の
で
は
な
く
、
評
価
概
念
が
お
か
れ
た
全
体
と
し
て
の
文
脈
の
中
に

お
い
て
、
不
作
為
命
令
の
対
象
が
名
宛
人
に
よ
り
著
し
い
困
難
な
し
に
理
解
し
う
る
よ
う
に
し
、
こ
の
評
価
概
念
に
よ
っ
て
債
務
名
義
の
名

宛
人
は
、
あ
る
行
為
が
不
作
為
命
令
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
か
否
か
を
判
断
す
る
た
め
の
充
分
な
手
掛
か
り
を
与
え
ら
れ
る
と
し
て
い
る
が
、

639　（72－3－181）



論口冊 説

そ
れ
ぞ
れ
の
事
例
に
お
い
て
、
被
告
が
差
止
め
の
対
象
を
明
確
に
把
握
で
き
る
の
か
、
ま
た
、
明
確
に
把
握
で
き
る
よ
う
に
い
か
に
し
て
主

文
を
形
成
す
る
の
か
と
い
う
点
で
、
主
文
で
示
す
べ
き
フ
ァ
ク
タ
ー
を
類
型
化
し
て
い
く
と
い
う
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。

　
次
に
谷
口
説
で
あ
る
が
、
同
説
は
、
最
低
限
、
相
手
方
に
対
し
差
止
め
を
求
め
る
対
象
を
認
識
さ
せ
う
る
程
度
に
保
護
す
べ
き
要
素
を
債

務
名
義
に
お
い
て
特
定
す
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
が
、
同
説
で
は
こ
の
特
定
に
つ
い
て
、
商
号
に
お
い
て
は
要
部
を
表
す
程
度
で
あ
る
と
例

示
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
保
護
す
べ
き
要
素
を
ど
の
よ
う
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
用
い
て
捉
え
る
の
か
が
必
ず
し
も
明
確
に
論
じ
ら
れ
て
い
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
同
説
に
つ
い
て
は
、
野
村
説
と
同
様
の
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
債
務
名
義
作
成
段
階
に
お
い
て
、
執
行
機
関
に
お
け
る
判
断
の
範
囲
を
確
定
す
る
平
付
け
を
行

う
こ
と
で
、
判
決
機
関
と
執
行
機
関
の
分
離
の
原
則
の
下
で
の
執
行
機
関
の
判
断
可
能
性
に
対
す
る
許
容
性
を
理
論
付
け
る
見
解
で
あ
り
、

抽
象
的
差
止
請
求
が
克
服
す
べ
き
第
二
お
よ
び
第
三
の
関
門
の
要
求
を
一
定
限
度
満
た
し
て
い
る
点
で
、
実
務
の
運
営
に
も
耐
え
う
る
き
わ

め
て
優
れ
た
見
解
で
あ
る
と
評
価
で
き
る
。

　
し
か
し
、
同
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
た
場
合
に
も
、
債
務
名
義
作
成
段
階
に
お
い
て
、
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
用
い
た
主
文
の
形
成
が
き
わ
め

て
困
難
で
あ
る
と
い
う
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
核
心
説
を
批
判
す
る
多
く
の
学
説
が
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

チ
を
採
用
し
つ
つ
、
諸
説
を
展
開
し
て
い
る
が
、
枠
付
け
の
た
め
の
前
提
概
念
自
体
が
そ
れ
ぞ
れ
の
論
者
に
よ
っ
て
異
な
る
用
い
ら
れ
方
を

し
て
い
る
な
ど
、
い
ま
だ
理
論
的
に
錯
綜
し
て
い
る
状
況
で
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
も
核
心
説
を
克
服
す
る
に
は
い
た
ら
ず
、
核
心

説
が
依
然
と
し
て
判
例
・
通
説
の
地
位
を
占
め
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
諸
説
を
整
理
・
検

討
し
、
頭
付
基
準
の
再
定
立
を
検
討
す
る
こ
と
が
今
後
の
課
題
と
な
ろ
う
。
そ
の
際
、
主
文
を
形
成
す
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
き
わ
め
て
簡
易

な
も
の
で
足
り
る
と
す
る
と
、
差
止
判
決
の
効
力
が
及
ぶ
範
囲
が
広
範
囲
に
広
が
り
す
ぎ
、
こ
れ
を
解
釈
に
よ
っ
て
確
定
す
る
こ
と
は
困
難

で
あ
る
と
と
も
に
、
解
釈
に
よ
っ
て
幅
が
生
じ
る
と
法
的
安
定
性
に
欠
け
る
結
果
と
な
り
、
逆
に
、
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
定
立
を
複
雑
な
も
の

に
し
す
ぎ
る
と
、
差
止
請
求
の
提
起
自
体
が
困
難
と
な
る
の
と
い
う
諸
点
を
考
慮
し
つ
つ
、
枠
付
け
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
探
求
を
す
す
め
る
必
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要
あ
る
と
考
え
る
。
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1
③
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て

　
最
後
に
、
③
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
属
す
る
田
村
説
は
、
②
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
示
す
方
向
で
第
二
お
よ
び
第
三
の
関
門
の
克
服
を
志
向
し
つ
つ

も
、
従
来
の
学
説
が
、
商
号
や
商
品
表
示
混
同
行
為
の
差
止
め
と
い
う
、
知
的
財
産
権
侵
害
訴
訟
に
お
い
て
も
比
較
的
限
定
さ
れ
た
事
案
を

念
頭
に
お
い
て
議
論
を
重
ね
て
き
た
の
に
対
し
、
こ
れ
ら
に
加
え
、
著
作
権
、
特
許
権
侵
害
事
件
を
含
め
た
知
的
財
産
権
侵
害
訴
訟
全
般
を

そ
の
考
察
の
対
象
と
し
て
い
る
点
で
、
他
の
学
説
よ
り
そ
の
考
察
の
対
象
お
よ
び
適
用
領
域
が
広
い
と
い
う
特
徴
を
有
す
る
。

　
特
に
、
田
村
教
授
は
、
実
体
法
上
の
観
点
か
ら
、
物
理
的
な
防
御
策
を
講
じ
る
こ
と
が
困
難
な
知
的
財
産
権
に
お
い
て
、
法
が
、
禁
止
権

を
付
与
し
た
趣
旨
は
、
新
た
な
侵
害
行
為
に
よ
っ
て
潜
脱
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
一
貫
性
の
あ
る
知
的
財
産
権
の
保
護
を
目
指
す
べ
き
で
あ
る

と
す
る
実
体
法
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
高
く
評
価
で
き
よ
う
。

　
し
か
し
、
田
村
説
は
、
当
事
者
の
衡
平
と
い
う
フ
ァ
ク
タ
ー
か
ら
、
原
・
被
告
の
利
益
状
況
を
比
較
衡
量
し
、
抽
象
的
差
止
請
求
の
是
非

を
決
す
る
が
、
被
告
に
よ
る
再
度
の
侵
害
行
為
実
施
の
可
能
性
と
、
原
告
側
の
特
定
の
困
難
と
い
っ
た
要
素
の
比
較
衡
量
を
手
続
規
範
全
面

に
お
い
て
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
行
う
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
抽
象
的
差
止
請
求
の
第
三
の

関
門
が
示
す
と
お
り
、
知
的
財
産
権
侵
害
差
止
訴
訟
に
お
い
て
も
っ
と
も
問
題
と
な
る
の
は
、
判
決
言
渡
し
前
の
被
告
の
態
様
も
さ
る
こ
と

な
が
ら
、
そ
の
多
く
は
、
ま
さ
し
く
判
決
言
渡
し
後
の
潜
脱
的
侵
害
行
為
へ
の
原
債
務
名
義
の
拡
張
可
能
性
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
た

が
っ
て
、
同
説
が
主
張
す
る
原
・
被
告
間
の
利
益
状
況
に
つ
い
て
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
債
務
名
義
作
成
段
階
に
お
け
る
比
較
衡
量
の
み
な
ら

ず
、
判
決
言
渡
し
後
の
任
意
履
行
の
有
無
、
雲
斎
的
侵
害
行
為
実
施
の
有
無
を
、
執
行
文
付
与
手
続
や
間
接
強
制
金
決
定
手
続
な
ど
の
強
制

執
行
の
各
段
階
に
お
い
て
も
考
慮
し
う
る
よ
う
、
執
行
手
続
規
範
を
整
序
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
こ
の
ほ
か
に
も
、
同
説
に
つ
い
て
は
、
著
作
権
の
類
似
性
、
特
許
権
の
技
術
的
範
囲
な
ど
、
他
の
知
的
財
産
権
侵
害
訴
訟
類
型
に
比
べ
高
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説
　
度
で
慎
重
な
審
理
が
要
求
さ
れ
る
事
案
に
つ
い
て
も
、
執
行
機
関
に
よ
っ
て
判
断
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
が
、
執
行
手
続
に
お
い
て
、
保
護

論
　
法
益
に
関
す
る
創
作
性
、
類
似
点
の
共
通
要
素
を
判
断
す
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
、
債
務
名
義
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
把
握
す
る
の
か
と
い
う

　
　
問
題
に
つ
い
て
、
や
は
り
具
体
的
な
基
準
を
提
示
で
き
て
い
て
い
な
い
点
、
②
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
同
様
の
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。

ω
　
知
的
財
産
権
侵
害
訴
訟
の
抽
象
的
差
止
請
求
に
お
け
る
訴
訟
物
の
特
定
と
執
行
手
続
に
関
す
る
試
論
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以
上
の
よ
う
に
、
知
的
財
産
権
侵
害
訴
訟
の
抽
象
的
差
止
め
の
適
否
を
め
ぐ
っ
て
は
、
生
活
妨
害
訴
訟
の
抽
象
的
差
止
請
求
に
お
け
る
学

説
と
は
異
な
り
、
抽
象
的
差
止
請
求
が
認
め
ら
れ
る
た
め
の
第
二
お
よ
び
第
三
の
関
門
で
あ
る
債
務
名
義
適
格
性
と
潜
脱
的
侵
害
行
為
に
対

す
る
原
債
務
名
義
拡
張
の
可
能
性
を
中
心
に
、
諸
説
が
考
察
を
重
ね
て
き
た
こ
と
が
み
て
と
れ
る
。

　
こ
こ
で
、
知
的
財
産
権
の
実
効
的
な
保
護
の
観
点
か
ら
、
諸
説
の
到
達
点
を
も
と
に
し
て
、
同
訴
訟
類
型
に
お
け
る
訴
訟
物
の
特
定
と
執

行
手
続
に
つ
い
て
の
試
論
を
ま
と
め
た
い
。

　
ま
ず
、
知
的
財
産
権
侵
害
訴
訟
に
お
い
て
抽
象
的
差
止
請
求
を
否
定
す
る
見
解
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
理
由
で
賛
同
し
が
た
い
。

　
す
な
わ
ち
、
同
説
に
つ
い
て
は
、
前
述
し
た
と
お
り
、
審
判
の
対
象
を
明
確
化
す
る
事
に
よ
る
迅
速
な
知
的
財
産
権
の
保
護
と
い
う
点
で
、

一
応
の
理
解
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
不
適
法
説
が
主
張
す
る
潜
艦
的
侵
害
行
為
へ
の
対
処
方
法
で
は
、
最
終
的
に
「
い
た
ち
ご
っ
こ
」

を
断
ち
切
れ
な
い
と
い
う
最
大
の
欠
点
が
あ
る
。

　
ま
た
、
不
適
法
説
は
、
そ
の
考
察
の
前
提
と
し
て
、
判
決
機
関
と
執
行
機
関
の
分
離
の
原
則
を
固
持
し
、
こ
れ
に
対
す
る
例
外
的
取
扱
い

を
一
切
認
め
な
い
と
し
て
お
り
、
そ
の
反
映
と
し
て
抽
象
的
差
止
請
求
が
満
た
す
べ
き
第
二
お
よ
び
第
三
の
関
門
の
要
求
の
度
合
い
を
極
端

に
高
く
す
る
結
果
と
な
る
こ
と
に
つ
い
て
疑
問
を
呈
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
強
制
執
行
手
続
の
採
用
す
る
基
本
方
針
に
よ
れ
ば
、
債
務
名
義
の

作
成
と
そ
の
執
行
と
は
分
離
さ
れ
、
執
行
機
関
は
も
っ
ぱ
ら
債
務
名
義
の
内
容
を
忠
実
か
つ
迅
速
に
実
現
す
る
こ
と
に
専
念
す
べ
き
で
あ
り
、
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そ
の
前
提
と
し
て
、
債
務
名
義
に
は
、
執
行
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
べ
き
請
求
権
の
内
容
を
、
一
義
的
に
明
確
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
さ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
債
務
名
義
制
度
が
前
提
と
す
る
債
務
名
義
の
作
成
機
関
と
執
行
機
関
と
の
分
離
の
建
前
、
執
行
の
段
階
に

お
け
る
手
続
の
略
式
性
（
決
定
手
続
）
を
考
慮
す
れ
ば
、
債
務
名
義
作
成
段
階
に
よ
り
大
き
な
比
重
が
あ
り
、
執
行
段
階
に
お
け
る
実
体
判

断
は
補
充
的
・
補
完
的
な
限
度
に
と
ど
ま
る
べ
き
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
判
決
機
関
と
執
行
機
関
の
分
離
の
原
則
か
ら
論
理
必
然
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、
執
行
…
機
関
に
お
け
る
実
体
判
断
を
画
一
的
に
一
切
許
容
し
な
い
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
竹
下
教
授
の
明
確
な
指
摘
を
受
け
、
生
活

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

妨
害
の
抽
象
的
差
止
請
求
を
適
法
と
解
す
る
学
説
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
批
判
が
あ
た
る
と
考
え
る
。
知
的
財
産
権
侵
害
訴
訟
に
お
い
て
も
、

学
説
は
、
差
止
判
決
に
基
づ
く
執
行
に
つ
い
て
は
、
不
作
為
義
務
違
反
の
有
無
に
つ
い
て
実
体
法
上
の
判
断
を
必
要
と
す
る
と
こ
ろ
が
ら
、

法
は
、
執
行
機
関
を
高
度
な
権
利
関
係
に
つ
い
て
判
断
し
う
る
第
一
審
裁
判
所
と
定
め
て
い
る
の
で
あ
り
、
同
時
に
、
授
権
決
定
ま
た
は
間

接
強
制
の
決
定
に
先
立
つ
債
務
者
審
尋
な
い
し
任
意
的
口
頭
弁
論
（
民
執
四
条
．
一
七
一
条
三
項
・
一
七
二
条
三
項
）
な
ど
を
弾
力
的
に
運

用
し
、
か
つ
新
た
な
侵
害
行
為
が
先
の
侵
害
行
為
に
含
ま
れ
る
の
か
否
か
に
つ
い
て
主
張
す
る
機
会
と
し
て
、
請
求
異
議
の
訴
え
（
同
三
五

条
）
、
執
行
文
付
与
に
対
す
る
異
議
の
訴
え
（
同
三
四
条
）
な
ど
の
利
用
可
能
性
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
執
行
手
続
に
お
け
る
債
務
者
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

救
済
手
段
を
整
備
し
、
債
務
者
の
手
続
保
障
を
図
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
判
決
手
続
と
執
行
手
続
の
分
離
の
原
則
に
固
執
し
、
そ
の
例
外
を
認
め
な
い
と
す
る
不
適
法
説
を
支
持
す
る
こ
と
は
で
き

ず
、
理
論
と
し
て
は
、
執
行
手
続
を
柔
軟
化
す
る
と
と
も
に
執
行
機
関
の
権
限
を
強
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
潜
脱
的
侵
害
行
為
に
対
処
し

よ
う
と
す
る
方
向
で
の
手
続
規
範
の
整
序
を
探
求
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
た
だ
し
、
こ
の
方
向
で
理
論
構
成
す
る
に
際
し
て
留
意
す
べ
き
は
、
虚
脱
的
侵
害
行
為
が
、
先
の
債
務
名
義
に
よ
っ
て
差
止
め
ら
れ
る
か

否
か
と
い
う
問
題
を
、
す
べ
て
執
行
機
関
に
白
紙
委
任
す
る
こ
と
で
は
、
不
適
法
学
が
憂
慮
す
る
よ
う
に
審
理
の
遅
延
を
も
た
ら
す
お
そ
れ

が
あ
り
、
な
に
よ
り
も
判
決
機
関
と
執
行
機
関
の
判
断
に
齪
酷
が
生
じ
、
ま
た
執
行
機
関
ご
と
に
判
断
の
幅
が
生
じ
る
お
そ
れ
も
あ
る
た
め
、

法
的
安
定
性
の
確
保
と
い
う
観
点
か
ら
も
、
第
二
お
よ
び
第
三
の
関
門
を
一
定
限
度
満
た
す
必
要
が
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
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こ
の
点
、
執
行
機
関
の
判
断
の
手
掛
か
り
を
示
さ
ず
、
単
に
具
体
的
に
特
定
掲
記
さ
れ
た
債
務
名
義
に
基
づ
い
て
、
執
行
機
関
の
判
断
に

依
拠
し
て
対
応
し
よ
う
と
す
る
適
法
説
①
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
第
二
お
よ
び
第
三
の
関
門
の
要
求
を
相
対
的
に
引
き
下
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て

の
み
虚
脱
的
侵
害
行
為
に
対
処
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
執
行
機
関
に
お
け
る
潜
脱
的
侵
害
行
為
の
判
断
可
能
性
に
つ

い
て
の
理
論
的
根
拠
お
よ
び
そ
の
範
囲
の
基
準
が
不
明
確
と
な
る
た
め
、
積
極
的
に
支
持
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
理
論
的
な
方
向
性
と
し
て
は
、
適
法
説
②
も
し
く
は
③
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
解
決
方
法
を
模
索
す
る
方
向
が
優
れ
て
い
る

と
考
え
る
が
、
③
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
場
合
、
原
・
被
告
問
の
利
益
状
況
の
比
較
衡
量
に
重
き
を
お
い
て
抽
象
的
差
止
請
求
の
適
否
を
決

す
る
点
は
、
明
確
性
に
欠
け
る
こ
と
か
ら
、
同
説
に
も
に
わ
か
に
は
賛
同
し
が
た
い
。

　
た
し
か
に
、
知
的
財
産
権
侵
害
訴
訟
に
お
い
て
は
、
被
告
に
よ
る
潜
脱
的
侵
害
行
為
へ
の
対
処
に
重
点
が
お
か
れ
、
被
告
の
新
た
な
行
為

が
潜
脱
的
侵
害
行
為
に
あ
た
る
か
否
か
と
い
う
判
断
に
際
し
て
、
当
事
者
間
の
利
益
衡
量
が
必
要
で
あ
る
と
い
え
る
が
、
違
反
行
為
を
繰
り

返
す
悪
質
な
被
告
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
判
断
を
、
判
決
手
続
に
お
い
て
あ
ら
わ
れ
た
過
去
の
資
料
の
み
で
判
断
す
る
こ
と
に
は
、
や
は
り

限
界
が
あ
り
、
判
決
言
渡
し
後
の
一
定
期
間
の
被
告
の
侵
害
行
為
の
態
様
、
任
意
履
行
の
意
思
の
有
無
な
ど
を
も
考
慮
し
、
執
行
手
続
に
お

い
て
も
、
被
告
の
態
様
を
考
慮
し
た
比
較
衡
量
を
行
い
つ
つ
、
原
告
の
権
利
実
現
を
目
指
す
手
続
規
範
の
整
序
を
志
向
す
べ
き
で
は
な
か
ろ

う
か
。

　
結
論
と
し
て
、
私
は
、
第
二
の
債
務
名
義
適
格
性
お
よ
び
第
三
の
潜
脱
的
侵
害
行
為
に
対
す
る
原
債
務
名
義
の
拡
張
可
能
性
の
対
処
と
い

う
関
門
を
克
服
し
、
知
的
財
産
権
侵
害
訴
訟
に
お
け
る
抽
象
的
差
止
請
求
を
適
法
と
す
る
た
め
に
は
、
債
務
名
義
作
成
段
階
に
お
い
て
、
後

の
執
行
機
関
で
の
判
断
を
拘
束
す
る
一
定
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
付
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
的
安
定
性
と
手
続
の
迅
速
化
を
図
り
、
債
務
者
の

態
様
を
考
慮
す
る
と
と
も
に
、
手
続
保
障
を
も
考
慮
し
た
執
行
手
続
の
柔
軟
化
を
志
向
す
る
適
法
説
②
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
有
効
で
あ
る
と
考

え
る
。

　
す
な
わ
ち
、
同
ア
プ
ロ
ー
チ
が
志
向
す
る
よ
う
に
、
判
決
手
続
に
お
け
る
知
的
財
産
権
侵
害
訴
訟
の
訴
訟
物
の
特
定
の
方
法
と
し
て
は
、

（72－3－186）　644
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常
に
差
止
め
ら
れ
る
べ
き
侵
害
行
為
を
具
体
的
に
特
定
す
る
こ
と
を
求
め
た
り
、
逆
に
、
抽
象
度
が
極
め
て
高
い
包
括
的
な
請
求
を
認
め
る

こ
と
も
妥
当
で
は
な
く
、
一
定
の
枠
付
け
を
行
う
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
用
い
て
債
務
名
義
を
特
定
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
適
切
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
こ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ま
ず
、
債
務
名
義
作
成
段
階
に
お
い
て
は
、
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
よ
っ
て
特
定
さ
れ
た
範
囲
で
の
差
止

請
求
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
訴
訟
が
係
属
し
た
後
、
事
実
審
の
口
頭
弁
論
が
終
結
す
る
ま
で
の
被
告
の
侵
害
行
為
が
変
わ
る
た
び
ご
と

に
、
訴
え
の
変
更
を
す
る
必
要
が
な
く
な
り
、
訴
訟
物
の
特
定
を
め
ぐ
っ
て
、
い
た
ず
ら
に
訴
訟
が
遅
延
す
る
こ
と
を
防
ぐ
こ
と
も
可
能
と

な
る
。

　
ま
た
、
執
行
手
続
に
お
け
る
、
訴
訟
終
了
後
の
被
告
の
潜
脱
的
侵
害
行
為
に
つ
い
て
の
対
処
方
法
に
つ
い
て
は
、
判
決
言
渡
し
後
に
侵
害

行
為
が
変
更
さ
れ
て
も
、
こ
れ
が
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
含
ま
れ
る
か
ぎ
り
差
止
判
決
の
効
力
は
及
ぶ
こ
と
と
な
り
、
原
告
は
再
提
訴
を
要
す
る

こ
と
も
な
く
な
る
。

　
さ
ら
に
、
理
論
上
も
、
債
務
名
義
が
担
う
審
判
の
対
象
が
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
よ
っ
て
枠
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
判
決
機
関
が
あ
ら

か
じ
め
認
め
、
指
針
を
提
示
し
た
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
解
釈
の
範
囲
内
に
お
い
て
の
み
、
執
行
機
関
が
潜
脱
的
侵
害
行
為
妥
当
性
に
つ
い
て
判

断
す
る
た
め
、
執
行
機
関
に
お
け
る
白
紙
委
任
的
実
体
判
断
に
よ
る
訴
訟
物
若
し
く
は
執
行
力
の
拡
張
と
い
う
問
題
点
が
生
じ
ず
、
判
決
機

関
と
執
行
機
関
の
協
働
に
よ
る
柔
軟
な
手
続
規
範
を
整
序
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

　
特
に
、
執
行
手
続
に
お
い
て
は
、
債
権
者
は
、
執
行
文
付
与
の
申
立
て
（
民
執
二
六
条
）
や
間
接
強
制
の
申
立
て
（
同
一
七
二
条
一
項
）

に
お
い
て
、
債
務
名
義
に
記
載
さ
れ
て
い
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
よ
っ
て
債
務
者
の
差
止
め
ら
れ
る
侵
害
行
為
を
提
示
す
れ
ば
足
り
、
執
行
裁

判
所
は
、
こ
の
申
立
て
に
基
づ
い
て
、
債
務
者
の
新
た
な
侵
害
行
為
が
こ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
抵
触
す
る
か
否
か
を
判
断
す
る
こ
と
も
可
能

と
な
る
。
先
の
差
止
め
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
た
商
号
を
、
そ
の
ま
ま
、
の
れ
ん
や
看
板
と
し
て
掲
げ
て
い
る
場
合
な
ど
、
被
告
の
不
作
為
義

務
違
反
が
、
有
形
的
存
在
と
し
て
残
存
す
る
場
合
の
代
替
執
行
の
申
立
て
に
際
し
て
は
、
残
存
す
る
違
反
行
為
を
具
体
的
に
特
定
す
る
こ
と

も
可
能
で
あ
る
が
、
些
細
な
変
更
が
加
え
る
ら
れ
こ
と
に
よ
り
、
看
板
の
商
号
が
具
体
的
に
特
定
さ
れ
た
申
立
て
と
は
異
な
る
商
号
と
な
る
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お
そ
れ
も
あ
る
た
め
、
執
行
文
付
与
の
申
立
て
や
間
接
強
制
の
申
立
て
手
続
に
お
け
る
と
同
様
に
、
代
替
執
行
の
申
立
て
に
お
い
て
も
、
債

務
名
義
に
記
載
さ
れ
て
い
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
提
示
す
る
こ
と
で
足
り
、
第
一
審
裁
判
所
は
こ
の
枠
内
で
授
権
決
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
（
民
執
一
七
一
条
一
項
、
民
四
一
四
条
二
項
本
文
）
。

　
こ
の
よ
う
な
執
行
手
続
の
柔
軟
な
運
用
は
、
判
決
機
関
と
執
行
機
関
の
分
離
の
原
則
に
対
す
る
理
論
的
許
容
性
を
示
す
の
み
な
ら
ず
、
手

続
の
各
段
階
に
応
じ
た
、
原
・
被
告
間
の
き
め
こ
ま
や
か
な
比
較
衡
量
も
可
能
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
審
裁
判
所
は
、
以
上
の
よ
う
な

執
行
手
続
の
諸
段
階
に
お
い
て
債
務
者
の
任
意
履
行
の
意
思
の
有
無
や
、
潜
脱
的
侵
害
行
為
実
施
の
有
無
と
い
う
債
務
者
の
侵
害
態
様
を
手

続
に
反
映
し
つ
つ
、
強
制
執
行
の
可
否
を
考
慮
す
る
こ
と
が
で
き
、
同
時
に
、
授
権
決
定
も
し
く
は
間
接
強
制
金
決
定
手
続
に
お
け
る
必
要

的
審
尋
（
民
執
一
七
一
条
三
項
、
同
一
七
二
条
三
項
）
、
執
行
文
付
与
に
対
す
る
異
議
（
民
芸
三
四
条
）
、
請
求
異
議
の
訴
え
（
同
三
五
条
）

な
ど
の
手
続
に
お
い
て
債
務
者
の
救
済
手
続
を
充
実
さ
せ
、
手
続
保
障
も
図
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

　
さ
ら
に
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
被
告
の
側
に
と
っ
て
も
、
い
か
な
る
侵
害
行
為
が
、
先
の
債
務
名
義
に
よ
っ

て
差
止
め
ら
れ
る
侵
害
行
為
に
当
た
る
の
か
と
い
う
基
準
が
提
示
さ
れ
る
た
め
、
こ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
抵
触
し
な
い
行
為
へ
と
、
自
発
的

に
変
更
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
任
意
履
行
を
す
る
こ
と
も
よ
り
容
易
と
な
る
。
同
時
に
、
被
告
は
、
原
告
に
よ
る
強
制
執
行
を
待
っ
て
か
ら

請
求
異
議
な
ど
を
主
張
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
常
に
受
け
身
に
た
つ
必
要
は
な
く
、
自
ら
の
新
し
い
行
為
が
先
の
債
務
名
義
に
提
示
さ
れ
た

メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
抵
触
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
先
の
債
務
名
義
と
自
ら
の
新
た
な
行
為
を
示
し
て
、
確
認
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
で
、

自
ら
積
極
的
に
行
動
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
ろ
う
。
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⑤
　
知
的
財
産
権
侵
害
訴
訟
の
抽
象
的
差
止
請
求
を
め
ぐ
る
新
た
な
展
開
可
能
性
に
つ
い
て

と
こ
ろ
で
、
近
年
、
知
的
財
産
権
侵
害
訴
訟
に
お
け
る
抽
象
的
差
止
請
求
に
つ
い
て
、
新
た
な
理
論
的
問
題
を
提
示
す
る
事
件
が
あ
ら
わ
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れ
て
い
る
。
同
事
件
に
つ
い
て
は
、
知
的
財
産
権
法
の
領
域
に
お
い
て
、
フ
ァ
イ
ル
交
換
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
者
の
著
作
権
侵
害
の
成
否
を
中

心
に
活
発
な
議
論
が
な
さ
れ
て
お
り
、
民
事
手
続
法
の
観
点
か
ら
も
、
民
保
二
四
条
と
民
訴
二
四
六
条
の
関
係
、
著
作
権
法
＝
四
条
の
五

お
よ
び
民
訴
二
四
八
条
に
お
け
る
損
害
額
の
算
定
な
ど
、
き
わ
め
て
多
岐
に
わ
た
る
理
論
的
検
証
が
必
要
と
な
る
。
こ
こ
で
は
、
知
的
財
産

権
侵
害
差
止
訴
訟
に
お
け
る
訴
訟
物
の
特
定
と
執
行
手
続
と
い
う
本
稿
の
問
題
意
識
に
限
定
し
て
、
同
事
件
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
く
わ

え
た
い
。

　
同
事
件
は
、
被
告
が
提
供
す
る
電
子
フ
ァ
イ
ル
交
換
サ
ー
ビ
ス
に
お
い
て
、
利
用
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
ソ
フ
ト
を
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
し
、
こ
れ
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
利
用
者
の
パ
ソ
コ
ン
の
共
有
フ
ォ
ル
ダ
内
の
電
子
フ
ァ
イ
ル
が
送
信
可
能
化
状
態
に
お
か

れ
た
後
に
、
同
フ
ァ
イ
ル
が
利
用
者
間
で
交
換
さ
れ
、
各
著
作
権
者
か
ら
音
楽
著
作
物
の
管
理
の
信
託
を
受
け
た
原
告
の
管
理
著
作
権
が
侵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

害
さ
れ
た
と
い
う
事
案
で
あ
る
。
事
案
の
特
徴
と
し
て
、
特
筆
す
べ
き
は
、
被
告
が
、
直
接
、
原
告
の
管
理
下
に
あ
る
各
著
作
権
を
侵
害
す

る
の
で
は
な
く
、
利
用
者
間
だ
け
の
電
子
フ
ァ
イ
ル
の
送
受
信
に
よ
っ
て
各
著
作
権
が
侵
害
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
著
作
権
侵
害
行
為

を
防
止
す
る
た
め
に
は
、
被
告
に
よ
る
利
用
者
へ
の
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
ソ
フ
ト
の
提
供
の
差
止
め
、
被
告
サ
イ
ト
へ
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続

の
差
止
め
、
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
に
よ
る
著
作
権
該
当
フ
ァ
イ
ル
の
逐
次
削
除
な
ど
、
そ
の
防
止
方
法
が
複
数
存
在
し
て
い
る
と
い
う
事
情
が

み
て
と
れ
る
点
で
あ
る
。

　
同
事
件
に
お
い
て
は
、
両
当
事
者
が
と
も
に
生
活
妨
害
の
抽
象
的
差
止
請
求
を
適
法
と
解
し
た
最
高
裁
の
横
田
基
地
判
決
を
引
用
し
つ
つ
、

本
件
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
侵
害
結
果
の
防
止
措
置
の
選
択
権
は
、
当
事
者
の
い
ず
れ
に
帰
属
す
る
の
か
と
い
う
点
が
、
差
止
請
求
の
対
象
・

範
囲
確
定
の
争
点
の
ひ
と
つ
と
し
て
争
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
知
的
財
産
権
侵
害
訴
訟
に
お
い
て
も
、
こ
の
点
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
同
事
件
は
、
従
来
の
知
的
財
産
権
侵
害
訴
訟
の
抽
象
的
差
止
請
求
訴
訟
に
お
い
て
克
服
す
べ
き
関
門
と
し

て
の
、
第
二
の
債
務
名
義
適
格
性
お
よ
び
第
三
の
潜
脱
的
侵
害
行
為
に
対
す
る
原
債
務
名
義
の
拡
張
可
能
性
に
、
い
か
に
対
処
す
べ
き
で
あ

る
の
か
と
い
う
点
に
加
え
て
、
従
来
の
知
的
財
産
権
侵
害
訴
訟
に
お
い
て
は
問
題
と
さ
れ
な
か
っ
た
、
第
一
の
関
門
で
あ
る
防
止
方
法
の
選
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択
権
の
帰
属
を
含
む
侵
害
行
為
と
そ
の
結
果
を
特
定
す
る
審
判
の
対
象
・
範
囲
の
明
確
性
と
い
う
、
生
活
妨
害
訴
訟
に
お
い
て
重
視
さ
れ
た

関
門
に
つ
い
て
も
考
慮
し
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
同
事
件
に
お
い
て
、
原
告
は
、
被
告
に
対
し
、
原
告
の
管
理
す
る
別
紙
楽
曲
リ
ス
ト
記
載
の
各
音
楽
著
作
物
に
つ
き
、
本
件
サ
ー
ビ
ス
に

お
い
て
M
P
3
形
式
に
よ
っ
て
複
製
さ
れ
た
電
子
フ
ァ
イ
ル
を
送
受
信
の
対
象
と
し
て
は
な
ら
な
い
と
し
、
本
件
侵
害
行
為
を
防
止
す
る
た

め
の
具
体
的
な
侵
害
防
止
方
法
に
つ
い
て
定
め
な
い
抽
象
的
差
止
請
求
を
求
め
た
の
で
あ
る
が
、
裁
判
所
の
判
断
は
、
原
告
の
抽
象
的
差
止

請
求
を
不
特
定
と
し
て
却
下
す
る
こ
と
な
く
、
侵
害
結
果
の
防
止
措
置
の
選
択
権
に
つ
い
て
考
慮
し
た
う
え
で
、
被
告
が
運
営
す
る
サ
ー
ビ

ス
に
お
い
て
、
原
告
が
管
理
す
る
楽
曲
リ
ス
ト
の
う
ち
、
フ
ァ
イ
ル
名
お
よ
び
フ
ォ
ル
ダ
名
の
い
ず
れ
か
に
、
『
原
題
名
』
欄
記
載
の
文
字

（
漢
字
、
ひ
ら
が
な
、
片
仮
名
並
び
に
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
大
文
字
及
び
小
文
字
等
の
表
記
方
法
を
問
わ
な
い
。
）
及
び
『
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
』

欄
記
載
の
文
字
（
漢
字
、
ひ
ら
が
な
、
片
仮
名
並
び
に
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
大
文
字
及
び
小
文
字
等
の
表
記
方
法
を
問
わ
な
い
。
長
患
は
名

の
い
ず
れ
か
一
方
の
み
の
表
記
を
含
む
。
）
の
双
方
が
表
記
さ
れ
た
フ
ァ
イ
ル
情
報
に
係
わ
る
電
子
フ
ァ
イ
ル
を
送
受
信
の
対
象
と
し
て
は

な
ら
な
い
と
す
る
判
決
を
言
い
渡
す
こ
と
で
対
処
し
て
い
る
。

　
こ
の
裁
判
所
の
判
断
は
、
第
二
の
債
務
名
義
適
格
性
お
よ
び
第
三
の
潜
量
的
侵
害
行
為
に
対
す
る
原
債
務
名
義
の
拡
張
可
能
性
の
み
な
ら

ず
、
第
一
の
防
止
方
法
の
選
択
権
の
帰
属
を
含
む
侵
害
行
為
と
そ
の
結
果
を
特
定
す
る
審
判
の
対
象
・
範
囲
の
明
確
性
と
い
う
生
活
妨
害
に

お
い
て
重
視
さ
れ
て
い
た
抽
象
的
差
止
請
求
の
関
門
に
つ
い
て
も
考
慮
し
、
主
文
形
成
を
試
み
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
特
に
、
裁
判
所
の
判
断
が
、
生
活
妨
害
訴
訟
に
お
け
る
議
論
と
同
じ
く
、
侵
害
行
為
の
発
生
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
精
通
し
、
か
つ
、
費
用
対
効

果
の
面
で
も
利
害
関
係
を
有
す
る
被
告
に
、
侵
害
防
止
措
置
の
選
択
権
が
帰
属
す
る
と
解
す
る
こ
と
で
解
決
を
図
ろ
う
と
努
め
て
い
る
こ
と

は
、
手
続
法
上
、
き
わ
め
て
高
く
評
価
で
き
る
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
生
活
妨
害
訴
訟
と
同
じ
く
知
的
財
産
権
侵
害
訴
訟
に
お
い
て
も
、

そ
の
サ
ー
ビ
ス
の
構
造
上
の
特
徴
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
防
止
措
置
が
有
効
・
適
切
で
あ
り
、
ま
た
実
施
可
能
で
あ
る
の
か
と
い
う
判
断
を
下

す
こ
と
は
、
技
術
上
き
わ
め
て
複
雑
で
あ
る
た
め
、
具
体
的
な
防
止
措
置
に
つ
い
て
ま
で
特
定
し
た
請
求
を
求
め
る
の
は
、
X
に
と
っ
て
き
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わ
め
て
酷
な
結
果
と
な
ろ
う
し
、
逆
に
、
本
件
サ
ー
ビ
ス
の
構
造
に
つ
い
て
熟
知
し
て
い
な
い
X
が
特
定
し
た
、
技
術
的
に
よ
り
高
度
で
、

費
用
も
か
か
る
侵
害
の
防
止
措
置
に
基
づ
い
て
差
止
対
象
を
決
す
る
よ
り
、
被
告
が
、
自
ら
、
侵
害
を
防
止
す
る
の
に
技
術
的
に
も
比
較
的

容
易
で
、
費
用
も
合
理
的
な
防
止
措
置
に
つ
い
て
判
断
し
、
そ
れ
を
選
択
す
る
余
地
を
認
め
る
ほ
う
が
、
被
告
の
利
益
に
も
適
う
場
合
が
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
ま
た
、
こ
れ
ら
一
連
の
裁
判
所
の
判
断
は
、
債
務
名
義
作
成
段
階
に
お
い
て
、
送
受
信
の
対
象
と
な
る
べ
き
フ
ァ
イ
ル
お
よ
び
フ
ォ
ル
ダ

に
つ
い
て
、
一
定
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
用
い
て
特
定
し
て
い
る
点
で
、
知
的
財
産
権
侵
害
訴
訟
の
抽
象
的
差
止
請
求
を
適
法
と
解
す
る
②
の

ア
プ
ロ
ー
チ
に
親
和
的
な
見
解
で
あ
る
と
指
摘
で
き
よ
う
。
た
だ
し
、
同
事
件
に
お
け
る
主
文
形
成
で
は
、
第
三
の
潜
脱
的
侵
害
行
為
に
対

す
る
原
債
務
名
義
の
拡
張
可
能
性
と
い
う
観
点
か
ら
、
さ
ら
に
、
克
服
す
べ
き
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
同
事
件
に

お
け
る
侵
害
行
為
は
、
従
来
の
知
的
財
産
権
侵
害
差
止
訴
訟
に
お
い
て
問
題
に
さ
れ
て
い
た
、
類
似
商
号
の
使
用
差
止
事
例
に
お
け
る
変
更

を
加
え
た
商
号
で
の
広
告
や
の
れ
ん
の
作
成
、
看
板
の
塗
り
替
え
な
ど
と
は
異
な
り
、
フ
ァ
イ
ル
名
及
び
フ
ォ
ル
ダ
名
の
変
更
な
ど
は
、
侵

害
行
為
変
更
の
た
め
な
ん
ら
コ
ス
ト
の
支
出
を
伴
わ
な
い
、
キ
ー
ボ
ー
ド
上
の
操
作
と
い
う
き
わ
め
て
単
純
な
操
作
だ
け
で
、
容
易
に
判
決

が
示
す
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
回
避
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
と
い
う
特
徴
を
有
す
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
特
徴
を
有
す
る
音
楽
フ
ァ
イ
ル
交
換
事
件
は
、
知
的
財
産
権
侵
害
差
止
請
求
に
お
け
る
訴
訟
物
の
特
定
に
お
い
て
は
潜
脱

的
侵
害
行
為
に
対
す
る
実
効
的
な
債
務
名
義
拡
張
可
能
性
を
維
持
す
る
た
め
の
差
止
対
象
を
一
定
の
範
囲
で
枠
付
け
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
ね

立
す
る
こ
と
が
、
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
と
い
う
難
問
も
つ
き
つ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
難
事
件
が
示
し
た
、
知
的
財
産
権
侵
害
訴
訟
の
抽
象
的
差
止
請
求
に
お
け
る
新
た
な
課
題
と
そ
の
展
開
可
能
性
に
対
す
る
試
論

を
簡
潔
に
示
す
と
す
れ
ば
、
同
事
件
の
よ
う
な
音
楽
フ
ァ
イ
ル
交
換
事
件
に
お
い
て
、
差
止
対
象
の
具
体
的
な
特
定
を
要
求
す
る
の
は
、
潜

脱
的
侵
害
行
為
の
実
施
の
容
易
性
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
実
効
性
が
認
め
ら
れ
な
い
の
で
、
方
向
性
と
し
て
は
、
債
務
名
義
作
成
手
続
に
お
い
て
、

知
的
財
産
権
訴
訟
に
お
け
る
適
法
説
②
が
志
向
す
る
、
一
定
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
よ
っ
て
型
付
け
ら
れ
た
抽
象
的
差
止
請
求
お
よ
び
判
決
を
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の
　

認
め
る
こ
と
で
対
処
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
、
判
決
主
文
に
お
い
て
一
定
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
よ
っ
て
差
止
め
ら
れ
た
侵
害
行
為
の

防
止
に
つ
い
て
は
、
被
告
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
よ
っ
て
そ
の
方
法
が
選
択
さ
れ
る
べ
く
、
債
務
名
義
作
成
の
段
階
に
お
い
て
は
、
差
止
め

の
目
的
の
達
成
の
た
め
の
方
法
の
選
択
権
は
、
あ
く
ま
で
被
告
に
留
保
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
超
え
た
具
体
的
な
方
法
の

特
定
は
、
防
止
方
法
が
一
つ
し
か
認
め
ら
れ
な
い
場
合
や
、
被
告
が
具
体
的
に
特
定
さ
れ
た
防
止
方
法
に
つ
い
て
同
意
し
て
い
る
場
合
な
ど
、

一
定
の
例
外
的
場
合
に
し
か
認
め
ら
れ
な
い
と
考
え
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
被
告
が
防
止
方
法
に
関
す
る
選
択
権
を
行
使
せ
ず
、
抽
象
的
差
止
判
決
を
任
意
に
履
行
し
な
い
場
合
に
は
、
間
接
強
制
の

影
響
下
で
履
行
を
促
し
、
間
接
強
制
金
の
負
担
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
継
続
し
て
、
被
告
の
履
行
意
思
が
認
め
ら
れ
な
い
か
、
若
し
く
は
そ
の

蓋
然
性
が
高
い
と
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
と
き
に
、
は
じ
め
て
、
選
択
権
に
関
す
る
実
体
法
上
の
規
定
（
民
四
〇
八
条
）
の
類
推
適
用
に

よ
っ
て
、
旦
ハ
体
的
な
防
止
措
置
に
関
す
る
選
択
権
が
原
告
側
に
移
転
し
、
侵
害
防
止
の
た
め
の
被
告
が
支
出
す
べ
き
費
用
や
被
る
損
害
に
つ

い
て
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、
原
告
が
、
自
ら
の
知
的
財
産
権
を
保
護
す
る
に
も
つ
と
も
適
切
で
あ
る
と
考
え
る
具
体
的
防
止
方
法
に
基
づ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

て
、
将
来
の
た
め
の
適
当
の
処
分
を
弾
力
的
に
運
用
す
る
方
向
で
の
解
決
を
模
索
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
ま
た
、
執
行
手
続
に
お
い
て
、
執
行
機
関
は
、
間
接
強
制
金
の
決
定
手
続
や
将
来
の
た
め
の
適
当
の
処
分
の
運
用
に
際
し
、
潜
脱
的
侵
害

行
為
防
止
の
た
め
の
債
務
者
の
防
止
措
置
実
施
に
対
す
る
態
様
を
考
慮
す
る
と
と
も
に
、
前
述
し
た
よ
う
な
債
務
者
の
手
続
保
障
の
た
め
の

諸
手
段
を
充
実
さ
せ
る
必
要
も
あ
る
と
考
え
る
。

　
こ
の
よ
う
な
試
論
は
、
知
的
財
産
権
侵
害
訴
訟
に
お
け
る
適
法
説
②
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
、
生
活
妨
害
訴
訟
に
お
い
て
主
張
さ
れ
た
選
択
権

を
め
ぐ
る
実
体
法
上
の
構
造
を
堅
持
し
つ
つ
、
執
行
手
続
の
柔
軟
化
を
図
る
学
説
を
組
み
合
わ
せ
応
用
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
両
説
の
組
み

合
わ
せ
ば
手
続
規
範
と
し
て
相
互
に
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
く
、
一
貫
し
た
手
続
規
範
と
し
て
採
用
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
被
告
の
履

行
意
思
を
執
行
手
続
の
各
段
階
で
確
認
し
、
被
告
の
帰
責
事
由
に
合
わ
せ
防
止
方
法
に
関
す
る
実
体
法
上
の
選
択
権
を
考
慮
す
る
こ
と
に
よ

り
、
よ
り
柔
軟
な
当
事
者
間
の
比
較
衡
量
が
可
能
と
な
る
メ
リ
ッ
ト
も
あ
る
と
考
え
る
。

（72－3－192）650



第
三
章
　
結
び
に
代
え
て

知的財産権侵害差止請求における訴訟物の特定と執行手続について（金）

　
本
稿
は
、
知
的
財
産
権
侵
害
訴
訟
の
手
続
法
的
考
察
の
端
緒
と
し
て
、
同
訴
訟
類
型
に
お
け
る
抽
象
的
差
止
請
求
の
訴
訟
物
の
特
定
と
執

行
手
続
に
つ
い
て
の
基
礎
的
考
察
を
行
っ
た
。

　
本
稿
に
お
け
る
考
察
は
以
下
の
よ
う
に
要
約
で
き
よ
う
。

　
ま
ず
、
民
事
手
続
法
上
、
共
通
の
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
る
抽
象
的
差
止
請
求
は
、
生
活
妨
害
訴
訟
と
知
的
財
産
権
侵
害
訴
訟
に
お
い
て
、

そ
の
主
た
る
問
題
意
識
に
相
違
が
み
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
防
止
方
法
の
多
様
性
か
ら
生
じ
る
選
択
権
の
帰
属
が
主
た

る
問
題
と
な
る
生
活
妨
害
訴
訟
に
お
い
て
は
、
第
一
の
審
判
の
対
象
．
範
囲
の
明
確
化
と
い
う
関
門
お
よ
び
第
二
の
債
務
名
義
適
格
性
と
い

う
関
門
が
重
視
さ
れ
る
の
に
対
し
、
知
的
財
産
権
侵
害
訴
訟
に
お
い
て
は
、
侵
害
行
為
は
明
白
で
あ
り
か
つ
防
止
方
法
も
複
数
観
念
す
る
事

が
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
第
一
の
関
門
は
重
視
さ
れ
ず
、
第
二
の
債
務
名
義
適
格
性
お
よ
び
第
三
の
位
田
的
侵
害
行
為
に
対
す
る
原
債
務
名

義
拡
張
可
能
性
と
い
う
関
門
に
重
点
を
お
い
て
、
こ
れ
を
前
提
に
し
た
理
論
構
築
が
試
み
ら
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　
つ
ぎ
に
、
両
訴
訟
類
型
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
前
提
の
相
違
と
そ
の
克
服
の
可
否
か
ら
、
判
例
の
動
向
に
お
い
て
も
生
活
妨
害
訴
訟

に
お
い
て
は
抽
象
的
差
止
請
求
を
肯
定
す
る
の
に
対
し
、
知
的
財
産
権
侵
害
訴
訟
に
お
い
て
は
こ
れ
を
認
め
な
い
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
帰

結
を
異
に
す
る
と
い
う
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
他
方
、
生
活
妨
害
訴
訟
の
判
例
に
お
い
て
抽
象
的
差
止
請
求
が
適
法
説
に
収
鈍
す
る
に
あ
た

り
、
理
論
的
側
面
か
ら
同
請
求
の
適
法
性
を
理
由
付
け
、
権
利
実
現
ま
で
の
手
続
法
的
整
序
を
構
築
す
る
こ
と
に
貢
献
し
た
学
説
も
、
両
訴

訟
類
型
が
重
点
を
お
く
関
門
の
設
定
の
相
違
か
ら
、
直
接
、
こ
れ
を
知
的
財
産
権
侵
害
訴
訟
の
抽
象
的
差
止
請
求
に
応
用
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
は
、
妥
当
な
結
論
が
得
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
。

　
以
上
の
よ
う
な
検
討
を
も
と
に
、
知
的
財
産
権
侵
害
訴
訟
の
抽
象
的
差
止
請
求
の
適
法
性
を
認
め
、
知
的
財
産
権
の
実
効
的
な
保
護
を
実

現
す
る
た
め
に
は
、
生
活
妨
害
訴
訟
に
お
け
る
理
論
的
到
達
点
を
前
提
と
し
つ
つ
も
、
第
二
の
債
務
名
義
適
格
性
お
よ
び
第
三
の
潜
尊
翰
侵
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論　説

害
行
為
に
対
す
る
原
債
務
名
義
の
拡
張
の
可
能
性
と
い
う
関
門
克
服
の
た
め
の
独
自
の
理
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
た
め
の
理
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
、
現
在
、
①
潜
勢
的
侵
害
行
為
に
対
し
、
先
の
債
務
名
義
に
基
づ
い
て
執
行
手
続
に
お
い
て
柔

軟
に
対
処
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
、
②
債
務
名
義
作
成
段
階
に
お
い
て
、
一
定
の
枠
付
け
を
し
た
抽
象
的
差
止
を
許
容
し
、
執
行
手
続
の
柔
軟
な

運
営
を
認
め
る
ア
プ
ロ
ー
チ
、
③
実
体
法
的
な
観
点
を
加
え
つ
つ
こ
れ
ら
両
者
を
折
衷
す
る
説
な
ど
の
諸
説
が
主
張
さ
れ
て
い
る
が
、
私
は
、

こ
れ
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
う
ち
、
潜
脱
的
侵
害
行
為
に
対
す
る
再
提
訴
と
い
う
「
い
た
ち
ご
っ
こ
」
の
根
本
的
解
消
、
審
判
の
対
象
が
明
確

で
あ
る
こ
と
に
よ
る
訴
訟
遅
延
の
回
避
、
債
務
名
義
作
成
手
続
に
お
い
て
枠
づ
け
ら
れ
た
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
解
釈
指
針
と
し
執
行
機
関
が
判

断
す
る
手
続
構
造
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
判
決
機
関
と
執
行
機
関
の
分
離
の
原
則
へ
の
対
応
可
能
性
、
間
接
強
制
を
中
心

と
し
た
執
行
手
続
の
柔
軟
化
に
よ
る
両
当
事
者
の
手
続
の
進
行
過
程
に
応
じ
た
、
き
め
こ
ま
や
か
な
比
較
衡
量
お
よ
び
債
務
者
の
手
続
保
障

と
い
う
諸
点
か
ら
、
②
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
有
効
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
た
だ
し
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
す
る
に
あ
た
り
、
債
務
名
義
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
用
い
て
枠
付
け
を
す
る
の
か

と
い
う
、
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
定
立
は
依
然
と
し
て
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
メ
ル
ク
マ
ー
ル
定
立
の
た
め
の
基
準
の
探

求
が
、
次
稿
以
降
の
研
究
課
題
と
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
判
例
・
通
説
が
支
持
す
る
核
心
説
と
、
こ
れ
を
批
判
し
て

登
場
し
た
諸
説
の
対
立
の
過
程
で
主
張
さ
れ
た
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
分
析
が
、
き
わ
め
て
有
用
で
あ
る
と
考
え
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
と
並
ん

で
、
フ
ァ
イ
ル
交
換
事
件
と
い
う
新
た
な
知
的
財
産
権
侵
害
訴
訟
の
抽
象
的
差
止
め
を
め
ぐ
る
理
論
構
築
の
方
向
性
と
し
て
は
、
前
述
し
た

知
的
財
産
権
侵
害
訴
訟
の
抽
象
的
差
止
請
求
に
関
す
る
②
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
つ
つ
、
生
活
妨
害
訴
訟
に
お
い
て
主
張
さ
れ
た
防
止
方

法
に
関
す
る
選
択
権
の
帰
属
に
関
す
る
議
論
を
取
り
組
む
必
要
性
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
結
局
、
本
稿
は
、
知
的
財
産
権
侵
害
訴
訟
の
抽
象
的
差
止
請
求
訴
訟
に
お
け
る
研
究
の
基
本
的
視
座
を
整
理
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
本
稿
に

お
い
て
、
考
察
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
以
上
の
諸
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
知
的
財
産
権
侵
害
訴
訟
の
抽
象
的
差
止
請
求
に
関
す
る

今
後
の
研
究
課
題
と
し
た
い
。
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末
筆
な
が
ら
、
河
内
宏
先
生
、
清
水
巌
先
生
の
還
暦
を
お
祝
い
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
益
々
の
ご
健
勝
を
心
よ
り
お
祈
り
し
、
謹
ん
で

未
熟
な
小
論
稿
を
捧
げ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

知的財産権侵害差止請求における訴訟物の特定と執行手続について（金）

（
1
）
　
丹
野
達
「
抽
象
的
差
止
判
決
の
執
行
」
『
民
事
法
拾
遺
』
（
酒
井
書
店
、
二
〇
〇
四
）
三
三
〇
頁
註
（
一
）
（
初
出
：
東
洋
法
学
三
九
巻
一
号
（
一
九

九
五
）
七
七
頁
以
下
）
。

（
2
）
　
「
生
活
妨
害
」
と
い
う
用
語
は
、
ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
一
白
琶
ω
ω
δ
、
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
H
ヨ
巨
ω
ω
δ
⇒
、
英
米
法
に
お
け
る
⇔
巳
ω
鋤
9
Φ
の
訳
語
で

あ
る
。
通
常
、
「
公
害
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
「
公
害
」
に
は
日
照
妨
害
、
眺
望
侵
害
等
が
含
ま
れ
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
（
旧
公
害
対
策
防
止
法
二
条
、

環
境
基
本
法
二
条
三
項
参
照
）
。
そ
れ
故
、
事
業
活
動
そ
の
他
の
人
の
活
動
に
伴
っ
て
生
ず
る
大
気
の
汚
染
、
水
質
の
汚
濁
、
土
壌
の
汚
染
、
騒
音
、
振

動
、
地
盤
沈
下
、
日
照
妨
害
、
眺
望
侵
害
及
び
悪
臭
等
人
の
健
康
又
は
生
活
環
境
な
ど
に
被
害
を
生
ぜ
し
め
る
妨
害
す
べ
て
を
含
む
意
味
で
用
い
る
こ
と

　
に
し
た
い
。
こ
の
点
、
大
塚
直
「
生
活
妨
害
の
差
止
に
関
す
る
裁
判
例
の
分
析
（
一
ご
判
タ
六
四
五
号
一
九
頁
註
（
一
）
お
よ
び
猪
俣
孝
史
「
差
止
請

求
・
執
行
論
の
素
描
」
中
川
良
延
編
『
日
本
民
法
学
の
形
成
と
課
題
（
下
ご
（
有
斐
閣
、
一
九
九
六
）
九
六
八
頁
註
（
一
）
参
照
。
本
稿
に
お
い
て
は
、

　
い
た
ず
ら
に
そ
の
適
用
範
囲
が
拡
が
り
過
ぎ
ぬ
よ
う
、
種
々
の
侵
害
行
為
に
つ
い
て
一
定
の
範
囲
で
平
付
け
を
行
う
と
い
う
観
点
と
、
筆
者
の
一
連
の
論

説
と
の
概
念
的
整
合
性
を
維
持
す
る
と
い
う
ふ
た
つ
の
観
点
か
ら
、
大
塚
教
授
お
よ
び
猪
俣
教
授
の
概
念
と
同
一
の
範
囲
で
生
活
妨
害
と
い
う
概
念
を
用

　
い
た
い
。

（
3
）
　
実
体
法
上
、
生
活
妨
害
の
差
止
の
法
的
根
拠
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
物
権
的
構
成
か
ら
始
ま
り
、
人
格
権
構
成
、
不
法
行
為
構
成
、
環
境
権
構
成
な

ど
が
激
し
く
争
わ
れ
て
い
る
（
潮
見
佳
男
『
不
法
行
為
法
』
（
信
山
社
、
二
〇
〇
二
）
特
に
四
八
九
頁
以
下
、
藤
岡
康
宏
『
損
害
賠
償
法
の
構
造
』
（
成
文

堂
、
二
〇
〇
二
〉
一
二
四
頁
以
下
、
同
「
不
法
行
為
と
権
利
論
－
権
利
論
の
二
元
的
構
成
に
関
す
る
一
考
察
」
早
法
上
○
巻
三
号
一
五
九
頁
以
下
、
大
塚

直
「
生
活
妨
害
の
差
止
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
（
一
～
八
ご
法
協
一
〇
三
巻
四
号
五
九
五
頁
以
下
、
平
井
宜
雄
『
債
権
各
論
H
不
法
行
為
』
（
弘
文
堂
、

　
一
九
九
二
年
）
｝
〇
七
頁
以
下
な
ど
参
照
）
。
こ
れ
に
対
し
、
知
的
財
産
権
の
差
止
め
に
つ
い
て
は
法
的
根
拠
に
つ
い
て
の
争
い
は
な
く
、
不
正
競
争
】

条
、
三
条
一
項
、
特
許
一
〇
〇
条
一
項
、
商
標
三
六
条
、
著
作
一
一
二
条
一
項
、
意
匠
三
七
条
一
項
、
半
導
体
集
積
回
路
配
置
法
二
二
条
一
項
な
ど
に
明

文
規
定
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
（
渋
谷
達
紀
『
知
的
財
産
法
講
義
1
～
m
』
（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
四
）
、
梅
本
吉
彦
『
民
事
訴
訟
法
』
（
信
山
社
、
二
〇

〇
二
）
二
四
〇
頁
参
照
）
。
た
だ
し
、
特
許
法
一
〇
〇
条
に
お
け
る
侵
害
停
止
請
求
と
侵
害
予
防
請
求
の
実
体
法
上
の
構
造
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
よ
う

な
議
論
が
あ
る
。
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説論

（
4
）
　
竹
下
守
夫
「
生
活
妨
害
の
差
止
と
強
制
執
行
」
立
教
一
三
号
（
以
下
「
強
制
執
行
」
）
一
頁
、
同
「
生
活
妨
害
の
差
止
と
強
制
執
行
．
再
論
」
判
タ
四

　
二
八
号
（
以
下
「
再
論
」
）
三
二
頁
、
川
嶋
四
郎
「
差
止
請
求
訴
訟
の
今
日
的
課
題
」
青
山
善
充
1
1
伊
藤
眞
編
『
民
事
訴
訟
法
の
争
点
（
第
三
版
）
』
（
有

斐
閣
、
一
九
九
八
）
（
以
下
「
争
点
」
）
三
〇
頁
。

（
5
）
　
最
一
小
判
平
五
年
二
月
二
五
日
判
タ
八
一
六
号
＝
二
七
頁
。

（
6
）
　
判
例
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
川
嶋
・
「
争
点
」
二
九
頁
お
よ
び
金
嫡
学
「
判
批
」
早
言
七
八
二
二
号
四
二
九
頁
以
下
参
照
。

（
7
）
　
竹
下
・
前
掲
「
強
制
執
行
」
一
頁
以
下
、
同
・
前
掲
「
再
論
」
二
七
頁
、
上
村
明
広
「
差
止
請
求
訴
訟
の
訴
訟
物
に
関
す
る
一
試
論
」
岡
法
二
八
巻

　
三
・
四
号
（
以
下
コ
試
論
」
）
三
三
五
頁
、
同
「
差
止
請
求
訴
訟
の
機
能
」
新
堂
幸
司
編
『
講
座
民
事
訴
訟
二
巻
』
（
弘
文
堂
、
一
九
八
四
）
（
以
下
「
機

能
」
）
二
七
三
頁
、
松
浦
馨
「
差
止
請
求
権
の
強
制
執
行
」
三
ヶ
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
二
』
（
有
斐
閣
、
一
九
八

　
三
）
二
八
二
頁
。

（
8
）
　
松
本
博
之
「
抽
象
的
不
作
為
命
令
を
求
め
る
差
止
請
求
の
適
法
性
」
三
井
三
四
巻
四
号
（
一
九
八
三
）
二
九
頁
。

（
9
）
　
井
上
治
典
「
請
求
の
特
定
」
井
上
治
典
一
伊
藤
眞
一
佐
上
善
和
著
『
こ
れ
か
ら
の
民
事
訴
訟
法
』
（
日
本
評
論
社
、
一
九
八
四
）
五
二
頁
、
佐
上
善

和
「
公
害
環
境
問
題
と
差
止
訴
訟
の
展
開
」
ジ
ュ
リ
八
六
六
号
四
四
頁
。

（
1
0
）
　
川
嶋
・
前
掲
「
争
点
」
三
一
頁
、
同
「
差
止
請
求
訴
訟
に
お
け
る
強
制
執
行
の
意
義
と
役
割
」
ジ
ュ
リ
九
七
一
号
二
六
〇
頁
、
同
「
差
止
請
求
－
抽

　
象
的
差
止
請
求
の
適
法
性
の
検
討
を
中
心
と
し
て
」
ジ
ュ
リ
九
八
一
号
六
八
頁
参
照
。
川
嶋
教
授
の
二
段
階
的
裁
判
手
続
を
要
約
す
る
な
ら
ば
、
第
一
段

　
階
と
し
て
の
訴
え
の
提
起
段
階
お
い
て
は
抽
象
的
な
請
求
を
認
め
、
迅
速
に
「
権
利
侵
害
に
つ
い
て
の
判
決
」
を
一
部
判
決
と
し
て
言
渡
し
、
第
二
段
階

　
と
し
て
、
裁
判
所
・
両
当
事
者
の
協
働
の
も
と
で
具
体
的
防
止
措
置
を
例
示
列
挙
し
た
救
済
指
針
付
判
決
を
残
部
判
決
と
し
て
言
渡
す
と
い
う
方
式
の
手

続
規
範
で
あ
る
。

（
1
1
）
　
平
成
一
五
年
改
正
前
の
旧
民
執
一
七
二
条
は
、
間
接
強
制
の
補
充
性
の
原
則
か
ら
、
不
代
替
的
作
為
義
務
、
不
作
為
義
務
に
限
定
し
て
間
接
強
制
に

基
づ
く
強
制
執
行
を
認
め
る
と
と
も
に
、
あ
る
請
求
権
に
つ
い
て
の
執
行
方
法
は
、
必
然
的
に
直
接
強
制
、
代
替
執
行
ま
た
は
間
接
強
制
の
い
ず
れ
か
一

　
つ
の
方
法
に
定
ま
る
と
す
る
一
請
求
権
一
執
行
方
法
の
原
則
を
採
用
し
て
い
た
。
平
成
一
五
年
遅
執
改
正
に
お
い
て
は
、
間
接
強
制
の
補
充
性
の
原
則
の

合
理
性
に
対
す
る
疑
問
や
、
事
案
に
よ
っ
て
は
、
直
接
強
制
や
代
替
執
行
よ
り
も
間
接
強
制
に
よ
る
執
行
が
債
務
者
の
人
格
尊
重
の
理
念
に
適
合
し
た
り
、

　
執
行
が
よ
り
効
果
的
に
為
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
間
接
強
制
の
適
用
範
囲
を
拡
張
し
、
執
行
方
法
に
つ
い
て
は
債
権
者
が
選
択
し
て
申
立
て
る

　
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
（
民
執
一
七
三
条
一
項
）
。

（
1
2
）
　
金
沢
地
判
平
三
年
三
月
一
三
日
判
タ
七
五
四
号
七
四
頁
。

（
1
3
）
　
横
浜
地
川
崎
弓
取
平
一
〇
年
八
月
五
日
判
時
一
六
五
八
号
三
頁
、
神
戸
地
判
平
一
二
年
一
月
三
一
日
立
タ
一
〇
三
一
号
九
一
頁
。

（
1
4
）
　
詳
細
に
つ
い
て
は
、
金
・
前
掲
「
判
批
」
四
三
二
頁
以
下
参
照
。
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知的財産権侵害差止請求における訴訟物の特定と執行手続について（金）

（
1
5
）
　
松
本
・
前
掲
三
五
頁
、
鈴
木
忠
一
1
1
三
ケ
月
章
編
『
注
解
民
事
執
行
法
（
五
）
』
〔
富
越
和
厚
〕
（
第
一
法
規
出
版
社
、
一
九
八
五
）
九
二
頁
、
富
田
善

範
「
不
作
為
執
行
（
生
活
妨
害
差
止
の
執
行
）
」
大
石
忠
生
他
藩
『
裁
判
実
務
大
系
七
巻
民
事
執
行
訴
訟
法
』
（
青
林
書
院
、
一
九
八
六
）
四
九
九
～
五
〇

　
一
頁
、
山
本
和
彦
「
民
事
救
済
シ
ス
テ
ム
」
岩
村
正
彦
他
編
『
岩
波
講
座
現
代
の
法
幣
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
）
二
二
一
二
～
二
二
四
頁
。

（
1
6
）
　
竹
下
・
前
掲
「
再
論
」
二
九
頁
、
上
村
・
前
掲
「
機
能
」
三
〇
二
頁
、
丹
野
・
前
掲
八
五
頁
、
猪
俣
・
前
掲
九
八
四
頁
。

（
1
7
）
　
川
嶋
・
前
掲
「
争
点
」
三
一
頁
、
中
野
貞
一
郎
「
非
金
銭
執
行
の
諸
問
題
」
鈴
木
忠
一
1
1
三
ケ
月
章
編
『
新
・
実
務
民
事
訴
訟
講
座
一
二
巻
』
（
日
本

評
論
社
、
一
九
八
四
）
（
以
下
「
非
金
銭
執
行
の
諸
問
題
」
）
四
七
九
頁
、
同
『
民
事
執
行
法
』
（
青
林
書
院
、
新
訂
四
丁
、
二
〇
〇
〇
）
六
八
一
頁
。

（
1
8
）
　
生
活
妨
害
の
抽
象
的
差
止
請
求
に
関
す
る
執
行
方
法
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
学
説
の
詳
細
な
紹
介
及
び
検
討
は
、
金
・
前
掲
早
研
九
九
号
一
二
六
頁

以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　　　　　　　　　　　　　
23　22　21　20　！9
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東
京
地
判
昭
三
六
年
三
月
二
日
下
民
集
一

（
2
4
）

（
2
5
）

訟
法
』

判
実
務
大
系
第
四
巻
知
的
財
産
関
係
訴
訟
法
』

藤
博
一
牧
野
利
秋
編

　
め
の
特
定
に
つ
い
て
は
、

「
著
作
権
侵
害
に
よ
る
差
止
請
求
権
」

産
上
等
に
関
す
る
仮
処
分
」

照
さ
れ
た
い
。

（
2
6
）
　
本
稿
が
企
図
す
る
知
的
財
産
権
の
実
効
的
な
保
護
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
を
加
え
る
抽
象
的
差
止
め
は
、
権
利
者
に
帰
属
す
る
権
利
法
益
以
上
の
も

　
の
を
与
え
た
り
、
そ
の
者
が
求
め
る
範
囲
を
超
え
る
権
利
法
益
を
認
め
る
と
い
う
知
的
財
産
権
の
「
過
剰
」
な
保
護
を
認
め
る
「
過
剰
差
止
め
」
と
一
線

を
画
す
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
貨
幣
に
内
在
す
る
金
保
有
量
に
見
合
っ
た
価
値
を
保
全
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
良
貨
」
と
し
て
の
貨
幣
の
流
通
を
維

名
古
屋
高
判
昭
三
二
年
六
月
二
六
日
下
民
集
八
巻
＝
六
五
頁
。

松
前
屋
事
件
・
大
阪
地
判
昭
二
九
年
三
月
二
一
二
日
下
民
集
五
巻
三
号
三
九
六
頁
。

ゴ
ー
カ
ー
ト
ω
口
O
内
事
件
・
大
阪
地
判
昭
六
三
年
七
月
二
八
日
無
体
例
集
二
〇
巻
二
号
三
六
〇
頁
。

三
菱
標
章
事
件
・
大
阪
高
判
昭
四
一
年
四
月
五
日
高
民
一
九
巻
三
号
二
一
五
頁
。

福
島
地
響
昭
三
〇
年
二
月
二
一
日
判
決
下
民
集
六
巻
二
号
二
九
一
頁
、
同
じ
く
類
似
す
る
商
号
の
使
用
禁
止
を
認
め
る
も
の
に
、
趣
味
の
会
事
件
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
巻
三
号
四
一
〇
頁
な
ど
。

札
幌
高
決
昭
四
〇
九
年
三
月
二
七
日
判
タ
三
〇
八
号
二
二
七
頁
な
ど
。

知
的
財
産
権
侵
害
訴
訟
の
判
決
主
文
に
つ
い
て
は
、
高
林
龍
「
工
業
所
有
権
関
係
の
主
文
例
」
牧
野
利
秋
編
『
裁
判
実
務
大
系
第
九
巻
工
業
所
有
訴

　
（
青
林
書
院
、
一
九
八
五
）
一
七
頁
以
下
、
沖
中
康
人
「
知
的
財
産
権
侵
害
訴
訟
の
請
求
の
趣
旨
及
び
主
文
」
牧
野
利
秋
1
1
飯
村
敏
明
編
『
新
・
裁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
一
）
四
〇
頁
以
下
、
櫻
林
正
巳
「
著
作
権
訴
訟
の
主
文
例
と
差
止
対
象
の
特
定
」
斎

　
　
　
　
　
　
『
裁
判
実
務
大
系
第
二
七
巻
知
的
財
産
関
係
訴
訟
法
』
（
青
林
書
院
、
一
九
九
七
）
一
七
頁
参
照
。
ま
た
、
商
標
権
に
基
づ
く
差
止

　
　
　
　
　
　
　
　
塩
月
秀
平
「
商
標
権
に
基
づ
く
差
止
請
求
権
」
判
十
一
〇
六
二
号
九
六
頁
、
著
作
権
に
関
す
る
特
定
に
つ
い
て
は
、
富
岡
英
次

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
判
タ
一
〇
六
二
号
＝
一
七
頁
参
照
。
知
的
財
産
権
の
差
止
仮
処
分
の
主
文
に
つ
い
て
は
、
小
坂
志
磨
夫
「
無
体
財

　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
保
全
処
分
主
文
の
実
務
的
研
究
』
（
第
一
東
京
弁
護
士
会
司
法
研
究
基
金
運
営
委
員
会
、
一
九
七
五
）
七
三
七
頁
以
下
を
参

655　（72－3－197）



説…ム
面冊

持
し
、
円
滑
な
経
済
活
動
を
保
護
す
る
観
点
と
同
じ
く
、
知
的
財
産
権
に
つ
い
て
、
権
利
者
が
求
め
る
合
理
的
な
意
思
の
範
囲
で
自
ら
に
帰
属
す
る
権
利

法
益
に
み
あ
っ
た
価
値
を
保
全
す
る
た
め
、
手
続
法
上
、
抽
象
的
差
止
め
と
い
う
法
的
保
護
手
段
を
整
備
す
る
こ
と
に
よ
り
、
知
的
財
産
権
を
め
ぐ
る
経

済
活
動
の
適
正
化
を
図
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
点
、
留
意
さ
れ
た
い
。
な
お
、
抽
象
的
差
止
め
と
過
剰
下
め
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
田
村
善
之
「
知
的

財
産
侵
害
訴
訟
に
お
け
る
過
剰
差
止
め
と
抽
象
的
差
止
め
」
『
競
争
法
の
思
考
形
式
』
（
有
斐
閣
、
一
九
九
九
）
一
五
〇
頁
註
（
六
）
（
以
下
「
抽
象
的
差

止
め
」
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
2
7
）
　
な
お
、
特
許
法
一
〇
四
条
（
生
産
方
法
の
推
定
）
の
規
定
の
適
用
あ
る
場
合
の
訴
訟
物
の
特
定
に
つ
い
て
は
、
同
条
の
推
定
規
定
と
差
止
対
象
の
特

定
の
程
度
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
へ
さ
ら
に
、
①
具
体
的
な
実
施
方
法
を
特
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
対
象
方
法
を
特
定
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
説
（
方
法
特

定
説
．
小
坂
志
磨
夫
「
生
産
方
法
の
推
定
（
特
許
法
一
〇
四
条
）
に
関
す
る
一
考
察
」
企
法
一
四
八
輯
一
七
頁
以
下
、
古
関
敏
正
「
特
許
権
侵
害
訴
訟
に

　
お
け
る
対
象
物
件
の
特
定
」
兼
子
博
士
還
暦
記
念
『
裁
判
法
の
諸
問
題
（
中
）
』
（
有
斐
閣
、
一
九
六
九
）
四
五
四
頁
以
下
、
吉
原
省
三
「
特
許
権
侵
害
に

よ
る
差
止
請
求
訴
訟
の
要
件
事
実
」
原
判
事
退
官
記
念
『
工
業
所
有
権
法
の
基
本
的
課
題
（
上
）
』
（
有
斐
閣
、
一
九
七
一
）
五
九
五
頁
、
特
に
、
六
〇
三

頁
、
三
宅
正
雄
「
特
許
訴
訟
に
於
け
る
争
点
の
設
定
」
兼
子
博
士
還
暦
記
念
『
裁
判
法
の
諸
問
題
（
上
）
』
（
有
斐
閣
、
一
九
六
九
）
五
二
二
頁
、
特
に
、

五
二
三
頁
）
、
②
対
象
生
産
物
を
も
っ
て
特
定
す
れ
ば
足
り
る
と
す
る
見
解
（
目
的
物
説
・
久
保
田
穣
「
新
規
物
質
の
製
法
の
推
定
」
『
工
業
所
有
権
法
の

基
本
的
課
題
上
』
五
一
七
頁
以
下
、
特
に
、
五
三
四
頁
一
〇
行
～
五
三
六
頁
、
牧
野
利
秋
「
特
許
権
侵
害
差
止
訴
訟
の
訴
訟
物
」
原
判
事
退
官
記
念
『
工

業
所
有
権
法
の
基
本
的
課
題
上
』
（
有
斐
閣
、
一
九
七
一
）
五
七
七
頁
、
本
間
崇
「
特
許
侵
害
訴
訟
に
お
け
る
特
許
法
一
〇
四
条
の
機
能
」
企
法
二
〇
一

輯
一
二
頁
以
下
、
品
川
澄
雄
「
推
定
規
定
－
特
許
法
一
〇
四
条
論
一
」
中
川
善
之
助
1
1
兼
子
一
『
実
務
法
律
大
系
一
〇
巻
特
許
・
商
標
・
著
作
権
』
（
青
林

書
院
、
一
九
七
二
）
四
六
〇
頁
以
下
、
黒
田
英
文
「
特
許
法
一
〇
四
条
（
生
産
方
法
の
推
定
）
の
適
用
の
あ
る
場
合
の
差
止
対
象
の
特
定
に
つ
い
て
」
パ

　
テ
ニ
五
巻
一
〇
号
一
一
頁
、
鎌
田
隆
「
特
許
侵
害
に
お
け
る
請
求
の
特
定
（
一
）
（
二
）
」
特
許
二
五
巻
九
号
九
三
一
頁
、
同
一
〇
号
一
〇
四
三
頁
、
吉
井

参
也
『
特
許
権
侵
害
訴
訟
大
要
』
（
発
明
協
会
、
一
九
九
〇
）
一
七
二
頁
）
、
③
当
該
特
許
明
細
書
の
、
特
許
請
求
の
範
囲
の
項
の
記
載
に
倣
っ
て
特
定
す

れ
ば
足
り
る
と
す
る
見
解
（
中
間
説
・
石
黒
黄
平
「
特
許
法
一
〇
四
条
と
条
約
優
先
権
に
つ
い
て
」
特
許
と
企
業
三
九
号
七
頁
以
下
、
特
に
八
～
九
頁
、

馬
瀬
文
夫
「
生
産
方
法
の
推
定
」
特
許
と
企
業
三
九
号
一
三
頁
、
花
岡
巌
「
侵
害
物
件
、
侵
害
方
法
の
特
定
」
牧
野
利
秋
編
『
裁
判
実
務
大
系
第
九
巻
工

業
所
有
権
訴
訟
法
』
（
青
林
書
院
、
一
九
八
五
）
六
七
頁
以
下
、
特
に
七
六
頁
）
の
間
で
争
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
議
論
は
、
本
稿
の
考
察
対
象
に
つ

　
い
て
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
き
わ
め
て
示
唆
に
富
む
も
の
で
あ
る
が
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
知
的
財
産
権
侵
害
訴
訟
に
お
け
る
差
止
訴
訟
一
般
に
つ
い
て

　
の
考
察
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、
特
許
法
一
〇
四
条
に
基
づ
く
訴
訟
物
の
特
定
に
つ
い
て
は
、
別
稿
に
て
、
検
討
を
行
い
た
い
。

（
2
8
）
　
小
山
昇
「
訴
訟
物
論
」
『
訴
訟
物
論
集
』
（
有
斐
閣
、
一
九
六
六
）
四
七
頁
、
村
松
俊
夫
『
法
律
実
務
講
座
民
事
訴
訟
第
一
審
手
続
（
一
）
』
（
有
斐
閣
、

復
刊
版
、
一
九
八
四
）
九
七
頁
β
な
お
、
通
常
民
事
訴
訟
と
比
べ
た
知
的
財
産
訴
訟
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
清
水
利
亮
「
知
的
財
産
権
訴
訟
の
特
徴
」
西

田
美
昭
他
編
『
民
事
弁
護
と
裁
判
実
務
八
』
（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
一
九
九
八
）
八
九
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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知的財産権侵害差止請求における訴訟物の特定と執行手続について（金）

（
2
9
）
　
原
増
司
「
工
業
所
有
権
と
仮
処
分
」
特
管
七
巻
六
号
三
頁
、
古
関
・
前
掲
四
五
四
頁
以
下
、
水
野
武
「
対
象
物
件
の
特
定
」
西
田
美
昭
他
編
『
民
事

弁
護
と
裁
判
実
務
八
』
（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
一
九
九
八
）
一
三
一
頁
、
飯
村
敏
明
「
侵
害
訴
訟
の
訴
訟
物
と
請
求
の
趣
旨
」
西
田
美
昭
他
編
『
民
事
弁
護
と

裁
判
実
務
八
』
（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
一
九
九
八
）
二
二
一
二
頁
、
特
に
二
一
二
八
頁
、
大
須
賀
滋
「
知
的
財
産
権
訴
訟
に
関
す
る
債
務
名
義
の
執
行
」
西
田
美
昭

他
編
『
民
事
弁
護
と
裁
判
実
務
八
』
（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
一
九
九
八
）
一
七
三
頁
以
下
、
特
に
一
七
七
頁
、
竹
田
稔
「
特
許
権
侵
害
訴
訟
に
お
け
る
諸
問
題

1
そ
の
一
1
」
発
明
八
八
巻
六
号
八
七
頁
、
特
に
九
一
頁
、
吉
井
・
前
掲
一
六
一
頁
、
飯
村
敏
明
「
知
的
財
産
権
事
件
の
審
理
の
現
状
と
効
率
的
な
審
理
」

牧
野
判
事
退
官
記
念
『
知
的
財
産
法
と
現
代
社
会
』
（
信
山
社
・
一
九
九
九
）
（
以
下
『
牧
野
退
官
記
念
』
）
三
六
一
頁
以
下
、
特
に
、
三
七
〇
頁
、
三
村
量

　
一
「
特
許
侵
害
訴
訟
に
お
け
る
被
告
製
品
の
特
定
と
実
務
上
の
留
意
点
」
前
掲
『
牧
野
退
官
記
念
』
五
一
九
頁
、
特
に
五
二
二
頁
以
下
参
照
。

（
3
0
）
　
松
浦
馨
ほ
か
「
仮
差
押
・
仮
処
分
の
実
態
（
四
ご
ジ
ュ
リ
五
五
五
号
一
＝
一
頁
。

（
3
1
）
　
士
口
井
∴
削
回
一
六
〇
頁
。

（
3
2
）
　
特
許
権
一
〇
〇
条
に
基
づ
く
差
止
請
求
に
つ
い
て
は
、
そ
の
訴
訟
物
の
捉
え
方
に
つ
い
て
争
い
が
あ
る
。
特
許
権
に
基
づ
く
差
止
請
求
に
お
け
る
侵

害
停
止
請
求
と
侵
害
予
防
請
求
の
訴
訟
物
は
別
個
で
あ
る
と
す
る
の
に
、
古
関
．
前
掲
四
五
四
頁
以
下
、
宇
井
正
一
「
特
許
権
侵
害
訴
訟
に
お
け
る
主
張

立
証
上
の
諸
問
題
」
原
増
司
判
事
退
官
記
念
『
工
業
所
有
権
の
基
本
的
課
題
（
上
）
』
（
有
斐
閣
、
一
九
七
一
）
六
二
一
二
頁
、
大
須
賀
・
前
掲
一
七
三
頁
以

　
下
、
特
に
、
一
七
六
頁
、
三
村
・
前
掲
五
二
五
頁
。
こ
れ
に
対
し
両
請
求
に
お
い
て
も
訴
訟
物
は
分
断
さ
れ
ず
一
個
で
あ
る
と
す
る
の
に
、
牧
野
・
前
掲
五

　
八
二
頁
、
野
崎
悦
宏
「
特
許
権
侵
害
の
停
止
及
び
予
防
請
求
」
牧
野
利
秋
編
『
裁
判
実
務
大
系
第
九
巻
工
業
所
有
訴
訟
法
』
（
青
林
書
院
、
一
九
八
五
）

　
五
七
頁
が
あ
る
。
花
岡
判
事
は
、
牧
野
説
に
対
し
、
訴
訟
法
的
観
点
か
ら
、
社
会
通
念
上
は
別
個
と
な
し
う
る
複
数
の
侵
害
態
様
を
包
括
す
る
一
個
の
差

　
止
請
求
権
の
成
立
を
肯
定
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
範
囲
全
体
の
特
定
は
ど
の
よ
う
に
し
て
な
さ
れ
る
の
か
、
原
告
が
特
定
の
侵
害
態
様
に
つ
い

　
て
し
か
被
告
に
よ
る
実
施
権
は
実
施
の
お
そ
れ
の
主
張
を
し
な
い
場
合
に
、
他
の
侵
害
態
様
を
も
包
括
す
る
差
止
請
求
権
が
発
生
す
る
と
み
る
の
か
、
も

　
し
こ
れ
を
認
め
、
実
施
又
は
実
施
の
お
そ
れ
も
特
許
請
求
の
範
囲
全
部
に
つ
い
て
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
原
告
が
特
定
の
侵
害
態
様
に
つ

　
い
て
の
み
、
実
施
又
は
実
施
の
お
そ
れ
を
主
張
す
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
、
一
部
請
求
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
は
た
し
て
そ
の
よ
う
に
理
解
し
て
よ
い
の

　
で
あ
ろ
う
か
と
の
疑
問
を
提
起
さ
れ
て
い
る
（
花
岡
・
前
掲
「
侵
害
物
件
、
侵
害
方
法
の
特
定
」
六
九
頁
）
。

（
3
3
）
　
小
松
判
事
は
、
こ
の
よ
う
な
不
適
荒
説
の
見
解
の
根
底
に
は
、
知
的
所
有
権
の
権
利
範
囲
に
属
す
る
か
否
か
の
判
断
は
非
常
に
微
妙
な
場
合
が
多
く
、

　
わ
ず
か
な
態
様
の
変
化
で
も
そ
の
判
断
が
異
な
る
可
能
性
も
あ
る
か
ら
、
当
事
者
間
で
十
分
に
議
論
を
尽
く
し
た
上
で
侵
害
の
有
無
の
判
断
を
す
べ
き
も

　
の
で
あ
り
、
債
務
名
義
成
立
後
に
変
更
さ
れ
た
侵
害
態
様
が
債
務
名
義
の
不
作
為
命
令
の
範
囲
に
属
す
る
か
否
か
を
執
行
裁
判
所
が
判
断
す
る
こ
と
は
、

　
相
当
で
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
ろ
う
と
、
指
摘
さ
れ
る
（
小
松
一
雄
「
工
業
所
有
権
（
特
許
権
等
）
に
基
づ
く
侵
害
差
止
仮
処
分
に
お
け
る

　
対
象
の
特
定
」
中
野
貞
一
郎
一
1
原
井
龍
一
郎
1
1
鈴
木
正
裕
『
民
事
保
全
講
座
第
三
巻
』
（
法
律
文
化
社
、
一
九
九
六
）
五
四
四
頁
）
。

（
3
4
）
　
原
・
前
掲
七
頁
、
古
関
・
前
掲
四
六
四
頁
。
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（
3
5
）
　
東
京
二
面
昭
三
五
年
二
月
一
一
日
杉
林
信
義
編
『
工
業
所
有
権
判
例
集
四
』
二
五
二
頁
、
大
阪
高
湿
平
二
年
一
二
月
一
〇
日
判
時
一
三
七
八
号
八
四

頁
。（

3
6
）
　
原
・
前
掲
七
頁
、
古
関
・
前
掲
四
六
四
頁
、
小
野
・
前
掲
四
六
七
頁
。

（
3
7
）
　
吉
井
・
前
掲
一
六
三
頁
、
水
野
・
前
掲
一
三
四
頁
、
三
村
・
前
掲
五
二
六
頁
、
高
部
眞
規
子
「
著
作
権
侵
害
訴
訟
の
請
求
の
趣
旨
及
び
判
決
主
文
」
牧

野
利
秋
一
飯
村
敏
明
編
『
新
・
裁
判
実
務
大
系
二
二
著
作
権
関
係
訴
訟
法
』
（
青
林
書
院
・
二
〇
〇
四
）
四
三
頁
以
下
。
こ
れ
ら
の
対
処
方
法
の
ほ
か
に

　
も
、
特
許
権
侵
害
差
止
請
求
訴
訟
に
関
連
し
、
原
告
の
権
利
の
内
容
と
製
造
販
売
を
禁
止
さ
れ
る
べ
き
対
象
物
と
の
対
比
に
あ
た
り
、
対
象
物
の
特
定
に

争
い
が
あ
る
場
合
に
は
、
原
告
は
重
要
で
は
な
い
と
考
え
る
構
成
部
分
を
も
対
象
物
の
表
示
に
付
加
し
て
争
い
を
な
く
し
、
請
求
の
原
因
の
中
で
、
た
と

　
え
ば
、
こ
の
付
加
部
分
は
そ
れ
が
存
し
て
も
、
特
別
の
作
用
効
果
を
有
せ
ず
、
技
術
的
思
想
的
に
両
者
を
別
言
の
も
の
に
す
る
に
足
り
な
い
と
主
張
す
れ

ば
よ
い
と
す
る
指
摘
も
あ
る
（
荒
木
秀
一
「
工
業
所
有
権
侵
害
訴
訟
の
現
状
と
問
題
点
」
自
省
二
五
巻
九
号
四
頁
）
。

（
3
8
）
　
牧
野
・
前
掲
五
八
六
～
五
八
七
頁
、
中
野
貞
一
郎
「
執
行
力
の
範
囲
」
『
民
事
手
続
の
現
在
問
題
』
（
判
例
タ
イ
ム
ズ
社
、
一
九
八
九
）
　
（
以
下
「
執

行
，
力
の
範
囲
」
）
二
九
七
頁
。

（
3
9
）
　
牧
野
・
前
掲
五
七
七
頁
。

（
4
0
）
　
牧
野
・
前
掲
五
八
六
～
五
八
七
頁
。
牧
野
判
事
は
、
さ
ら
に
、
執
行
機
関
に
こ
の
判
断
を
許
さ
な
い
と
の
立
場
を
貫
く
な
ら
、
訴
訟
の
段
階
に
お
い

　
て
、
特
許
法
二
条
三
項
各
号
の
各
実
施
態
様
を
包
括
す
る
こ
と
の
で
き
る
用
語
を
用
い
て
侵
害
行
為
の
特
定
を
許
す
な
ど
弾
力
的
な
運
用
を
考
慮
し
て
も

　
よ
い
で
あ
ろ
う
と
指
摘
さ
れ
る
（
牧
野
・
前
掲
五
八
七
頁
）
。
花
岡
判
事
も
、
原
告
に
お
い
て
、
被
告
が
実
施
し
又
は
実
施
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
す
る
侵

害
態
様
を
、
社
会
通
念
上
唇
の
侵
害
態
様
と
識
別
で
き
る
よ
う
に
特
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
請
求
原
因
に
お
け
る
侵
害
態
様
の
記
述
に
つ
き
、
①

社
会
通
念
上
の
明
確
性
、
②
特
許
請
求
の
範
囲
と
の
対
応
性
を
備
え
る
限
り
に
お
い
て
、
包
括
的
・
抽
象
的
な
表
現
を
用
い
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
す

　
る
（
花
岡
巌
「
差
止
対
象
の
特
定
に
つ
い
て
」
工
業
所
有
権
法
研
究
一
二
二
四
号
一
〇
頁
、
同
・
前
掲
「
侵
害
物
件
、
侵
害
方
法
の
特
定
」
六
七
頁
以

下
）
。
同
じ
く
、
宇
井
判
事
も
、
一
定
の
適
用
範
囲
を
も
つ
技
術
概
念
に
よ
っ
て
特
定
す
れ
ば
よ
い
と
す
る
の
で
あ
り
、
差
止
対
象
の
記
述
に
お
い
て
侵

害
態
様
に
即
物
的
に
一
対
一
の
対
応
を
す
る
よ
う
な
具
体
性
を
要
求
し
な
い
点
に
お
い
て
、
一
定
の
割
合
で
抽
象
的
な
特
定
を
認
め
て
い
る
と
み
ら
れ
る

　
（
宇
井
・
前
掲
六
二
三
頁
、
特
に
六
三
四
頁
以
下
）
。
た
だ
し
、
宇
井
判
事
の
見
解
に
お
い
て
許
容
さ
れ
る
抽
象
度
の
レ
ベ
ル
に
つ
い
て
は
、
花
岡
判
事
よ

　
り
厳
格
な
特
定
と
な
る
。

（
4
1
）
　
中
野
・
前
掲
「
非
金
銭
執
行
の
諸
問
題
」
四
七
一
頁
、
同
・
前
掲
「
執
行
力
の
範
囲
」
二
五
八
頁
同
・
前
掲
民
事
執
行
法
二
五
三
頁
以
下
。
実
務
上
、

　
転
換
執
行
論
が
認
め
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
多
い
に
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
中
野
教
授
の
転
換
執
行
論
を
支
持
す
る
も
の
に
、
山
木
戸
克
己

　
『
民
事
執
行
法
講
義
』
（
有
斐
閣
、
一
九
八
四
）
七
六
頁
が
あ
る
。

（
4
2
）
　
西
川
助
教
授
も
、
当
事
者
間
の
衡
平
か
ら
、
債
務
名
義
成
立
後
の
実
体
関
係
の
変
化
に
即
し
て
、
そ
の
記
載
内
容
を
拡
張
・
変
更
す
る
こ
と
を
執
行
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文
付
与
の
手
続
に
お
い
て
簡
易
に
認
め
､
そ
の
処
分
に
対
し
不
服
の
あ
る
者
が
､
執
行
文
付
与
に
対
す
る
異
議

(三
四
条
)
な
ど
の
救
済
手
続
を
利
用
す

る
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
を
と
る
こ
と
に
な
る
と
指
摘
さ
れ
る

(井
上
治
典
他
編

『現
代
民
事
救
済
法
入
門
』
〔西
川
佳
代
〕
(法
律
文
化
社

･
一
九
九
二
)
二

〇
五
頁
以
下
､
特
に
二
〇
八
～
二
〇
九
頁
)0

(4
)

上
村

･
前
掲

｢
一
試
論
｣
三
三
五
貢
以
下
､
特
に
三
六
三
貢
､
同

･
前
掲

｢機
能
｣
二
七
三
頁
以
下
､
特
に
二
九
〇
頁
.

(44
)

上
村

こ
別
掲

｢
一
試
論
｣
三
六
三
頁
､
同

･
前
掲

｢機
能
｣
三
〇
二
頁
｡

(45
)

核
心
説
と
は
､
ド
イ
ツ
の
不
作
為
請
求
訴
訟
に
お
け
る
訴
訟
物
の
特
定
お
よ
び
そ
の
執
行
手
続
に
お
い
て
生
成

･
展
開
し
た
説
で
あ
る
｡
同
説
は
､

債
務
名
義
の
主
文
に
お
い
て
は
不
作
為
命
令
の
対
象
と
し
て
現
に
実
行
さ
れ
た
､
も
し
-
は
間
近
に
差
し
迫
っ
た
行
為
が
特
定
掲
記
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
､
ま
た
'
こ
の
債
務
名
義
の
主
文
に
特
定
掲
記
さ
れ
た
侵
害
行
為
の
核
心
を
動
か
さ
な
い
ま
ま
に
し
て
お
い
て
変
更
を
加
え
ら
れ
た
他
の
侵
害

行
為
を
も
把
握
す
る
と
い
う
二
つ
の
テ
ー
ゼ
を
そ
の
内
容
と
す
る
｡
こ
の
説
は
､
現
在
､
ド
イ
ツ
の
不
正
競
争
防
止
法
お
よ
び
民
事
訴
訟
法
上
､
潜
脱
的

侵
害
行
為
に
対
す
る
実
効
性
が
評
価
さ
れ
､
判
例

･
学
説
に
お
い
て
も
支
持
さ
れ
て
い
る

(v
g
t.
Z
im
m
erm
a
n
n
,Z
P
O
,A
u
ft16
,2
0
02
,S
.)3
7
0f.R
n
g
;

H
a
rtm
a
n
,B
a
u
m
b
a
ch
J
L
a
u
terb
a
ch
,
Z
P
O

.
6
3

A
u
ft120
05
.
S

.2
45
5ff.
R
n
.3
-
5
;
L
a
ckk
m
a
n
n
,
M
u
sie
ta
k
}
Z
P
O
,
4
A
u
ft.2
005
,
S
.2
3
12
ff.
R
n
.

4

;

R
iiB
m
a
n
n
.
D
ie
B
in
d
u
n
g
sw
ir
k
un
g
rec
h

tsk
raftig
er

U
n
te
r
ta
ssu
n
g
su
rteite
}
F

eStSCh
rift
ftir
G
erh
a
rd
L
u
k
e
zu
m

7
0
.
G
eb
u
rstag
,

)9

97,S.689ff.
E
berha
rd
S

chilk
en著
･
石
川
明
訳

｢ド
イ
ツ
民
訴
法
に
お
け
る
作
為

･
不
作
為
執
行
の
今
日
的
課
題
｣
石
川
明

『ド
イ
ツ
強
制
執
行

法

と基本
権
』
(信
山
社
､
二
〇
〇
三
)
二
二
六
亘
以
下
)0

(46
)

野
村
秀
敏

｢債
務
名
義
に
お
け
る
不
作
為
命
令
の
対
象
の
特
定
｣
『予
防
的
権
利
保
護
の
研
究
』
(千
倉
書
房
､

一
九
九
五
年
)

一
七
頁
｡

(47
)

野
村

･
前
掲

1
六
二
貢
以
下
､
特
に
1
六
九
貢
｡

(S
)

そ
の
具
体
例
と
し
て
､
野
村
教
授
は
'
｢菊
屋
事
件
｣
(昭
三
〇
年
二
月
二
一
日
判
決
下
民
集
六
巻
二
号
二
九

l
頁
)
に
お
け
る

｢債
務
者
は
､
菊
屋

総
本
店
或
は
こ
れ
に
類
似
す
る
商
号
を
使
用
し
､
或
は
斯
か
る
商
号
を
記
載
し
た
看
板
標
識
等
を
掲
げ
て
は
な
ら
な
い
｣
と
の
不
作
為
命
令
の
当
否
が
問

題
と
な
っ
た
事
例
を
挙
げ
､
評
価
概
念
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り

｢債
務
者
は
､
福
島
市
内
に
お
い
て
'
和
洋
菓
子
の
製
造
販
売
に
関
し
､
『菊
屋
』
も
し

-
は

『
キ
ク
ヤ
』
な
る
呼
称
を
生
ず
べ
き
商
号
､
お
よ
び
こ
れ
ら
の
商
号
に

『有
限
会
社
菊
屋
』
な
る
商
号
と
識
別
さ
れ
る
に
足
ら
な
い
営
業
地
域
と
な

る
地
名
､
業
種

･
業
態
を
示
す
文
字
､
物
の
大
小
も
し
-
や
新
旧
を
示
す
文
字
､
営
業
の
同

一
性
も
し
-
は
正
当
性
を
示
す
文
字
'
会
社
の
種
類
を
示
す

文
字
の
一
つ
も
し
-
は
複
数
を
付
加
し
た
商
号
､
そ
の
他
の

『有
限
会
社
菊
屋
』
な
る
商
号
と
識
別
さ
せ
る
に
足
ら
な
い
文
字
を
付
加
し
た
に
過
ぎ
な
い

商
号
を
､
『有
限
会
社
菊
屋
』
な
る
商
号
と
識
別
さ
せ
る
に
足
る
文
字
で
表
現
し
､
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
文
字
を
付
加
し
な
い
限
り
使
用
し
て
は
な
ら

な
い
｣
と
し
て
請
求
を
特
定
す
れ
ば
よ
い
こ
と
に
な
る
と
指
摘
さ
れ
る

(野
村

･
前
掲

一
七
七
頁
以
下
)
｡

(49
)

野
村

･
前
掲

一
七

l
～
一
七
二
頁
｡
な
お
､
西
田
判
事
も
､
具
体
的
な
特
定
を
原
則
と
し
つ
つ
､
潜
脱
的
侵
害
行
為
が
予
期
さ
れ
る
事
件
に
つ
い
て

は
､
上
位
概
念
を
用
い
て
こ
の
範
囲
内
の
物
の
実
施
の
お
そ
れ
と
､
そ
の
範
囲
内
の
物
が
'
権
利
侵
害
に
な
る
と
の
主
張
を
原
告
が
な
す
こ
と
を
提
案
さ

659(72-3-201)



説暑△
面冊

　
れ
る
（
西
田
美
昭
「
特
許
権
侵
害
訴
訟
に
お
け
る
差
止
対
象
の
特
定
の
審
理
の
実
情
と
展
望
」
前
掲
『
牧
野
退
官
記
念
』
三
九
五
頁
以
下
、
特
に
、
四
〇

　
七
頁
）
。

（
5
0
）
　
谷
口
安
平
「
商
号
使
用
差
止
め
の
強
制
執
行
」
『
判
例
不
正
競
業
法
』
（
発
明
協
会
、
一
九
九
二
）
七
八
七
頁
。

（
5
1
）
　
自
説
の
具
体
例
と
し
て
、
谷
口
教
授
は
、
権
利
者
の
商
号
「
東
厚
し
」
を
保
護
す
る
た
め
に
「
押
鮨
」
の
使
用
を
差
止
め
た
理
由
が
「
ア
ズ
マ
ス
シ

　
（
又
は
ズ
シ
こ
な
る
発
言
と
同
一
の
商
号
を
差
止
め
る
こ
と
に
あ
る
な
ら
ば
、
「
使
用
す
る
語
を
ア
ズ
マ
ス
（
ズ
）
シ
と
発
言
さ
れ
る
商
号
を
用
い
て
は

　
な
ら
な
い
」
と
の
主
文
を
発
す
べ
き
で
あ
る
し
、
「
東
」
の
漢
字
と
発
言
ス
シ
（
又
は
ズ
シ
）
」
の
組
合
せ
が
い
け
な
い
と
の
趣
旨
で
あ
れ
ば
そ
の
旨
を
明

　
示
す
べ
き
で
あ
る
。
前
者
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
あ
ず
ま
ず
し
」
や
「
A
z
u
m
a
す
し
」
は
禁
止
さ
れ
る
が
、
「
寿
し
ア
ズ
マ
」
や
「
A
z
u
m
a
z
u
s

　
h
i
」
は
禁
止
さ
れ
な
い
。
後
者
で
あ
れ
ば
、
「
吾
妻
寿
し
」
は
よ
い
が
「
東
鮨
」
は
禁
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
に
付
加
し
て
「
す

し
屋
業
」
と
「
札
幌
市
内
」
を
明
示
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
債
務
名
義
を
作
成
し
た
裁
判
所
が
何
を
も
っ
て
権
利
侵
害
と
認

識
し
た
か
が
明
ら
か
に
な
る
。
か
く
し
て
、
た
と
え
ば
本
質
的
な
部
分
を
表
示
す
る
「
○
○
」
の
文
字
を
含
む
も
の
を
一
般
に
禁
止
す
る
こ
と
も
可
能
で

　
あ
る
と
さ
れ
る
（
谷
口
・
前
掲
七
九
六
頁
）
。

（
5
2
）
　
谷
口
・
前
掲
七
九
四
～
七
九
五
頁
。
谷
口
教
授
は
、
執
行
手
続
に
お
け
る
具
体
例
と
し
て
、
東
鮨
事
件
に
お
い
て
債
務
者
が
「
み
そ
の
」
を
付
加
し

　
た
場
合
な
ど
は
、
執
行
裁
判
所
の
権
限
強
化
で
対
応
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
つ
つ
、
こ
の
場
合
の
、
債
務
者
の
手
続
保
障
を
、
請
求
異
議
に
よ
る
と
す
る

　
と
結
局
争
い
が
通
常
訴
訟
に
持
ち
込
ま
れ
て
し
ま
い
所
期
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
執
行
抗
告
（
民
執
一
〇
条
、
一
七
一
条
五
項
、
一

七
二
条
五
項
）
を
認
め
る
こ
と
で
十
分
対
処
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
指
摘
さ
れ
る
（
谷
口
・
前
掲
七
九
七
頁
）
。
な
お
、
小
松
判
事
も
谷
口
教
授
の

主
張
に
賛
同
さ
れ
る
（
小
松
・
前
掲
五
四
四
頁
）
。

（
5
3
）
　
田
村
・
前
掲
「
抽
象
的
差
止
め
」
一
四
九
頁
以
下
、
特
に
一
七
〇
頁
以
下
、
同
「
特
許
権
侵
害
に
お
け
る
差
止
め
」
判
タ
一
〇
六
二
号
六
四
頁
以
下
、

特
に
六
五
頁
。

（
5
4
）
　
田
村
・
前
掲
「
抽
象
的
差
止
め
」
】
七
四
頁
以
下
。
田
村
教
授
は
、
自
説
の
具
体
的
な
適
用
例
と
し
て
、
例
え
ば
、
パ
チ
ン
コ
店
に
お
け
る
玉
貸
機

　
に
関
し
、
紙
幣
鑑
別
機
を
自
動
玉
貸
機
に
組
み
込
み
薄
型
と
し
た
店
に
特
徴
が
あ
る
特
許
発
明
の
侵
害
事
件
で
、
差
止
判
決
の
物
件
目
録
と
現
在
、
敗
訴

被
告
が
実
施
し
て
い
る
製
品
と
の
相
違
点
が
、
紙
幣
の
検
定
部
が
上
で
な
く
下
と
な
っ
て
い
る
点
や
、
五
〇
〇
円
貨
が
使
用
で
き
な
い
点
、
玉
箒
選
択
ボ

　
タ
ン
が
五
～
六
個
で
は
な
く
三
個
し
か
な
い
点
、
つ
り
銭
表
示
部
や
つ
り
銭
切
れ
表
示
ラ
ン
プ
が
あ
る
点
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
執
行
手
続
に

　
お
い
て
、
先
の
判
決
に
よ
っ
て
差
止
め
ら
れ
た
対
象
と
の
類
似
性
の
判
断
が
可
能
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
（
田
村
・
前
掲
「
抽
象
的
差
止
め
」
一
七
八

頁
）
。

（
5
5
）
　
田
村
教
授
は
、
さ
ら
に
、
判
決
手
続
の
段
階
に
お
い
て
、
す
で
に
侵
害
行
為
が
継
続
し
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
執
行
手
続
に
お
け
る
授
権
決
定

を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
債
務
名
義
作
成
の
段
階
で
あ
ら
か
じ
め
強
制
金
額
を
決
定
し
、
こ
れ
を
予
告
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う

（72－3－202）　660



知的財産権侵害差止請求における訴訟物の特定と執行手続について (金)

と
指
摘
さ
れ
る

(田
村

･
前
掲

｢抽
象
的
差
止
め
｣

一
八

一
貫
)0

(5
)

丹
野

･
前
掲
三

一
九
貢
｡

(57
)

本
稿
と
同
じ
問
題
意
識
か
ら
､
両
訴
訟
類
型
に
お
け
る
抽
象
的
差
止
請
求
の
機
能
の
相
違
に
つ
い
て
指
摘
さ
れ
る
の
に
､
野
村

･
前
掲

1
五
二
頁
'

田
村

･
前
掲

｢抽
象
的
差
止
め
｣

一
四
九
頁
が
あ
る
｡

(58
)

た
だ
し
､
生
活
妨
害
類
似
の
隣
人
間
の
迷
惑
行
為
の
差
止
め
を
求
め
る
訴
訟
に
お
い
て
は
､
第
三
の
関
門
と
し
て
の
潜
脱
的
侵
害
行
為
に
対
す
る
原

債
務
名
義
の
拡
張
可
能
性
に
つ
い
て
考
慮
す
る
必
要
性
が
あ
ろ
う
｡
す
な
わ
ち
､
隣
人
同
士
に
お
い
て
な
ん
ら
か
の
ト
ラ
ブ
ル
が
生
じ
た
後
､
先
の
判
決

に
お
い
て
､
被
告
の
住
宅
の
オ
ー
デ
ィ
オ
装
置
か
ら
発
生
す
る
夜
間
の
騒
音
の
原
告
宅

へ
の
差
止
め
が
命
じ
ら
れ
た
後
に
､
被
告
側
が
､
自
動
車
の
エ
ン

ジ
ン
音
や
ク
ラ
ク
シ
ョ
ン
騒
音
と
い
う
よ
う
に
騒
音
の
種
類
を
変
更
し
た
場
合
や
､
騒
音
に
代
え
て
'
光
害
､
玄
関
チ
ャ
イ
ム
へ
の
い
た
ず
ら
な
ど
に
迷

惑
行
為
を
変
更
し
た
場
合
に
は
､
こ
れ
ら
変
更
さ
れ
た
迷
惑
行
為
に
つ
い
て
'
潜
脱
的
侵
害
行
為
と
同

一
視
し
､
こ
れ
に
対
す
る
原
債
務
名
義
の
拡
張
可

能
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
き
わ
め
て
興
味
深
い
事
例
で
は
あ
る
が
､
生
活
妨
害
訴
訟
と
知
的
財
産
権
侵
害
訴
訟
の
比
較
検

討
と
い
う
本
稿
の
考
察
対
象
か
ら
'
こ
れ
ら
隣
人
間
の
迷
惑
行
為
の
差
止
め
を
求
め
る
訴
訟
に
お
い
て
､
新
た
な
迷
惑
行
為
に
つ
い
て
､
そ
れ
ぞ
れ
仮
処

分
を
含
め
た
新
訴
提
起
に
よ
っ
て
対
応
す
る
の
か
､
若
し
-
は
､
潜
脱
的
侵
害
行
為
類
似
の
迷
惑
行
為
つ
い
て
原
債
務
名
義
の
拡
張
可
能
性
を
目
指
す
第

三
の
関
門
を
含
ん
だ
抽
象
的
差
止
請
求
を
認
め
る
の
か
な
ど
の
検
討
は
'
他
日
を
期
し
た
い
｡

(59
)

川
嶋

･
前
掲

｢争
点
｣
三
〇
百
｡

(60
)
こ
の
点
､
田
村
教
授
は
､
侵
害
行
為
が
異
な
る
著
作
物
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
事
件
類
型
を
含
む
知
的
財
産
権
侵
害
訴
訟
に
､
二
段
階
裁
判
手
続
を
適

用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
消
極
的
な
立
場
を
と
ら
れ
る

(田
村

･
前
掲

｢抽
象
的
差
止
め
｣

1
五

l
貢
註
(五
)参
照
)｡

(61
)

東
京
高
決
昭
三
五
年
二
月

二

日
工
業
所
有
権
判
例
集
Ⅲ
二
五
二
貫
､
東
京
高
決
昭
三
八
年
三
月
二
九
日
工
業
所
有
権
判
例
集
Ⅳ
一
四
九
百
な
ど
｡

(6
)

野
村

･
前
掲

l
四

1
頁
｡

(6
)

も
っ
と
も
､
牧
野
判
事
は
､

一
部
請
求
理
論
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
残
部
請
求
と
し
て
の
他
の
類
型
の
侵
害
行
為
に
つ
い
て
別
訴
請
求
す
る
こ
と
は

可
能
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
､
こ
の
よ
う
に
解
し
た
場
合
'
侵
害
行
為
ご
と
に
訴
訟
物
は
別
個
で
あ
る
と
捉
え
る
考
え
方
と
の
実
質
的
差
違
が
生
じ
な
い
結

果
と
な
り
､
訴
訟
物
を
グ
ロ
ー
バ
ル
に
捉
え
る
独
自
性
に
基
づ
い
た
理
論
構
成
の
一
貫
性
の
維
持
と
い
う
点
か
ら
は
課
題
が
残
さ
れ
よ
う

(牧
野

･
前
掲

五
八

1
貢
以
下
'
特
に
､
五
八
四
貢
註

(五
)､
(六
)
参
照
)｡

(6
)

①
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
対
し
て
は
､
ド
イ
ツ
に
お
い
て
核
心
説
を
批
判
す
る
中
で
主
張
さ
れ
た

Schubert
の
等
価
価
値

(A
quiv
a
lente
H
a
n
dtun
･

g
e
n
)
説
に
対
し
て
向
け
ら
れ
た
批
判
が
あ
た
ろ
う
｡
等
価
価
値
説
と
は
､
先
の
判
決
に
お
い
て
あ
る
行
為
の
違
法
性
が
判
断
さ
れ
た
場
合

､
当
該
行
為

と

aquivatente
な
行
為
も
ま
た
違
法
で
あ
る
こ
と
が
確
定
し
､
こ
れ
に
対
し
て
は
既
判
力
が
拡
張
さ
れ
､
こ
の
よ
う
な

aquivatente
な
行
為
は
先
の

債
務
名
義
に
よ
っ
て
差
止
め
ら
れ
る
と
す
る
説
で
あ
る

(S
c

hubert,
K
tageantrag
u
n
d
S
tre
itgegensti
n
d
bei
U
nterlassungskta
gen,
ZZ
P
661(72-3-203)



論 説

B
d
.8
5

(
)
9
7
2
)
,

S
.3
3
ff.)｡
こ
の
よ
う
な
等
価
価
値
説
と
前
述
し
た
①
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
は
､
い
か
な
る
行
為
が

aquivalenteな
行
為
と
な
る

の
か
と
い
う
範

囲
と
､
｢社
会
的
に
み
て
物
の
同

一
性
｣
が
認
め
ら
れ
る
行
為
の
範
囲
に
は
､
同
様
に
解
釈
に
よ
っ
て
幅
が

生じ
る

こと
が
否
定
で
き
な

い
｡
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
等
価
価
値
説
に
対
し
､
核
心
を
同
じ
-
す
る
行
為
と

aqu
iva)ente
な
行
為
の
相
違
点
な
ど
に
つ
い
て
､
明
確
な
基
準
を
提
示

で
き
て
い
な
い
と
批
判
さ
れ
て
お
り
､
①
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
も
核
心
説
に
向
け
ら
れ
た
批
判
を
す
べ
て
避
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る

(S
ch
u
b
ert
の
等
価
行
為
説
に
対
す
る
批
判
に
つ
い
て
は
､
K
ra
m
er,D
er
richtertiche
U
nterJassungstitet
im

W

ettw
erbsr
echtL
98
2.S
.

LL5f
を
参
照
さ
れ
た
い
)｡

(65
)

ド
イ
ツ
に
お
い
て
核
心
説
を
批
判
し
､
②
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
類
似
し
た
解
決
方
法
を
探
求
す
る
も
の
に
前
述
し
た
K
raヨ
ヨ
er
の
諸
説
の
ほ
か
に
以

下
の
文
献
が
あ
る
｡
B
oylCk
,K
tein
erV
ersuch
iiber
d
ie
"
konkrete
V

erletzungsfo
r
m
"
,W
R
P

t965,S
.50f.;
de
rs,B
esti
m
m
theitsgeb
ot

und
K

ern
d
e
r
V

erle
tzung,W
R
P
t
979.
S
.)84f.;
Jelin

e

k,Zw
a
n
g
sv
o
l)str
eckung
zu
r
E
rwi
rk
u
n
g
v
o
n
U
nterlass
ungen,)974.S26f.,

63ff.…
N
i7Tk
･
K
u
r
tze,
V
ertetzungsh
a
nd
lu
n
g
und
V
ert
et
zu
ng
sf
or
m
b
e
iW
ettbew
eb
sversto
ssen
,G
R
U
R

t9
80,S
.649.
各
説

に
お
け

る

概
念

規
定
に
つ
い
て
は
､

R
itter
,Zur
U
n
te
rlassungsklag
e‥
U
rteitstenor
u

nd
K

tageantrag
.
)994
S
.53ff
を
参
照

さ
れ
た
い
.

(66
)

竹
下

･
前
掲

｢強
制
執
行
｣

一五
頁
｡

(67
)

詳
し
-
は
､
金

･
前
掲
早
研
九
九
号

丁
二
六
貢
以
下
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
文
献
を
参
照
さ
れ
た
い
｡
な
お
､
判
決
機
関
と
執
行
機
関
の
分
離
の
原
則

に
つ
い
て
は
､
栂
善
夫

｢判
決
機
関
と
執
行
機
関
の
職
務
分
担
に
つ
い
て
-

執
行
手
続
に
お
け
る
当
事
者
能
力
及
び
訴
訟
能
力
の
審
査
に
関
す
る
問
題
を

中
心
と
し
て
I
｣
民
訴
二
四
号

二

九
責
､
同

｢民
事
執
行
に
お
け
る
当
事
者
-
当
事
者
能
力
･訴
訟
能
力
｣
鈴
木
忠

l
-
三
ケ
月
章
監
修

『新
･実
務
民

事
訴
訟
講
座
第

二

一巻
』
(日
本
評
論
社
､

一
九
八
四
)
九
九
貢
､
小
田
司

｢民
事
執
行
手
続
に
お
け
る
訴
訟
能
力
の
諸
問
題
-

ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
論

を
参
考
に
し
て
-
｣
冒
法
六
六
巻

言
百
五
五
頁
以
下
､
同

｢執
行
機
関
に
よ
る
訴
訟
能
力
に
つ
い
て
の
調
査
権
限
と
訴
訟
能
力
の
欠
鉄
を
理
由
と
す
る
救

済
手
段
-
ド
イ
ツ
で
の
議
論
を
参
考
に
し
て
｣
比
較
六
二
号

一
八
五
頁
､
和
田
吉
弘

｢執
行
異
議

･
執
行
抗
告
の
機
能
の
再
構
成
-
不
動
産
の
所
有
権
帰

属
の
審
査
可
能
性
を
め
ぐ
る
試
論
｣
三
ケ
月
章
先
生
古
稀
祝
賀

『民
事
手
続
法
学
の
革
新
下
巻
』
(有
斐
閣
､

l
九
九

1
)
九
三
頁
､
同

｢強
制
執
行
手

続
と
実
体
権
審
査
-
執
行
債
権
に
つ
い
て
の
審
査
を
中
心
と
し
て
｣
明
学
六
五
三
号
九
九
頁
､
同

｢
c
p
O
成
立
過
程
に
お
け
る
判
決
手
続
と
執
行
手
続

と
の
関
係
｣
新
堂
幸
司
古
稀
祝
賀

『民
事
訴
訟
理
論
の
新
た
な
構
築
下
巻
』
(有
斐
閣
､
二
〇
〇
一
)
七
七
五
貫
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
｡

(68
)

牧
野

･
前
掲
五
八
六
頁
以
下
､
中
野
･
前
掲

｢執
行
力
の
範
囲
｣
二
九
七
頁
以
下
､
谷
口
･
前
掲
七
九
四
頁
以
下
､
田
村
･
前
掲

｢抽
象
的
差
止
め
｣

一
七
五
貢
以
下
参
照
｡

(6
)
音
楽
フ
ァ
イ
ル
交
換

(フ
ァ
イ
ル
･
ロ
ー
グ
)
事
件
･東
京
地
決
平

一
四
年
四
月

二

日
判
夕

1
〇
九
二
号

二

〇
頁
､
東
京
地
判
平

一
五
年

一
月
二

九
日
刊
タ

二

二
二
号

二

三
頁

(中
間
判
決
)､
東
京
地
判
平

丁
五
年

7
二
月

1
七
日
判
夕

二

四
五
号

1
〇
二
貢
､
東
京
高
判
平

一
七
年
三
月
三

7

判
例
集
未
登
載
)0

(72-3-204)662



知的財産権侵害差止請求における訴訟物の特定と執行手続について (金)

(E=
)

本
件
サ
ー
ビ
ス
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
､
牧
野
利
秋

｢
フ
ァ
イ
ル
･
ロ
ー
グ
事
件
仮
処
分
決
定
と
複
数
関
与
者
に
よ
る
著
作
権
侵
害

(上
)｣
N

B
L
七
五

〇
号

一
九
頁
以
下
､
和
久
田
道
雄

｢最
近
の
著
作
権
判
例
に
つ
い
て
｣
コ
ピ
五

〇
二
号
二
〇
頁
以
下
､
岡
邦
俊

｢続

･
著
作
権
の
事
件
簿

(五

〇
)
音
楽
c
D
の
複
製
フ
ァ
イ
ル
を
ピ
ア
･
ツ
ー

･
ピ
ア
方
式
に
よ
っ
て
交
換
さ
せ
る
ネ
ッ
ト
サ
ー
ビ
ス
は
違
法
-

｢
フ
ァ
イ
ル
ロ
ー
グ
｣
事
件
･
東
京
地

裁
平

一
四
･
四
･
二

仮
処
分
決
定

(上
)｣
1
C
A
ジ
ャ
ー
ナ
ル
第
四
九
巻

1
二
号
七

〇
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
.
本
件
評
釈
に
つ
い
て
は
､
金
柄
学

｢判
研
｣
法
政
第
七
二
巻
第

言
方
一
六
三
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
｡

(71
)

同
事
件
に
お
け
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
定
立
に
つ
い
て
の
異
体
的
問
題
点
に
つ
い
て
は
､
金

･
前
掲
判
研

1
六
三
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
｡

(E3
)
た
だ
し
､
同
事
件
の
よ
う
な
情
報
管
理
の
た
め
の
サ
ー
バ
ー
の
関
与
が
認
め
ら
れ
る
ナ
ッ
プ
ス
タ
ー
型
の
P
e
er
to
P

eer
フ
ァ
イ
ル
交
換
サ
ー
ビ

ス
シ
ス
テ
ム
と
異
な
り
､
グ
ヌ
ー
テ
ラ
型
の

Peer
to
Peer
フ
ァ
イ
ル
交
換
サ
ー
ビ
ス
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
は
､

利
用
者

間
に
お
い
て
､
フ
ァ
イ
ル
交

換
ソ
フ
ト
が
起
動
し
た
時
点
で
同
じ
ソ
フ
ト
を

ア
ッ

プ
ロ
ー
ド
し
て
い
る
他
の
利
用
者
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
を
バ
ケ
ツ
リ
レ
ー
的
に
検
索
し
フ
ァ
イ
ル
交

換
を
行
う
た
め
､
侵
害
行
為
を
防
止
す
る
主
体
と
し
て
の
サ
ー
ビ
ス
運
営
者
が
存
在
し
な
い
と
い
う
特
徴
を
有
す
る
｡
後
者
に
よ
る
知
的
財
産
権
侵
害
に

対
す
る
保
護
手
段
に
つ
い
て
は
､
サ
ー
バ
ー
を
介
さ
な
い
フ
ァ
イ
ル
交
換
に
よ
る
訴
え
の
相
手
方

(侵
害
者
)
の
特
定
の
問
題
'
フ
ァ
イ
ル
交
換
が
剰
那

的
に
行
わ
れ
完
了
し
て
し
ま
う
と
い
う
侵
害
行
為
の
把
握
の
困
難
性
な
ど
､
き
わ
め
て
多
岐
に
わ
た
る
問
題

へ
の
検
討
を
要
す
る
た
め
､
民
事
手
続
法
に

よ
る
法
的
保
護
の
可
否
を
含
め
､
今
後
の
研
究
課
題
と
し
た
い
｡

(73
)

な
お
､
判
決
手
続
と
執
行
手
続
に
お
け
る
侵
害
防
止
措
置
の
選
択
権
の
帰
属
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
､
生
活
妨
害
訴
訟
に
対
応
す
る
ド
イ
ツ
の

Im
mi

s

sion
訴
訟
に
お
い
て
､
詳
細
な
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
｡
紙
幅
の
関
係
か
ら
詳
論
を
避
け
る
が
､
詳
し
-
は
'
金

･
前
掲
早
研

一
〇
〇
号
八
四
頁

以
下､

同

｢ド
イ
ツ
に
お
け
る

ーm
m
issio
n
訴
訟
お
よ
び
環
境
訴
訟
に
関
す
る
民
事
保
全
手
続
に
つ
い
て
-
申
立
て
の
特
定
と
仮
処
分
の
方
法
を
中
心

に
-
｣
早
法
七
九
巻
第

一
号

二

一〇
貢
以
下
に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
判
例

･
学
説
お
よ
び

H
erbe74
R
o
th
,D

asW
ah
lrechtd
e

sGl
aubige
rs
zw
isch
en

H
an
d
tu
n
g
s･
u
n
d
U
nterlassungsv
o
llstre
c
k
u
n
g
b
ei
im
m
issio
n
su
rteiten)F
estschrift
fu
r
A

k
ira
lshik
a
w

a

zum
70
.
G
eb
u
r
ts
tag
am

27
.N
ov
em
ber
2
00).S
.怠
3
ff.
(H
erbert
R
o
th
著

･
金
柄
学
訳

｢lm
m
issio
n
判
決
に
際
し
て
の
作
為

･不
作
為
執
行

間
の
債
権
者
の
選
択
権

｣
早

比

三
六
巻
二
号

一
九
七
頁
以
下
)
を
参
照
さ
れ
た
い
｡

本
稿
は
､
文
部
科
学
省
平
成

一
七
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金

(若
手
研
究
㈲

一
七
七
三
〇
〇
七
五
)
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で

あ

る

｡

663(723-205)


