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境界確立訴訟において原告の主張する境界線を越えて境界を確定する
できるか－戦後の学説と判例、論点の整理一（玉城黙）
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私
は
今
年
三
月
に
名
古
屋
大
学
を
定
年
退
官
さ
れ
た
恩
師
松
浦
馨
先
生
の
退
官
記
念
論
文
集
と
し
て
編
集
さ
れ
た
名
古
屋
大
学
法

政
論
集
第
一
四
七
号
（
平
成
五
年
三
月
刊
）
に
「
境
界
確
定
訴
訟
に
お
い
て
原
告
の
主
張
す
る
境
界
線
を
越
え
て
境
界
を
確
定
す
る

（
１
）

こ
と
が
で
…
ｌ
戦
前
の
学
：
例
ｌ
」
と
寧
ろ
論
文
…
し
菱
そ
の
序
論
で
次
の
よ
う
に
述
べ
た
．

「
境
界
確
定
訴
訟
に
お
い
て
原
告
は
一
定
線
を
境
界
と
し
て
提
示
す
る
必
要
は
な
く
（
こ
れ
を
以
下
で
は
Ａ
命
題
と
呼
ぶ
。
）
、

（
た
と
え
原
告
が
一
定
線
を
境
界
と
し
て
提
示
し
た
と
し
て
も
）
裁
判
所
は
原
告
の
主
張
す
る
境
界
線
を
越
え
て
境
界
を
確
定
す
る

こ
と
が
で
き
る
（
こ
れ
を
以
下
で
は
Ｂ
命
題
と
呼
ぶ
。
）
と
い
う
の
が
現
在
の
通
説
・
判
例
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
こ
れ
を
批
判

す
る
少
数
説
が
存
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
通
説
と
少
数
説
の
間
で
議
論
は
噛
み
合
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
今
後
、
実
り
あ
る

議
論
を
す
る
た
め
に
は
論
点
を
十
分
に
整
理
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
私
は
こ
れ
ま
で
の
個
々
の
学
説
・
判
例
を
分
析
し
、
そ

れ
ら
を
正
し
く
位
置
づ
け
る
こ
と
を
通
し
て
論
点
を
整
理
し
た
い
と
考
え
た
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
作
業
は
予
想
外
に
紙
数
を
必
要

と
し
、
こ
の
論
文
集
で
許
さ
れ
た
分
量
で
は
と
て
も
収
ま
ら
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
対
象
を
戦
前
の
学
説
・

判
例
の
分
析
と
位
置
づ
け
に
限
定
し
、
戦
後
の
学
説
・
判
例
の
分
析
と
位
置
づ
け
、
そ
し
て
全
体
的
な
論
点
の
整
理
は
別
稿
で
行
う

こ
と
に
さ
せ
て
頂
く
こ
と
と
し
た
。
本
稿
は
い
わ
ば
前
編
で
あ
り
、
後
編
に
当
た
る
別
稿
は
本
紀
要
以
外
で
発
表
す
る
こ
と
に
な

る
。
読
者
諸
氏
に
は
大
変
申
し
訳
な
い
が
、
切
に
御
海
容
を
お
願
い
す
る
次
第
で
あ
る
。
」
と
。
こ
の
た
び
発
表
す
る
本
稿
は
そ
の

「
後
編
に
当
た
る
別
稿
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
前
編
、
後
編
に
分
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
単
に
紙
数
の
制
約
と
い
う
事
情
に
よ

る
も
の
で
あ
っ
て
、
内
容
的
に
は
前
編
、
後
編
が
そ
れ
ぞ
れ
意
義
が
あ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
合
わ
せ
て
ひ
と
つ
の
論
文
と
し

て
の
意
味
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
は
前
編
か
ら
引
き
続
い
て
読
ま
れ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
叙
述
の
仕
方
に
お
い

は
じ
め
に
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て
も
、
前
編
で
述
べ
た
こ
と
圭

氏
の
御
海
容
を
お
願
い
す
る
。

以
下
で
は
、
戦
後
の
学
説
・
判
例
の
分
析
と
位
置
づ
け
を
行
い
、
そ
し
て
そ
れ
を
要
約
し
た
後
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
学
説
の
状
況

を
見
て
、
最
後
に
論
点
の
整
理
を
行
う
こ
と
に
す
る
。

（
１
）

昭
和
一
二
○
年
に
発
表
さ
れ
た
宮
崎
福
一
一
判
事
の
「
経
界
確
定
訴
訟
の
性
質
に
つ
い
て
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
論
文
は
そ
の
後
の
論

争
、
と
り
わ
け
境
界
確
定
訴
訟
の
対
象
は
何
か
を
め
ぐ
る
論
争
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
が
、
本
稿
で
扱
っ
て
い
る
テ
ー
マ
に
つ

い
て
も
そ
の
後
の
論
争
に
あ
る
程
度
影
響
を
及
ぼ
し
た
。

判
事
は
境
界
確
定
訴
訟
に
つ
い
て
の
兼
子
説
な
ど
の
見
解
を
批
判
し
、
「
当
事
者
双
方
の
主
張
す
る
経
界
線
に
囲
緯
さ
れ
た
係
争

護
に
対
…
所
有
權
…
の
露
を
素
…
識
ｌ
こ
れ
は
通
常
の
鱸
雲
識
に
譽
糎
い
’
…
に
罰
に
特

殊
な
経
界
の
み
に
関
す
る
訴
訟
を
認
め
る
実
定
法
上
の
根
拠
も
乏
し
く
か
つ
実
務
上
か
ら
み
て
も
そ
の
必
要
が
な
い
の
で
は
な
い
か

注

（
１
）
繍
繍
「
篝
雲
霧
に
お
い
て
原
告
の
妻
す
る
境
界
線
誉
越
え
て
境
界
篝
定
す
る
こ
と
が
で
…
ｌ
戦
前
の

学
説
と
判
例
ｌ
」
名
古
屋
大
学
艤
政
論
集
西
七
号
四
三
頁
以
下
西
函
亘
．

前
編
で
述
べ
た
こ
と
を
「
前
述
の
よ
う
に
」
と
表
現
す
る
こ
と
と
さ
せ
て
頂
く
こ
と
に
し
た
。
こ
こ
に
あ
ら
た
め
て
読
者
猪

宮
崎
判
事
の
所
説
（
境
界
確
定
訴
訟
否
定
説
）
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（
２
）

と
思
う
。
」
と
し
て
、
境
界
確
定
訴
訟
自
体
を
否
定
し
た
。
そ
の
た
め
に
判
事
の
所
説
は
境
界
確
定
訴
訟
否
定
説
と
呼
ば
れ
て
い
る

が
、
境
界
確
定
訴
訟
の
対
象
に
関
わ
る
批
判
の
ほ
か
、
請
求
に
関
す
る
非
訟
理
論
や
Ａ
Ｂ
命
題
に
対
す
る
批
判
も
境
界
確
定
訴
訟
を

否
定
す
る
理
由
と
な
っ
た
。
後
者
の
批
判
は
次
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
と
思
う
。
（
ァ
）
性
質
上
非
訟
事
件
に
属
す
る
も
の
が
民
事

訴
訟
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
る
た
め
に
は
実
定
法
上
の
根
拠
が
必
要
で
あ
り
、
境
界
確
定
訴
訟
に
つ
い
て
も
か
っ
て
は
管
轄
に
関
す
る

（
３
）

規
定
が
あ
っ
た
が
、
現
行
法
に
は
こ
の
種
の
規
定
も
な
い
。
（
イ
ー
）
当
事
者
は
一
定
線
を
主
張
す
る
必
要
は
な
い
と
す
る
と
、
当
事

者
が
一
定
線
を
主
張
し
な
い
場
合
、
当
事
者
と
し
て
な
ん
ら
の
証
拠
も
提
出
し
な
い
、
あ
る
い
は
提
出
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
も
十

（
４
）

分
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
場
合
は
い
っ
た
い
裁
判
所
は
い
か
な
る
法
規
に
基
づ
い
て
い
か
に
対
処
す
べ
き
こ
と
と
な
る
の
か
。

（
ウ
）
原
告
の
求
め
る
の
は
境
界
の
形
成
そ
の
も
の
で
あ
る
の
で
裁
判
所
は
原
告
の
主
張
線
を
越
え
て
境
界
を
確
定
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
い
う
が
、
原
告
の
求
め
る
と
こ
ろ
を
そ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
は
は
た
し
て
原
告
の
真
意
に
沿
う
で
あ
ろ
う
か
、
原
告
は
自

（
５
）

己
の
主
張
す
る
境
界
線
以
内
の
土
地
が
自
己
の
所
有
に
属
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
１
と
見
る
の
が
本
当
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
エ
）
通
説
も
境
界
確
定
訴
訟
と
所
有
権
確
認
訴
訟
の
併
合
を
認
め
る
が
、
所
有
権
確
認
訴
訟
は
通
常
の
訴
訟
で
あ
る
た
め
こ
の
併

合
は
問
題
を
生
じ
る
。
も
し
そ
の
併
合
が
所
有
権
確
認
訴
訟
は
先
決
的
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
境
界
線
以
内
の
地
域
の
確
認
を
求
め
る

と
い
う
形
態
だ
と
す
れ
ば
請
求
の
趣
旨
が
ど
の
地
域
の
確
認
を
求
め
る
の
か
明
確
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
も
し
単
純
併
合

だ
と
す
れ
ば
、
境
界
と
は
異
な
り
裁
判
所
は
原
告
の
主
張
線
を
越
え
て
請
求
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
、
境
界
線
の
内
側
に

お
い
て
原
告
に
帰
属
す
る
地
域
を
確
認
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
当
事
者
の
真
意
に
沿
わ
な
い
嫌
い
が
あ

こ
の
う
ち
、
（
ア
）
は
請
求
に
関
す
る
非
訟
理
論
と
境
界
確
定
に
関
す
る
非
訟
理
論
を
包
含
す
る
、
い
わ
ゆ
る
非
訟
理
論
に
対
す

る
批
判
で
あ
る
が
、
宮
崎
判
事
も
実
定
法
上
の
根
拠
が
な
い
と
い
う
こ
の
批
判
を
絶
対
的
な
も
の
と
は
し
て
お
ら
ず
、
結
局
は
実
質
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非
訟
の
境
界
確
定
訴
訟
の
実
際
的
必
要
が
あ
る
か
否
か
が
重
要
だ
と
し
て
い
駆
・
（
イ
）
は
Ａ
命
題
に
対
す
る
批
判
で
あ
り
、
一
見

も
っ
と
も
な
批
判
の
よ
う
で
あ
る
が
、
当
事
者
が
な
ん
ら
の
証
拠
も
提
出
し
な
い
と
い
う
の
は
当
事
者
が
一
定
線
を
主
張
し
な
い
場

合
だ
け
で
な
く
、
一
定
線
を
主
張
す
る
場
合
で
も
あ
り
う
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
Ａ
命
題
に
対
す
る
有
効
な
批
判
と
は
な
り
え

な
い
。
当
事
者
と
し
て
な
ん
ら
の
証
拠
も
提
出
し
な
い
、
あ
る
い
は
提
出
で
き
な
い
と
い
う
場
合
は
ど
う
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
Ａ

命
題
を
肯
定
す
る
と
否
と
を
問
わ
ず
問
題
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
境
界
の
証
明
が
で
き
な
い
場
合
の
境
界
確
定
の
最
後
の
基

準
と
し
て
係
争
地
平
分
を
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
当
事
者
が
一
定
線
を
主
張
し
な
い
と
係
争
地
が
特
定
し
な
い
の
で
、
Ａ
命
題
を
肯

定
す
る
こ
と
は
境
界
の
確
定
が
つ
い
に
不
可
能
と
な
る
事
態
が
生
じ
う
る
こ
と
を
容
認
す
る
結
果
に
な
る
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な

批
判
な
ら
有
効
で
あ
魂
。
と
も
か
く
こ
の
（
イ
）
の
批
判
は
成
り
立
た
な
い
。
（
ウ
）
は
Ｂ
命
題
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
が
、
そ
れ

は
、
ａ
一
定
線
を
主
張
す
る
当
事
者
の
真
意
は
そ
れ
を
越
え
て
は
求
め
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
趣
旨
か
、
そ
れ
と

も
、
そ
れ
と
並
ん
で
、
ｂ
境
界
確
定
訴
訟
は
理
論
的
に
は
当
事
者
の
所
有
権
の
範
囲
と
は
無
関
係
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
も
っ
て

Ｂ
命
題
を
正
当
化
す
る
こ
と
は
当
事
者
の
真
意
に
沿
わ
な
い
、
と
い
う
趣
旨
で
も
あ
る
の
か
明
ら
か
で
な
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い

て
評
価
を
加
え
れ
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
ａ
に
つ
い
て
は
、
確
か
に
そ
の
よ
う
な
批
判
も
成
り
立
つ
。
た
だ
雄
本
博
士

（
９
）

が
Ｂ
命
題
を
否
定
す
る
こ
と
は
「
原
告
ノ
欲
ス
ル
所
ニ
ア
ラ
サ
ル
」
と
し
た
よ
う
に
、
裁
判
の
予
測
の
困
難
と
い
う
こ
と
を
考
え
れ

ば
Ｂ
命
題
を
肯
定
す
る
こ
と
こ
そ
が
当
事
者
の
真
意
に
沿
っ
て
い
る
と
い
え
な
い
こ
と
も
な
い
の
で
、
ａ
の
批
判
と
と
も
に
、
民

訴
一
八
六
条
の
趣
旨
は
相
手
方
に
防
御
の
最
終
目
標
を
提
示
す
る
と
い
う
こ
と
に
も
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
Ｂ
命
題
の
肯
定
は
そ

の
点
で
の
合
理
性
を
損
な
う
こ
と
を
も
問
題
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ｂ
は
適
確
な
批
判
で
あ
る
。
（
エ
）
も
Ｂ
命
題
に
対
す
る
批

判
で
あ
り
、
こ
れ
も
適
確
な
批
判
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
宮
崎
判
事
は
請
求
に
関
す
る
非
訟
理
論
や
Ａ
Ｂ
命
題
に
対
し
批
判
を
加
え
た
。
こ
れ
は
前
述
の
前
田
判
事
の
Ａ
命
題
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批
判
を
除
け
ば
通
説
に
対
す
る
最
初
の
批
判
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
以
後
の
学
説
に
影
響
を
与
え
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
宮
崎
判
事

は
境
界
確
定
訴
訟
に
お
い
て
Ａ
Ｂ
命
題
を
否
定
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
し
に
境
界
確
定
訴
訟
自
体
を
否
定
し
た
。
そ
れ
は
主
と
し

て
境
界
確
定
訴
訟
の
対
象
に
関
わ
っ
て
お
り
、
境
界
確
定
訴
訟
の
対
象
た
る
境
界
は
地
番
の
境
界
で
あ
る
こ
と
を
当
然
の
前
提
と
し

た
た
め
に
境
界
確
定
訴
訟
の
対
象
た
る
境
界
を
当
事
者
の
所
有
権
の
範
囲
を
画
す
る
境
界
、
す
な
わ
ち
所
有
権
の
境
界
と
す
る
こ
と

（
岨
）

に
思
い
至
ら
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
と
も
に
〈
「
の
問
題
に
つ
い
て
い
え
ば
い
わ
ゆ
る
「
単
な
る
線
」
的
思
考
か
ら
抜
け

出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
で
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
宮
崎
判
事
は
末
弘
博
士
が
境
界
確
定
訴
訟
が
確
認
訴

訟
で
あ
れ
ば
「
原
告
の
申
立
以
上
に
利
益
な
る
経
界
線
の
確
認
を
す
る
こ
と
は
現
行
法
上
不
法
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
原
告
の
申
立

よ
り
不
利
蕊
な
る
経
護
を
確
寧
る
こ
と
鰯
ｌ
一
般
の
給
付
霊
に
於
て
蔀
票
の
判
決
醤
輿
へ
得
る
と
鬮
繍
ｌ
蕊

行
法
上
決
し
て
不
法
で
は
な
い
。
」
と
論
じ
た
こ
と
に
対
し
、
「
経
界
線
そ
の
も
の
に
長
短
の
別
は
あ
っ
て
も
、
広
狭
と
い
う
観
念

（
Ｕ

は
あ
り
得
な
い
か
、
ｂ
、
有
利
不
利
の
問
題
は
生
じ
る
余
地
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
」
と
評
し
て
お
り
、
こ
の
立
場
か
ら
す
れ

ば
境
界
確
定
訴
訟
で
は
Ｂ
命
題
を
否
定
す
る
余
地
は
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
も
境
界
確
定
訴
訟
自
体
を
否
定
す

る
動
機
に
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
１
）
宮
崎
福
二
房

（
２
）
宮
崎
。
｜
頁
。

（
３
）
宮
崎
・
二
頁
。

（
４
）
宮
崎
・
五
頁
。

注宮
崎
福
二
「
経
界
確
定
訴
訟
の
性
質
に
つ
い
て
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
四
九
号
一
頁
以
下
。
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3３

境
界
確
定
訴
訟
に
つ
い
て
、
現
在
の
通
説
・
判
例
は
、
境
界
確
定
訴
訟
の
対
象
は
一
筆
の
土
地
と
一
筆
の
土
地
の
境
界
、
す
な
わ

ち
地
番
の
境
界
で
あ
り
、
境
界
確
定
訴
訟
の
法
的
性
質
は
形
式
的
形
成
訴
訟
で
あ
る
と
し
、
そ
こ
か
ら
（
１
）
訴
訟
上
ま
た
は
訴
訟

外
で
境
界
の
位
置
に
つ
き
当
事
者
が
和
解
を
し
て
も
無
効
で
あ
り
、
（
Ⅱ
）
境
界
を
越
え
て
当
事
者
の
一
方
が
他
方
の
所
有
地
の
一

部
を
時
効
取
得
し
て
も
そ
れ
に
よ
り
境
界
は
移
動
せ
ず
、
（
Ⅲ
）
境
界
確
定
判
決
は
所
有
権
の
範
囲
に
つ
き
既
判
力
を
生
ぜ
ず
、

／戸､グー、

1110
■－ノ、－ゾ

／■、／■、／■、’￣、グー、

９８７６５
、-〆、＝ノ曲＝／、-ノ、-プ

拙
稿
・
名
古
屋
大
学
法
政
論
集
一
四
七
号
六
○
頁
。

ド
イ
ツ
の
ラ
イ
ス
は
Ａ
命
題
に
対
し
そ
の
よ
う
な
批
判
を
加
え
た
こ
と
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
Ｚ
Ｐ
Ｏ
九
二
○
条
は
係
争

地
平
分
に
つ
い
て
も
規
定
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
実
定
法
規
を
も
た
な
い
わ
が
国
に
お
い
て
も
境
界
確
定
の
方
法
に
つ

い
て
詳
細
に
説
示
し
た
前
述
の
大
審
院
昭
和
一
一
年
三
月
一
○
日
判
決
は
係
争
地
平
分
に
ふ
れ
て
い
る
し
、
東
京
地
裁
昭
和

四
六
年
四
月
二
八
日
下
民
集
二
二
巻
四
九
六
頁
は
実
際
に
係
争
地
平
分
を
し
て
い
る
。

拙
稿
「
境
界
確
定
訴
訟
の
対
象
た
る
境
界
と
は
何
か
（
三
）
」
琉
大
法
学
四
七
号
五
頁
、
六
頁
。

宮
崎
。
七
頁

宮
崎
・
七
頁
。

宮
崎
・
三
頁
、

宮
崎
・
二
頁
。

三
村
松
判
事
の
所
説

四
頁
。
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（
Ⅳ
）
当
事
者
は
一
定
線
を
境
界
と
し
て
主
張
す
る
必
要
は
な
く
、
（
ｖ
）
裁
判
所
は
当
事
者
双
方
の
主
張
す
る
境
界
線
の
範
囲
外

に
境
界
を
確
定
す
る
こ
と
も
で
き
、
（
Ⅵ
）
上
訴
審
に
お
け
る
不
利
益
禁
止
の
原
則
は
適
用
さ
れ
な
い
、
と
い
う
具
体
的
帰
結
が
導

か
れ
て
い
魂
。
こ
の
境
界
確
定
訴
訟
全
体
に
つ
い
て
の
現
在
の
通
説
は
戦
前
の
兼
子
博
士
の
判
例
評
釈
の
影
響
の
下
で
、
右
に
見
た

宮
崎
判
事
の
批
判
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
高
裁
の
判
例
と
相
ま
っ
て
そ
の
通
説
と
し
て
の
地
位
が
形
成
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、

（
２
）

わ
け
て
も
村
松
俊
夫
判
事
の
一
連
の
論
文
は
そ
れ
に
お
お
い
に
寄
与
し
た
。
そ
の
た
め
村
松
判
事
は
そ
の
通
説
の
代
表
者
と
目
さ
れ

て
い
る
。
以
下
で
は
村
松
判
事
が
Ａ
Ｂ
命
題
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
議
論
を
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。

村
松
判
事
は
む
ろ
ん
請
求
に
関
す
る
非
訟
理
論
お
よ
び
Ａ
Ｂ
命
題
を
肯
定
す
る
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
単
に
そ
れ
ら
は
正
し
い

（
３
）

と
い
う
だ
け
で
、
後
述
す
る
一
点
を
除
け
ば
そ
の
理
由
を
示
し
て
い
な
い
。

判
事
は
地
番
境
界
理
論
を
肯
定
す
る
が
、
兼
子
博
士
の
よ
う
に
境
界
確
定
訴
訟
は
理
論
的
に
は
当
事
者
の
所
有
権
の
範
囲
と
は
無

関
係
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
請
求
に
関
す
る
非
訟
理
論
お
よ
び
Ａ
Ｂ
命
題
を
正
当
化
す
る
よ
う
な
議
論
は
し
て
い
な
い
。
そ

れ
は
判
事
が
一
方
で
は
地
番
境
界
理
論
を
採
っ
て
、
境
界
確
定
訴
訟
は
当
事
者
の
所
有
権
の
範
囲
を
確
定
す
る
訴
訟
で
は
な
く
、
境

界
確
定
判
決
は
当
事
者
の
所
有
権
の
範
囲
に
つ
き
既
判
力
を
生
じ
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
他
方
で
は
だ
か
ら
と
い
っ
て
境
界
確
定
訴

訟
は
当
事
者
の
所
有
権
の
範
囲
の
争
い
の
解
決
と
は
無
関
係
で
あ
る
と
す
る
の
で
は
な
く
、
反
対
に
境
界
確
定
訴
訟
は
多
く
の
場

合
、
実
際
上
は
当
事
者
の
所
有
権
の
範
囲
の
争
い
を
解
決
す
る
、
し
か
も
、
そ
の
場
合
、
係
争
地
の
所
有
権
確
認
訴
訟
に
よ
れ
ば
境

界
を
証
拠
に
よ
っ
て
認
定
で
き
な
い
時
は
所
有
権
の
範
囲
の
争
い
を
解
決
で
き
な
い
が
、
境
界
確
定
訴
訟
に
よ
れ
ば
裁
量
に
よ
り
境

界
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
そ
の
よ
う
な
事
態
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
（
境
界
確
定
に
関
す
る
非
訟
理
論
）
、
と
し
て
、

ま
さ
に
当
事
者
の
所
有
権
の
範
囲
の
争
い
の
解
決
と
い
う
観
点
か
ら
地
番
の
境
界
を
確
定
す
る
訴
訟
を
正
当
化
し
て
い
る
こ
と
と
関

（
４
）

係
が
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ
の
正
当
化
の
当
否
に
つ
い
て
は
別
稿
で
詳
論
し
た
の
で
繰
り
返
さ
な
い
。
と
も
か
く
、
こ
の
よ
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3５

う
に
地
番
境
界
理
論
に
よ
り
Ｂ
命
題
を
正
当
化
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
し
か
し
Ｂ
命
題
を
肯
定
す
る
実
質
的
な
理
由
を
ち

ゃ
ん
と
論
じ
て
も
よ
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
も
、
村
松
判
事
は
「
当
事
者
の
主
張
す
る
境
界
線
の
範
囲
内
で
請
求
を
認
容
す
る

こ
と
は
第
一
八
六
条
に
違
反
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
ら
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
前
記
大
正
一
二
年
六
月
二
日
の
民
事
連
合
部
の

…
霞
由
で
、
『
ｌ
若
し
厘
呈
鑿
正
当
…
と
し
て
之
を
棄
却
せ
ん
；
告
…
素
す
る
所
の
経
界
線
が

裁
判
所
の
真
実
な
り
と
認
む
る
経
界
線
に
符
合
す
る
に
至
る
迄
訴
を
反
復
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
に
至
り
、
却
っ
て
争
訟
を
頻
起
し
て

権
利
状
警
譲
せ
し
め
篝
確
定
の
誘
臺
む
る
精
神
に
背
馳
す
る
ｌ
」
と
い
っ
て
い
…
ｌ
墓
で
あ
る
と
恩

（
麺
・
」
と
述
べ
て
範
囲
的
思
考
か
ら
判
例
を
見
た
た
め
に
判
例
を
理
解
で
き
な
い
で
い
る
よ
う
に
、
実
は
範
囲
的
思
考
に
立
っ
て
い

と
こ
ろ
が
判
事
は
請
求
に
関
す
る
非
訟
理
論
お
よ
び
Ａ
Ｂ
命
題
の
理
由
を
ほ
と
ん
ど
示
し
て
い
な
い
。
判
事
の
一
連
の
論
文
、
と

り
わ
け
最
初
の
も
の
は
宮
崎
判
事
の
境
界
確
定
訴
訟
否
定
説
に
対
抗
し
て
書
か
れ
た
と
い
う
面
が
あ
る
が
、
前
述
の
宮
崎
判
事
の
非

訟
理
論
お
よ
び
Ａ
Ｂ
命
題
批
判
（
ア
）
（
イ
）
（
ウ
）
（
エ
）
に
対
し
て
、
そ
れ
と
し
て
は
答
え
て
い
な
い
。
な
る
ほ
ど
、
そ
の
う

ち
の
（
ア
）
、
す
な
わ
ち
実
定
法
上
の
根
拠
は
な
い
が
実
質
非
訟
の
境
界
確
定
訴
訟
の
実
際
的
必
要
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
は
、
右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
境
界
確
定
訴
訟
は
多
く
の
場
合
、
実
際
上
は
当
事
者
の
所
有
権
の
範
囲
の
争
い
を
解
決
す
る
、
し
か

も
、
そ
の
場
合
、
係
争
地
の
所
有
権
確
認
訴
訟
に
よ
れ
ば
境
界
を
証
拠
に
よ
っ
て
認
定
で
き
な
い
時
は
所
有
権
の
範
囲
の
争
い
を
解

決
で
き
な
い
が
、
境
界
確
定
訴
訟
に
よ
れ
ば
裁
量
に
よ
り
境
界
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
そ
の
よ
う
な
事
態
を
避
け
る
こ
と

（
６
）

が
で
き
る
と
し
て
、
非
訟
理
論
の
実
際
的
必
要
性
を
論
じ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
境
界
確
定
に
関
す
る
非
訟
理
論
の
実
際
的
必
要
性
で

あ
っ
て
請
求
に
関
す
る
非
訟
理
論
の
実
際
的
必
要
性
で
は
な
い
。

た
だ
、
判
事
の
次
の
叙
述
は
請
求
に
関
す
る
非
訟
理
論
か
ら
導
か
れ
る
Ｂ
命
題
に
つ
い
て
特
殊
な
場
合
に
つ
い
て
そ
の
実
際
的
必

う
Ｃ
」
と
述
べ
て
範
囲
的
思
考
《

る
こ
と
か
ら
な
お
さ
ら
で
あ
る
。



琉大法学第51号（1993） 3６

境
界
確
定
は
当
然
に
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
は
Ｂ
命
題
の
実
際
的
必
要

性
を
説
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
当
事
者
双
方
の
主
張
線
が
交
差
し
、
し
か
も
真
の
境
界
は
双
方
の
主
張
線
の
中
間
に

存
す
る
と
い
う
場
合
に
つ
い
て
は
宮
崎
判
事
の
批
判
の
（
ア
）
に
答
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
Ｂ
命
題
否
定
に

対
す
る
山
田
博
士
の
批
判
の
（
イ
）
と
同
様
、
特
殊
な
場
合
に
つ
い
て
の
議
論
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
議
論
を
除
け
ば
、
村
松
判
事
は
請
求
に
関
す
る
非
訟
理
論
お
よ
び
Ａ
Ｂ
命
題
の
理
由
を
示
し
て
い
な
い
。
そ
も
そ
も
右
の
議

論
も
特
殊
な
場
合
に
つ
い
て
Ｂ
命
題
の
実
際
的
必
要
性
を
説
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
判
事
自
身
は
Ｂ
命
題

を
肯
定
す
べ
き
理
由
と
い
う
か
た
ち
で
論
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
拙
稿
「
境
界
確
定
訴
訟
の
対
象
た
る
境
界
と
は
何
か
」
で
述
べ

（
８
）

た
よ
う
に
、
判
事
は
境
界
確
定
訴
訟
は
当
事
者
の
所
有
権
の
範
囲
の
争
い
の
解
決
に
役
立
つ
と
い
う
別
の
議
論
の
中
に
こ
の
議
論
を

混
入
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
議
論
が
目
立
た
な
い
よ
う
に
工
夫
を
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
特
殊
な
場

合
に
つ
い
て
Ｂ
命
題
の
実
際
的
必
要
性
を
説
く
と
そ
れ
以
外
の
普
通
の
場
合
は
ど
う
な
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
の
は
当
然

で
あ
る
が
、
判
事
に
は
そ
の
場
合
の
Ｂ
命
題
肯
定
の
実
際
的
必
要
性
が
思
い
浮
か
ば
な
か
っ
た
よ
う
だ
か
ら
で
あ
る
。
か
え
っ
て
Ｂ

要
性
を
説
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
「
下
の
図
の
よ
う
に
、
原
告
Ａ
が
そ
の
所
有

の
甲
番
地
と
被
告
Ｂ
所
有
の
乙
番
地
の
境
界
が
（
イ
）
０
（
巳
線
な
り
と
主
張

し
、
被
告
Ｂ
が
甲
乙
両
地
の
境
界
は
（
ハ
）
０
（
一
一
）
線
だ
と
主
張
し
た
場
合
に
、

裁
判
所
は
そ
の
境
界
線
は
Ｘ
Ｏ
Ｙ
線
だ
と
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
原
告
Ａ
に
は
横
線
を
引
い
た
（
Ｂ
Ｏ
Ｙ
の
地
域
、
被
告
Ｂ
に
は
縦

線
を
引
い
た
（
一
Ｃ
Ｏ
Ｙ
の
地
域
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
事
者
の
主
張
以
上
に
有
利
に

（
７
）

判
断
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
な
る
ほ
ど
Ｂ
命
題
を
否
定
す
れ
ば
こ
の
よ
う
な

い） (｡Ｘ

(ﾛノｙ②（二）

ⅢＩ
扮

池

ム

乙
稀
地
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3７
命
題
を
否
定
す
る
古
い
大
審
院
判
決
に
つ
い
て
、
「
こ
の
訴
の
性
質
論
か
ら
考
え
る
と
、
理
論
的
に
こ
の
考
え
方
を
肯
定
す
る
こ
と

は
困
難
で
は
あ
る
が
、
実
際
に
は
、
双
方
の
当
事
者
と
も
に
、
多
く
の
事
件
で
は
、
極
度
に
自
己
に
有
利
な
境
界
線
を
主
張
す
る
か

（
９
）

》
ｂ
、
裁
判
所
は
だ
い
た
い
そ
の
係
争
地
域
内
に
境
界
線
を
定
め
て
い
る
こ
と
が
殆
ど
だ
と
思
う
。
」
と
述
べ
て
お
り
、
Ｂ
命
題
を
肯

定
す
る
こ
と
は
問
題
で
は
あ
る
が
、
実
際
に
は
ほ
と
ん
ど
不
都
合
は
生
じ
な
い
と
す
る
か
の
よ
う
に
も
読
め
な
い
こ
と
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
積
極
的
な
理
由
な
し
に
Ａ
Ｂ
命
題
を
肯
定
す
る
の
は
、
お
そ
ら
く
境
界
確
定
に
関
す
る
非
訟
理
論
と
請
求
に
関
す
る

非
訟
理
論
と
を
区
別
し
な
い
た
め
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
判
事
の
所
説
の
特
徴
は
、
係
争
地
の
所
有
権
確
認
訴
訟
に
よ
れ
ば
境
界

を
証
拠
に
よ
っ
て
認
定
で
き
な
い
時
は
所
有
権
の
範
囲
の
争
い
を
解
決
で
き
な
い
が
、
境
界
確
定
訴
訟
に
よ
れ
ば
裁
量
に
よ
り
境
界

を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
そ
の
よ
う
な
事
態
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
境
界
確
定
に
関
す
る
非
訟
理
論
を
強
調
す
る

と
こ
ろ
に
あ
る
が
、
他
の
論
者
と
同
様
、
判
事
に
も
そ
れ
と
請
求
に
関
す
る
非
訟
理
論
と
を
区
別
す
る
と
い
う
発
想
が
な
い
た
め

に
、
前
者
を
肯
定
す
る
以
上
、
後
者
も
肯
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
村
松
判
事
は
兼
子
博
士
の
判
例
評
釈
を
引
用
し
て
民
訴
一
八
六
条
の
適
用
は
な
い
と
述
べ
て
お
伽
、
こ
れ
は
準
請
求

に
関
す
る
非
訟
理
論
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
請
求
に
関
す
る
非
訟
理
論
の
構
成
を
採
る
後
述
の
昭
和
一
一
一
八
年
の
最
高
裁
判
決
を
紹

（
、
）

介
し
な
が
ら
こ
の
点
に
つ
い
て
何
も
コ
メ
ン
ト
し
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
判
事
も
理
論
構
成
の
差
異
に
気
づ
い
て
い
な
い
と
い
っ
て

よ
い
。
な
お
、
以
後
も
Ｂ
命
題
を
肯
定
す
る
通
説
に
属
す
る
学
説
の
多
く
は
準
請
求
に
関
す
る
非
訟
理
論
の
構
成
を
採
る
が
、
そ
れ

ら
も
境
界
確
定
訴
訟
を
め
ぐ
る
他
の
問
題
と
同
様
、
兼
子
博
士
の
判
例
評
釈
の
影
響
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
い
ず
れ

の
構
成
に
よ
る
か
は
重
要
で
は
な
い
の
で
、
以
後
の
学
説
に
つ
い
て
は
い
ち
い
ち
い
ず
れ
の
構
成
に
よ
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
言
及

し
な
い
こ
と
に
す
る
。
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大
正
一
二
年
の
大
審
院
民
事
連
合
部
判
決
は
従
来
の
大
審
院
の
立
場
を
変
更
し
て
Ｂ
命
題
を
肯
定
し
た
こ
と
、
そ
し
て
昭
和
二

年
三
月
一
○
日
の
大
審
院
判
決
も
Ｂ
命
題
を
肯
定
し
た
こ
と
に
よ
り
判
例
変
更
が
決
定
的
に
な
っ
た
こ
と
は
す
で
に
見
た
が
、
最
高

（
１
）
通
説
の
構
造
に
一

（
２
）
そ
れ
ら
は
す
べ
一

（
３
）
村
松
・
二
九
頁
、

（
４
）
拙
稿
「
境
界
確
一

（
５
）
村
松
・
一
○
三

（
６
）
村
松
・
’
四
頁
、

（
７
）
村
松
・
’
二
頁
。

（
８
）
拙
稿
「
境
界
確
』

（
９
）
村
松
・
八
七
頁
。

（
皿
）
村
松
・
二
九
頁
。

（
Ⅱ
）
村
松
・
八
六
頁
。

通
説
の
構
造
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
境
界
確
定
訴
訟
に
つ
い
て
」
民
事
訴
訟
雑
誌
三
四
号
一
七
四
頁
以
下
参
照
。

そ
れ
ら
は
す
べ
て
村
松
俊
夫
・
境
界
確
定
の
訴
（
増
補
版
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
以
後
の
引
用
は
こ
れ
に
よ
る
。

村
松
・
二
九
頁
、
八
六
頁
。

拙
稿
「
境
界
確
定
訴
訟
の
対
象
た
る
境
界
と
は
何
か
（
三
）
」
琉
大
法
学
四
七
号
八
頁
以
下
。

村
松
・
一
○
一
頁
注
（
二
）
。

村
松
・
’
四
頁
、
七
○
頁
。

拙
稿
「
境
界
確
定
訴
訟
の
対
象
た
る
境
界
と
は
何
か
（
三
）
」
琉
大
法
学
四
七
号
九
頁
以
下
。

注四
判
例



境界確立訴訟において原告の主張する境界線を越えて境界を確定することが
できるか－戦後の学説と判例、論点の整理一（玉城勲）

3９

こ
の
よ
う
に
、
本
判
決
は
Ｂ
命
題
か
ら
上
訴
審
に
お
け
る
不
利
益
変
更
禁
止
の
原
則
の
適
用
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
導
い
て
い
る

の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
Ｂ
命
題
は
重
要
な
働
き
を
し
て
い
る
が
、
原
審
が
自
ら
認
定
し
た
境
界
の
位
置
は
「
控
訴
人
に
と
り
実
際

上
不
利
で
あ
り
、
附
帯
控
訴
を
し
な
い
被
控
訴
人
に
有
利
で
あ
る
」
と
同
時
に
、
当
事
者
双
方
の
主
張
す
る
境
界
線
の
範
囲
外
で
も

（
１
）

裁
昭
和
一
一
一
八
年
一
○
月
一
五
日
判
決
は
こ
の
一
一
判
決
を
引
用
し
て
、
請
求
に
関
す
る
非
訟
理
論
お
よ
び
Ｂ
命
題
を
肯
定
し
、
そ
こ
か

ら
さ
ら
に
上
訴
審
に
お
け
る
不
利
益
変
更
禁
止
の
原
則
の
不
適
用
を
導
い
た
。
す
な
わ
ち
、
「
境
界
確
定
訴
訟
に
あ
っ
て
は
、
裁
判

所
は
当
事
者
の
主
張
に
覇
束
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
自
ら
そ
の
正
当
と
認
め
る
と
こ
ろ
に
境
界
線
を
定
む
く
き
も
の
で
あ
っ
て
、
す
な

わ
ち
、
客
観
的
な
境
界
を
知
り
得
た
場
合
に
は
こ
れ
に
よ
り
、
客
観
的
な
境
界
を
知
り
得
な
い
場
合
に
は
常
識
に
訴
え
最
も
妥
当
な

線
を
見
出
し
て
こ
れ
を
境
界
と
定
む
く
く
、
か
く
し
て
定
め
ら
れ
た
境
界
が
当
事
者
の
主
張
以
上
に
実
際
上
有
利
で
あ
る
か
不
利
で

あ
る
か
は
問
う
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
り
、
当
事
者
の
主
張
し
な
い
境
界
線
を
確
定
し
て
も
民
訴
一
八
六
条
の
規
定
に
違
反
す
る
も

の
で
は
な
い
の
で
あ
る
（
大
審
院
大
正
一
一
一
年
六
月
二
日
民
事
連
合
部
判
決
、
民
集
一
一
巻
一
一
一
四
五
頁
、
同
院
昭
和
一
一
年
三
月
一
○

日
判
決
、
民
集
一
五
巻
六
九
五
頁
参
照
）
。
さ
れ
ば
、
第
一
審
判
決
が
一
定
の
線
を
境
界
と
認
め
た
の
に
対
し
、
こ
れ
に
不
服
の
あ

る
当
事
者
が
控
訴
の
申
立
を
し
た
場
合
に
お
い
て
も
、
控
訴
裁
判
所
が
第
一
審
裁
判
所
の
定
め
た
境
界
線
を
正
当
で
な
い
と
認
め
た

と
き
は
、
第
一
審
判
決
を
変
更
し
て
、
自
己
の
正
当
と
す
る
線
を
境
界
と
定
む
く
き
も
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
が
控
訴
人
に
と
り
実

際
上
不
利
で
あ
り
、
附
帯
控
訴
を
し
な
い
被
控
訴
人
に
有
利
で
あ
っ
て
も
問
う
と
こ
ろ
で
は
な
く
、
こ
の
場
合
に
は
、
い
わ
ゆ
る
不

利
益
変
更
禁
止
の
原
則
の
適
用
は
な
い
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
以
上
に
よ
れ
ば
、
前
記
の
よ
う
に
、
原
審
が
第
一
審
判
決
と

判
断
を
異
に
し
自
ら
本
件
両
地
の
境
界
を
認
定
し
な
が
ら
も
、
被
上
告
人
が
不
服
を
申
立
て
て
い
な
い
か
ら
、
第
一
審
判
決
を
被
上

告
人
に
有
利
に
変
更
し
な
い
と
し
て
い
る
の
は
正
当
で
な
く
、
原
判
決
の
前
記
部
分
は
、
こ
の
点
に
お
い
て
も
破
棄
を
免
れ
な

い
。
」
と
判
示
し
て
い
る
。
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（
２
）

そ
し
て
、
最
判
昭
和
四
一
年
五
月
一
一
○
日
判
決
は
、
「
い
わ
ゆ
る
境
界
確
定
の
訴
に
あ
っ
て
は
、
当
事
者
間
の
相
接
す
う
。
所
有
地

相
互
の
境
界
が
不
明
な
い
し
争
あ
る
こ
と
の
主
張
が
な
さ
れ
れ
ば
十
分
で
あ
っ
て
、
原
告
に
お
い
て
特
定
の
境
界
線
の
存
在
を
主
張

す
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
原
告
た
る
被
上
告
人
が
所
論
の
よ
う
に
境
界
線
の
主
張
を
変
更
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
何

あ
っ
た
の
で
あ
り
、
本
判
決
が
原
審
は
自
ら
認
定
し
た
境
界
の
位
置
に
境
界
を
確
定
す
べ
き
だ
っ
た
と
い
う
と
き
、
そ
の
点
を
ま
っ

た
く
意
に
介
し
て
い
な
い
の
は
ま
さ
に
Ｂ
命
題
を
肯
定
す
る
た
め
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
も
Ｂ
命
題
は
重
要
な
働
き
を
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
他
方
で
は
「
当
事
者
の
主
張
し
な
い
境
界
線
を
確
定
し
て
も
民
訴
一
八
六
条
の
規
定
に
違

反
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
大
審
院
と
同
様
、
「
単
な
る
線
」
的
思
考
に
立
っ
て
い
る
の
で

理
論
的
に
は
Ｂ
命
題
は
Ｃ
命
題
に
包
摂
さ
れ
独
自
の
意
義
を
有
し
て
い
な
い
。
結
局
、
本
判
決
は
判
例
変
更
後
の
大
審
院
の
立
場
を

そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
本
判
決
は
「
境
界
確
定
訴
訟
に
あ
っ
て
は
、
裁
判
所
は
当
事
者
の
主

張
に
璃
束
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
自
ら
そ
の
正
当
と
認
め
る
と
こ
ろ
に
境
界
線
を
定
む
く
き
も
の
で
あ
っ
て
、
す
な
わ
ち
、
客
観
的
な

境
界
を
知
り
得
た
場
合
に
は
こ
れ
に
よ
り
、
客
観
的
な
境
界
を
知
り
得
な
い
場
合
に
は
常
識
に
訴
え
最
も
妥
当
な
線
を
見
出
し
て
こ

れ
を
境
界
と
定
む
く
く
」
と
判
示
し
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
「
裁
判
所
は
当
事
者
の
主
張
に
鴎
束
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
自
ら
そ
の
正

当
と
認
め
る
と
こ
ろ
に
境
界
線
を
定
む
く
き
も
の
で
あ
っ
て
」
と
い
う
の
は
当
事
者
の
主
張
線
と
判
決
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
て
お

り
、
「
客
観
的
な
境
界
を
知
り
得
た
場
合
に
は
こ
れ
に
よ
り
、
客
観
的
な
境
界
を
知
り
得
な
い
場
合
に
は
常
識
に
訴
え
最
も
妥
当
な

線
を
見
出
し
て
こ
れ
を
境
界
と
定
む
く
く
」
と
い
う
の
は
境
界
確
定
の
方
法
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
前
者
は
請
求
に

関
す
る
非
訟
理
論
に
関
わ
り
、
後
者
は
境
界
確
定
に
関
す
る
非
訟
理
論
に
関
わ
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
判
決
は
こ
の
二
つ
の
問
題

を
区
別
す
る
こ
と
な
く
一
体
の
も
の
と
し
て
論
じ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
こ
れ
も
昭
和
一
一
年
一
一
一
月
一
○
日
の
大
審
院
判
決
と
同
様

で
あ
る
。
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4１

ら
の
違
法
も
な
く
」
と
判
示
し
て
お
り
、
請
求
に
関
す
る
非
訟
理
論
か
ら
Ａ
命
題
お
よ
び
主
張
線
の
変
更
は
許
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

を
導
い
て
い
る
。
主
張
線
の
変
更
は
許
さ
れ
る
と
い
う
結
論
は
請
求
に
関
す
る
非
訟
理
論
や
Ａ
命
題
を
肯
定
し
な
く
て
も
訴
え
の
変

更
な
い
し
請
求
の
拡
張
ま
た
は
減
縮
と
し
て
肯
定
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
本
判
決
が
昭
和
三
八
年
の
最
高
裁
判
決
に
従
い
請
求
に

関
す
る
非
訟
理
論
を
採
り
、
そ
し
て
傍
論
と
は
い
え
判
例
と
し
て
初
め
て
Ａ
命
題
を
肯
定
し
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

な
お
、
大
正
一
二
年
の
大
審
院
民
事
連
合
部
判
決
は
「
争
ア
ル
所
有
権
ヲ
基
礎
ト
シ
テ
経
界
ノ
確
定
ヲ
請
求
ス
ル
場
合
二
於
テ
」

も
Ｂ
命
題
を
肯
定
す
べ
き
だ
と
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
当
時
の
学
説
の
よ
う
に
所
有
権
関
連
否
定
説
に
よ
り
Ｂ
命
題
を
正
当
化

す
る
と
い
う
こ
と
は
む
ろ
ん
行
っ
て
い
な
い
こ
と
は
前
述
し
た
が
、
最
高
裁
は
境
界
確
定
訴
訟
と
当
事
者
の
所
有
権
の
範
囲
の
関
係

（
３
）

に
つ
き
地
番
境
界
理
論
を
肯
定
す
る
が
、
右
の
一
一
つ
の
最
高
裁
判
決
に
お
い
て
は
境
界
確
定
訴
訟
の
対
象
は
何
か
は
問
題
と
な
っ
て

（
４
）

お
ら
ず
、
ま
た
地
番
境
界
理
論
で
Ａ
Ｂ
命
題
を
正
当
化
す
る
と
い
う
こ
と
も
行
っ
て
い
な
い
。

（
２
）
裁
判
集
民
事
八
三
号
五
七
九
頁
以
下
。

注

（
１
）
民
集
一
七
巻
一
二
二
○
頁
以
下
。
ち
な
み
に
、
本
判
決
が
「
当
事
者
の
主
張
し
な
い
境
界
線
を
確
定
し
て
も
民
訴
一
八
六
条

の
規
定
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
引
用
す
る
大
正
一
二
年
の
大
審
院
判
決
と
同
様
、
請
求
に
関

す
る
非
訟
理
論
の
構
成
を
採
る
も
の
で
あ
る
が
、
準
請
求
に
関
す
る
非
訟
理
論
の
構
成
を
採
る
昭
和
一
一
年
三
月
一
○
日
判

決
も
引
用
し
て
お
り
、
構
成
の
違
い
に
気
づ
い
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
本
判
決
よ
り
も
前
に
札
幌
高
裁
昭
和
三
五

年
一
一
一
月
一
一
一
一
一
日
判
決
下
民
集
一
一
巻
三
号
五
八
三
頁
以
下
も
境
界
確
定
訴
訟
で
は
不
利
益
変
更
禁
止
の
原
則
は
適
用
さ
れ
な

い
と
し
て
い
た
。
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―
村
松
判
事
が
代
表
者
と
目
さ
れ
て
い
る
境
界
確
定
訴
訟
全
体
に
お
け
る
通
説
は
Ａ
Ｂ
命
題
を
肯
定
す
る
が
、
そ
の
外
、
後
述
す

る
よ
う
に
境
界
確
定
訴
訟
全
体
で
は
少
数
説
に
属
し
な
が
ら
Ａ
Ｂ
命
題
を
肯
定
す
る
論
者
も
存
す
る
。
境
界
確
定
訴
訟
の
対
象
の
問

題
と
今
の
問
題
と
の
区
別
で
言
え
ば
、
前
者
は
対
象
の
問
題
に
つ
い
て
も
今
の
問
題
で
も
通
説
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
対
象
の

問
題
に
つ
い
て
は
少
数
説
で
今
の
問
題
に
つ
い
て
は
通
説
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
前
者
、
す
な
わ
ち
境
界
確
定
訴
訟
の
対

象
で
も
通
説
に
立
つ
Ａ
Ｂ
命
題
肯
定
説
の
う
ち
、
前
述
し
た
村
松
判
事
以
外
の
論
者
の
議
論
を
見
て
み
よ
う
。

二
最
初
に
探
り
あ
げ
た
方
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
の
は
、
請
求
に
関
す
る
非
訟
理
論
お
よ
び
Ｂ
命
題
を
肯
定
し
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に

上
訴
審
に
お
け
る
不
利
益
変
更
禁
止
の
原
則
の
不
適
用
を
導
い
た
前
述
の
昭
和
三
八
年
の
最
高
裁
判
決
に
対
す
る
田
中
永
司
判
事
の

判
例
評
釈
、
ま
た
花
村
治
郎
教
授
の
判
例
評
釈
で
あ
る
。
田
中
判
事
、
花
村
教
授
は
、
判
決
理
由
に
賛
成
す
る
ほ
か
、
判
決
理
由
に

（
３
）
も
っ
と
も
、
私
見
に
よ
る
個
々
の
判
例
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
境
界
確
定
訴
訟
の
対
象
た
る
境
界
と
は
何
か
（
四

。
完
）
」
琉
大
法
学
四
八
号
一
八
六
頁
以
下
を
見
よ
。

（
４
）
畑
郁
夫
「
境
界
確
定
訴
訟
」
法
学
教
室
三
七
号
六
七
頁
以
下
（
七
○
頁
）
、
同
「
境
界
確
定
訴
訟
」
新
堂
幸
司
編
・
特
別
講

義
民
事
訴
訟
法
一
一
○
四
頁
以
下
（
一
一
一
三
頁
）
は
本
判
決
は
「
境
界
確
定
訴
訟
は
公
法
上
の
境
界
線
を
確
定
す
る
も
の
で
あ

り
、
も
と
も
と
原
告
か
ら
の
法
的
請
求
は
な
い
か
ら
」
と
い
う
理
由
で
Ｂ
命
題
を
肯
定
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ

は
正
し
く
な
い
。

五
境
界
確
定
訴
訟
の
対
象
で
は
通
説
に
立
つ
肯
定
説
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4３

は
現
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
の
地
番
境
界
理
論
に
よ
る
Ｂ
命
題
の
根
拠
づ
け
を
行
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
田
中
判
事
は
確
定
訴
訟
の
対

象
た
る
地
番
の
境
界
は
当
事
者
が
処
分
で
き
な
い
性
質
の
も
の
だ
か
ら
と
い
う
理
由
に
よ
り
、
ま
た
花
村
教
授
は
こ
れ
と
と
も
に
境

界
確
定
訴
訟
は
理
論
上
は
当
事
者
の
所
有
権
の
範
囲
を
確
定
す
る
訴
訟
で
は
な
い
の
だ
か
ら
と
い
う
理
由
に
よ
り
Ｂ
命
題
を
根
拠
づ

け
て
い
る
。
後
者
の
理
由
か
ら
見
て
み
よ
う
。

花
村
教
授
は
「
境
界
確
定
の
訴
に
お
い
て
は
住
性
に
し
て
、
そ
の
性
質
の
把
握
を
誤
り
、
境
界
線
の
確
定
に
つ
い
て
、
『
有
利
』

『
不
利
』
を
云
々
す
る
傾
向
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
境
界
確
定
の
訴
が
、
前
述
し
た
『
経
界
の
み
に
関
す
る
訴
訟
』
で
あ
る
こ
と
を

充
分
に
理
解
す
る
こ
と
な
く
、
『
所
有
権
確
認
訴
訟
』
の
観
念
を
脱
却
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
生
ず
る
も
の
で
あ
り
、
境
界
確
定
の

訴
に
お
い
て
は
、
『
有
利
』
『
不
利
』
の
問
題
は
そ
も
そ
も
生
じ
な
い
の
で
あ
る
。
唯
『
経
界
線
一
旦
確
認
せ
ら
れ
既
判
力
を
得
る

と
き
は
後
日
土
地
所
有
権
の
範
囲
の
問
題
が
再
び
争
い
と
な
り
た
る
場
合
に
於
て
…
・
・
…
・
経
界
確
認
当
事
者
間
に
在
り
て
は
事
実
上

（
法
律
上
と
相
対
す
）
間
接
に
土
地
所
有
権
の
範
囲
も
亦
認
識
せ
ら
れ
所
有
権
の
範
囲
確
認
の
為
に
す
る
最
も
有
力
な
る
証
拠
否
な

事
実
上
の
基
礎
を
提
供
す
る
に
至
る
も
の
な
り
従
て
此
意
味
に
於
て
当
事
者
は
経
界
確
認
訴
訟
に
於
て
経
界
線
の
或
は
右
し
或
は
左

す
る
こ
と
に
付
き
大
な
る
利
害
関
係
を
有
し
経
界
線
の
抽
象
的
位
置
其
の
も
の
に
付
て
も
亦
大
に
之
を
争
ふ
に
至
る
も
の
な
り
然
れ

ど
も
其
利
害
関
係
た
る
や
何
れ
も
事
実
上
且
つ
間
接
の
利
害
関
係
に
し
て
法
律
上
直
接
の
利
害
関
係
に
非
ざ
る
』
（
加
藤
・
前
掲
書

一
八
一
頁
）
だ
け
な
の
で
あ
る
。
本
判
決
は
、
従
来
と
か
く
誤
り
の
多
か
っ
た
こ
の
点
に
つ
き
周
到
な
る
注
意
を
払
い
、
『
実
際
上

有
利
』
『
実
際
上
不
利
」
の
語
を
附
し
て
、
そ
の
語
義
の
混
同
を
避
け
る
努
力
を
払
っ
て
い
る
。
か
か
る
細
心
の
配
慮
に
は
、
賛
意

（
１
）

を
表
す
る
。
本
件
に
お
い
て
は
、
こ
の
点
を
軽
視
し
て
は
な
壱
ｂ
な
い
と
思
う
。
」

地
番
の
境
界
は
原
則
的
に
は
当
事
者
の
所
有
権
の
範
囲
を
画
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
地
番
の
境
界
を
確
定
す
る
こ
と
は
実
際
上
当

事
者
の
所
有
権
の
範
囲
を
確
定
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
認
識
は
あ
る
も
の
の
、
Ｂ
命
題
は
当
事
者
の
所
有
権
の
範
囲
の
争
い
の
解
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決
に
お
い
て
合
理
性
を
も
つ
と
い
う
議
論
は
な
さ
れ
ず
、
か
え
っ
て
理
論
的
に
は
境
界
確
定
訴
訟
は
当
事
者
の
所
有
権
の
範
囲
を
確

定
す
る
訴
訟
で
は
な
い
か
ら
と
し
て
Ｂ
命
題
を
正
当
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
判
事
が
引
用
し
て
い
る
所
有
権
関

連
否
定
説
に
よ
る
正
当
化
と
同
様
、
無
理
な
強
弁
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

三
そ
れ
で
は
、
も
う
一
方
の
理
由
を
見
て
み
よ
う
。
こ
れ
に
つ
き
田
中
判
事
は
「
甲
地
と
乙
地
と
の
境
界
線
と
い
う
も
の
は
、
関

係
当
事
者
の
合
意
で
も
左
右
で
き
な
い
性
質
を
有
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
（
最
二
小
判
昭
和
一
一
一
一
・
一
二
・
一
一
八
民
集
一
○
・

（
２
）

一
六
二
一
九
頁
）
を
併
せ
考
え
る
と
」
と
述
べ
、
花
村
教
授
は
「
公
法
上
の
地
番
と
地
番
と
の
境
界
線
の
発
見
或
は
設
定
で
あ
る
か

ら
、
境
界
線
は
、
当
事
者
の
合
意
に
よ
っ
て
も
左
右
で
き
な
い
も
の
な
の
で
あ
り
（
最
―
―
小
判
昭
一
一
一
一
・
一
二
・
二
八
民
集
一
○
巻

（
３
）

一
二
号
一
六
一
一
一
九
頁
）
」
と
述
べ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
短
い
叙
述
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
す

こ
ぶ
る
重
大
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
登
記
簿
上
、
一
筆
の
土
地
と
さ
れ
て
い
る
土
地
の
境
界
が
当
事
者
の
合
意
に
よ
り
、
分
合
筆
の

登
記
を
経
る
こ
と
な
く
当
然
に
移
動
す
る
こ
と
は
な
い
は
ず
で
あ
る
の
で
、
地
番
の
境
界
は
当
事
者
の
合
意
だ
け
で
は
左
右
で
き
な

い
、
そ
れ
ゆ
え
地
番
の
境
界
に
つ
い
て
当
事
者
間
で
訴
訟
外
で
和
解
を
し
て
も
、
そ
れ
を
当
事
者
の
所
有
権
の
範
囲
の
和
解
と
し
て

有
効
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
地
番
の
境
界
に
つ
い
て
の
和
解
と
し
て
は
無
効
で
あ
る
、
そ
れ
ゆ
え
境
界
確

定
訴
訟
の
対
象
た
る
境
界
を
地
番
の
境
界
と
す
れ
ば
そ
の
地
番
の
境
界
に
つ
い
て
の
訴
訟
上
の
和
解
も
無
効
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
訴
訟
上
の
和
解
も
無
効
で
あ
る
の
に
、
地
番
の
境
界
を
判
決
で
確
定
す
る
場
合
は
当
事
者
双
方
の
主
張
す
る
境
界
線
の

範
囲
内
で
確
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
は
背
理
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
一
方
で
は
当
事
者
処
分
権
主
義
を
否
定
し
他
方
で

は
こ
れ
を
肯
定
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
訴
訟
上
、
訴
訟
外
の
和
解
が
無
効
で
あ
れ
ば
当
然
に
Ｂ
命
題
を
肯
定
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
地
番
境
界
理
論
は
Ｂ
命
題
肯
定
の
強
力
な
、
む
し
ろ
決
定
的
な
根
拠
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
田
中
判
事
、

花
村
教
授
は
非
訟
理
論
も
Ｂ
命
題
肯
定
の
理
由
に
し
て
い
る
が
、
Ｂ
命
題
肯
定
の
理
由
は
地
番
境
界
理
論
で
十
分
で
あ
り
、
非
訟
理
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論
は
単
な
る
理
論
構
成
に
す
ぎ
な
い
と
さ
え
言
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
こ
こ
で
地
番
境
界
理
論
が
Ｂ
命
題
肯
定
の
決
定
的
な
根
拠
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

鈴
木
重
勝
教
授
も
「
通
説
判
例
の
理
解
し
て
い
る
境
界
は
公
法
上
の
境
界
で
あ
る
。
。
…
・
・
…
た
し
か
に
、
隣
接
土
地
所
有
者
間
で
争

わ
れ
て
い
る
境
界
線
が
、
地
番
と
地
番
と
の
そ
れ
で
あ
る
な
ら
ば
、
通
説
・
判
例
に
従
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
の
境
界
線

が
公
法
上
の
も
の
で
あ
る
以
上
、
私
人
で
あ
る
原
告
は
請
求
の
趣
旨
に
お
い
て
一
定
の
境
界
線
を
明
示
す
る
必
要
は
な
い
し
、
ま
た

明
示
し
た
と
し
て
も
裁
判
所
は
そ
れ
に
拘
束
さ
れ
な
い
。
そ
し
て
私
人
で
あ
る
原
告
は
公
法
上
の
境
界
線
を
勝
手
に
移
動
さ
せ
る
こ

と
は
で
き
な
い
か
ら
、
請
求
の
認
諾
や
訴
訟
上
の
和
解
の
余
地
は
な
い
し
、
ま
た
、
境
界
線
に
つ
い
て
の
裁
判
上
の
自
白
に
裁
判
所

は
拘
束
さ
れ
な
い
。
ｌ
つ
ま
り
、
裁
判
外
で
も
裁
判
上
で
も
、
も
と
も
と
当
事
者
が
悪
意
的
に
変
更
で
き
な
い
公
法
上
の
境
界
の

（
４
）

問
題
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
訴
訟
の
開
始
（
Ⅱ
境
界
線
の
設
定
要
求
）
し
か
処
分
権
主
義
が
お
こ
な
わ
れ
ず
」
と
述
べ

て
い
る
。
も
っ
と
も
教
授
自
身
は
、
境
界
確
定
訴
訟
に
お
け
る
境
界
確
定
は
「
あ
く
ま
で
私
的
所
有
権
の
限
界
設
定
で
あ
る
か
ら
、

原
告
は
、
｜
定
の
境
界
線
を
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
裁
判
所
も
ま
た
、
そ
れ
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
に
な
麺
・
」
と
言
う
・

地
番
境
界
理
論
を
否
定
す
れ
ば
Ａ
Ｂ
命
題
も
当
然
に
否
定
さ
れ
る
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
地
番
境
界
理
論
を
肯
定
す
れ
ば
Ａ
Ｂ
命

題
が
当
然
に
肯
定
さ
れ
る
と
す
る
点
は
ま
っ
た
く
正
し
い
。

こ
の
よ
う
に
地
番
境
界
理
論
を
肯
定
す
れ
ば
Ａ
Ｂ
命
題
が
当
然
に
肯
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
す
で
に
地
番
境
界
理
論
を
肯
定

し
て
い
た
最
高
裁
が
昭
和
三
八
年
の
判
決
で
Ｂ
命
題
を
肯
定
し
た
の
は
む
し
ろ
当
然
で
あ
り
、
仮
に
Ｂ
命
題
を
否
定
し
た
な
ら
そ
れ

は
地
番
境
界
理
論
と
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
田
中
判
事
、
花
村
教
授
が
判
決
理
由
に
賛
成
す
る
ほ
か
、

「
甲
地
と
乙
地
と
の
境
界
線
と
い
う
も
の
は
、
関
係
当
事
者
の
合
意
で
も
左
右
で
き
な
い
性
質
を
有
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と

（
最
二
小
判
昭
和
一
一
一
一
・
’
一
一
・
一
一
八
民
集
一
○
・
一
六
一
一
一
九
頁
）
を
併
せ
考
え
る
と
」
と
か
、
「
公
法
上
の
地
番
と
地
番
と
の
境
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こ
の
よ
う
に
地
番
境
界
理
論
は
Ｂ
命
題
肯
定
の
決
定
的
な
根
拠
と
な
る
。
前
編
の
「
論
点
の
提
示
」
で
は
、
戦
前
の
学
説
で
は
こ

れ
は
論
点
に
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
と
、
議
論
の
錯
綜
を
避
け
る
た
め
に
ふ
れ
な
か
っ
た
が
こ
れ
は
大
き
な
論
点
で
あ
る
。

四
そ
れ
で
は
境
界
確
定
訴
訟
の
対
象
で
も
通
説
に
立
つ
Ａ
Ｂ
命
題
肯
定
説
に
属
す
る
他
の
論
者
も
田
中
判
事
、
花
村
教
授
と
同

（
６
）

様
、
地
番
境
界
理
論
に
よ
っ
て
も
Ｂ
命
題
を
根
拠
づ
け
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
者
も
存
す
る
が
、
多
く
の
論

（
１
）

者
は
地
番
境
界
理
論
に
よ
っ
て
も
Ｂ
命
題
を
根
拠
づ
け
る
よ
う
な
議
論
を
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
お
そ
・
り
く
（
準
）
請
求
に
関
す
る

非
訟
理
論
お
よ
び
Ｂ
命
題
は
戦
前
の
学
説
や
判
例
で
も
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
す
で
に
自
明
の
こ
と
で
そ
れ
以
上
に
根
拠
づ
け

を
必
要
と
し
な
い
と
受
け
止
め
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
論
者
も
、
問
わ
れ
れ
ば
お
そ
ら
く
多
く
の
者
が
地
番

境
界
理
論
も
Ｂ
命
題
の
根
拠
で
あ
る
と
答
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
、
境
界
確
定
訴
訟
全
体
に
つ
い
て
の
通
説
に
属
す

る
論
者
の
多
く
は
、
こ
の
立
場
の
代
表
者
と
目
さ
れ
て
い
る
村
松
判
事
の
よ
う
に
一
方
で
は
地
番
境
界
理
論
を
採
っ
て
境
界
確
定
訴

訟
は
当
事
者
の
所
有
権
の
範
囲
を
確
定
す
る
訴
訟
で
は
な
い
と
し
な
が
ら
、
他
方
で
は
そ
の
境
界
確
定
訴
訟
を
ま
さ
に
当
事
者
の
所

有
権
の
範
囲
の
争
い
の
解
決
と
い
う
観
点
か
ら
正
当
化
す
る
と
い
う
大
き
な
矛
盾
を
抱
え
て
い
る
と
は
思
わ
れ
ず
、
悩
み
な
く
地
番

境
界
理
論
も
Ｂ
命
題
も
肯
定
し
た
戦
前
の
兼
子
博
士
の
判
例
評
釈
の
影
響
に
よ
り
、
た
い
し
た
悩
み
な
く
地
番
境
界
理
論
を
肯
定
し

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
魂
・

五
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
右
に
述
べ
た
よ
う
に
地
番
境
界
理
論
は
Ｂ
命
題
肯
定
の
決
定
的
な
根
拠
と
な
る
。
そ
う
す
る
と
、

そ
れ
で
は
地
番
境
界
理
論
は
妥
当
か
と
い
う
問
題
に
な
る
。
私
は
「
境
界
確
定
訴
訟
の
対
象
た
る
境
界
と
は
何
か
」
と
い
う
タ
イ
ト

界
線
の
発
見
或
は
設
定
で
あ
る
か
ら
、
境
界
線
は
、
当
事
者
の
合
意
に
よ
っ
て
も
左
右
で
き
な
い
も
の
な
の
で
あ
り
（
最
二
小
判
昭

一
一
一
一
・
一
一
一
・
二
八
民
集
一
○
巻
一
二
号
一
六
一
一
一
九
頁
）
」
と
し
て
判
決
に
賛
成
し
た
こ
と
は
そ
の
点
で
は
ま
っ
た
く
も
っ
て
適
切

一
一
一
一
●
一
一

で
あ
っ
た
。
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行
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
花
村
教
授
は
「
境
界
確
定
の
訴
に
お
い
て
は
、
『
有
利
』
『
不
利
』
の
問
題
は
そ
も
そ
も
生

じ
な
い
」
と
し
て
、
理
論
的
に
は
境
界
確
定
訴
訟
は
当
事
者
の
所
有
権
の
範
囲
を
確
定
す
る
訴
訟
で
は
な
い
か
ら
と
し
て
Ｂ
命
題
を

正
当
化
し
よ
う
と
し
て
お
り
、
Ｂ
命
題
が
当
事
者
の
所
有
権
の
範
囲
の
争
い
の
解
決
に
お
い
て
合
理
性
を
も
つ
と
い
う
議
論
は
一
切

肯
定
し
て
は
な
ら
な
い
。

ル
の
別
稿
に
お
い
て
、
当
事
者
の
真
の
紛
争
は
所
有
権
の
範
囲
の
争
い
で
あ
る
の
で
、
こ
の
真
の
争
い
を
可
及
的
に
無
駄
を
省
き
つ

つ
一
挙
に
解
決
す
る
た
め
に
は
、
地
番
境
界
理
論
を
否
定
し
、
境
界
確
定
訴
訟
の
対
象
た
る
境
界
は
当
事
者
双
方
の
所
有
権
の
範
囲

を
画
す
る
境
界
、
す
な
わ
ち
所
有
権
の
境
界
と
解
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
詳
論
し
た
。
私
は
す
で
に
こ
の
理
由
か
ら
地
番
境
界
理
論

に
反
対
で
あ
る
の
で
、
地
番
境
界
理
論
か
ら
Ｂ
命
題
を
導
く
こ
と
に
も
反
対
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
次
の
点
も
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
Ｐ

そ
れ
は
、
な
る
ほ
ど
地
番
境
界
理
論
か
ら
は
必
然
的
に
Ｂ
命
題
が
導
か
れ
る
が
、
し
か
し
Ｂ
命
題
が
当
事
者
の
所
有
権
の
範
囲
の

争
い
の
解
決
に
お
い
て
合
理
性
を
も
つ
の
で
な
け
れ
ば
Ｂ
命
題
を
必
然
的
に
導
く
地
番
境
界
理
論
を
肯
定
し
て
は
な
ら
な
い
は
ず
で

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
む
ろ
ん
私
の
立
場
で
は
た
と
え
Ｂ
命
題
が
当
事
者
の
所
有
権
の
範
囲
の
争
い
の
解
決
に
お
い
て
合
理
性

を
も
つ
の
で
あ
っ
て
も
、
前
述
の
理
由
か
ら
地
番
境
界
理
論
は
採
れ
な
い
の
で
あ
る
が
）
。
な
ぜ
な
ら
、
地
番
の
境
界
は
公
法
上
の

も
の
で
あ
る
と
は
い
っ
て
も
地
番
の
境
界
は
原
則
的
に
は
当
事
者
の
所
有
権
の
範
囲
を
画
し
て
い
る
の
で
地
番
の
境
界
を
確
定
す
る

こ
と
は
実
質
的
に
見
る
と
原
則
的
に
は
当
事
者
の
所
有
権
の
範
囲
を
確
定
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
ゆ
え
地
番
の
境
界
の
確
定
に
つ

い
て
Ｂ
命
題
を
肯
定
す
る
こ
と
は
実
質
的
に
見
る
と
原
則
的
に
は
当
事
者
の
所
有
権
の
範
囲
に
つ
い
て
Ｂ
命
題
を
肯
定
し
た
こ
と
に

な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
確
か
に
地
番
境
界
理
論
を
肯
定
す
れ
ば
Ｂ
命
題
が
当
然
に
肯
定
さ
れ
る
が
、
逆
に
言
え
ば
Ｂ
命
題

が
当
事
者
の
所
有
権
の
範
囲
の
争
い
の
解
決
に
お
い
て
合
理
性
を
も
つ
の
で
な
け
れ
ば
Ｂ
命
題
を
必
然
的
に
導
く
地
番
境
界
理
論
を
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（
７
）
中
野
Ⅱ
松
浦
Ⅱ
鈴
木
編
・
民
事
訴
訟
法
講
義
〔
補
訂
第
二
版
〕
四
四
頁
（
中
野
貞
一
郎
）
、
斉
藤
秀
夫
・
民
事
訴
訟
法
概
論
一
三

○
頁
、
斉
藤
編
・
注
解
民
事
訴
訟
法
（
３
）
一
六
二
頁
以
下
（
斉
藤
秀
夫
）
、
小
室
Ⅱ
賀
集
編
・
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
民
事

訴
訟
法
一
一
一
八
頁
（
奈
良
次
郎
）
、
三
ヶ
月
章
・
民
事
訴
訟
法
第
二
版
（
弘
文
堂
）
一
八
七
頁
、
矢
代
利
則
・
判
批
・
民
事
研
修

一
一
三
号
一
一
一
七
頁
以
下
（
四
二
頁
）
、
瀬
戸
正
二
・
判
批
・
法
曹
時
報
二
○
巻
五
号
一
一
一
一
五
頁
以
下
（
一
一
一
一
九
頁
）
、
住
吉
博
「
土

地
経
界
確
定
の
訴
」
民
事
訴
訟
法
読
本
五
五
六
頁
以
下
（
五
七
一
頁
、
五
七
二
頁
）
、
奥
村
正
策
「
土
地
境
界
確
定
訴
訟
の
諸
問

題
」
実
務
民
事
訴
訟
法
講
座
４
一
七
九
頁
以
下
二
八
九
頁
）
、
友
納
治
夫
「
境
界
確
定
の
訴
と
取
得
時
効
」
実
例
法
学
全
集
民

事
訴
訟
法
上
巻
三
一
六
頁
以
下
（
一
一
一
二
一
頁
）
な
ど
。

（
８
）
拙
稿
「
境
界
確
定
訴
訟
の
対
象
た
る
境
界
と
は
何
か
（
四
・
完
）
」
琉
大
法
学
四
八
号
一
七
二
頁
以
下
参
照
。

（
６
）
畑
・
前
掲
、
小
川
正
澄
「
経
界
確
定
の
訴
に
つ
い
て
の
若
干
の
考
察
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
五
九
号
二
四
頁
以
下
（
一
一
八
頁
、
三
○

頁
）
、
松
津
節
子
「
境
界
確
定
訴
訟
」
小
川
英
明
Ⅱ
長
野
益
三
編
・
現
代
民
事
裁
判
の
課
題
①
不
動
産
取
引
七
一
二
頁
以
下
（
七

（
１
）
花
村
治
郎
・
判
批

（
２
）
田
中
永
司
・
判
批
一

（
３
）
花
村
・
一
三
二
頁
。

（
４
）
鈴
木
重
勝
「
不
利
￥

（
５
）
鈴
木
・
三
六
三
頁
。

三
七
頁
）
。

花
村
治
郎
・
判
批
・
法
学
二
八
巻
四
号
一
二
八
頁
以
下
（
一
一
一
一
二
頁
）
。

田
中
永
司
・
判
批
。
法
曹
時
報
一
五
巻
一
二
号
一
四
○
頁
以
下
（
一
四
一
頁
）

注

「
不
利
益
変
更
の
禁
止
」
林
屋
Ⅱ
小
島
編
・
民
事
訴
訟
法
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
三
五
七
頁
以
下
（
一
一
一
六
○
頁
）
。

◎
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’
さ
て
、
そ
れ
で
は
Ａ
Ｂ
命
題
を
否
定
す
る
少
数
説
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
宮
崎
判
事
は
Ａ
Ｂ
命
題
に
対

“
し
て
も
批
判
を
加
え
た
が
、
し
か
し
、
境
界
確
定
訴
訟
に
お
い
て
Ａ
Ｂ
命
題
を
否
定
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
「
当
事
者
双
方

玉く
の
主
張
す
る
経
界
線
に
囲
繧
さ
れ
た
係
争
地
域
に
対
す
る
所
有
権
の
帰
属
の
確
認
を
求
め
る
訴
訟
」
の
み
を
認
め
境
界
確
定
訴
訟
自

一体を否定した。しかしながら、この宮崎判事のＡＢ命題批判は境界確定訴訟においてＡＢ命題を否定する諸説を
窪
導
い
た
。
そ
れ
ら
は
、
す
べ
て
境
界
確
定
訴
訟
の
対
象
に
つ
い
て
境
界
確
定
訴
訟
の
当
事
者
の
真
の
紛
争
は
所
有
権
の
範
囲
の
争
い

繩
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
境
界
確
定
訴
訟
は
当
事
者
の
所
有
権
の
範
囲
を
確
定
す
る
訴
訟
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
と
い
う
点
で
共

輪
通
す
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
に
境
界
確
定
訴
訟
は
当
事
者
の
所
有
権
の
範
囲
を
確
定
す
る
訴
訟
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
立
場
に

”
立
つ
論
者
は
す
べ
て
Ａ
Ｂ
命
題
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
こ
の
立
場
に
立
つ
論
者
で
も
Ａ
Ｂ
命
題
を
肯
定
す
る
者
も
存
す
る

と熱
が
、
後
者
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
る
。

趣
な
お
、
境
界
確
定
訴
訟
は
当
事
者
の
所
有
権
の
範
囲
を
確
定
す
る
訴
訟
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
立
場
と
い
っ
て
も
、
通
説
が
境
界

戦
確
定
訴
訟
の
対
象
た
る
境
界
は
地
番
の
境
界
で
あ
る
と
す
る
点
に
は
異
議
を
唱
え
な
い
も
の
（
そ
の
意
味
で
は
地
番
境
界
理
論
を
否

一定しないもの）と、この点に異議を唱え境界確定訴訟の対象たる境界は地番の境界ではなく、それとは必ずしも
か
位
置
が
一
致
す
る
と
は
限
ら
な
い
所
有
権
の
境
界
で
あ
る
と
す
る
も
の
に
分
か
れ
る
が
、
前
者
は
地
番
の
境
界
が
分
合
筆
の
登
記
を

率
経
る
こ
と
な
く
当
事
者
の
合
意
の
み
で
移
動
す
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
点
な
ど
に
問
題
が
あ
る
こ
と
は
別
稿
で
論
じ
た
と
お

で
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、
同
じ
こ
と
は
Ｂ
命
題
を
否
定
す
る
点
に
も
い
え
る
の
で
あ
っ
て
、
地
番
の
境
界
に
つ
い
て
Ｂ
命
題
を
否
定
す

る
こ
と
は
、
結
局
、
分
合
筆
の
手
続
き
を
経
る
こ
と
な
し
に
地
番
の
境
界
の
位
置
に
つ
い
て
当
事
者
に
処
分
権
を
認
め
た
こ
と
に
な

六
否
定
説
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（
１
）

っ
て
不
当
で
あ
る
。
１
し
か
し
、
こ
の
立
場
の
問
題
点
は
別
稿
で
詳
論
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
の
点
は
お
い
て
、
こ
の
立
場
と
地
番

境
界
理
論
を
否
定
す
る
立
場
と
で
区
別
す
る
こ
と
な
く
Ａ
Ｂ
命
題
否
定
の
理
由
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

二
さ
て
、
否
定
説
の
最
初
の
も
の
は
小
室
直
人
教
授
の
所
説
で
あ
り
、
「
こ
の
訴
訟
は
、
境
界
線
を
確
定
す
る
と
同
時
に
、
所
有

権
の
範
囲
を
確
定
す
る
訴
訟
で
あ
り
、
そ
の
故
に
訴
訟
手
続
に
よ
ら
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
．
…
・
・
…
原
告
お
よ
び
被

告
は
一
定
線
を
主
張
し
係
争
地
域
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
、
自
己
の
請
求
特
定
し
な
い
も
の
と
解
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の

訴
え
が
双
方
の
訴
た
る
性
質
を
も
ち
、
実
質
上
被
告
の
反
訴
提
起
が
あ
っ
た
と
同
一
に
扱
う
べ
き
も
の
と
す
れ
ば
、
被
告
の
反
訴
申

立
に
当
る
部
分
と
し
て
、
被
告
の
一
定
線
の
主
張
を
も
同
等
に
処
遇
す
る
の
が
妥
当
で
は
な
か
ろ
う
か
。
か
か
る
解
釈
を
容
認
す
れ

ば
、
裁
判
所
が
原
告
お
よ
び
被
告
の
主
張
す
る
一
定
線
に
拘
束
さ
れ
ず
、
自
か
ら
正
当
と
認
め
る
境
界
線
を
確
定
し
う
る
限
界
は
、

原
告
お
よ
び
被
告
の
主
張
す
る
一
定
線
に
囲
ま
れ
る
部
分
、
す
な
わ
ち
係
争
部
分
に
限
ら
れ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
限

界
を
越
え
る
こ
と
は
、
た
と
え
そ
の
本
質
が
非
訟
事
件
で
あ
っ
て
も
、
訴
訟
形
式
を
と
る
限
り
、
民
訴
法
一
八
六
条
に
違
反
す
る
も

（
２
）

の
Ｌ
」
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
は
範
囲
的
思
考
に
立
ち
原
告
の
一
定
線
の
主
張
を
い
わ
ゆ
る
訴
訟
上
の
請
求
と
見
て
当
事
者
処
分
権
主
義
を
適
用
す
る
こ
と

に
よ
り
Ａ
Ｂ
命
題
を
否
定
す
る
と
い
う
理
論
構
成
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
は
ひ
と
つ
に
は
「
こ
の
訴
訟
は
、
境
界
線
を
確
定
す
る
と

同
時
に
、
所
有
権
の
範
囲
を
確
定
す
る
訴
訟
で
あ
」
る
か
ら
で
あ
り
、
ひ
と
つ
に
は
「
た
と
え
そ
の
本
質
が
非
訟
事
件
で
あ
っ
て

も
、
訴
訟
形
式
を
と
る
」
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
前
者
は
、
当
事
者
の
所
有
権
の
範
囲
が
境
界
確
定
訴
訟
の
対
象
で
あ
れ
ば
当
然

に
Ｂ
命
題
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
そ
れ
だ
け
で
は
Ｂ
命
題
否
定
の
理
由
と

し
て
十
分
で
は
な
い
が
、
従
来
の
学
説
が
当
事
者
の
所
有
権
の
範
囲
は
境
界
確
定
訴
訟
の
対
象
で
は
な
い
と
す
る
こ
と
に
よ
り
Ｂ
命

題
を
正
当
化
し
よ
う
と
し
た
り
、
さ
ら
に
は
地
番
の
境
界
は
公
法
上
の
も
の
で
当
事
者
の
合
意
に
よ
っ
て
も
左
右
で
き
な
い
と
い
う
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こ
と
に
よ
り
Ｂ
命
題
を
根
拠
づ
け
よ
う
と
す
る
こ
と
に
対
す
る
批
判
と
し
て
見
れ
ば
重
要
な
指
摘
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

後
者
は
、
Ｂ
命
題
を
肯
定
す
る
こ
と
は
境
界
確
定
訴
訟
が
「
訴
訟
形
式
を
と
る
限
り
、
民
訴
法
一
八
六
条
に
違
反
す
る
」
と
い
う
の

は
、
も
と
も
と
Ｂ
命
題
肯
定
説
は
前
編
で
見
た
よ
う
に
請
求
に
関
す
る
非
訟
理
論
に
よ
り
、
裁
判
所
に
よ
る
境
界
確
定
自
体
を
い
わ

ゆ
る
請
求
と
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
な
批
判
を
回
避
し
た
の
で
あ
る
し
、
そ
も
そ
も
「
た
と
え
そ
の
本
質
が
非
訟
事
件
で
あ

っ
て
も
、
訴
訟
形
式
を
と
る
限
り
、
民
訴
法
一
八
六
条
に
違
反
す
る
」
と
い
う
の
は
本
来
は
Ｂ
命
題
を
肯
定
す
べ
き
で
あ
る
が
訴
訟

の
形
式
を
と
る
以
上
Ｂ
命
題
を
や
む
な
く
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
の
で
適
切
で
は
な
い
。

教
授
は
「
境
界
確
定
訴
訟
は
、
裁
判
所
が
境
界
線
を
非
訟
的
に
確
定
し
、
換
言
す
れ
ば
、
形
成
要
件
の
実
体
規
定
が
な
く
て
も
自
か

（
３
）

》
ｂ
正
当
と
認
め
る
境
界
線
を
確
定
」
す
る
訴
訟
で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
は
私
の
い
う
境
界
確
定
に
関
す
る
非
訟
理
論
を
肯
定
す
る
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
教
授
は
Ａ
Ｂ
命
題
は
認
め
な
い
。
こ
れ
は
私
の
い
う
請
求
に
関
す
る
非
訟
理
論
を
否
定
す
る
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
た
と
え
そ
の
本
質
が
非
訟
事
件
で
あ
っ
て
も
、
訴
訟
形
式
を
と
る
限
り
、
民
訴
法
一
八
六
条
に
違
反
す
る
」
と

す
る
の
で
は
な
く
、
非
訟
理
論
を
境
界
確
定
に
関
す
る
非
訟
理
論
と
請
求
に
関
す
る
非
訟
理
論
と
に
区
別
し
、
前
者
は
肯
定
す
べ
き

で
あ
る
が
後
者
は
否
定
す
べ
き
で
あ
る
と
論
じ
る
べ
き
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
教
授
は
Ａ
Ｂ
命
題
の
否
定
に
あ
た
り
、
「
被
告
の
一
定
線
の
主
張
を
も
同
等
に
処
遇
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
当
事
者
間

の
公
平
と
い
う
こ
と
か
ら
こ
れ
は
当
然
に
要
請
さ
れ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
教
授
は
そ
の
た
め
に
「
こ
の
訴
え
が
双
方
の
訴
た
る

性
質
を
も
ち
、
実
質
上
被
告
の
反
訴
提
起
が
あ
っ
た
と
同
一
に
扱
う
べ
き
も
の
」
と
す
る
。
し
か
し
、
被
告
が
一
定
線
を
主
張
し
な

い
場
合
は
ど
の
よ
う
な
処
置
が
な
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
教
授
は
な
ん
ら
ふ
れ
て
い
な
い
が
、
Ａ
Ｂ
命
題
否
定
説

で
は
こ
の
点
は
当
然
に
問
題
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
村
松
判
事
は
も
し
Ｂ
命
題
を
否
定
す
れ
ば
当
事
者
双
方
の
主
張
線
が
交
錯
す
る
場
合
に
そ
の
中
間
に
境
界
を
確
定
す
る
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し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
Ｙ
も
Ｃ
Ｏ
線
の
認
容
を
条
件
と
し
て
、

Ｏ
Ｄ
線
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
Ｘ
は
Ａ
Ｏ
線
が
認
容
さ
れ
な
け
れ
ば
Ｏ
Ｂ
線
の
主
張
を
変
更
す
る
で
あ
ろ
う

し
、
Ｙ
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
０
点
を
境
と
し
た
一
種
の
請
求
の
予
備
的
併
合
が
あ
る
と
解
釈
で
き
な
い
だ
ろ
う

か
。
こ
の
よ
う
な
予
備
的
併
合
は
、
Ａ
Ｏ
線
又
は
Ｃ
Ｏ
線
の
認
容
に
左
右
さ
れ
、
Ｏ
Ｂ
線
Ｏ
Ｄ
線
の
主
張
は
不
特
定
の
申
立
と
な
ら

ざ
る
を
え
な
い
。
も
し
Ｘ
が
Ａ
Ｏ
線
の
不
認
容
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｏ
Ｂ
線
の
主
張
を
そ
の
ま
ま
維
持
し
、
Ｙ
も
Ｏ
Ｄ
線
の
主
張
を

そ
の
ま
ま
維
持
す
れ
ば
、
Ｏ
Ｂ
Ｄ
の
地
域
は
、
Ｘ
、
Ｙ
の
所
有
に
属
し
な
い
第
三
者
の
地
域
が
介
在
す
る
如
く
な
り
、
こ
の
部
分
は

不
適
法
の
訴
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
裁
判
所
は
Ｏ
Ｎ
の
境
界
線
を
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
り
、
境
界
の
争

い
の
あ
る
の
は
、
Ａ
Ｏ
Ｃ
の
係
争
地
域
だ
け
で
あ
り
、
Ｍ
Ｏ
線
だ
け
が
適
法
正
当
な
境
界
線
で
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
や

（
４
）

や
技
巧
に
す
ぎ
る
解
釈
の
感
が
な
い
で
も
な
い
が
、
民
訴
一
八
六
条
の
適
用
上
そ
う
解
さ
ざ
る
を
え
な
い
。
」

に
述
べ
て
い
る
。

工
「
村
松
判
事
の
示
さ
れ
る
〔
Ⅲ
〕
図
の
如
き
場
合
に
は
、

確
か
に
民
訴
一
八
六
条
違
反
が
一
部
に
生
じ
る
よ
う
に
見
え

Ｃ

る
。
す
な
わ
ち
、
Ｏ
Ｂ
Ｎ
の
地
域
に
つ
い
て
は
、
Ｘ
の
主
張

以
上
に
、
Ｏ
Ｄ
Ｎ
の
地
域
に
つ
い
て
は
、
Ｙ
の
主
張
以
上
に

Ｍ

有
利
に
判
決
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
こ

の
設
例
は
、
次
に
よ
》
っ
に
分
析
さ
れ
る
。
Ｘ
は
Ａ
Ｏ
線
が
そ

Ａ

の
ま
ま
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
Ｏ
Ｂ
線
を
主
張

こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
が
、
こ
れ
に
つ
き
小
室
教
授
は
次
の
よ
う

ＤＮＢ

ＡＢはＸの主張線
ＣＤＦＹの主張線
ＭＮは裁判所確定線
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一
一
一
森
松
萬
英
判
事
も
Ａ
Ｂ
命
題
を
否
定
す
魂
・
議
論
は
未
整
理
で
難
解
で
あ
る
が
、
結
局
、
民
事
訴
訟
の
原
則
に
対
す
る
例
外
を

（
７
）

認
め
る
必
要
は
な
い
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
判
事
は
範
囲
的
思
考
に
立
ち
、
原
生
ロ
の
一
定
線
の
主
張
を

こ
の
よ
う
に
小
室
教
授
は
「
予
備
的
併
合
」
と
い
う
構
成
に
よ
り
こ
の
場
合
に
Ｍ
Ｏ
Ｎ
線
を
境
界
と
し
て
確
定
す
る
こ
と
を
可
能

に
し
よ
う
と
す
る
。
Ｂ
命
題
を
否
定
す
る
立
場
で
は
確
か
に
こ
れ
は
考
慮
に
値
す
る
議
論
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
小
室
教
授
は
当
事
者
双
方
の
主
張
線
が
交
錯
し
、
そ
の
中
間
に
真
の
境
界
線
が
存
す
る
場
合
に
つ
き
、
「
予
備
的
併

合
」
と
い
う
構
成
に
よ
り
、
そ
の
位
置
に
境
界
を
確
定
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
つ
い
て
も
次

の
よ
う
な
議
論
を
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
「
仮
に
係
争
地
外
に
客
観
的
に
明
白
な
境
界
線
が
あ
る
こ
と
が
判
明
す
れ
ば
、

裁
判
所
は
釈
明
し
て
当
事
者
の
主
張
を
改
め
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
ず
れ
か
の
当
事
者
に
必
ず
有
利
で
あ
る
か
ら
、
そ
の

当
事
者
が
変
更
す
る
で
あ
丘
玉
・
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
教
授
は
裁
判
所
に
こ
の
よ
う
な
釈
明
権
を
認
め
る
に
と
ど
ま
る
の
か
、
そ

れ
と
も
釈
明
義
務
を
認
め
て
釈
明
し
な
い
場
合
は
上
告
理
由
と
な
る
と
す
る
趣
旨
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
「
裁
判
所

は
釈
明
し
て
当
事
者
の
主
張
を
改
め
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
」
と
い
う
表
現
を
そ
の
ま
ま
受
け
止
め
れ
ば
後
者
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
こ
の
よ
う
な
釈
明
権
、
さ
ら
に
は
釈
明
義
務
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
Ｂ
命
題
を
肯
定
す
る
立
場
と
の
差
異
は
そ
れ

ほ
ど
大
き
く
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
重
要
な
点
で
あ
る
。

な
お
、
そ
こ
に
は
「
仮
に
係
争
地
外
に
客
観
的
に
明
白
な
境
界
線
が
あ
る
こ
と
が
判
明
す
れ
ば
」
と
あ
る
の
で
、
こ
の
よ
う
な
扱

い
を
そ
の
よ
う
な
場
合
に
限
っ
て
認
め
、
裁
量
で
境
界
を
確
定
す
る
場
合
に
は
仮
に
さ
ま
ざ
ま
な
事
実
か
ら
当
事
者
双
方
の
主
張
線

の
範
囲
外
に
境
界
を
確
定
す
る
の
が
適
当
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
も
、
裁
判
所
は
釈
明
権
を
行
使
す
る
こ
と
な
く
当
事
者
双
方
の

主
張
線
の
範
囲
内
で
、
そ
れ
ゆ
え
い
ず
れ
か
の
当
事
者
の
主
張
線
の
位
置
に
お
い
て
境
界
を
確
定
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
の
で
あ
ろ
う
か
。

三
森
松
萬
英
判
壺
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い
わ
ゆ
る
請
求
と
見
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
点
は
前
述
の
前
田
判
事
と
同
様
で
あ
る
。
そ
し
て
Ａ
命
題
否
定
に
つ
い
て
は
前
田

判
事
の
議
論
を
引
用
し
て
い
る
が
、
「
成
文
法
の
法
律
要
件
事
実
の
主
張
が
法
律
的
主
張
と
し
て
の
請
求
で
あ
る
と
同
様
条
理
に
基

（
８
）

づ
く
構
成
要
件
事
実
の
主
張
が
法
律
的
主
張
と
し
て
の
請
求
で
あ
る
。
」
「
原
生
□
の
主
張
す
る
一
定
線
の
主
張
は
原
生
□
の
審
判
に
よ

っ
て
受
く
べ
き
条
理
上
の
権
利
の
主
張
で
あ
甑
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
前
田
判
事
以
後
に
現
れ
た
、
兼
子
博
士
の
議
論
、
す
な
わ

ち
形
成
基
準
と
な
る
法
規
を
欠
く
か
ら
法
律
的
主
張
と
し
て
の
請
求
が
な
い
と
し
て
請
求
に
関
す
る
非
訟
理
論
を
論
理
必
然
的
に
導

く
議
論
を
批
判
す
る
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
森
松
判
事
は
Ｂ
命
題
に
つ
い
て
は
前
田
判
事
と
は
異
な
り
こ
れ
を
否
定

す
る
。
そ
し
て
、
「
前
田
直
之
助
判
事
は
『
旧
民
訴
二
一
一
一
一
条
（
現
民
訴
一
八
六
条
）
の
適
用
が
あ
れ
ば
…
…
…
原
告
は
損
は
し
て

も
得
は
せ
ぬ
か
ら
原
告
に
な
る
者
が
な
い
』
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
申
立
の
範
囲
内
で
決
め
る
当
然
の
結
果
で
あ
り
、
裁
判
所
は
み

す
み
す
虚
偽
の
境
界
を
画
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
説
明
す
る
が
、
こ
の
点
も
民
訴
が
絶
対
的
真
実
を
求
め
て
い
な
い
当
然
の
結
果
で
あ

範
・
」
と
述
べ
て
い
る
。
後
半
は
そ
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
前
半
は
「
原
告
は
損
は
し
て
も
得
は
せ
ぬ
」
と
い
う
こ
と
自
体
が
誤
り

で
あ
る
こ
と
は
前
述
し
た
。
な
お
、
山
田
博
士
は
「
相
隣
地
が
一
一
個
以
上
に
し
て
其
経
界
線
が
一
点
に
集
合
し
互
に
屈
曲
せ
る
場

合
」
Ｂ
命
題
を
否
定
す
れ
ば
境
界
を
確
定
す
る
こ
と
が
不
可
能
と
な
る
と
論
じ
た
が
、
こ
れ
に
対
し
、
森
松
判
事
は
そ
れ
は
誤
解
で

あ
る
と
い
う
趣
旨
の
議
論
を
し
て
い
魂
。
し
か
し
、
私
に
は
森
松
判
事
の
方
が
誤
解
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
・

四
新
堂
幸
司
教
授
は
、
「
最
高
裁
は
境
界
確
定
訴
訟
の
特
殊
性
を
ひ
と
た
び
認
め
る
と
こ
れ
を
あ
ら
ゆ
る
問
題
に
無
造
作
に
認
め

（
皿
）

て
い
く
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
が
、
各
問
題
ご
と
に
き
め
細
か
に
検
討
し
て
い
く
の
が
や
は
り
本
筋
」
で
あ
る
と
い
う
鋭
い
指
摘
を

（
旧
）

し
、
「
こ
の
種
の
紛
争
に
お
い
て
は
・
・
・
…
…
請
求
棄
却
と
い
う
答
え
方
で
は
紛
争
は
解
決
さ
れ
な
い
」
と
い
う
こ
と
と
、
「
境
界
線

の
立
証
が
困
難
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
立
証
責
任
を
制
度
的
に
緩
和
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
、
…
…
…
当
事
者
に
よ
る
立
証
が

（
ｕ
）

困
難
な
と
き
に
は
結
局
裁
判
所
が
〈
ロ
理
的
な
境
界
線
を
創
設
し
て
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
い
う
こ
と
は
通
常
の
民
事
訴
訟



境界確立訴訟において原告の主張する境界線を越えて境界を確定することが
できるか－戦後の学説と判例、論点の整理一（玉城黙）

5５

五
高
木
積
夫
判
事
は
Ａ
Ｂ
命
題
を
否
定
す
る
が
、
Ｂ
命
題
否
定
に
つ
き
、
「
境
界
確
定
は
双
方
申
立
の
訴
に
属
す
る
が
、
ま
ず
原

告
の
前
叙
形
成
要
件
の
存
否
を
判
断
し
、
そ
れ
が
認
容
さ
れ
な
い
場
合
被
告
の
申
立
に
つ
き
判
断
し
、
そ
の
い
ず
れ
も
認
容
さ
れ
な

（
Ⅳ
）

い
場
〈
ロ
係
争
地
域
内
で
原
告
申
立
の
一
部
認
容
（
質
的
ま
た
は
量
的
）
と
し
て
境
界
を
確
定
で
き
る
と
解
し
た
い
。
」
と
述
べ
て
い

る
。
そ
の
う
ち
量
的
一
部
認
容
と
い
う
の
は
ま
さ
に
範
囲
的
思
考
に
立
っ
て
い
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
が
、
質
的
一
部
認
容
と
い
う

こ
と
に
な
る
と
や
や
そ
の
点
が
不
明
と
な
る
。
こ
こ
は
範
囲
的
思
考
に
立
っ
て
量
的
一
部
認
容
と
す
る
の
が
簡
明
で
あ
る
。
判
事
は

ま
た
、
Ｂ
命
題
否
定
に
つ
き
「
原
告
主
張
線
よ
り
所
有
権
の
及
ぶ
範
囲
と
し
て
有
利
な
線
で
確
定
す
る
こ
と
は
原
告
が
求
め
て
い
な

い
事
柄
で
あ
り
、
訴
の
利
益
は
有
し
な
い
。
原
告
と
し
て
は
、
境
界
は
、
原
告
申
立
線
が
所
有
権
の
及
ぶ
最
も
有
利
な
線
と
し
て
申

に
対
す
る
境
界
確
定
訴
訟
の
特
殊
性
と
し
て
認
め
る
が
、
「
境
界
確
定
の
訴
え
の
実
質
は
、
あ
く
ま
で
も
所
有
権
の
効
力
の
及
ぶ
範

（
旧
）

囲
に
つ
い
て
の
私
人
間
の
争
い
で
あ
」
る
と
い
う
立
場
か
、
ｂ
そ
の
他
の
特
殊
性
は
否
定
す
る
。
教
授
が
否
定
す
る
特
質
の
中
に
は
む

ろ
ん
Ａ
Ｂ
命
題
も
含
ま
れ
て
い
る
。
教
授
の
問
題
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
は
ま
っ
た
く
も
っ
て
正
当
で
あ
り
、
高
く
評
価
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
が
、
た
だ
、
教
授
が
範
囲
的
思
考
に
立
っ
て
い
る
か
は
や
や
疑
問
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
右
に
述
べ
た
よ
う
に
教
授
は

「
こ
の
種
の
紛
争
に
お
い
て
は
…
…
…
請
求
棄
却
と
い
う
答
え
方
で
は
紛
争
は
解
決
さ
れ
な
い
」
か
ら
請
求
棄
却
は
な
い
と
い
う
こ

と
を
境
界
確
定
訴
訟
の
特
殊
性
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
範
囲
的
思
考
に
よ
れ
ば
範
囲
は
有
か
無
か
で
は
な
く
ど
の
範
囲
か
が
問
題
と

な
る
の
で
あ
る
か
ら
請
求
棄
却
と
い
う
こ
と
は
そ
も
そ
も
あ
り
え
な
い
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
教
授
は
「
量
的
な
問
題
と

（
Ｕ

し
て
一
部
認
容
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
」
と
も
述
べ
て
い
る
が
、
範
囲
的
思
考
に
よ
れ
ば
最
初
か
ら
量
的
な
問
題
で
あ
り
、
こ
れ

も
か
え
っ
て
教
授
が
い
ま
だ
完
全
に
は
範
囲
的
思
考
に
立
っ
て
い
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
。
こ
れ
ら
は
お
そ
ら
く
「
単
な
る
線
」
的

思
考
に
た
っ
た
議
論
に
引
き
ず
ら
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
が
、
範
囲
的
思
考
に
立
た
な
け
れ
ば
Ｂ
命
題
否
定
の
理
論
構
成
は
容
易
で
は

な
い
で
あ
ろ
う
。
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立
て
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
以
下
で
は
あ
り
得
て
も
、
そ
れ
以
上
被
告
所
有
地
内
に
入
る
こ
と
は
な
い
と
の
点
で
は
当
事
者

間
に
争
い
が
な
く
、
そ
の
意
味
で
の
境
界
紛
争
は
存
し
な
い
。
…
…
…
こ
の
関
係
は
被
告
主
張
線
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
当
事
者
双
方
の
申
立
線
で
は
さ
ま
れ
た
係
争
地
域
で
境
界
を
確
定
し
て
こ
そ
、
当
事
者
の
境
界
紛
争
を
訴
訟
で
解
決
す
る

（
畑
）

法
律
上
の
利
益
が
肯
定
さ
れ
る
。
」
と
言
う
。
こ
の
う
ち
「
訴
え
の
利
益
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
そ
も
そ
も
「
原
告
が
求
め
て
い
な

い
事
柄
」
で
あ
る
と
す
る
以
上
、
訴
訟
要
件
と
し
て
の
「
訴
え
の
利
益
」
は
問
題
に
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
は
当
事
者

が
求
め
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
裁
判
を
す
る
の
は
実
益
が
な
い
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
あ
ろ
う
が
、
む
し
ろ
当
事
者
が
求
め
て
い

な
い
こ
と
に
つ
い
て
裁
判
を
し
て
は
な
ら
な
い
（
当
事
者
処
分
権
主
義
）
と
言
う
の
が
適
切
で
あ
る
。
Ｂ
命
題
の
否
定
は
範
囲
的
思

考
に
立
ち
、
当
事
者
処
分
権
主
義
を
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
こ
と
に
よ
り
導
か
れ
る
。
た
だ
宮
崎
判
事
の
Ｂ
命
題
批
判
に
つ
い
て
述
べ

た
よ
う
に
、
裁
判
の
予
測
の
困
難
と
い
う
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
は
た
し
て
「
原
告
と
し
て
は
、
境
界
は
、
原
告
申
立
線
が
所
有
権
の

及
ぶ
最
も
有
利
な
線
と
し
て
申
立
て
て
い
る
」
と
い
え
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
Ｂ
命
題
を
肯
定
す

る
こ
と
こ
そ
が
当
事
者
の
真
意
に
沿
っ
て
い
る
と
い
え
な
い
こ
と
も
な
い
の
で
、
右
の
議
論
と
と
も
に
、
民
訴
一
八
六
条
の
趣
旨
は

相
手
方
に
防
御
の
最
終
目
標
を
提
示
す
る
と
い
う
こ
と
に
も
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
Ｂ
命
題
の
肯
定
は
そ
の
点
で
の
合
理
性
を
損

な
う
こ
と
を
も
問
題
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

判
事
は
Ｂ
命
題
を
否
定
す
る
が
、
「
当
事
者
双
方
の
申
立
は
そ
の
意
味
で
拘
束
力
を
も
ち
、
少
な
く
と
も
、
裁
判
所
が
双
方
申
立

線
で
囲
ま
れ
た
係
争
地
域
外
で
境
界
を
設
定
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
釈
明
権
を
行
使
し
、
双
方
の
主
張
立
証
を
ま
っ
て
判
断
す
べ
き

（
旧
）

で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
小
室
教
授
の
よ
う
に
「
裁
判
所
は
釈
明
し
て
当
事
者
の
主
張
を
改
め
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
」

と
い
う
の
と
は
異
な
り
釈
明
義
務
ま
で
は
認
め
な
い
趣
旨
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
小
室
教
授
は
「
係
争
地
外
に
客
観
的
に
明
白
な
境
界

線
が
あ
る
こ
と
が
判
明
」
し
た
場
合
に
の
み
釈
明
権
を
行
使
す
べ
き
と
す
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
こ
と
は
前
述
し
た
が
、
判
事
は
こ
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の
よ
う
な
限
定
す
る
か
の
よ
う
な
表
現
は
し
て
い
な
い
。

な
お
、
判
事
は
境
界
確
定
訴
訟
の
法
的
性
質
が
形
式
的
形
成
訴
訟
で
あ
る
こ
と
を
争
い
、
形
成
要
件
は
存
在
す
る
の
で
通
常
の
形

成
訴
訟
で
あ
る
か
ら
民
訴
一
八
六
条
の
適
用
は
あ
る
と
す
る
と
と
も
に
、
仮
に
形
式
的
形
成
訴
訟
で
あ
る
と
し
て
も
民
訴
一
八
六
条

（
剛
）

の
適
用
は
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
後
半
は
そ
こ
で
言
う
形
式
的
形
成
訴
訟
と
は
私
の
言
う
境
界
確
定
に
関
す
る
非
訟
理
論
の
こ
と
で

あ
り
、
そ
こ
に
は
境
界
確
定
に
関
す
る
非
訟
理
論
と
請
求
に
関
す
る
非
訟
理
論
と
を
区
別
す
る
と
い
う
発
想
が
見
ら
れ
る
。

六
宮
川
種
一
郎
判
事
は
境
界
確
定
訴
訟
は
原
告
主
張
線
と
被
告
主
張
線
に
は
さ
ま
れ
た
係
争
地
（
判
事
は
こ
れ
を
境
界
帯
と
呼

（
Ⅲ
）

ぶ
。
）
の
所
有
権
を
配
分
す
る
訴
訟
で
あ
る
と
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
当
然
に
Ａ
Ｂ
命
題
は
否
定
さ
れ
る
。

（
四

七
花
田
政
道
判
事
は
境
界
確
定
訴
訟
の
対
象
た
る
境
界
は
地
番
の
境
界
で
は
な
く
、
「
私
権
対
象
の
土
地
境
界
」
、
す
な
わ
ち
所

有
権
の
境
界
で
あ
る
と
す
る
が
、
今
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
「
弁
論
主
義
、
処
分
権
主
義
に
対
す
る
解
答
は
お
の
ず
か
ら
明
ら
か
で

あ
調
・
」
と
だ
け
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
読
者
に
と
っ
て
は
判
事
の
見
解
は
「
お
の
ず
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
」
と
は
い

え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
一
方
で
は
境
界
確
定
訴
訟
の
対
象
は
所
有
権
の
境
界
で
あ
る
か
ら
弁
論
主
義
、
処
分
権
主
義
は
当
然
適
用
さ

れ
る
と
読
め
る
と
と
も
に
、
他
方
で
は
判
事
は
境
界
確
定
訴
訟
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
は
通
説
と
同
様
、
形
式
的
形
成
訴
訟
と
す
る

の
で
、
境
界
確
定
訴
訟
の
対
象
は
所
有
権
の
境
界
で
あ
る
が
境
界
確
定
訴
訟
の
法
的
性
質
は
形
式
的
形
成
訴
訟
で
あ
る
の
で
弁
論
主

（
Ｕ

義
、
処
分
権
主
義
は
当
然
適
用
さ
れ
な
い
と
も
読
め
る
か
、
ｂ
で
あ
る
。
後
者
の
よ
う
に
解
す
る
者
も
い
る
が
、
通
説
の
弁
論
主
義
、

処
分
権
主
義
に
つ
い
て
判
事
は
批
判
的
に
紹
介
し
て
い
る
と
読
め
る
し
、
境
界
確
定
訴
訟
の
法
的
性
質
は
形
式
的
形
成
訴
訟
で
あ
る

と
す
る
の
は
私
の
い
う
境
界
確
定
に
関
す
る
非
訟
理
論
の
み
を
考
え
て
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
の
で
、
前
者
と
解
す

る
の
が
正
し
い
と
思
う
。
な
お
、
「
弁
論
主
義
」
と
い
う
の
は
広
義
の
そ
れ
で
今
の
問
題
は
こ
れ
に
含
ま
れ
て
い
る
。

八
岡
村
旦
判
事
も
境
界
確
定
訴
訟
は
当
事
者
の
所
有
権
の
範
囲
を
確
定
す
る
訴
訟
で
あ
る
と
い
う
立
場
か
ら
Ａ
Ｂ
命
題
を
否
定
す
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（
溺
）

る
。
そ
Ｉ
し
て
Ｂ
命
題
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
認
め
る
と
「
当
事
者
に
不
意
打
ち
を
与
え
る
こ
と
に
な
」
り
、
「
相
手
方
の
防
御
の
機
会

（
配
）

を
失
わ
せ
る
と
と
も
に
」
係
争
地
域
外
の
権
利
関
係
に
つ
い
て
の
「
当
事
者
双
方
の
…
…
・
・
・
自
白
を
完
全
に
顧
慮
し
な
い
も
の
で
」

不
当
で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
は
Ｂ
命
題
の
否
定
を
一
定
線
を
主
張
す
る
当
事
者
の
意
思
に
よ
っ
て
だ
け
で
は
な
く
、
相
手
方
の
防
御

の
機
会
と
い
う
観
点
か
ら
も
根
拠
づ
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
注
目
に
値
す
る
。
な
お
、
判
事
は
「
小
室
氏
の
い
わ
れ
る
よ
う
に
か
り

に
係
争
外
に
客
観
的
に
明
白
な
境
界
線
が
あ
る
こ
と
が
判
明
す
れ
ば
、
裁
判
所
は
釈
明
し
て
当
事
者
の
主
張
を
改
め
さ
せ
る
べ
き
で

（
閲
）

あ
る
。
」
と
す
る
ほ
か
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
境
界
と
い
う
も
の
は
当
事
者
に
す
ら
４
℃
と
も
と
不
明
確
な
も
の
で
あ
る
か

ら
、
そ
の
申
立
を
一
定
の
線
で
明
示
さ
せ
る
こ
と
は
時
と
し
て
難
き
を
強
い
る
も
の
で
、
前
記
の
通
り
そ
の
申
立
線
の
周
縁
近
く
に

そ
の
主
張
の
所
有
係
争
地
域
の
一
部
が
認
め
ら
れ
な
い
時
は
当
然
主
張
す
る
で
あ
ろ
う
他
の
部
分
の
境
界
線
（
前
述
⑤
図
）
位
は
認

定
し
て
も
、
申
立
の
範
囲
を
越
え
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
な
ど
の
幅
を
認
め
た
上
で
、
そ
の
程
度
の
境
界
線
に
つ
い
て
の
い
わ
ば
概

（
泌
）

括
的
申
立
は
要
す
る
と
し
た
方
が
、
…
…
…
係
争
地
域
を
明
確
に
さ
せ
検
証
を
す
る
上
に
Ｊ
ｂ
便
宜
で
あ
ろ
う
。
」
こ
の
う
ち
、

「
（
前
述
⑤
図
）
」
と
は
当
事
者
双
方
の
主
張
線
が
交
差
す
る
場
合
で
あ
り
、
そ
の
場
合
に
つ
き
判
事
は
論
文
の
別
の
箇
所
で
は
小

（
閲
）

室
教
授
の
見
解
を
「
巧
妙
な
卓
見
と
思
う
」
と
評
価
し
て
い
る
が
、
小
室
教
授
の
よ
う
に
予
備
的
併
合
と
い
う
表
現
で
は
な
く
「
概

括
的
申
立
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
。

九
前
述
の
よ
う
に
、
鈴
木
重
勝
教
授
は
境
界
確
定
訴
訟
が
公
法
上
の
も
の
で
あ
る
地
番
の
境
界
を
確
定
す
る
訴
訟
で
あ
れ
ば
Ａ
Ｂ

命
題
が
肯
定
さ
れ
る
が
、
境
界
確
定
訴
訟
に
お
け
る
境
界
確
定
は
「
あ
く
ま
で
私
的
所
有
権
の
限
界
設
定
で
あ
る
か
ら
、
原
告
は
、

一
定
の
境
界
線
を
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
裁
判
所
も
ま
た
、
そ
れ
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
に
な
麺
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
地

番
境
界
理
論
か
ら
Ａ
Ｂ
命
題
が
必
然
的
に
導
か
れ
る
と
い
う
指
摘
は
正
し
い
が
、
反
対
に
地
番
境
界
理
論
を
否
定
す
れ
ば
Ａ
Ｂ
命
題

（
肌
）

が
当
然
に
否
定
さ
れ
る
か
と
い
う
，
と
、
そ
う
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。



境界確立訴訟において原告の主張する境界線を越えて境界を確定することが
できるか－戦後の学説と判例、論点の整理一（玉城勲）

5９

注

（
１
）
拙
稿
「
境
界
確
定
訴
訟
の
対
象
た
る
境
界
と
は
何
か
（
三
）
」
琉
大
法
学
四
七
号
三
七
頁
以
下
。

（
２
）
小
室
直
人
「
境
界
確
定
訴
訟
の
再
検
討
」
中
村
古
稀
民
事
訴
訟
の
法
理
二
五
頁
以
下
二
五
○
頁
）

（
３
）
小
室
・
’
四
四
頁
。

（
４
）
小
室
・
’
五
○
頁
、
・
一
五
一
頁
。

（
５
）
小
室
・
一
五
二
頁
。

（
６
）
森
松
萬
英
「
境
界
確
定
事
件
に
関
す
る
研
究
」
司
法
研
修
報
告
書
一
三
輯
四
号
。

（
７
）
森
松
・
一
八
七
頁
。

（
８
）
森
松
・
’
六
六
頁
。

（
９
）
森
松
・
一
六
六
頁
。

（
ｍ
）
森
松
・
二
一
六
頁
。

（
、
）
森
松
・
二
一
六
頁
。

（
皿
）
新
堂
幸
司
・
判
批
・
法
学
協
会
雑
誌
八
六
巻
二
号
二
五
九
頁
以
下
（
一
一
六
五
頁
）
。

（
⑬
）
新
堂
・
二
六
五
頁
。

（
ｕ
）
新
堂
・
二
六
五
頁
。

（
咀
）
新
堂
・
民
事
訴
訟
法
（
第
二
版
補
正
版
）
一
四
七
頁
。

（
蛆
）
新
堂
「
民
事
訴
訟
と
紛
争
の
解
決
」
書
記
官
研
修
所
報
三
一
号
（
創
立
三
○
年
記
念
）
五
一
一
頁
。

（
Ⅳ
）
高
木
積
夫
「
境
界
確
定
訴
訟
と
処
分
権
主
義
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
二
○
一
号
一
六
八
頁
。
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（
邪
）
岡
村
旦
「
境
再

（
邪
）
岡
村
・
一
二

（
Ⅳ
）
岡
村
。
｜
言

（
邪
）
岡
村
・
一
言

（
別
）
岡
村
・
八
頁
。

（
釦
）
鈴
木
・
前
掲
一

（
弧
）
以
上
、
Ａ
Ｂ
〈

（
Ⅲ
）
宮
川
種
一
郎
「
境
界
確
定
訴
訟
の
再
評
価
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
二
七
○
号
四
九
頁
以
下
（
五
六
頁
）
。

（
犯
）
花
田
政
道
「
土
地
境
界
確
定
訴
訟
の
機
能
」
不
動
産
法
体
系
Ⅵ
二
六
頁
以
下
（
一
二
八
頁
）
。

'勇、’＝、グー、

２０１９１８
、-ノ、-'、=／

高高高
木木木
●●●

六六六
八八八

頁頁頁
。。。

（
羽
）
花
田
・

（
別
）
小
川
益

以
上
、
Ａ
Ｂ
命
題
を
否
定
す
る
少
数
説
を
見
て
来
た
が
、
結
局
、
所
有
権
の
範
囲
を
理
論
的
に
も
境
界
確
定
訴
訟
の
対
象
と

し
て
認
め
る
こ
と
が
Ａ
Ｂ
命
題
の
否
定
に
大
き
く
作
用
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
所
有
権
の
範
囲
を
理
論
的
に

も
境
界
確
定
訴
訟
の
対
象
と
し
て
認
め
る
こ
と
が
Ａ
Ｂ
命
題
の
否
定
に
大
き
く
作
用
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、

「
争
ア
ル
所
有
権
ヲ
基
礎
ト
シ
テ
経
界
ノ
確
定
ヲ
請
求
ス
ル
場
合
一
一
於
テ
」
も
Ｂ
命
題
を
肯
定
し
た
大
正
一
二
年
の
大
審
院

鈴
木
・
前
掲
一
一
一
六
三
頁
。

小
川
英
明
「
境
界
確
定
訴
訟
」
藤
田
耕
三
Ⅱ
小
川
英
明
編
・
不
動
産
訴
訟
の
実
務
三
一
一
一
九
頁
以
下
（
一
一
一
五
六
頁
）
。
な
お
、

小
川
判
事
が
宮
川
判
事
の
説
を
も
同
様
に
解
す
る
の
は
明
ら
か
に
誤
り
で
あ
る
。

岡
村
旦
「
境
界
確
定
訴
訟
雑
感
」
判
例
時
報
九
七
七
号
七
頁
以
下
（
九
頁
）
。

二
九
頁
。

一
頁
。

一
頁
。

一
頁
。
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ち
な
み
に
、
大
正
一
二
年
の
大
審
院
判
決
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
学
説
に
よ
る
不
正
確
な
位
置
づ
け
は
、
小
室
教
授
が

「
こ
の
連
合
部
判
決
は
、
裁
判
所
は
当
事
者
の
主
張
し
た
一
定
線
に
拘
束
さ
れ
な
い
こ
と
は
明
示
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ま
で

繰
返
し
当
事
者
の
主
張
す
る
範
囲
内
、
す
な
わ
ち
係
争
地
内
に
拘
束
さ
れ
る
と
す
る
判
例
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ

れ
も
拘
束
し
な
い
か
否
か
は
明
確
に
し
て
い
な
い
。
」
（
前
掲
一
三
五
頁
、
’
三
六
頁
）
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
影
響
さ
れ

た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
判
決
は
明
確
に
Ｂ
命
題
を
肯
定
し
て
い
る
。

判
決
は
不
可
解
な
判
決
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
大
正
一
二
年
の
大
審
院
判
決
は
実
は
Ｂ
命
題
を

肯
定
し
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
議
論
さ
え
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
宮
川
判
事
が
「
こ
の
判
決
は
、
少
し
前
の
、
境
界
線

は
主
張
に
拘
束
さ
れ
ず
に
確
定
で
き
る
が
、
そ
の
範
囲
は
当
事
者
の
主
張
範
囲
内
に
限
ら
れ
る
と
す
る
大
九
・
三
・
四
の
判

示
に
は
触
れ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
を
承
認
し
て
い
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。
」
（
前
掲
五
○
頁
）
と
述
べ
て
い
る
の
は
判
決
文

を
よ
く
読
ん
で
い
な
い
も
の
で
論
外
で
あ
る
が
、
花
田
判
事
は
「
右
文
言
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
事
者
双
方
の
係
争
す
る
範

囲
外
で
確
定
で
き
る
趣
旨
と
は
解
し
難
い
も
の
で
あ
っ
た
。
」
（
前
掲
一
二
四
頁
）
と
述
べ
、
新
堂
教
授
も
「
一
八
六
条
の

適
用
な
し
と
し
て
い
る
が
、
被
告
主
張
の
境
界
線
を
認
め
た
も
の
で
あ
り
、
係
争
範
囲
外
に
線
を
ひ
く
こ
と
ま
で
許
す
趣
旨

と
よ
む
べ
き
で
は
な
い
」
（
前
掲
民
事
訴
訟
法
一
二
四
頁
）
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
大
正
一
二
年
の
大
審
院

判
決
は
は
っ
き
り
と
Ｂ
命
題
を
肯
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
「
文
言
に
も
か
か
わ
ら
ず
」
善
解
す
る
の
は
正
し
い
解
釈
態

度
と
は
い
え
ま
い
。
前
述
の
よ
う
に
大
正
一
二
年
の
大
審
院
判
決
は
誤
解
か
、
理
論
の
一
貫
性
の
た
め
に
Ｂ
命
題
を
肯
定
し

た
の
で
あ
る
。
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ま
ず
、
そ
れ
は
Ｂ
命
題
を
肯
定
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
Ｂ
命
題
を
そ
れ
と
し
て
肯
定
す
る
の
か
、
そ
れ
と

も
Ｂ
命
題
は
Ｃ
命
題
に
包
摂
さ
れ
て
独
自
の
意
義
を
有
さ
な
い
の
か
。
こ
れ
は
「
民
訴
法
一
八
六
条
の
適
用
が
な
い
」
と
い
う
こ
と

の
意
味
、
ひ
い
て
は
反
対
に
「
民
訴
法
一
八
六
条
の
適
用
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
に
か
か
っ
て
い
る
。
も
し
「
民
訴
法
一
八

六
条
の
適
用
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
原
告
の
主
張
線
以
外
の
線
を
境
界
と
し
て
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
れ

ば
、
「
民
訴
法
一
八
六
条
の
適
用
が
な
い
」
と
は
そ
の
反
対
に
原
告
の
主
張
線
以
外
の
線
を
境
界
と
し
て
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
Ｂ
命
題
の
肯
定
は
独
自
の
意
義
を
有
さ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
「
民
訴
法
一
八
六
条
の
適
用
」
が

あ
る
と
い
う
こ
と
が
原
告
の
主
張
線
以
外
の
線
を
境
界
と
し
て
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
し
か
し
原
告
の
主
張
線
を
越
え
て
は

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
「
民
訴
法
一
八
六
条
の
適
用
が
な
い
」
と
は
そ
の
反
対
に
原
告
の
主
張
線
を
越
え
て
も
よ
い
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
ま
さ
に
Ｂ
命
題
の
肯
定
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
結
局
、
教
授
は
「
単
な
る
線
」
的
思
考
に
立
っ
て
い
る
の

か
、
そ
れ
と
も
範
囲
的
思
考
に
立
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
後
者
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
は
っ
き
り
し
な
い
。

一
以
上
の
否
定
説
に
対
し
、
所
有
権
の
範
囲
を
理
論
的
に
も
境
界
確
定
訴
訟
の
対
象
と
し
て
認
め
な
が
ら
Ａ
Ｂ
命
題
を
肯
定
す
る

立
場
、
す
な
わ
ち
境
界
確
定
訴
訟
の
対
象
で
は
少
数
説
に
立
ち
な
が
ら
今
の
問
題
に
つ
い
て
は
通
説
に
与
す
る
説
も
存
在
す
る
。

二
飯
塚
重
男
教
授
は
「
境
界
確
定
訴
訟
に
お
い
て
民
訴
法
一
八
六
条
の
適
用
が
な
い
の
は
、
境
界
の
確
定
が
裁
判
官
の
裁
量
に
よ

ら
ざ
る
を
え
な
い
と
こ
ろ
に
そ
の
根
拠
が
あ
紅
・
」
と
述
べ
て
い
る
・
こ
れ
は
境
界
確
定
訴
訟
の
対
象
の
問
題
に
つ
い
て
は
態
度
を

（
２
）

明
確
に
し
て
い
な
い
竹
下
守
夫
教
授
の
所
説
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
所
説
は
簡
略
に
過
ぎ
、
そ
の
趣
旨
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で

は
な
い
。

七
境
界
確
定
訴
訟
の
対
象
で
は
少
数
説
に
立
つ
肯
定
説
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次
に
、
民
訴
法
一
八
六
条
の
適
用
が
な
い
の
は
、
「
境
界
の
確
定
が
裁
判
官
の
裁
量
に
よ
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
こ
ろ
に
そ
の
根
拠

が
あ
る
。
」
と
い
う
が
、
な
ぜ
「
境
界
の
確
定
が
裁
判
官
の
裁
量
に
よ
ら
ざ
る
を
え
な
い
」
こ
と
が
民
訴
法
一
八
六
条
の
適
用
が
な

い
こ
と
の
根
拠
と
な
る
の
か
即
座
に
は
理
解
で
き
な
い
。
そ
れ
が
「
境
界
の
確
定
が
裁
判
官
の
裁
量
に
よ
ら
ざ
る
を
え
な
い
」
の
で

あ
る
か
ら
当
然
に
民
訴
法
一
八
六
条
の
適
用
が
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
境
界
確
定
の
方
法
と
今
の
問
題
と
を
混
同
す
る
も
の
で
あ

り
不
当
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
境
界
の
確
定
は
裁
判
官
の
裁
量
に
よ
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
、
原
告
と
し
て
は
裁
判
の
予
測
が
困

難
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
民
訴
法
一
八
六
条
の
適
用
が
あ
る
と
す
れ
ば
原
告
に
酷
で
あ
る
か
ら
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
そ
れ
は
考
慮
に
値

す
る
。
し
か
し
、
そ
の
原
告
に
酷
と
い
う
こ
と
の
意
味
が
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
原
告
の
主
張
線
が
境
界
と
認
め
ら
れ
な
い
場
合
は

原
告
の
請
求
を
棄
却
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
酷
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
原
告
の
主
張
線
を
越
え
て
は
境
界
を
確

定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
酷
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
結
局
、
教
授
が
「
単
な
る
線
」
的
思
考
に
立
っ
て
い
る
の

か
、
そ
れ
と
も
範
囲
的
思
考
に
立
っ
て
い
る
の
か
に
よ
る
の
で
あ
る
が
、
右
に
述
べ
た
と
お
り
そ
の
点
は
明
ら
か
で
な
い
。

三
松
浦
馨
教
授
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
境
界
確
定
訴
訟
も
普
通
の
所
有
権
確
認
訴
訟
と
同
じ
く
、
所
有
権
に
関
す
る
確

認
訴
訟
で
あ
る
。
境
界
確
定
訴
訟
が
異
な
る
の
は
、
そ
こ
で
は
所
有
権
の
限
界
な
い
し
範
囲
が
争
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
点
に
つ
い
て

起
訴
の
段
階
で
特
定
主
張
さ
せ
る
こ
と
は
無
理
で
あ
る
た
め
、
原
告
は
必
ず
し
も
最
初
か
ら
境
界
に
つ
き
一
定
の
主
張
を
す
る
こ
と

（
３
）

を
要
せ
ず
、
裁
判
所
も
こ
れ
に
拘
束
さ
れ
な
い
点
に
あ
る
（
民
訴
一
八
六
条
の
不
適
用
）
。
」
教
授
の
所
説
も
簡
略
に
過
ぎ
、
そ
の

趣
旨
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
教
授
は
Ａ
命
題
を
肯
定
す
る
が
、
Ｂ
命
題
に
つ
い
て
は
Ｂ
命
題
は
Ｃ
命
題
に
包

摂
さ
れ
て
独
自
の
意
義
を
有
さ
な
い
の
か
、
そ
れ
と
も
Ｂ
命
題
を
Ｂ
命
題
と
し
て
肯
定
す
る
の
か
、
要
す
る
に
教
授
は
「
単
な
る

線
」
的
思
考
に
立
っ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
範
囲
的
思
考
に
立
っ
て
い
る
の
か
は
、
竹
下
教
授
、
飯
塚
重
男
教
授
と
同
様
、
後
者

か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
は
っ
き
り
し
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
教
授
が
境
界
確
定
訴
訟
で
は
「
起
訴
の
段
階
で
特
定
主
張
さ
せ
る
こ
と
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は
無
理
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
は
裁
判
の
予
測
が
困
難
で
あ
る
こ
と
を
Ａ
命
題
を
肯
定
す
る
理
由
に
し
て
い
る
こ
と
が
ほ
ぼ

明
ら
か
で
あ
る
。
た
だ
、
「
特
定
主
張
さ
せ
る
こ
と
は
無
理
で
あ
る
」
、
す
な
わ
ち
特
定
主
張
さ
せ
る
こ
と
は
原
告
に
酷
で
あ
る
と

い
う
こ
と
の
意
味
は
教
授
が
「
単
な
る
線
」
的
思
考
に
立
っ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
範
囲
的
思
考
に
立
っ
て
い
る
の
か
に
よ
っ
て

か
な
り
異
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
起
訴
の
段
階
で
特
定
主
張
さ
せ
る
こ
と
は
無
理
で
あ
る
た
め
、
原
告
は
必
ず
し
も
最
初
か
ら

境
界
に
つ
き
一
定
の
主
張
を
す
る
こ
と
を
要
せ
ず
、
裁
判
所
も
こ
れ
に
拘
束
さ
れ
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
、
「
起
訴
の
段
階
」
で
は

原
告
は
一
定
線
を
主
張
す
る
必
要
は
な
い
し
、
た
と
え
原
告
が
一
定
線
を
主
張
し
て
も
裁
判
所
は
そ
れ
に
拘
束
さ
れ
な
い
と
い
う
に

す
ぎ
ず
、
訴
訟
の
い
ず
れ
か
の
段
階
で
は
原
告
は
一
定
線
を
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
裁
判
所
も
そ
れ
に
拘
束
さ
れ
る
と
い

（
池
）

う
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
従
来
の
Ａ
Ｂ
命
題
肯
定
説
と
否
定
説
の
い
ず
れ
で
も
な
く
、
そ
の
中
間
的
な

説
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
注
目
に
値
す
る
。
ち
な
み
に
、
松
浦
教
授
は
確
認
訴
訟
説
に
立
つ
。

四
林
伸
太
郎
助
教
授
は
境
界
確
定
訴
訟
の
諸
問
題
を
境
界
確
定
訴
訟
の
対
象
の
問
題
と
境
界
確
定
訴
訟
の
法
的
性
質
の
問
題
に
区

別
し
て
論
じ
て
い
る
が
、
後
者
に
つ
い
て
は
通
説
が
上
訴
審
に
お
け
る
不
利
益
変
更
禁
止
の
原
則
を
適
用
し
な
い
と
す
る
点
だ
け
し

（
４
）

か
批
判
し
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
一
元
Ａ
Ｂ
命
題
を
肯
定
す
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
Ａ
Ｂ
命
題
を
肯
定
す
る
理
由
は
境
界
確
定
訴
訟
の

法
的
性
質
が
形
式
的
形
成
訴
訟
で
あ
る
こ
と
に
あ
る
よ
う
で
あ
魂
。
し
か
し
、
私
見
に
よ
れ
ば
境
界
確
定
訴
訟
の
法
的
性
質
が
形
式

的
形
成
訴
訟
か
否
か
は
最
後
に
説
明
の
問
題
と
し
て
論
じ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
よ
り
も
境
界
確
定
に
関
す
る
非
訟
理
論
と
請

求
に
関
す
る
非
訟
理
論
と
を
は
っ
き
り
区
別
し
て
、
そ
の
お
の
お
の
に
つ
き
当
否
を
論
じ
る
こ
と
こ
そ
が
今
は
必
要
で
あ
る
。

五
小
川
英
明
判
事
は
境
界
確
定
訴
訟
の
法
的
性
質
が
形
式
的
形
成
訴
訟
で
あ
る
こ
と
も
Ａ
Ｂ
命
題
を
肯
定
す
る
理
由
と
し
て
い
る

が
、
む
し
ろ
Ａ
Ｂ
命
題
を
肯
定
す
べ
き
実
質
的
な
理
由
を
挙
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
Ａ
命
題
に
つ
い
て
は
、
（
ア
）
Ａ
命
題
を
否

定
す
る
と
「
当
事
者
が
特
定
の
境
界
線
を
主
張
し
な
い
場
合
、
そ
れ
が
被
告
で
あ
る
場
合
ま
で
含
め
て
考
え
る
と
、
…
…
…
ど
の
よ
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6５

（
８
）

六
佐
々
木
吉
男
教
授
Ｊ
Ｄ
Ｂ
命
題
を
肯
定
す
る
。
教
授
は
境
界
確
定
訴
訟
の
対
象
に
つ
い
て
通
説
は
境
界
は
所
有
権
と
は
無
関
係
で

（
９
）

あ
る
と
し
て
い
る
と
批
判
し
て
い
る
の
で
、
境
界
確
定
訴
訟
の
対
象
で
は
少
数
説
に
立
つ
と
い
っ
て
よ
く
、
そ
れ
ゆ
え
こ
の
グ
ル
ー

れ
が
示
さ
れ
て
い
な
い
。

う
に
訴
訟
上
取
扱
う
の
か
問
題
が
あ
ろ
う
。
」
（
イ
）
「
特
定
の
境
界
線
は
当
事
者
双
方
に
と
っ
て
明
確
で
な
い
と
い
う
場
合
も
あ

る
」
（
ウ
）
「
特
定
の
境
界
線
の
主
張
が
な
く
て
も
、
係
争
の
隣
接
両
地
が
示
さ
れ
て
い
れ
ば
、
最
も
有
利
な
境
界
線
を
主
張
し
て

い
る
と
解
さ
れ
な
く
は
な
い
と
も
い
え
よ
う
。
」
と
述
べ
、
Ｂ
命
題
に
つ
い
て
は
、
（
エ
）
Ｂ
命
題
を
否
定
す
る
と
「
裁
判
所
が
係

争
地
域
外
に
正
し
い
境
界
線
を
発
見
し
た
場
合
や
、
後
に
述
べ
る
よ
う
な
境
界
確
定
基
準
に
照
ら
し
て
こ
れ
を
設
定
し
よ
う
と
す
る

と
き
に
、
例
え
ば
自
然
的
な
地
形
か
ら
み
て
相
当
と
認
め
ら
れ
る
境
界
線
が
係
争
地
域
か
ら
一
部
は
み
出
す
結
果
に
な
る
と
い
う
よ

う
な
場
合
な
ど
に
も
そ
の
境
界
線
を
採
用
で
き
な
い
と
い
う
不
都
合
な
結
果
を
生
ず
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
」
と
述
べ
て
い
観
・

こ
れ
ら
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
、
ま
ず
（
ア
）
の
う
ち
原
告
が
一
定
線
を
主
張
し
な
い
場
合
の
取
り
扱
い
は
請
求
の
特
定
な
し
と

し
て
訴
状
を
却
下
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
ま
り
問
題
な
い
が
、
被
告
が
一
定
線
を
主
張
し
な
い
場
合
の
取
り
扱
い
は
確
か

に
判
事
の
言
う
よ
う
に
問
題
が
あ
り
、
こ
れ
は
今
の
問
題
に
と
っ
て
ひ
と
つ
の
論
点
で
あ
ろ
う
。
次
に
（
イ
）
に
つ
い
て
は
当
事
者

に
と
っ
て
一
定
線
が
境
界
で
あ
る
こ
と
の
確
信
が
な
く
て
も
主
張
の
上
限
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
可
能
な
は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
が

論
点
に
な
る
。
次
に
（
ウ
）
は
、
当
事
者
が
一
定
線
を
主
張
し
て
い
な
く
て
も
最
も
有
利
な
境
界
線
を
主
張
し
て
い
る
と
解
さ
れ
な

く
は
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
む
し
ろ
Ａ
命
題
を
否
定
す
る
立
場
に
お
い
て
当
事
者
が
一
定
線
を
主
張
し
な
い
場
合
の
処

（
７
）

理
の
仕
方
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
ら
で
あ
っ
て
、
Ａ
命
題
の
根
拠
と
は
な
り
え
な
い
。
そ
れ
に
Ｂ
命
題
を
肯
定
す
る
の

で
あ
れ
ば
何
も
最
も
有
利
な
境
界
線
を
主
張
し
て
い
る
と
解
す
る
必
要
は
な
い
。
（
ろ
に
つ
い
て
は
そ
れ
ら
の
場
合
に
当
事
者
の

主
張
線
を
越
え
て
は
境
界
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
な
ぜ
「
不
都
合
」
な
の
か
と
い
う
理
由
が
重
要
な
の
に
そ
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（
皿
）

プ
に
入
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
教
授
は
境
界
確
定
訴
訟
の
訴
訟
と
し
て
の
種
類
を
確
認
訴
訟
と
解
し
、
‐
し
か
し
Ｂ
命
題
を
肯
定
す

る
。
教
授
は
言
う
。
「
本
質
的
に
民
事
訴
訟
な
の
で
あ
る
か
ら
、
当
事
者
は
主
張
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
裁
判
所
は
当
事

者
の
主
張
に
拘
束
さ
れ
ず
、
ま
た
、
請
求
棄
却
は
な
い
と
解
す
る
。
そ
の
理
由
は
、
非
訟
で
あ
る
か
ら
で
は
な
く
、
相
隣
地
で
あ
る

以
上
必
ず
境
界
線
は
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
し
、
請
求
を
棄
却
す
る
と
す
れ
ば
裁
判
所
の
判
断
と
一
致
す
る
ま
で
（
そ
れ
は
不
可
能

に
近
い
）
訴
訟
の
繰
り
返
し
を
強
要
す
る
こ
と
に
な
る
の
み
な
ら
ず
、
当
事
者
の
主
張
立
証
に
よ
っ
て
勝
敗
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
ほ
ど
こ
の
訴
訟
に
処
分
権
主
義
や
弁
論
主
義
を
絶
対
視
す
る
必
要
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
境
界
紛
争
は
当
事

者
の
取
引
に
起
因
す
る
取
引
紛
争
で
は
な
く
非
取
引
紛
争
た
る
関
係
紛
争
類
型
に
属
す
る
の
で
、
処
分
権
主
義
や
弁
論
主
義
の
程
度

を
変
え
得
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
紛
争
の
質
お
よ
び
境
界
線
と
い
う
も
の
の
性
質
を
考
え
る
と
、
取
引
紛
争
を
対
象
と
す
る
訴
訟
に

お
け
る
場
合
と
同
一
の
処
分
権
主
義
や
弁
論
主
義
を
採
る
こ
と
は
か
え
っ
て
合
理
的
で
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
麺
・
」

教
授
の
Ｂ
命
題
肯
定
の
理
由
は
、
「
請
求
を
棄
却
す
る
と
す
れ
ば
裁
判
所
の
判
断
と
一
致
す
る
ま
で
（
そ
れ
は
不
可
能
に
近
い
）

訴
訟
の
繰
り
返
し
を
強
要
す
る
こ
と
に
な
る
」
と
い
う
こ
と
と
、
「
境
界
紛
争
は
当
事
者
の
取
引
に
起
因
す
る
取
引
紛
争
で
は
な
く

非
取
引
紛
争
た
る
関
係
紛
争
類
型
に
属
す
る
の
で
、
…
…
…
取
引
紛
争
を
対
象
と
す
る
訴
訟
に
お
け
る
場
合
と
同
一
の
処
分
権
主
義

や
弁
論
主
義
を
採
る
こ
と
は
か
え
っ
て
合
理
的
で
な
い
」
と
い
う
こ
と
の
二
点
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
前
者
は
「
単
な
る
線
」
的
思

考
に
立
つ
も
の
で
あ
り
、
Ｂ
命
題
は
Ｃ
命
題
に
包
摂
さ
れ
て
独
自
の
意
義
を
有
し
て
い
な
い
。
後
者
は
非
取
引
紛
争
を
対
象
と
す
る

訴
訟
は
取
引
紛
争
を
対
象
と
す
る
訴
訟
に
お
け
る
場
合
と
同
一
の
処
分
権
主
義
や
弁
論
主
義
を
採
る
こ
と
は
か
え
っ
て
合
理
的
で
な

い
、
と
い
う
の
は
あ
る
い
は
そ
う
い
う
こ
と
が
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
し
、
あ
る
い
は
い
え
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
し
か
し
教
授

が
述
べ
て
い
る
の
は
前
者
で
あ
る
と
い
う
結
論
で
あ
っ
て
、
そ
の
理
由
は
何
か
が
問
題
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
に
つ
い
て
教
授
は
明
ら

（
皿
）

か
に
し
て
い
な
い
。
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て境界を確定することが
－（玉城勲）

6７

な
お
、
引
用
し
た
文
章
の
冒
頭
に
は
「
本
質
的
に
民
事
訴
訟
な
の
で
あ
る
か
ら
、
当
事
者
は
主
張
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

が
」
と
あ
る
の
で
、
教
授
は
Ａ
命
題
は
否
定
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
Ａ
命
題
は
否
定
し
Ｂ
命
題
は
肯
定
す
る
点
で
は
戦
前

の
前
田
判
事
の
所
説
と
同
様
で
あ
る
が
、
前
田
判
事
の
所
説
に
つ
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
原
告
は
一
定
線
を
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
が
裁
判
所
は
そ
れ
を
越
え
て
境
界
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
果
た
し
て
矛
盾
し
な
い
か
と
い
う
こ
と
は
や
は

り
問
題
と
な
ろ
う
。
と
り
わ
け
佐
々
木
教
授
の
よ
う
に
一
方
で
は
非
取
引
紛
争
だ
か
ら
と
し
て
Ｂ
命
題
を
肯
定
し
他
方
で
は
本
質
的

に
民
事
訴
訟
だ
か
ら
と
し
て
Ａ
命
題
を
否
定
す
る
の
は
相
当
な
説
明
が
必
要
で
あ
る
。

（
皿
）

七
石
川
明
教
授
は
所
有
権
の
範
囲
を
理
論
的
に
も
境
界
確
定
訴
訟
の
対
象
と
し
て
認
め
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
通
説
と
は
異
な
り

境
界
に
つ
い
て
の
訴
訟
上
の
和
解
を
有
効
と
丸
型
・
前
述
し
た
よ
う
に
、
境
界
は
公
法
上
の
も
の
で
あ
り
、
当
事
者
の
合
意
に
よ
っ

て
も
左
右
で
き
な
い
の
で
訴
訟
上
の
和
解
は
無
効
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
Ｂ
命
題
は
当
然
に
肯
定
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、

教
授
の
よ
う
に
境
界
は
公
法
上
の
も
の
で
あ
る
が
訴
訟
上
の
和
解
は
有
効
で
あ
る
と
す
る
と
、
Ｂ
命
題
は
当
然
に
肯
定
さ
れ
る
と
い

う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
今
の
問
題
と
の
関
係
で
は
境
界
確
定
訴
訟
の
対
象
に
関
す
る
教
授
の
立
場
は
通
説
で
は
な
く

む
し
ろ
少
数
説
と
し
て
位
置
づ
け
た
方
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

教
授
は
Ａ
命
題
は
肯
定
す
る
が
、
Ｂ
命
題
は
否
定
す
べ
き
場
合
と
肯
定
す
べ
き
場
合
が
あ
る
と
言
う
。
そ
れ
ゆ
え
教
授
の
所
説
は

Ｂ
命
題
に
つ
い
て
は
肯
定
説
と
否
定
説
の
い
ず
れ
で
も
な
く
、
そ
の
中
間
的
な
説
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
次
に
よ
・
っ
に
述
べ
て
い

る
。
「
一
定
線
の
申
立
は
不
要
で
あ
る
が
、
申
立
を
し
た
場
合
、
民
事
訴
訟
法
第
一
八
六
条
が
こ
れ
に
適
用
さ
れ
な
い
結
果
、
そ
れ

が
裁
判
所
を
拘
束
し
な
い
と
一
般
に
説
か
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
土
地
の
境
界
な
る
も
の
は
が
ん
ら
い
公
法
上
の
問
題
で
は
あ
る

が
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
私
的
利
益
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
境
界
は
当
事
者
の
処
分
不
能
な
も
の
と
は
い
っ
て
も
、
分
筆
と
合
筆
に
よ

り
境
界
を
動
か
す
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
私
は
一
定
線
の
申
立
が
、
と
く
に
申
立
の
限
度
を
画
す
る
た
め
に
な
さ
れ
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て
い
る
と
み
ら
れ
る
場
合
は
、
民
事
訴
訟
法
第
一
八
六
条
の
適
用
あ
り
と
解
す
る
。
さ
に
あ
ら
ざ
る
場
合
は
、
そ
れ
は
単
に
攻
撃
・

防
御
方
法
に
す
ぎ
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
孔
弛
・
」

こ
の
叙
述
は
次
の
よ
う
に
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
ａ
「
申
立
を
し
た
場
合
、
民
事
訴
訟
法
第
一
八
六
条
が
こ
れ
に

適
用
さ
れ
な
い
結
果
、
そ
れ
が
裁
判
所
を
拘
束
し
な
い
と
一
般
に
説
か
れ
て
い
る
」
と
い
う
の
は
、
一
定
線
の
主
張
を
い
わ
ゆ
る
訴

訟
上
の
請
求
と
し
な
が
ら
、
民
訴
一
八
六
条
は
適
用
さ
れ
な
い
と
す
る
も
の
で
、
私
の
い
う
準
請
求
の
関
す
る
非
訟
理
論
で
あ
る
。

次
に
、
ｂ
二
定
線
の
申
立
が
、
と
く
に
申
立
の
限
度
を
画
す
る
た
め
に
な
さ
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
場
合
は
、
民
事
訴
訟
法
第

一
八
六
条
の
適
用
あ
り
と
解
す
る
。
」
と
い
う
の
は
、
一
定
線
の
主
張
を
い
わ
ゆ
る
訴
訟
上
の
請
求
と
し
、
民
訴
一
八
六
条
を
適
用

す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
「
単
な
る
線
」
的
思
考
に
立
つ
な
ら
ば
原
告
の
主
張
線
が
境
界
と
認
め
ら
れ
な
い
場
合
は

請
求
を
棄
却
す
べ
き
こ
と
に
な
る
が
、
教
授
が
こ
の
よ
う
に
請
求
を
棄
却
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
文
脈
か
ら

し
て
明
ら
か
で
あ
り
、
教
授
は
範
囲
的
思
考
に
立
ち
原
告
の
主
張
線
を
越
え
て
は
境
界
を
確
定
で
き
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

は
疑
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
こ
の
ｂ
を
提
示
し
た
と
こ
ろ
の
ａ
の
一
般
的
な
見
解
は

今
日
に
お
い
て
も
「
単
な
る
線
」
的
思
考
に
立
つ
も
の
が
多
く
、
最
高
裁
判
決
も
そ
う
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
は
単
に
民
訴

一
八
六
条
を
適
用
す
る
か
否
か
の
み
な
ら
ず
、
「
単
な
る
線
」
的
思
考
に
立
つ
か
範
囲
的
思
考
に
立
つ
か
と
い
う
こ
と
も
関
わ
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
最
後
に
、
ｃ
「
さ
に
あ
ら
ざ
る
場
合
は
、
そ
れ
は
単
に
攻
撃
・
防
御
方
法
に

す
ぎ
な
い
と
解
す
る
。
」
と
い
う
の
は
、
一
定
線
の
主
張
は
単
な
る
攻
撃
・
防
御
方
法
で
あ
っ
て
、
と
も
か
く
ど
こ
か
に
境
界
を
確

定
せ
よ
と
い
う
こ
と
が
、
す
な
わ
ち
裁
判
所
に
よ
る
境
界
確
定
を
求
め
る
こ
と
が
い
わ
ゆ
る
訴
訟
上
の
請
求
で
あ
る
の
で
、
当
事
者

の
主
張
線
を
越
え
て
境
界
を
確
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
と
い
う
も
の
で
、
私
の
い
う
請
求
の
関
す
る
非
訟
理
論
で
あ
る
。
教
授
は
範

囲
的
思
考
に
立
つ
の
で
、
こ
こ
で
は
ま
さ
に
Ｂ
命
題
を
肯
定
す
る
た
め
に
請
求
に
関
す
る
非
訟
理
論
が
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
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結
局
、
教
授
は
境
界
確
定
訴
訟
に
お
い
て
も
民
訴
一
八
六
条
の
適
用
は
あ
り
、
た
だ
、
一
定
線
の
主
張
が
い
わ
ゆ
る
訴
訟
上
の
請

求
で
あ
り
、
そ
れ
を
越
え
て
境
界
を
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
場
合
と
、
一
定
線
の
主
張
が
単
な
る
攻
撃
・
防
御
方
法
で
あ
り
、

そ
れ
を
越
え
て
境
界
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
と
が
あ
る
と
し
、
前
者
か
後
者
か
は
一
定
線
の
主
張
が
「
と
く
に
申
立
の
限

度
を
画
す
る
た
め
に
な
さ
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
」
か
否
か
に
よ
り
決
ま
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
当
事
者

の
意
思
に
よ
り
一
定
線
の
主
張
が
い
わ
ゆ
る
訴
訟
上
の
請
求
で
あ
っ
た
り
、
単
な
る
攻
撃
・
防
御
方
法
で
あ
っ
た
り
す
る
と
い
う
こ

の
理
論
構
成
は
と
も
か
く
と
し
て
、
当
事
者
の
意
思
に
よ
り
主
張
線
を
越
え
て
境
界
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
と
で
き
な
い

場
合
が
あ
る
、
す
な
わ
ち
主
張
線
を
越
え
て
境
界
を
確
定
す
る
こ
と
が
当
事
者
の
意
思
に
反
す
る
場
合
に
は
で
き
ず
、
反
し
な
い
場

合
は
で
き
る
と
い
う
の
は
一
考
に
値
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
な
る
ほ
ど
一
定
線
を
主
張
す
る
当
事
者
の
意
思
と
し
て
は
い
ず
れ
も
あ
り

う
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
相
手
方
に
防
御
の
最
終
目
標
を
提
示
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
す
る
と
、
や
は
り
Ｂ
命
題
を

肯
定
す
る
場
合
は
そ
の
点
で
の
合
理
性
を
損
な
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
当
事
者
の
意
思
と
い
う
の
が
相
手
方
に
明
示
さ
れ
な
く

て
も
よ
い
の
で
あ
れ
ば
、
教
授
の
所
説
は
肯
定
説
と
否
定
説
の
い
ず
れ
で
も
な
く
、
そ
の
中
間
的
な
説
と
い
っ
て
も
、
Ｂ
命
題
を
常

に
肯
定
す
る
説
と
あ
ま
り
違
わ
な
い
く
ら
い
合
理
性
を
損
な
う
こ
と
に
な
る
。

るが
◎、

る
｡

（
１
）
飯
塚
重
男
「
境
界
確
定
訴
訟
」
新
版
・
民
事
訴
訟
法
演
習
１
一
二
○
頁
以
下
（
一
二
九
頁
）
。

（
２
）
竹
下
守
夫
・
判
批
・
法
学
協
会
雑
誌
八
一
一
巻
四
号
一
一
九
頁
以
下
（
一
二
三
頁
）
。

な
お
、
こ
の
Ｃ
は
文
脈
か
ら
す
る
と
ｂ
と
の
対
比
で
は
民
訴
一
八
六
条
は
適
用
さ
れ
な
い
と
す
る
か
の
よ
う
に
も
読
め
る

そ
う
で
は
な
く
当
事
者
の
主
張
線
を
越
え
て
境
界
を
確
定
し
て
も
民
訴
一
八
六
条
に
反
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ

注
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（
３
）
松
浦
馨
「
不
利
益
変
更
禁
止
の
原
則
」
セ
ミ
ナ
ー
法
学
全
集
７
民
事
訴
訟
法
一
一
三
六
頁
以
下
（
一
一
一
一
一
九
頁
）
。
藤
井
彦
一
郎

「
不
利
益
変
更
の
禁
止
」
民
事
訴
訟
法
の
争
点
二
九
一
頁
は
こ
れ
に
賛
成
す
る
。
な
お
兼
子
Ⅱ
松
浦
Ⅱ
新
堂
Ⅱ
竹
下
・
条
解

民
事
訴
訟
法
二
九
一
頁
（
松
浦
馨
）
は
民
訴
法
一
八
六
の
適
用
に
関
し
て
は
「
特
段
の
事
情
あ
り
と
考
え
ら
れ
る
」
と
だ

け
述
べ
て
い
る
が
、
同
趣
旨
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
松
浦
教
授
の
所
説
に
つ
い
て
は
後
述
一
○
注
（
躯
）
も
見
よ
。

（
池
）
井
上
治
典
「
請
求
と
そ
の
特
定
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
一
九
八
二
年
二
月
号
五
六
頁
が
、
「
い
わ
ゆ
る
境
界
確
定
訴
訟
は
、
審
判

の
範
囲
が
ど
こ
ま
で
か
を
画
定
す
る
こ
と
（
境
界
線
の
主
張
）
に
つ
い
て
、
両
当
事
者
が
か
な
り
ゆ
る
や
か
な
責
任
し
か
負

わ
な
い
紛
争
類
型
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
文
脈
か
ら
す
る
と
こ
の
よ
う
な
趣
旨
と
も
思
わ
れ
る
。

（
４
）
林
伸
太
郎
「
境
界
確
定
訴
訟
に
関
す
る
一
考
察
（
一
）
」
法
学
四
八
巻
一
一
一
八
九
頁
以
下
（
四
三
四
頁
－
四
一
一
一
七
頁
）
。

（
５
）
林
。
四
一
一
一
七
頁
、
林
「
境
界
確
定
訴
訟
に
関
す
る
一
考
察
（
一
一
一
。
完
）
」
法
学
四
九
巻
三
○
五
頁
以
下
（
一
一
一
四
五
頁
）
。

（
６
）
小
川
英
明
・
前
掲
三
五
五
頁
、
一
一
一
五
六
頁
。

（
７
）
ち
な
み
に
Ａ
命
題
を
否
定
す
る
立
場
に
お
い
て
当
事
者
が
一
定
線
を
主
張
し
な
い
場
合
の
処
理
の
仕
方
と
し
て
考
え
れ
ば
ど

う
で
あ
ろ
う
か
。
な
る
ほ
ど
隣
接
す
る
両
土
地
は
特
定
さ
れ
て
い
る
の
で
係
争
地
が
特
定
さ
れ
て
い
な
く
て
も
そ
の
場
合
は

「
最
も
有
利
な
境
界
線
」
が
主
張
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
。
そ
の
場
合
、
「
最
も
有
利
な
境
界
線
」

と
は
相
手
方
の
所
有
権
範
囲
の
反
対
側
の
限
界
線
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
が
、
そ
う
な
る
と
相
手
方
の
所
有
権
は

ま
っ
た
く
存
在
し
な
い
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
は
相
手
方
と
の
間
の
境
界
の
確
定
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
と

矛
盾
す
る
の
で
、
相
手
方
の
所
有
権
範
囲
の
反
対
側
の
限
界
線
に
限
り
な
く
近
い
線
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ

の
よ
う
に
解
し
た
う
え
で
こ
れ
を
見
る
と
、
な
る
ほ
ど
こ
れ
は
検
討
に
値
す
る
見
解
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
「
最

も
有
利
な
境
界
線
」
が
主
張
さ
れ
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
当
事
者
の
意
思
に
沿
わ
な
い
と
思
わ
れ
る
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（
Ｍ
）
石
川
・
二
二
六
頁
。

（
咀
）
石
川
・
二
二
六
頁
。

（
９
）
佐
々
木
「
境
界
確
定
訴
訟
の
再
吟
味
」
民
事
研
修
一
九
○
号
三
七
頁
。

（
ｍ
）
佐
々
木
「
境
界
確
定
訴
訟
の
再
吟
味
」
民
事
研
修
一
九
○
号
三
九
頁
、
同
「
不
利
益
変
更
禁
止
」
小
室
編
・
判
例
演
習
講
座

民
事
訴
訟
法
三
五
六
頁
、
同
「
形
式
的
形
成
訴
訟
の
上
訴
」
小
室
・
小
山
還
暦
裁
判
と
上
訴
（
中
）
七
四
頁
。

（
Ⅱ
）
佐
々
木
「
形
式
的
形
成
訴
訟
の
上
訴
」
小
室
・
小
山
還
暦
裁
判
と
上
訴
（
中
）
七
四
頁
。
同
「
不
利
益
変
更
禁
止
」
小
室
編

・
判
例
演
習
講
座
民
事
訴
訟
法
三
五
七
頁
、
同
「
境
界
確
定
訴
訟
の
再
吟
味
」
民
事
研
修
一
九
○
号
三
九
頁
も
同
旨
。

（
血
）
佐
々
木
「
紛
争
の
類
型
化
と
訴
訟
制
度
の
対
応
」
民
事
訴
訟
雑
誌
一
七
号
七
三
頁
以
下
で
も
少
な
く
と
も
今
の
問
題
に
関
す

る
限
り
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
と
私
は
思
う
。

（
、
）
石
川
明
「
境
界
確
定
の
訴
と
取
得
時
効
の
主
張
」
伊
東
ほ
か
編
・
法
学
演
習
講
座
⑩
民
事
訴
訟
法
二
一
八
頁
以
下
（
二
一
九

し
、
ま
た
訴
訟
費
用
の
負
担
が
当
事
者
双
方
の
主
張
線
と
裁
判
所
が
認
定
し
た
境
界
線
の
関
係
で
決
ま
る
と
す
れ
ば
実
際
に

は
到
底
認
め
ら
れ
な
い
「
最
も
有
利
な
境
界
線
」
が
主
張
さ
れ
て
い
る
と
見
徹
さ
れ
る
こ
と
は
そ
の
当
事
者
に
と
っ
て
か
え

っ
て
不
利
益
で
も
あ
る
の
で
、
あ
ま
り
適
当
な
処
理
の
仕
方
と
は
思
わ
れ
な
い
。

（
８
）
佐
々
木
吉
男
「
境
界
確
定
訴
訟
の
再
吟
味
」
民
事
研
修
一
九
○
号
二
七
頁
以
下
、
同
「
不
利
益
変
更
禁
止
」
小
室
編
・
判
例

演
習
講
座
民
事
訴
訟
法
三
四
七
頁
以
下
、
同
「
形
式
的
形
成
訴
訟
の
上
訴
」
小
室
・
小
山
還
暦
裁
判
と
上
訴
（
中
）
六
一
頁

頁
以
下
）
。

以
下
。
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以
上
、
見
て
き
た
よ
う
に
、
境
界
確
定
訴
訟
の
対
象
で
は
少
数
説
に
立
つ
も
の
の
中
に
も
Ａ
Ｂ
命
題
を
肯
定
す
る
も
の
が
存
す
る

（
１
）

の
で
あ
り
、
Ａ
Ｂ
命
題
肯
定
説
は
支
配
的
な
見
解
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
最
近
、
奈
良
次
郎
教
授
（
論
文
発
表
当
時
は
判
事
）

は
境
界
確
定
訴
訟
全
体
に
お
け
る
通
説
の
立
場
に
立
ち
つ
つ
も
Ａ
Ｂ
命
題
の
肯
定
に
つ
き
、
従
来
の
通
説
か
ら
す
れ
ば
幾
分
ト
ー
ン

ダ
ウ
ン
し
た
よ
う
な
議
論
を
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
Ａ
命
題
に
つ
い
て
は
、
一
定
線
を
主
張
し
な
く
て
も
よ

い
と
は
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
一
定
線
を
主
張
し
な
く
て
も
不
適
法
却
下
さ
れ
な
い
と
い
う
だ
け
で
あ
っ
て
、
裁
判
実
務
に
お
い
て
は

当
事
者
双
方
に
一
定
線
の
主
張
を
さ
せ
て
お
り
、
「
又
、
そ
れ
も
当
然
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
け
だ
し
境
界
線
の
不
明
な
い
し
争
い

が
生
ず
る
の
は
、
双
方
の
思
い
、
考
え
る
境
界
線
が
相
互
に
利
害
対
立
す
る
こ
と
か
ら
紛
争
が
生
ず
る
こ
と
は
、
前
述
し
た
と
お
り

だ
か
ら
で
麩
訊
。
」
と
言
い
、
ま
た
Ｂ
命
題
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
双
方
の
主
張
線
の
範
囲
外
に
境
界
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
い
っ
て
も
、
「
係
争
地
の
範
囲
を
超
え
て
境
界
が
認
定
又
は
確
定
さ
れ
る
と
い
う
の
で
は
、
当
事
者
に
と
っ
て
は
、
と
き
に
は
紛

争
を
広
め
る
こ
と
に
な
り
、
新
た
な
飛
び
火
を
生
ぜ
し
め
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
に
な
り
、
予
想
外
の
事
態
と
い
う
こ
と
に
な
る

砲
・
」
そ
こ
で
そ
う
い
う
場
合
は
「
で
き
れ
ば
裁
判
所
が
釈
明
権
を
行
使
し
て
、
係
争
地
域
を
拡
大
さ
せ
、
申
立
て
を
訂
正
さ
せ
る

の
が
裁
判
実
務
上
最
も
妥
当
な
一
つ
の
方
法
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
当
事
者
に
対
し
予
想
外
の
不
意
打
ち
を
与
え
る
の

は
、
た
と
え
裁
判
所
の
す
べ
き
判
断
で
あ
っ
て
も
望
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
か
ら
で
麩
が
。
」
と
言
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
教
授
は
Ａ
Ｂ
命
題
の
問
題
点
を
指
摘
し
、
実
務
に
お
け
る
運
用
に
お
い
て
そ
の
点
に
つ
い
て
配
慮
す
る
こ
と
を
求
め

て
い
蕊
。
そ
の
う
ち
Ｂ
命
題
に
つ
い
て
は
Ｂ
命
題
を
否
定
し
つ
つ
も
当
事
者
双
方
の
主
張
線
の
範
囲
外
に
境
界
が
存
す
る
場
合
は
裁

判
所
は
釈
明
し
て
当
事
者
の
主
張
を
改
め
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
小
室
教
授
な
ど
の
所
説
の
影
響
が
見
ら
れ
る
が
、
小
室
教
授

八
奈
良
教
授
の
所
説
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の
所
説
と
の
実
質
的
な
差
異
は
裁
判
所
の
釈
明
に
も
か
か
わ
ら
ず
当
事
者
が
主
張
を
改
め
な
い
場
合
に
生
じ
る
ほ
か
、
Ｂ
命
題
を
肯

定
す
る
奈
良
教
授
に
お
い
て
は
釈
明
せ
ず
に
当
事
者
の
主
張
線
を
越
え
て
境
界
を
確
定
し
た
判
決
を
違
法
と
す
る
わ
け
に
は
い
か
な

い
は
ず
な
の
で
、
裁
判
所
に
釈
明
義
務
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
点
に
存
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
裁
判

所
に
釈
明
権
を
認
め
る
と
い
っ
て
も
Ｂ
命
題
を
肯
定
す
る
奈
良
教
授
の
立
場
に
お
い
て
は
釈
明
権
の
行
使
を
受
け
る
当
事
者
の
利
益

の
た
め
に
で
は
な
く
、
そ
の
相
手
方
の
利
益
の
た
め
に
釈
明
権
を
行
使
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
お
か
し
な
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ

え
釈
明
権
を
行
使
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
む
し
ろ
直
接
、
相
手
方
に
対
し
て
反
論
の
機
会
を
与
え
る
と
い
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な

そ
れ
で
は
こ
の
よ
う
に
Ａ
Ｂ
命
題
の
問
題
点
を
指
摘
し
、
実
務
に
お
け
る
運
用
に
お
い
て
配
慮
す
る
こ
と
を
求
め
る
教
授
の
Ａ
Ｂ

命
題
肯
定
の
理
由
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
Ａ
命
題
に
つ
い
て
は
ふ
れ
て
い
な
い
が
、
Ｂ
命
題
に
つ
い
て
は
わ
ず
か
に
次
の
叙
述
が
見
ら

れ
る
。
「
た
だ
、
こ
の
こ
と
か
ら
直
ち
に
、
当
事
者
の
申
立
て
に
拘
束
力
を
認
む
く
き
か
は
別
個
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
当
事
者
の
申

立
て
に
拘
束
力
を
認
め
る
と
す
れ
ば
、
些
少
な
違
反
も
、
違
法
な
裁
判
と
な
る
が
、
そ
こ
ま
で
当
事
者
の
申
立
て
に
拘
束
力
を
認
め

る
の
は
境
界
確
定
訴
訟
の
目
的
、
性
質
か
ら
み
て
疑
問
で
あ
り
、
む
し
ろ
、
裁
判
所
が
そ
の
点
に
考
慮
を
払
っ
て
、
運
用
を
す
べ
き

（
６
）

指
針
と
し
て
考
慮
す
れ
ば
よ
い
と
考
壹
え
た
い
。
」
と
。
そ
れ
で
は
そ
の
「
境
界
確
定
訴
訟
の
目
的
、
性
質
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
が
明
ら
か
で
な
い
が
、
も
し
そ
れ
が
最
高
裁
昭
和
三
八
年
一
○
月
一
五
日
判
決
が
引
用
す
る
大
審
院
大
正
一
一
一
年
六
月
一
一
○
日

民
事
連
合
部
判
決
の
い
う
「
経
界
確
定
ノ
訴
訟
ノ
目
的
」
と
同
じ
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
両
隣
地
間
一
一
於
ケ
ル
経
界
ノ
不
明
一
一
起
因

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

る
立
場
、

に
な
る
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
Ｂ
命
題
を
肯
定
し
て
も
こ
の
よ
う
に
運
用
に
お
い
て
配
慮
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
Ｂ
命
題
を
否
定
す

立
場
、
と
り
わ
け
小
室
教
授
な
ど
の
よ
う
に
Ｂ
命
題
を
否
定
し
つ
つ
も
運
用
に
お
い
て
配
慮
す
る
立
場
と
か
な
り
接
近
す
る
こ
と
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ス
ル
争
議
ヲ
根
絶
シ
双
隣
者
ノ
権
利
状
態
ヲ
平
安
輩
固
ナ
ラ
シ
ム
ル
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
前
述
の
よ
う
に

こ
れ
は
Ｂ
命
題
を
肯
定
す
る
理
由
と
は
な
り
え
な
い
し
、
ま
た
、
も
し
そ
れ
が
形
式
的
形
成
訴
訟
と
い
う
こ
と
を
指
す
と
す
れ
ば
、

ま
ず
抽
象
的
に
法
的
性
質
を
決
め
て
、
そ
こ
か
ら
具
体
的
帰
結
を
導
く
こ
と
を
肯
定
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
、
「
些
少
な
違
反

も
、
違
法
な
裁
判
と
な
る
が
、
そ
こ
ま
で
当
事
者
の
申
立
て
に
拘
束
力
を
認
め
る
の
は
」
と
い
う
の
は
「
些
少
な
違
反
」
の
場
合
の

み
適
法
と
す
る
趣
旨
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
「
些
少
な
違
反
」
か
否
か
を
ど
の
よ
う
に
区
別
す
る
か
と
い
う
問
題
の

ほ
か
に
、
「
些
少
な
違
反
」
の
場
合
の
み
適
法
と
す
る
こ
と
の
根
拠
づ
け
が
必
要
と
な
る
。
少
し
な
ら
い
い
で
は
な
い
か
と
い
う
議

論
に
対
し
て
は
少
し
で
も
い
か
ん
と
い
う
議
論
が
常
に
対
時
す
る
の
で
、
こ
の
根
拠
づ
け
は
容
易
で
は
な
い
。
し
か
も
、
境
界
確
定

訴
訟
の
対
象
は
地
番
の
境
界
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
些
少
と
は
い
え
な
い
違
反
の
場
合
は
違
法
と
は
言
い
に
く
い
で
あ
ろ

う
。
も
し
「
些
少
な
違
反
」
の
場
合
の
み
な
ら
ず
些
少
と
は
い
え
な
い
違
反
も
適
法
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
些
少
な
違
反
の
場
合
を

採
り
挙
げ
て
Ｂ
命
題
を
正
当
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
た
だ
、
些
少
と
は
い
え
な
い
違
反
も
適
法
で
は
あ
る
が
、
実

際
に
は
仮
に
主
張
線
を
越
え
て
境
界
を
確
定
す
る
こ
と
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
わ
ず
か
に
越
え
て
い
る
と
い
う
の
が
ほ
と
ん
ど

で
あ
ろ
う
か
ら
そ
の
場
合
を
主
と
し
て
念
頭
に
お
い
て
考
え
て
よ
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
れ
で
理
解
で
き
る
。

な
お
、
教
授
は
当
事
者
双
方
の
主
張
線
の
範
囲
外
に
境
界
が
存
す
る
と
い
う
こ
と
は
実
際
に
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
言
い
、
「
そ
の

意
味
で
は
、
当
事
者
の
申
立
て
に
拘
束
力
が
あ
る
か
ど
う
か
（
民
訴
一
八
六
条
）
の
問
題
は
、
大
部
分
の
ケ
ー
ス
で
は
問
題
と
な
ら

（
７
）

ず
、
裁
判
実
務
上
の
ウ
ェ
イ
ト
は
低
い
と
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
前
述
の
よ
う
に
昭
和
二
一
八
年
の
最
高
裁
判

決
は
原
審
の
判
断
に
よ
れ
ば
当
事
者
双
方
の
主
張
線
の
範
囲
外
に
境
界
が
存
す
る
事
案
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
そ

れ
で
も
そ
れ
は
例
外
で
あ
り
、
教
授
の
言
う
通
り
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
か
ら
、
だ
か
ら
肯
定
説
で
い
い
と
か
、
反
対
に

否
定
説
で
い
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
ま
さ
に
例
外
の
場
合
に
つ
い
て
ど
う
す
る
か
が
今
の
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。
も
つ
と
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も
、
教
授
も
だ
か
ら
肯
定
説
で
い
い
と
言
う
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
。

注

（
１
）
奈
良
次
郎
「
境
界
紛
争
に
関
す
る
訴
え
に
つ
い
て
の
若
干
の
考
察
（
上
）
（
中
）
（
下
）
」
判
例
時
報
一
二
二
一
号
一
四
八

頁
以
下
、
’
一
一
一
一
四
号
一
四
八
頁
以
下
、
一
二
一
一
七
号
一
四
八
頁
以
下
。

（
２
）
奈
良
・
’
二
二
一
号
一
五
一
頁
。

（
３
）
奈
良
・
一
二
二
四
号
一
五
○
頁
。

（
４
）
奈
良
・
’
二
二
四
号
一
五
一
頁
。

（
５
）
と
こ
ろ
で
Ｂ
命
題
に
関
す
る
も
う
一
つ
の
配
慮
の
仕
方
と
し
て
教
授
は
当
事
者
が
一
定
線
を
主
張
す
る
際
に
「
余
程
不
合
理

な
主
張
を
し
て
い
な
い
か
ぎ
り
、
あ
る
べ
き
境
界
線
は
自
ら
係
争
地
域
内
に
あ
る
」
は
ず
な
の
で
、
主
張
の
根
拠
と
な
っ
て

い
る
諸
事
実
を
詳
細
に
陳
述
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
合
理
的
な
主
張
を
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
も
述
べ
て
い
る
（
一
二
二
四
号

一
五
○
頁
）
（
同
旨
、
松
津
・
前
掲
七
三
八
頁
、
七
三
九
頁
）
。
し
か
し
、
根
拠
の
な
い
不
合
理
な
主
張
を
す
れ
ば
ほ
と
ん

ど
の
場
合
は
過
大
な
主
張
と
な
り
、
そ
れ
ゆ
え
あ
る
べ
き
境
界
線
は
そ
の
範
囲
内
に
当
然
存
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ

て
、
か
え
っ
て
判
事
の
言
う
よ
う
に
主
張
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
諸
事
実
を
詳
細
に
陳
述
さ
せ
る
と
係
争
地
域
は
狭
く
な
り

あ
る
べ
き
境
界
線
が
そ
こ
か
ら
は
み
出
す
こ
と
が
生
じ
や
す
く
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
６
）
奈
良
・
’
二
二
四
号
一
五
一
頁
。

（
７
）
奈
良
・
’
二
二
四
号
一
五
○
頁
。
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一
宮
崎
判
事
は
非
訟
理
論
お
よ
び
Ａ
Ｂ
命
題
を
批
判
す
る
。
そ
の
う
ち
有
効
な
批
判
と
思
わ
れ
る
の
は
、
（
ａ
）
実
質
非
訟
の

境
界
確
定
訴
訟
の
実
際
的
必
要
性
は
な
く
、
（
ｂ
）
Ｂ
命
題
は
当
事
者
の
意
思
に
反
し
、
（
ｃ
）
Ａ
Ｂ
命
題
は
境
界
確
定
訴
訟
と

所
有
権
確
認
訴
訟
の
併
合
の
場
合
に
困
難
を
生
じ
る
、
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
、
（
ｄ
）
境
界
確
定
訴
訟
は
理
論
的

に
は
当
事
者
の
所
有
権
の
範
囲
と
は
無
関
係
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
Ｂ
命
題
を
肯
定
す
る
こ
と
は
当
事
者
の
意
思
に
反
す

る
と
い
う
批
判
を
も
行
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
こ
の
う
ち
（
ｂ
）
に
つ
い
て
は
、
確
か
に
そ
の
よ
う
な
批
判
は
成
り
立

つ
が
、
雄
本
博
士
が
Ｂ
命
題
を
否
定
す
る
こ
と
は
「
原
告
ノ
欲
ス
ル
所
ニ
ァ
ラ
サ
ル
」
と
し
た
よ
う
に
、
裁
判
の
予
測
の
困
難
と

い
う
こ
と
を
考
え
れ
ば
Ｂ
命
題
を
肯
定
す
る
こ
と
こ
そ
が
当
事
者
の
真
意
に
沿
っ
て
い
る
と
い
え
な
い
こ
と
も
な
い
の
で
、
こ
の

批
判
と
と
も
に
、
民
訴
一
八
六
条
の
趣
旨
は
相
手
方
に
防
御
の
最
終
目
標
を
提
示
す
る
と
い
う
こ
と
に
も
あ
る
と
い
う
こ
と
か

ら
、
Ｂ
命
題
の
肯
定
は
そ
の
点
で
の
合
理
性
を
損
な
う
こ
と
を
も
問
題
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
判
事
は
Ａ
Ｂ
命
題
を

批
判
す
る
が
、
境
界
確
定
訴
訟
に
お
い
て
Ａ
Ｂ
命
題
を
否
定
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
「
当
事
者
双
方
の
主
張
す
る
経
界
線

に
囲
続
さ
れ
た
係
争
地
域
に
対
す
る
所
有
権
の
帰
属
の
確
認
を
求
め
る
訴
訟
」
の
み
を
認
め
境
界
確
定
訴
訟
自
体
を
否
定
す
る
。

そ
れ
は
主
と
し
て
境
界
確
定
訴
訟
の
対
象
の
関
係
か
ら
で
あ
る
が
、
「
単
な
る
線
」
的
思
考
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
が
で
き
ず
境
界

確
定
訴
訟
で
は
Ｂ
命
題
を
否
定
す
る
余
地
は
な
い
と
考
え
た
よ
う
で
あ
る
こ
と
も
境
界
確
定
訴
訟
自
体
を
否
定
す
る
動
機
に
な
っ

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

二
境
界
確
定
訴
訟
全
体
に
つ
い
て
の
通
説
の
代
表
者
と
目
さ
れ
て
い
る
村
松
判
事
は
、
境
界
確
定
に
関
す
る
非
訟
理
論
に
つ
い

て
は
そ
の
実
際
的
必
要
性
を
説
い
て
い
る
が
、
準
請
求
に
関
す
る
非
訟
理
論
お
よ
び
Ａ
Ｂ
命
題
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
双
方
の
主

九
戦
後
の
学
説
と
判
例
の
要
約
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張
線
が
交
差
し
、
し
か
も
真
の
境
界
は
双
方
の
主
張
線
の
中
間
に
存
す
る
と
い
う
特
殊
な
場
合
に
つ
い
て
は
Ｂ
命
題
の
実
質
的
必
要

性
を
説
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
を
除
け
ば
請
求
に
関
す
る
非
訟
理
論
お
よ
び
Ａ
Ｂ
命
題
は
正
し
い
と
い
う
だ
け
で
そ
の
理

由
を
示
し
て
い
な
い
。
村
松
判
事
は
境
界
確
定
訴
訟
は
当
事
者
の
所
有
権
の
範
囲
を
確
定
す
る
訴
訟
で
は
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
当

事
者
の
所
有
権
の
範
囲
の
争
い
の
解
決
と
い
う
観
点
か
ら
地
番
の
境
界
を
確
定
す
る
訴
訟
を
正
当
化
し
、
ま
た
範
囲
的
思
考
に
立
つ

た
め
に
、
従
来
の
学
説
の
よ
う
に
境
界
確
定
訴
訟
は
当
事
者
の
所
有
権
の
範
囲
を
確
定
す
る
訴
訟
で
は
な
い
か
ら
と
か
、
「
単
な
る

線
」
的
思
考
に
よ
り
Ｂ
命
題
を
正
当
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
Ｂ
命
題
肯
定
の
別
の
理
由
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

あ
る
が
、
そ
れ
を
示
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
Ｂ
命
題
を
肯
定
す
る
こ
と
は
問
題
で
は
あ
る
と
す
る
か
の
よ
う
な

叙
述
さ
え
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
穂
極
的
な
理
由
な
し
に
Ａ
Ｂ
命
題
を
肯
定
す
る
の
は
、
他
の
論
者
と
同
様
、
判
事
に
も
境
界
確

定
に
関
す
る
非
訟
理
論
と
（
準
）
請
求
に
関
す
る
非
訟
理
論
と
を
区
別
す
る
と
い
う
発
想
が
な
い
た
め
に
、
前
者
を
肯
定
す
る
以

上
、
後
者
も
肯
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

一
一
一
最
高
裁
昭
和
三
八
年
一
○
月
一
五
日
判
決
は
Ｂ
命
題
を
肯
定
し
た
大
正
一
二
年
の
大
審
院
判
決
お
よ
び
昭
和
一
一
年
の
大
審
院

判
決
を
引
用
し
て
請
求
に
関
す
る
非
訟
理
論
お
よ
び
Ｂ
命
題
を
肯
定
し
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
上
訴
審
に
お
け
る
不
利
益
変
更
禁
止
の

原
則
の
不
適
用
を
導
い
た
。
本
判
決
は
「
単
な
る
線
」
的
思
考
に
立
っ
て
お
り
、
ま
た
境
界
確
定
に
関
す
る
非
訟
理
論
と
請
求
に
関

す
る
非
訟
理
論
と
を
区
別
す
る
こ
と
な
く
一
体
の
も
の
と
し
て
論
じ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
変
更
後
の
大
審
院
の
立
場
を
そ
の
ま
ま

踏
襲
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
最
高
裁
昭
和
四
一
年
五
月
二
○
日
判
決
は
傍
論
と
し
て
で
は
あ
る
が
Ａ
命
題
を
肯

四
右
の
昭
和
三
八
年
判
決
の
判
例
評
釈
に
お
い
て
、
田
中
判
事
、
花
村
教
授
は
判
決
理
由
に
賛
成
す
る
ほ
か
、
地
番
の
境
界
は
当

事
者
が
処
分
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
と
い
う
理
由
に
よ
り
Ｂ
命
題
を
根
拠
づ
け
た
。
な
る
ほ
ど
確
か
に
地
番
境
界
理
論
か
ら
は

定
し
た
。
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必
然
的
に
Ｂ
命
題
が
導
か
れ
る
が
、
地
番
の
境
界
は
原
則
的
に
は
当
事
者
の
所
有
権
の
範
囲
を
画
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
逆
に

い
え
ば
Ｂ
命
題
が
当
事
者
の
所
有
権
の
範
囲
の
争
い
の
解
決
に
お
い
て
合
理
性
を
も
つ
の
で
な
け
れ
ば
地
番
境
界
理
論
を
肯
定
し
て

は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
花
村
教
授
は
地
番
の
境
界
を
確
定
す
る
こ
と
は
実
際
上
当
事
者
の
所
有
権
の
範
囲
を
確
定
す

る
こ
と
に
な
る
と
い
う
認
識
は
あ
る
も
の
の
、
Ｂ
命
題
は
当
事
者
の
所
有
権
の
範
囲
の
争
い
の
解
決
に
お
い
て
合
理
性
を
も
つ
と
い

う
議
論
は
一
切
行
っ
て
お
ら
ず
、
か
え
っ
て
戦
前
の
学
説
に
な
ら
っ
て
理
論
的
に
は
境
界
確
定
訴
訟
は
当
事
者
の
所
有
権
の
範
囲
を

確
定
す
る
訴
訟
で
は
な
い
か
ら
と
し
て
Ｂ
命
題
を
正
当
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
な
お
、
境
界
確
定
訴
訟
は
当
事
者
の
所
有
権
の
範

囲
を
確
定
す
る
訴
訟
で
は
な
い
と
す
る
立
場
の
論
者
は
す
べ
て
Ａ
Ｂ
命
題
を
肯
定
し
て
い
る
が
、
前
述
の
村
松
判
事
を
除
け
ば
、
問

わ
れ
れ
ば
お
そ
ら
く
多
く
の
者
が
地
番
境
界
理
論
も
Ｂ
命
題
の
根
拠
で
あ
る
と
答
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

五
宮
崎
判
事
の
Ａ
Ｂ
命
題
批
判
は
境
界
確
定
訴
訟
に
お
い
て
Ａ
Ｂ
命
題
を
否
定
す
る
諸
説
を
導
い
た
。
そ
れ
ら
は
す
べ
て
境
界
確

定
訴
訟
の
対
象
に
つ
い
て
境
界
確
定
訴
訟
は
当
事
者
の
所
有
権
の
範
囲
を
確
定
す
る
訴
訟
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
と
い
う
点
で
共
通

（
イ
）
小
室
教
授
は
「
こ
の
訴
訟
は
、
境
界
線
を
確
定
す
る
と
同
時
に
、
所
有
権
の
範
囲
を
確
定
す
る
訴
訟
で
あ
」
る
か
ら
と
い
う

こ
と
と
、
「
た
と
え
そ
の
本
質
が
非
訟
事
件
で
あ
っ
て
も
、
訴
訟
形
式
を
と
る
」
か
ら
と
い
う
理
由
で
Ａ
Ｂ
命
題
を
否
定
す
る
。
前

者
は
従
来
の
学
説
が
当
事
者
の
所
有
権
の
範
囲
は
境
界
確
定
訴
訟
の
対
象
で
は
な
い
と
す
る
こ
と
に
よ
り
Ｂ
命
題
を
正
当
化
し
よ
う

と
し
た
こ
と
に
対
す
る
批
判
と
し
て
見
れ
ば
重
要
な
指
摘
で
あ
る
が
、
後
者
は
訴
訟
の
形
式
を
と
る
以
上
Ｂ
命
題
を
や
む
な
く
否
定

す
る
か
の
よ
う
で
あ
り
適
切
で
は
な
い
。
な
お
、
教
授
は
Ａ
Ｂ
命
題
の
否
定
に
あ
た
り
、
「
被
告
の
一
定
線
の
主
張
を
も
同
等
に
処

遇
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
当
事
者
の
公
平
と
い
う
こ
と
か
ら
こ
れ
は
当
然
に
要
請
さ
れ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
被
告
が
一
定

線
を
主
張
し
な
い
場
合
は
ど
の
よ
う
な
処
置
が
な
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
教
授
は
ふ
れ
て
い
な
い
が
、
Ａ
Ｂ
命
題

す
る
。
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否
定
説
で
は
こ
の
点
は
当
然
に
問
題
に
な
る
。
な
お
、
当
事
者
双
方
の
主
張
線
が
交
差
し
、
し
か
も
真
の
境
界
は
双
方
の
主
張
線
の

中
間
に
存
す
る
と
い
う
場
合
に
つ
き
教
授
は
「
予
備
的
併
合
」
と
い
う
構
成
に
よ
り
そ
の
位
置
に
境
界
を
確
定
す
る
こ
と
を
可
能
に

す
る
ほ
か
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
つ
い
て
も
、
「
仮
に
係
争
地
外
に
客
観
的
に
明
白
な
境
界
線
が
あ
る
こ
と
が
判
明
す
れ
ば
、
裁
判

所
は
釈
明
し
て
当
事
者
の
主
張
を
改
め
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
」
と
論
じ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
釈
明
権
を
認
め

る
に
と
ど
ま
る
の
か
、
釈
明
義
務
を
も
認
め
る
の
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
「
当
事
者
の
主
張
を
改
め
さ
せ
る
べ
き
で

あ
る
。
」
と
い
う
表
現
を
そ
の
ま
ま
受
け
止
め
れ
ば
後
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
巳
森
松
判
事
は
民
事
訴
訟
の
原
則
に
対
す
る
例
外
を
認
め
る
必
要
は
な
い
と
し
て
Ａ
Ｂ
命
題
を
否
定
す
る
。
な
お
、
原
告
の
一

定
線
の
主
張
は
「
条
理
上
の
権
利
の
主
張
」
で
あ
り
「
法
律
的
主
張
と
し
て
の
請
求
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
は
、
形
成
基
準
と
な

る
法
規
を
欠
く
か
ら
法
律
的
主
張
と
し
て
の
請
求
が
な
い
と
し
て
請
求
に
関
す
る
非
訟
理
論
を
論
理
必
然
的
に
導
く
兼
子
博
士
の
議

論
を
批
判
す
る
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

（
Ｃ
新
堂
教
授
は
「
境
界
確
定
の
訴
え
の
実
質
は
、
あ
く
ま
で
所
有
権
の
効
力
の
及
ぶ
範
囲
に
つ
い
て
の
私
人
間
の
争
い
で
あ

る
」
と
し
て
Ａ
Ｂ
命
題
を
否
定
す
る
。
「
最
高
裁
は
境
界
確
定
訴
訟
の
特
殊
性
を
ひ
と
た
び
認
め
る
と
こ
れ
を
あ
ら
ゆ
る
問
題
に
無

造
作
に
認
め
て
い
く
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
が
、
各
問
題
ご
と
に
き
め
細
か
に
検
討
し
て
い
く
の
が
や
は
り
本
筋
」
で
あ
る
と
い
う

教
授
の
問
題
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
は
ま
っ
た
く
も
っ
て
正
当
で
あ
る
。

（
一
一
）
高
木
判
事
は
「
原
告
主
張
線
よ
り
所
有
権
の
及
ぶ
範
囲
と
し
て
有
利
な
線
で
確
定
す
る
こ
と
は
原
告
が
求
め
て
い
な
い
事
柄

で
あ
」
る
と
い
う
理
由
で
Ｂ
命
題
を
否
定
す
る
。
判
事
も
小
室
教
授
と
同
様
、
裁
判
所
の
釈
明
権
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
る
。

（
ホ
）
宮
川
判
事
も
Ａ
Ｂ
命
題
を
否
定
す
る
。
花
田
判
事
も
Ａ
Ｂ
命
題
を
否
定
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
へ
）
岡
村
判
事
は
Ｂ
命
題
の
否
定
を
一
定
線
を
主
張
す
る
当
事
者
の
意
思
に
よ
り
根
拠
づ
け
る
議
論
で
は
な
し
に
、
相
手
方
の
防
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御
の
機
会
と
い
う
観
点
か
ら
根
拠
づ
け
る
議
論
を
し
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
な
お
小
室
教
授
に
な
ら
い
、
概
括
的
申
立
と
い
う

表
現
を
用
い
て
は
い
る
が
小
室
教
授
の
い
う
「
予
備
的
併
合
」
を
認
め
、
釈
明
権
も
小
室
教
授
と
同
じ
意
味
に
お
い
て
認
め
て
い

（
卜
）
鈴
木
教
授
は
地
番
境
界
理
論
の
否
定
か
ら
Ａ
Ｂ
命
題
の
否
定
を
導
い
て
い
る
。

六
以
上
の
Ａ
Ｂ
否
定
説
に
対
し
、
境
界
確
定
訴
訟
の
対
象
に
つ
い
て
境
界
確
定
訴
訟
は
当
事
者
の
所
有
権
の
範
囲
を
確
定
す
る
訴

訟
で
あ
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
今
の
問
題
に
つ
い
て
は
通
説
に
与
す
る
説
も
存
在
す
る
。

（
イ
）
飯
塚
教
授
は
「
境
界
確
定
訴
訟
に
お
い
て
民
訴
法
一
八
六
条
の
適
用
が
な
い
の
は
、
境
界
の
確
定
が
裁
判
所
の
裁
量
に
よ
ら

ざ
る
を
え
な
い
と
こ
ろ
に
そ
の
根
拠
が
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
叙
述
は
、
し
か
し
、
「
単
な
る
線
」
的
思
考
に
立
っ
て
の

も
の
か
、
そ
れ
と
も
範
囲
的
思
考
に
立
っ
て
の
も
の
か
に
よ
り
、
か
な
り
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
が
異
な
っ
て
く
る
が
、
教
授
が

い
ず
れ
の
思
考
に
立
っ
て
い
る
か
は
明
ら
か
で
な
い
。

（
巳
松
浦
教
授
は
「
境
界
確
定
訴
訟
も
普
通
の
所
有
権
確
認
訴
訟
と
同
じ
く
、
所
有
権
に
関
す
る
確
認
訴
訟
で
あ
る
。
境
界
確
定

訴
訟
が
異
な
る
の
は
、
そ
こ
で
は
所
有
権
の
限
界
な
い
し
範
囲
が
争
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
点
に
つ
い
て
起
訴
の
段
階
で
特
定
主
張
さ

せ
る
こ
と
は
無
理
で
あ
る
た
め
、
原
告
は
必
ず
し
も
最
初
か
ら
境
界
に
つ
き
一
定
の
主
張
を
す
る
こ
と
を
要
せ
ず
、
裁
判
所
も
こ
れ

に
拘
束
さ
れ
な
い
点
に
あ
る
（
民
訴
一
八
六
条
の
不
適
用
）
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
叙
述
も
「
単
な
る
線
」
的
思
考
に
立
っ
て

の
も
の
か
、
そ
れ
と
も
範
囲
的
思
考
に
立
っ
て
の
も
の
か
に
よ
り
、
か
な
り
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
が
異
な
っ
て
く
る
が
、
教
授

に
お
い
て
も
い
ず
れ
の
思
考
に
立
っ
て
い
る
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
な
お
、
右
の
文
章
か
ら
す
る
と
教
授
は
訴
訟
の
い
ず
れ
か
の
段

階
で
は
原
告
は
一
定
線
を
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
裁
判
所
も
そ
れ
に
拘
束
さ
れ
る
と
す
る
か
の
よ
う
で
あ
り
、
注
目
に
値

る
。

す
る
。
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七
奈
良
教
授
は
境
界
確
定
訴
訟
全
体
の
通
説
に
立
場
に
立
ち
つ
つ
も
Ａ
Ｂ
命
題
の
肯
定
に
つ
き
幾
分
ト
ー
ン
ダ
ウ
ン
し
た
よ
う
な

合
理
性
を
損
な
う
こ
と
に
な
る
。

（
ｃ
林
助
教
授
は
境
界
確
定
訴
訟
の
法
的
性
質
が
形
式
的
形
成
訴
訟
で
あ
る
こ
と
か
ら
Ａ
Ｂ
命
題
を
否
定
す
る
よ
う
に
読
め
る
。

（
一
一
）
小
川
判
事
は
Ａ
命
題
に
つ
い
て
は
、
境
界
が
当
事
者
に
と
っ
て
も
明
確
で
な
い
場
合
が
あ
る
か
ら
と
す
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
そ
の
場
合
で
も
主
張
の
上
限
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
可
能
な
は
ず
で
あ
る
。
判
事
は
ま
た
、
Ａ
命
題
を
否
定
す
る
と
当
事

者
、
と
り
わ
け
被
告
が
一
定
線
を
主
張
し
な
い
場
合
は
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
う
か
問
題
が
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
は
確
か
に
ひ
と
つ
の

論
点
で
あ
ろ
う
。
判
事
は
Ｂ
命
題
に
つ
い
て
は
、
境
界
が
係
争
地
域
外
に
一
部
は
み
出
す
場
合
に
Ｂ
命
題
を
否
定
す
る
と
自
然
的
な

地
形
か
ら
見
て
相
当
な
境
界
線
を
採
用
で
き
な
い
こ
と
に
な
り
不
都
合
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
な
ぜ
不
都
合
な
の
か
と
い
う
理

由
が
重
要
な
の
に
そ
れ
が
示
さ
れ
て
い
な
い
。

（
ホ
）
佐
々
木
教
授
は
ひ
と
つ
に
は
「
単
な
る
線
」
的
思
考
に
よ
り
、
ひ
と
つ
に
は
境
界
紛
争
は
非
取
引
紛
争
だ
か
ら
取
引
紛
争
を

対
象
と
す
る
訴
訟
と
同
一
の
処
分
権
主
義
や
弁
論
主
義
を
採
る
こ
と
は
か
え
っ
て
合
理
的
で
な
い
と
い
う
こ
と
に
よ
り
Ｂ
命
題
を
肯

定
す
る
。
後
者
は
、
し
か
し
、
な
ぜ
合
理
的
で
な
い
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。

（
へ
）
石
川
教
授
は
。
定
線
の
申
立
が
、
と
く
に
申
立
の
限
度
を
画
す
る
た
け
に
な
さ
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
場
合
は
、
民
事
訴

訟
法
第
一
八
六
条
の
適
用
あ
り
と
解
す
る
。
さ
に
あ
ら
ざ
る
場
合
は
、
そ
れ
は
単
に
攻
撃
・
防
御
方
法
に
す
ぎ
な
い
と
解
す
べ
き
で

あ
ろ
う
。
」
と
論
じ
て
い
る
。
当
事
者
の
意
思
に
よ
り
一
定
線
の
主
張
が
い
わ
ゆ
る
訴
訟
上
の
請
求
で
あ
っ
た
り
、
単
な
る
攻
撃
・

防
御
方
法
で
あ
っ
た
り
す
る
と
い
う
理
論
構
成
は
と
も
か
く
と
し
て
、
主
張
線
を
越
え
て
境
界
を
確
定
す
る
こ
と
が
当
事
者
の
意
思

に
反
す
る
場
合
に
は
で
き
ず
、
反
し
な
い
場
合
に
は
で
き
る
と
い
う
の
は
一
考
に
値
す
る
。
た
だ
、
｜
定
線
を
主
張
す
る
当
事
者
の

意
思
と
い
う
よ
り
も
相
手
方
の
防
御
の
機
会
と
い
う
観
点
か
ら
す
る
と
、
Ｂ
命
題
を
常
に
肯
定
す
る
説
と
あ
ま
り
違
わ
な
い
く
ら
い
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議
論
を
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
Ａ
命
題
に
つ
い
て
は
裁
判
実
務
に
お
い
て
は
当
事
者
双
方
に
一
定
線
の
主
張
を
さ
せ
て
お
り
、
紛
争

の
実
態
か
ら
し
て
そ
れ
も
当
然
で
あ
る
と
し
、
Ｂ
命
題
に
つ
い
て
は
「
係
争
地
の
範
囲
を
越
え
て
境
界
が
認
定
又
は
確
定
さ
れ
る
と

い
う
の
で
は
、
当
事
者
に
と
っ
て
は
、
と
き
に
は
紛
争
を
広
め
る
こ
と
に
な
り
、
新
た
な
飛
び
火
を
生
ぜ
し
め
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ

と
に
な
り
、
予
想
外
の
事
態
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
」
そ
こ
で
そ
う
い
う
場
合
は
「
で
き
れ
ば
裁
判
所
が
釈
明
権
を
行
使
し
て
、

係
争
地
域
を
拡
大
さ
せ
、
申
立
て
を
訂
正
さ
せ
る
の
が
裁
判
実
務
上
最
も
妥
当
な
一
つ
の
方
法
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

当
事
者
に
予
想
外
の
不
意
打
ち
を
与
え
る
の
は
、
た
と
え
裁
判
所
の
す
べ
き
判
断
で
あ
っ
て
も
望
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
か
ら
で
あ

る
。
」
と
言
う
。
Ｂ
命
題
を
肯
定
し
て
も
こ
の
よ
う
に
運
用
に
お
い
て
配
慮
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
Ｂ
命
題
を
否
定
す
る
立

場
、
と
り
わ
け
小
室
教
授
な
ど
の
よ
う
に
Ｂ
命
題
を
否
定
し
つ
つ
も
運
用
に
お
い
て
配
慮
す
る
立
場
と
か
な
り
接
近
す
る
こ
と
に
な

る
。
な
お
、
奈
良
教
授
は
Ａ
命
題
の
理
由
に
つ
い
て
は
ふ
れ
て
い
な
い
が
、
Ｂ
命
題
の
理
由
に
つ
い
て
は
わ
ず
か
に
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。
「
た
だ
、
こ
の
こ
と
か
ら
直
ち
に
、
当
事
者
の
申
立
て
に
拘
束
力
を
認
む
く
き
か
は
別
個
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
当
事

者
の
申
立
て
に
拘
束
力
を
認
め
る
と
す
れ
ば
、
些
少
な
違
反
も
、
違
法
な
裁
判
と
な
る
が
、
そ
こ
ま
で
当
事
者
の
申
立
て
に
拘
束
力

を
認
め
る
の
は
境
界
確
定
訴
訟
の
目
的
、
性
質
か
ら
し
て
疑
問
で
あ
り
、
む
し
ろ
、
裁
判
所
が
そ
の
点
に
考
慮
を
払
っ
て
、
運
用
を

す
べ
き
指
針
と
し
て
考
慮
す
れ
ば
よ
い
と
考
え
た
い
。
」
そ
れ
で
は
「
境
界
確
定
訴
訟
の
目
的
、
性
質
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
も

し
そ
れ
が
境
界
に
起
因
す
る
紛
争
の
根
絶
と
い
う
こ
と
を
指
す
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
Ｂ
命
題
を
肯
定
す
る
理
由
と
は
な
り
え
な
い

し
、
ま
た
、
も
し
そ
れ
が
形
式
的
形
成
訴
訟
と
い
う
こ
と
を
指
す
と
す
れ
ば
、
ま
ず
抽
象
的
に
法
的
性
質
を
決
め
て
、
そ
こ
か
ら
具

体
的
帰
結
を
導
く
こ
と
を
肯
定
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
、
「
些
少
な
違
反
も
、
違
法
な
裁
判
と
な
る
が
、
そ
こ
ま
で
当
事
者
の

申
立
て
に
拘
束
力
を
認
め
る
の
は
」
と
い
う
の
は
「
些
少
な
違
反
」
の
場
合
の
み
適
法
と
す
る
趣
旨
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
だ
と
す
れ

ば
こ
の
根
拠
づ
け
は
容
易
で
は
な
い
。
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あ
る
。

二
さ
て
、
ま
ず
、
レ
ン
ベ
ル
ク
は
Ａ
命
題
を
否
定
す
る
が
、
Ｂ
命
題
に
つ
い
て
は
肯
定
か
否
定
か
と
い
う
と
否
定
で
あ
る
が
、
し

か
し
裁
判
所
は
原
告
の
主
張
線
を
越
え
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
裁
判
所
は
原
告
の
主
張
線
が
真
実
の
境
界
と
認
め

ら
れ
な
い
と
き
は
原
告
の
請
求
を
棄
却
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
ま
ず
、
Ａ
命
題
に
つ
い
て
は
一
定
線
を
提
示
し
な
い
訴
え

は
よ
く
あ
り
、
裁
判
所
も
そ
れ
を
許
し
て
い
る
が
、
一
定
線
を
提
示
し
な
い
で
は
請
求
を
特
定
し
た
こ
と
に
な
ら
な
い
し
、
欠
席
判

一
わ
が
国
の
境
界
確
定
訴
訟
を
め
ぐ
る
議
論
は
ド
イ
ツ
の
そ
れ
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら

ド
イ
ツ
の
議
論
を
直
接
引
用
し
た
文
献
は
少
な
い
し
、
ま
た
ド
イ
ツ
の
議
論
の
詳
細
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で

あ
る
。
そ
の
原
因
は
こ
と
が
ら
が
複
雑
で
難
解
で
あ
る
こ
と
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
以
下
で
は
、
は
な
は
だ
不
十
分
で
は
あ
る
が
今

の
問
題
に
つ
い
て
の
ド
イ
ツ
の
議
論
と
、
そ
れ
が
わ
が
国
の
学
説
に
ど
の
よ
う
に
影
響
し
た
か
を
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
な

お
、
わ
が
国
に
お
け
る
特
異
な
議
論
と
類
似
す
る
議
論
が
あ
れ
ば
そ
れ
も
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

今
の
問
題
に
つ
い
て
も
わ
が
国
の
議
論
に
は
む
ろ
ん
ド
イ
ツ
の
そ
れ
の
影
響
は
見
ら
れ
る
が
、
し
か
し
境
界
確
定
訴
訟
の
対
象
の

問
題
に
つ
い
て
と
同
様
、
今
の
問
題
に
つ
い
て
も
わ
が
国
で
の
議
論
と
ド
イ
ツ
で
の
議
論
と
で
は
若
干
差
異
が
あ
る
。
そ
れ
は
ド
イ

ツ
で
は
Ａ
命
題
が
中
心
と
な
り
Ｂ
命
題
に
つ
い
て
は
そ
れ
ほ
ど
議
論
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
わ
が
国
で
は
む
し
ろ
Ｂ
命
題

が
主
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
と
、
わ
が
国
の
通
説
は
Ａ
命
題
と
Ｂ
命
題
の
い
ず
れ
も
肯
定
す
る
の
に
対
し
、
ド
イ
ツ

の
通
説
は
Ａ
命
題
は
肯
定
し
つ
つ
も
Ｂ
命
題
は
否
定
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
以
下
で
は
今
の
問
題
に
つ
い
て
の
Ｂ
Ｇ
Ｂ
制

定
（
一
九
○
○
年
）
後
の
学
説
を
見
る
こ
と
に
す
る
。
た
だ
し
、
最
初
に
紹
介
す
る
レ
ン
ベ
ル
ク
の
説
は
Ｂ
Ｇ
Ｂ
制
定
前
の
も
の
で

一
○
ド
イ
ツ
に
お
け
る
学
説
の
状
況
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雄
本
博
士
は
「
経
界
訴
訟
一
一
於
テ
ハ
当
事
者
ハ
互
一
一
所
有
権
存
在
確
認
ノ
訴
ヲ
提
起
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
ト
雛
モ
、
主
ダ
ル
目
的
ハ
経

界
線
ヲ
定
ム
ル
ニ
ァ
リ
テ
、
裁
判
所
ハ
常
一
一
経
界
線
ヲ
定
ム
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
リ
」
と
す
る
よ
う
な
考
え
に
対
し
「
単
な
る
線
」
的
思
考

に
立
っ
て
次
の
よ
う
に
批
判
し
た
。
そ
の
よ
う
に
一
定
線
の
主
張
を
請
求
と
す
る
な
ら
ば
原
告
の
主
張
線
が
真
実
と
認
め
ら
れ
な
い

と
き
は
請
求
を
棄
却
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
一
定
線
の
主
張
を
請
求
と
す

る
の
で
は
な
く
、
と
も
か
く
ど
こ
か
に
境
界
を
確
定
せ
よ
と
い
う
こ
と
を
請
求
と
す
べ
き
こ
と
を
説
い
た
。
そ
れ
が
私
の
い
う
請
求

決
も
不
可
能
で
あ
る
か
ら
許
さ
れ
な
い
と
す
る
が
、
そ
の
際
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
「
人
々
は
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か

も
知
れ
な
い
。
も
し
原
告
が
申
し
立
て
を
一
定
線
に
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
ら
、
弁
論
や
証
拠
調
べ
の
進
行
に
よ
り
原
告

が
考
え
て
い
た
の
と
は
異
な
る
線
が
真
実
の
境
界
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
場
合
は
彼
は
請
求
を
棄
却
さ
れ
る
危
険
を
負
う

こ
と
に
な
る
、
と
。
多
分
、
こ
の
視
点
が
不
特
定
の
境
界
確
定
申
し
立
て
で
足
り
る
と
い
う
見
解
の
一
因
で
あ
八
匁
・
」
と
。
こ
こ

に
は
「
単
な
る
線
」
的
思
考
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
「
単
な
る
線
」
的
思
考
に
立
つ
と
、
「
も
し
原
告
が
申
し
立
て
を
一
定
線
に
向

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
ら
、
弁
論
や
証
拠
調
べ
の
進
行
に
よ
り
原
告
が
考
え
て
い
た
の
と
は
異
な
る
線
が
真
実
の
境
界
で
あ

る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
場
合
は
彼
は
請
求
を
棄
却
さ
れ
る
危
険
を
負
う
こ
と
に
な
る
」
が
、
レ
ン
ベ
ル
ク
は
そ
れ
で
よ
い
と
い

う
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
レ
ン
ベ
ル
ク
は
「
主
張
さ
れ
た
境
界
と
証
明
さ
れ
た
境
界
の
さ
さ
い
な
食
い
違
い
は
そ
の
よ
う
な
結
果

（
請
求
棄
…
す
患
わ
れ
る
．
ｌ
玉
城
）
塗
も
た
…
い
…
鯛
の
こ
と
…
食
い
違
い
が
…
…
か

否
か
は
、
む
ろ
ん
当
事
者
の
利
益
、
と
り
わ
け
被
告
の
境
界
主
張
に
よ
っ
て
決
ま
魂
・
」
と
述
べ
、
ま
た
「
原
告
は
弁
論
や
証
拠
調

べ
の
結
果
に
よ
り
自
己
の
申
し
立
て
を
変
更
す
る
こ
と
は
い
つ
で
も
自
由
に
で
き
る
。
…
…
…
そ
こ
に
は
訴
え
の
変
更
は
見
出
せ

ず
、
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
申
し
立
て
の
修
正
は
単
に
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
四
○
条
一
一
号
の
い
う
請
求
の
滅
縮
や
拡
張
に
す
ぎ
な
い
と
見
る
べ
き

で
詣
誇
午
」
と
述
べ
て
い
る
。
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（
４
）

に
関
す
る
非
訟
理
論
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
定
線
の
主
張
を
請
求
と
Ｉ
し
て
も
「
単
な

る
線
」
的
思
考
で
は
な
く
範
囲
的
思
考
に
立
つ
な
ら
ば
「
裁
判
所
ハ
常
一
一
経
界
線
ヲ
定
ム
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
リ
」
と
い
う
帰
結
に
到
達
で

き
る
の
で
あ
っ
て
、
一
定
線
の
主
張
を
請
求
と
し
つ
つ
「
裁
判
所
ハ
常
一
一
経
界
線
ヲ
定
ム
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
リ
」
と
す
る
よ
う
な
考
え
は

そ
も
そ
も
範
囲
的
思
考
に
立
つ
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
雄
本
博
士
の
批
判
は
的
は
ず
れ
で
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な

ら
な
い
が
、
雄
本
博
士
が
こ
の
よ
う
な
議
論
を
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
レ
ン
ベ
ル
ク
の
所
説
が
強
く
作
用
し
た
こ
と
は
ま
ず
間
違
い

な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
ま
さ
に
レ
ン
ベ
ル
ク
は
一
定
線
の
主
張
を
請
求
と
し
原
告
の
主
張
線
が
真
実
と
認
め
ら
れ
な
い
と
き
は
請
求
を

棄
却
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。

雄
本
博
士
は
レ
ン
ベ
ル
ク
が
原
告
の
主
張
線
が
真
実
と
認
め
ら
れ
な
い
と
き
は
請
求
を
棄
却
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
こ
と

（
５
）

に
つ
き
、
そ
れ
は
一
定
線
の
主
張
を
請
求
と
す
る
こ
と
の
「
必
然
ノ
論
結
ナ
リ
」
と
し
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
批
判
し
た
。
「
然
し
ト

モ
斯
ル
結
果
力
実
際
ノ
要
求
二
合
セ
サ
ル
コ
ト
ハ
、
彼
モ
亦
夕
認
ム
ル
所
ナ
リ
。
故
一
一
彼
ハ
原
告
二
於
テ
判
事
ノ
真
正
卜
認
ム
ル
カ

如
キ
他
ノ
経
界
線
一
一
改
ム
ヘ
キ
モ
ノ
ト
シ
、
而
カ
モ
之
ハ
訴
ノ
原
因
ヲ
変
更
セ
ス
シ
テ
為
ス
申
立
ノ
拡
張
又
ハ
減
縮
ナ
リ
ト
論
ス
…

…
…
然
し
ト
モ
（
ａ
）
原
告
一
一
於
テ
、
判
事
ノ
意
中
ヲ
付
度
シ
テ
之
一
一
合
ス
ル
カ
如
ク
訴
ヲ
変
更
ス
ト
云
フ
如
キ
ハ
不
能
ヲ
貴
ム
ル

モ
ノ
タ
リ
。
（
ｂ
）
且
、
原
告
一
一
於
テ
、
｜
定
ノ
線
力
経
界
線
ナ
ル
コ
ト
ノ
確
認
ヲ
求
ム
ル
訴
ヲ
提
起
シ
タ
ル
後
、
之
ヲ
他
ノ
線
二

改
ム
ル
ハ
許
ル
ス
ヘ
キ
申
立
ノ
拡
張
又
ハ
減
縮
ニ
ア
ラ
ス
。
｜
定
ノ
線
ヲ
以
テ
経
界
線
ナ
ル
コ
ト
ノ
確
認
ヲ
求
ム
ル
訴
…
…
…
一
一
於

テ
ハ
、
其
一
定
ノ
線
ハ
訴
訟
物
タ
リ
。
故
一
一
其
一
定
ノ
線
ヲ
他
ノ
線
二
改
ム
ル
場
合
ニ
ハ
、
訴
訟
物
ヲ
全
然
変
更
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ

・
・
…
…
・
許
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
訴
ノ
原
因
ノ
変
更
タ
Ｅ
」
・
雄
本
博
士
は
境
界
確
定
訴
訟
の
対
象
に
つ
い
て
は
私
の
い
う
所
有
権
関
連
否

（
７
）

定
説
を
提
唱
し
た
が
、
そ
れ
は
レ
ン
ベ
ル
ク
の
所
説
を
参
考
に
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
別
稿
て
述
べ
た
。
こ
れ
に
対
し
、

今
の
問
題
に
つ
い
て
は
こ
の
よ
う
に
レ
ン
ベ
ル
ク
に
対
し
厳
し
い
批
判
を
加
え
た
の
で
あ
っ
た
。
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以
上
の
雄
本
博
士
の
レ
ン
ベ
ル
ク
批
判
の
う
ち
（
ａ
）
は
ま
っ
た
く
正
し
い
し
、
ま
た
（
ｂ
）
も
主
張
線
の
変
更
を
請
求
の
減
縮

や
拡
張
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
の
は
範
囲
的
思
考
の
混
入
で
あ
っ
て
「
単
な
る
線
」
的
思
考
を
徹
底
す
れ
ば
雄
本
博
士
の
言
う
と
お
り

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
雄
本
博
士
の
レ
ン
ベ
ル
ク
批
判
は
正
し
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
が
、
問
題
は
レ
ン
ベ
ル
ク
が
一
定
線
の
主
張

を
請
求
と
し
た
こ
と
を
改
め
る
べ
き
だ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
レ
ン
ベ
ル
ク
が
「
単
な
る
線
」
的
思
考
に
立
っ
て
い
た
こ
と
を
改
め

る
べ
き
だ
っ
た
の
か
で
あ
る
。
前
者
で
あ
れ
ば
Ａ
Ｂ
命
題
が
肯
定
さ
れ
、
後
者
で
あ
れ
ば
Ａ
Ｂ
命
題
が
否
定
さ
れ
る
。
錐
本
博
士
は

次
に
見
る
ヘ
ー
ニ
ガ
ー
に
お
そ
ら
く
従
っ
て
「
単
な
る
線
」
的
思
考
に
立
ち
前
者
の
道
を
歩
ん
だ
。
し
か
し
な
が
ら
、
前
述
の
よ
う

に
雄
本
博
士
に
も
範
囲
的
思
考
は
見
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
過
小
評
価
の
危
険
か
ら
原
告
を
救
済
す
る
た
め
に
Ｂ
命
題
を
肯
定
べ
き
で

あ
る
と
い
う
考
慮
も
あ
っ
て
前
者
の
道
を
歩
ん
だ
の
で
あ
る
。

小
室
教
授
は
Ａ
命
題
に
つ
き
、
ド
イ
ツ
の
通
説
は
Ａ
命
題
を
肯
定
す
る
が
、
否
定
す
る
説
も
あ
る
と
し
て
レ
ン
ベ
ル
ク
を
挙
げ
、

「
こ
の
訴
訟
は
、
境
界
線
を
確
定
す
る
と
同
時
に
、
所
有
権
の
範
囲
を
確
定
す
る
訴
訟
で
あ
り
、
そ
の
故
に
訴
訟
手
続
に
よ
ら
せ
る

も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
レ
ン
ベ
ル
ク
の
所
説
の
と
お
り
、
原
告
お
よ
び
被
告
は
一
定
線
を
主
張
し
係
争
地
域
を
明
確
に
し

（
８
）

な
け
れ
ば
、
自
己
の
請
求
特
定
し
な
い
も
の
と
解
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
」
と
論
じ
て
い
る
が
、
レ
ン
ベ
ル
ク
は
境
界
確
定
訴

訟
は
所
有
権
の
範
囲
を
確
定
す
る
訴
訟
で
は
な
い
と
す
る
ド
イ
ツ
で
は
特
異
な
説
を
説
い
て
い
る
の
だ
し
、
ま
た
「
単
な
る
線
」
的

思
考
に
立
つ
の
で
原
告
の
主
張
線
が
境
界
と
認
め
ら
れ
な
い
と
き
は
境
界
と
認
め
ら
れ
る
位
置
に
原
告
が
主
張
を
変
え
な
い
限
り
請

求
は
棄
却
さ
れ
る
と
す
る
の
で
あ
り
、
ま
た
被
告
は
一
定
線
を
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
小
室
教

授
の
説
と
は
か
な
り
異
な
り
、
こ
こ
で
い
う
「
レ
ン
ベ
ル
ク
の
所
説
の
と
お
り
」
と
は
あ
く
ま
で
境
界
確
定
訴
訟
に
お
い
て
は
原
告

は
一
定
線
を
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
だ
け
を
指
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
点
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
小
室
教
授
は
雄

本
博
士
が
批
判
し
た
レ
ン
ベ
ル
ク
を
引
用
し
た
が
、
教
授
の
見
解
に
近
い
の
は
レ
ン
ベ
ル
ク
で
は
な
く
、
後
述
の
ラ
イ
ス
で
あ
る
の
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8７

三
さ
て
、
レ
ン
ベ
ル
ク
に
対
し
、
ヘ
ー
ー
ー
ガ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
原
告
が
境
界
確
定
の
訴
え
で
求
め
る
こ
と
が
で

き
る
の
は
裁
判
官
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
国
家
の
救
済
手
段
に
よ
る
正
し
い
境
界
の
探
究
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
裁
判
官
の
行
為
を
さ
せ

る
た
め
に
は
、
な
る
ほ
ど
原
告
の
側
で
一
定
の
境
界
線
を
正
し
い
と
思
わ
れ
る
線
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
が
合
目
的
的
で
は
あ
る

が
、
し
か
し
そ
れ
は
必
要
で
は
な
い
。
も
し
必
要
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
客
観
的
な
境
界
不
明
の
多
く
の
場
合
に
お
い
て
原
告
に
嘘

を
つ
く
こ
と
を
強
い
る
こ
と
に
な
る
。
当
事
者
は
一
定
の
境
界
線
を
主
張
し
証
明
す
る
必
要
は
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
彼
が
彼
に
よ

っ
て
提
示
さ
れ
た
境
界
線
が
正
し
い
境
界
で
あ
る
こ
と
を
完
全
に
は
証
明
で
き
な
い
場
合
は
目
的
を
達
す
る
ま
で
何
度
で
も
境
界
確

定
の
訴
え
を
起
こ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
裁
判
官
は
職
権
で
境
界
を
探
究
す
る
。
こ
こ
に
は
境
界
確
定
請
求
は
非

訟
事
件
手
続
を
前
提
に
し
て
い
る
が
そ
の
性
質
に
反
し
て
訴
訟
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
原
告
に
よ
っ

て
提
示
さ
れ
た
境
界
線
は
裁
判
官
に
よ
る
境
界
探
究
に
と
っ
て
せ
い
ぜ
い
手
が
か
り
に
す
ぎ
ず
拘
束
と
は
な
ら
な
い
し
、
原
告
が
合

目
的
性
の
考
慮
か
ら
一
定
の
境
界
線
を
正
し
い
と
思
わ
れ
る
線
と
し
て
提
示
す
る
か
否
か
を
問
わ
ず
常
に
真
実
の
境
界
の
探
究
を
求

と
に
な
る
。

に
、
教
授
は
ラ
イ
ス
の
説
の
存
在
を
知
ら
な
か
っ
た
ら
し
く
引
用
し
て
い
な
い
。

な
お
、
レ
ン
ベ
ル
ク
は
当
事
者
の
主
張
線
と
判
決
で
確
定
す
る
境
界
の
さ
さ
い
な
食
い
違
い
が
請
求
棄
却
を
も
た
ら
さ
な
い
の
は

目
明
の
こ
と
で
あ
る
、
と
言
う
。
こ
れ
は
Ｂ
命
題
に
つ
き
奈
良
教
授
が
些
少
な
違
反
も
違
法
と
す
る
の
は
疑
問
で
あ
る
と
論
じ
た
こ

と
を
想
起
さ
せ
る
。
両
者
は
共
通
の
発
想
に
立
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
レ
ン
ベ
ル
ク
は
、
「
食
い
違
い
が
さ
さ
い
な
も
の
か

否
か
は
、
む
ろ
ん
当
事
者
の
利
益
、
と
り
わ
け
被
告
の
境
界
主
張
に
よ
っ
て
決
ま
る
。
」
と
述
べ
て
お
り
、
こ
れ
は
被
告
の
主
張
線

の
方
向
に
で
あ
れ
ば
さ
さ
い
な
食
い
違
い
は
許
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
原
告
の
主
張
線
を
越
え
て
境
界
を
確
定
す
る
こ
と

ま
で
は
認
め
な
い
趣
旨
だ
と
も
解
さ
れ
る
。
な
お
、
仮
に
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
に
も
わ
ず
か
な
が
ら
範
囲
的
思
考
が
見
ら
れ
る
こ
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め
て
い
る
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
ど
こ
か
に
境
界
を
引
く
境
界
確
定
判
決
は
す
べ
て
原
告
の
敗
訴
を
意
味
し
な

（
９
）

い
。
」
原
告
の
側
で
一
定
の
境
界
線
を
正
し
い
と
思
わ
れ
る
線
と
し
て
提
一
不
す
る
こ
と
は
「
欠
席
判
決
や
認
諾
判
決
の
た
め
に
は
実

際
上
、
合
目
的
的
で
あ
る
が
、
請
求
権
の
本
質
か
ら
す
れ
ば
必
要
で
な
い
。
境
界
線
を
探
究
す
る
こ
と
は
裁
判
官
が
す
る
べ
き
こ
と

で
あ
っ
て
、
こ
の
裁
判
官
の
行
為
を
原
告
は
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
境
界
探
究
と
、
こ
れ
の
被
告
に
よ
る
承
認
が
申
し
立
て
ら
れ

て
い
れ
ば
、
特
定
の
申
し
立
て
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
訴
訟
法
の
要
求
（
Ｃ
Ｐ
Ｏ
一
一
五
三
条
一
一
号
）
も
満
た
さ
れ
て
い

る
。
｜
定
の
境
界
線
を
正
し
い
と
思
わ
れ
る
線
と
し
て
提
示
せ
よ
と
い
う
形
式
に
と
ら
わ
れ
す
ぎ
た
要
求
は
客
観
的
な
境
界
不
明
の

（
皿
）

多
く
の
場
合
に
お
い
て
原
告
に
嘘
を
つ
く
こ
と
を
強
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
法
の
意
思
で
は
あ
り
え
な
い
」
「
境

界
確
定
訴
訟
に
実
際
に
関
わ
っ
た
者
は
誰
で
も
一
定
の
境
界
線
を
正
し
い
境
界
線
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
完
全
に
不
可

能
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
土
地
登
記
簿
、
土
地
台
帳
、
公
図
が
役
に
立
た
な
い
の
は
ま
れ
で
は
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
実
務
家
は
裁
判
所
の
慣
行
に
よ
り
一
定
の
境
界
線
を
正
し
い
境
界
線
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
を
強
要
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
ま
さ
に

嘘
を
つ
く
こ
と
を
強
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
魂
・
」

ヘ
ー
ー
ー
ガ
ー
は
Ａ
命
題
に
つ
い
て
は
一
定
線
の
主
張
が
「
も
し
必
要
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
客
観
的
な
境
界
不
明
の
多
く
の
場
合

に
お
い
て
原
告
に
嘘
を
つ
く
こ
と
を
強
い
る
こ
と
に
な
る
。
」
と
い
う
理
由
で
Ａ
命
題
を
肯
定
し
、
ま
た
た
と
え
原
告
が
一
定
線
を

境
界
と
し
て
主
張
し
た
と
し
て
も
裁
判
所
は
そ
れ
に
拘
束
さ
れ
ず
に
真
実
の
境
界
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
お
り
、
レ
ン

ベ
ル
ク
の
所
説
と
は
ま
さ
に
対
照
的
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
さ
も
な
け
れ
ば
彼
が
彼
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
境
界
線
が
正
し

い
境
界
で
あ
る
こ
と
を
完
全
に
は
証
明
で
き
な
い
場
合
は
目
的
を
達
す
る
ま
で
何
度
で
も
境
界
確
定
の
訴
え
を
起
こ
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
」
と
述
べ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
｜
定
線
の
主
張
が
い
わ
ゆ
る
請
求
だ
と
す
れ
ば
裁
判
所
は
原
告
の
主

張
線
が
真
実
の
境
界
と
認
め
ら
れ
な
い
場
合
は
請
求
を
棄
却
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
て
い
る
の
で
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四
さ
て
、
Ｂ
命
題
を
否
定
す
る
レ
ン
ベ
ル
ク
は
裁
判
所
は
原
告
の
主
張
線
が
境
界
と
認
め
ら
れ
な
い
時
は
請
求
を
棄
却
す
べ
き
で

あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
同
じ
く
Ｂ
命
題
を
否
定
す
る
ラ
イ
ス
は
裁
判
所
は
原
告
の
主
張
線
が
境
界
と
認
め
ら
れ
な

い
時
で
も
請
求
を
棄
却
す
べ
き
で
は
な
く
境
界
を
確
定
す
べ
き
で
あ
る
が
、
た
だ
原
告
の
主
張
線
を
越
え
て
境
界
を
確
定
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
と
す
る
。
す
な
わ
ち
Ｂ
命
題
を
そ
れ
と
し
て
否
定
す
る
の
で
あ
る
。
ラ
イ
ス
は
言
う
。
「
境
界
確
定
の
訴
え
は
原
告
が

か
る
》
っ
。
少
な
く
と
も
鍔

明
ら
か
と
は
い
え
な
い
。

あ
り
、
レ
ン
ベ
ル
ク
と
同
様
、
「
単
な
る
線
」
的
思
考
に
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
ヘ
ー
ニ
ガ
ー
は
「
単
な
る
線
」
的

思
考
に
立
ち
つ
つ
、
原
告
の
一
定
線
の
主
張
は
請
求
で
は
な
く
裁
判
所
に
よ
る
境
界
確
定
の
要
求
が
請
求
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
よ

り
、
裁
判
所
は
原
告
の
主
張
線
に
拘
束
さ
れ
ず
に
真
実
の
境
界
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
帰
結
を
導
い
た
の
で
あ
る
。

維
本
博
士
は
こ
の
ヘ
ー
ー
ー
ガ
ー
の
論
文
を
、
参
考
に
し
た
文
献
の
ひ
と
つ
と
し
て
挙
げ
て
お
塊
、
請
求
に
関
す
る
非
訟
理
論
お
よ

び
Ａ
Ｂ
命
題
の
提
唱
に
つ
き
、
明
言
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
の
ヘ
ー
ニ
ガ
ー
の
説
を
お
お
い
に
参
考
に
し
た
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。
た
だ
し
、
ヘ
ー
ニ
ガ
ー
が
裁
判
所
は
原
告
の
主
張
線
に
拘
束
さ
れ
な
い
と
し
て
も
そ
れ
を
越
え
て
境
界
を
確
定
す
る
こ

と
ま
で
認
め
る
も
の
か
、
す
な
わ
ち
Ｂ
命
題
を
肯
定
す
る
も
の
か
は
疑
問
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
彼
は
「
境
界
確
定
訴

訟
に
お
け
る
判
決
は
必
ず
境
界
を
確
定
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
際
し
ば
し
ば
原
告
が
求
め
た
の
と
は
異
な
っ
た
仕
方
で
境
界
を
確
定

（
川
）

し
、
特
に
原
告
が
求
め
た
こ
と
の
塵
曰
巨
い
を
原
告
に
与
え
る
」
と
述
べ
て
お
り
、
こ
れ
は
原
告
の
主
張
線
を
越
え
て
境
界
を
確
定
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
趣
旨
と
採
れ
な
い
こ
と
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
請
求
に
関
す
る
非
訟
理
論
を
採
り
な
が
ら
Ｂ

命
題
を
否
定
す
る
こ
と
は
理
論
的
に
は
容
易
で
は
な
い
。
し
か
し
、
後
の
学
説
は
請
求
に
関
す
る
非
訟
理
論
を
採
る
も
の
も
Ｂ
命
題

を
否
定
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
ヘ
ー
ニ
ガ
ー
も
Ｂ
命
題
を
否
定
し
て
い
た
と
見
る
こ
と
も
ま
っ
た
く
考
慮
に
値
し
な
い
こ
と
で
は
な

か
ろ
う
。
少
な
く
と
も
推
本
博
士
が
Ｂ
命
題
を
肯
定
す
る
こ
と
が
明
ら
か
な
ほ
ど
に
は
ヘ
ー
ー
ー
ガ
ー
は
Ｂ
命
題
を
肯
定
す
る
こ
と
が
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自
己
と
被
告
と
の
間
の
境
界
線
と
し
て
確
定
さ
れ
る
こ
と
を
欲
す
る
一
定
線
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
…
こ
れ
は
す
べ

て
の
訴
え
に
つ
き
特
定
の
申
し
立
て
を
要
求
し
て
い
る
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
一
五
三
条
か
ら
も
、
ま
た
特
に
Ｂ
Ｇ
Ｂ
九
一
一
○
条
の
文
言
自
体
か
ら

も
要
求
さ
れ
る
。
裁
判
官
に
よ
る
境
界
確
定
を
申
し
立
て
る
の
で
は
十
分
で
な
い
。
裁
判
官
は
必
要
な
場
合
は
係
争
地
を
分
割
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
も
し
当
事
者
双
方
が
そ
の
欲
す
る
境
界
を
彼
に
示
さ
な
い
な
ら
ば
、
係
争
地
は
ど
こ
か
知
り
え
な
い
。
裁
判

官
は
判
決
を
下
す
時
に
な
っ
て
初
め
て
当
事
者
か
ら
正
し
い
と
思
う
境
界
線
を
提
示
さ
れ
る
と
い
う
考
え
は
わ
れ
わ
れ
の
訴
訟
法
の

体
系
に
お
い
て
は
不
適
当
で
あ
り
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
訴
訟
法
に
よ
れ
ば
訴
訟
の
す
べ
て
の
要
素
が
で
き

（
ｕ
）

る
だ
け
早
期
に
、
そ
れ
ゆ
壹
凡
す
で
に
訴
え
と
答
弁
に
お
い
て
裁
判
所
に
提
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
「
ヘ
ー
ニ
ガ
ー
は
、
も

し
当
事
者
に
本
当
は
知
ら
な
い
と
し
か
言
え
な
い
の
に
一
定
の
主
張
を
す
る
こ
と
を
強
い
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
良
心
を
強
制
す
る
こ

と
に
な
る
、
と
言
う
け
れ
ど
も
、
そ
う
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
｜
定
線
ま
で
の
証
明
可
能
な
所
有
権
の
主
張
が
要
求
さ
れ
て
い
る

の
で
は
ま
っ
た
く
な
く
、
境
界
確
定
の
訴
え
が
そ
の
性
質
か
ら
し
て
わ
れ
わ
れ
に
示
す
よ
う
に
、
所
有
権
の
厳
格
な
証
明
を
完
全
に

度
外
視
し
て
境
界
確
定
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
、
そ
の
際
は
占
有
や
公
平
や
等
分
が
一
定
の
組
み
合
わ
せ
に
お
い
て
結
論
を
与
え
る
べ

き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
考
慮
し
て
、
隣
地
者
と
の
境
界
を
形
成
す
る
で
あ
ろ
う
一
定
線
を
示
す
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ

な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
線
な
ら
誠
実
な
人
で
も
提
示
す
る
こ
と
を
た
め
ら
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
線
を
提
示
す

る
こ
と
は
、
損
害
賠
償
訴
訟
で
被
害
者
は
し
ば
し
ば
適
当
な
賠
償
額
と
見
ら
れ
る
の
は
い
く
ら
か
を
知
り
え
な
い
け
れ
ど
も
一
定
額

を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
ほ
ど
良
心
を
と
が
め
な
い
で
あ
ろ
う
。
ラ
イ
ヒ
ス
ゲ
リ
ヒ
ト
の
一
九
○
五
年
一
一
一
月
一
八
日
の

判
決
は
、
裁
判
官
に
判
断
の
基
礎
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
き
の
み
額
の
決
定
を
裁
判
官
の
裁
量
に
委
ね
る
こ
と
を
原
告
に
許
し
た
。

こ
れ
と
同
じ
扱
い
を
す
る
と
し
て
も
、
当
事
者
は
そ
こ
か
ら
彼
に
と
っ
て
最
も
有
利
な
境
界
が
結
果
と
し
て
生
じ
る
と
こ
ろ
の
証
拠

を
裁
判
官
に
す
べ
て
提
出
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
証
拠
と
は
境
界
確
定
訴
訟
の
性
質
か
ら
し
て
最
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大
限
広
げ
ら
れ
た
特
定
の
地
帯
の
所
有
や
占
有
と
の
み
関
係
す
る
の
で
、
こ
の
広
が
り
を
主
張
す
る
者
は
そ
れ
ゆ
え
す
で
に
一
定
の

境
界
線
の
提
示
と
い
う
要
求
を
す
で
に
満
た
し
て
い
る
。
良
心
の
不
安
か
ら
可
能
と
思
わ
れ
る
所
有
権
の
厳
格
な
証
明
が
及
ぶ
以
上

（
旧
）

に
は
境
界
を
主
張
し
な
い
者
は
こ
の
線
に
拘
束
さ
れ
る
。
」
Ｂ
Ｇ
Ｂ
九
一
一
○
条
に
よ
る
境
界
確
定
も
「
当
事
者
が
求
め
て
い
る
以
上

の
も
の
を
当
事
者
に
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
命
題
に
無
論
服
す
る
。
境
界
確
定
訴
訟
に
お
い
て
も
当
事
者
は
訴
訟
の
主
人

公
で
あ
る
。
例
え
ば
ふ
た
つ
の
土
地
は
完
全
に
同
じ
大
き
さ
で
あ
る
と
い
う
争
い
の
な
い
事
情
に
基
づ
け
ば
裁
判
官
は
当
事
者
の
一

方
に
他
方
が
占
有
し
て
い
る
土
地
部
分
の
う
ち
二
○
平
方
メ
ー
ト
ル
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
も
し
彼
が
一
二
平
方

（
随
）

メ
ー
ト
ル
を
越
え
て
は
求
め
て
い
な
い
の
な
ら
そ
れ
を
越
え
て
与
え
て
は
な
ら
な
い
。
」
と
。
こ
こ
に
は
原
告
の
一
定
線
の
主
張
が

そ
の
ま
ま
い
わ
ゆ
る
請
求
と
と
ら
え
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
範
囲
的
思
考
が
表
明
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
苑
。

こ
の
よ
う
に
原
告
は
一
定
線
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
し
て
裁
判
所
は
そ
れ
を
越
え
て
境
界
を
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
と
す
る
と
、
被
告
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
ラ
イ
ス
は
、
「
同
じ
理

由
に
よ
り
被
告
も
境
界
線
に
つ
い
て
の
原
告
の
主
張
を
争
う
の
で
あ
れ
ば
そ
れ
の
確
定
を
求
め
る
境
界
線
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
彼
は
自
分
の
方
は
境
界
を
提
示
で
き
な
い
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
民
事
訴
訟
の
原
則
的
な
場
合
に
お
い
て
は
被
告
は
自

己
の
行
為
で
も
自
己
の
注
意
の
対
象
で
も
な
か
っ
た
事
実
に
つ
い
て
は
不
知
を
表
明
す
る
こ
と
が
で
き
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
’
三
八
条
）
、
そ

の
結
果
、
そ
の
事
実
の
証
明
責
任
は
原
告
に
課
さ
れ
た
ま
ま
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
境
界
確
定
訴
訟
の
特
殊
性
は
こ
の
原
則

の
適
用
を
許
さ
な
い
。
も
し
当
事
者
の
一
方
に
の
み
証
明
責
任
を
負
わ
す
な
ら
、
そ
れ
は
当
事
者
の
所
有
権
や
占
有
の
確
認
で
あ

り
、
境
界
の
探
究
は
も
た
ら
さ
な
い
。
境
界
は
訴
訟
に
お
い
て
す
べ
て
の
事
情
の
下
で
発
見
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
、
被
告
の
方

も
こ
の
結
果
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
主
張
や
証
明
を
す
る
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
一
定
線
ま
で
の
所
有
権
が
承
認
さ
れ
る
こ
と
を
求
め

て
い
る
原
告
の
請
求
に
対
し
て
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
被
告
と
し
て
は
少
な
く
と
も
原
告
の
所
有
権
を
全
体
的
に
争
う
の
か
、
そ
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れ
と
も
一
定
の
範
囲
に
お
い
て
の
み
争
う
の
か
に
つ
い
て
陳
述
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
一
定
の
境
界
線
の
提
示
は
こ
の
点
で

も
必
要
で
あ
る
。
被
告
が
一
定
の
範
囲
に
お
い
て
の
み
争
う
の
で
あ
れ
ば
そ
の
範
囲
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
提
示
に
は

被
告
が
正
し
い
と
考
え
て
い
る
境
界
線
の
主
張
が
含
ま
れ
て
い
る
。
一
三
八
条
を
援
用
し
て
事
実
の
陳
述
を
拒
む
こ
と
は
こ
の
陳
述

が
法
の
要
求
し
て
い
る
申
し
立
て
と
一
致
し
て
い
る
場
合
に
は
許
さ
れ
な
い
。
こ
れ
に
よ
り
被
告
に
課
さ
れ
る
陳
述
は
基
本
的
に
は

原
告
に
課
さ
れ
る
の
と
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
、
境
界
確
定
訴
訟
に
お
い
て
は
本
来
、
当
事
者
の
い
ず
れ
も
原
告
の
役

割
も
被
告
の
役
割
も
演
じ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
こ
の
二
重
性
は
境
界
確
定
に
よ
り
当
事
者
の
い
ず
れ
も
こ
ち
ら
側
の
所
有
権

が
認
め
ら
れ
て
向
こ
う
側
の
所
有
権
が
否
定
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
当
事
者
双
方
が
境
界
確
定
に
積
極
的
に
利
害
が
あ
る
た
め
、
す
で
に

こ
と
が
ら
の
性
質
に
お
い
て
根
拠
づ
け
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
訴
訟
に
お
い
て
原
告
の
役
割
を
引
き
受
け
た
者
に
相
手
方
よ
り
も
大
き

な
義
務
を
陳
述
や
証
明
に
お
い
て
課
さ
な
い
こ
と
が
公
平
で
あ
繩
。
」
「
被
告
が
ま
っ
た
く
申
し
立
て
を
し
な
い
と
き
は
、
欠
席
判

決
に
よ
り
原
告
の
主
張
し
た
一
定
線
が
境
界
と
さ
れ
る
。
…
…
…
被
告
が
請
求
棄
却
を
申
し
立
て
、
あ
る
い
は
そ
う
で
な
く
て
も
別

の
弁
論
は
す
る
が
、
一
定
の
境
界
線
の
提
示
に
よ
り
自
ら
の
主
張
を
具
体
化
し
な
い
場
合
は
Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
三
四
条
に
よ
り
欠
席
判
決
で

（
⑬
）

は
な
く
対
席
判
決
に
よ
り
敗
訴
す
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
ラ
イ
ス
は
Ａ
Ｂ
命
題
を
否
定
す
る
。
と
こ
ろ
が
前
述
の
よ
う
に
小
室
教
授
は
ラ
イ
ス
の
説
の
存
在
を
知
ら
な
か
っ

た
ら
し
く
引
用
し
て
い
な
い
。
そ
の
他
の
Ａ
Ｂ
命
題
否
定
説
の
論
者
も
ラ
イ
ス
の
説
を
引
用
し
た
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
。
小
室
教

授
が
ラ
イ
ス
の
説
の
存
在
を
知
っ
て
い
た
な
ら
Ａ
Ｂ
命
題
否
定
に
つ
い
て
も
っ
と
自
信
を
も
っ
て
議
論
を
し
た
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の

後
の
学
説
の
展
開
も
幾
分
異
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

ち
な
み
に
、
右
に
見
た
ラ
イ
ス
の
文
章
に
は
、
「
裁
判
官
は
判
決
を
下
す
時
に
な
っ
て
初
め
て
当
事
者
か
ら
正
し
い
と
思
う
境
界

線
を
提
示
さ
れ
る
と
い
う
考
え
は
わ
れ
わ
れ
の
訴
訟
法
の
体
系
に
お
い
て
は
不
適
当
で
あ
り
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
れ
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わ
れ
の
訴
訟
法
に
よ
れ
ば
訴
訟
の
す
べ
て
の
要
素
が
で
き
る
だ
け
早
期
に
、
そ
れ
ゆ
え
す
で
に
訴
え
と
答
弁
に
お
い
て
裁
判
所
に
提

出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
い
う
叙
述
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
文
献
を
引
用
し
て
い
な
い
た
め
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
当
事

者
は
訴
え
提
起
時
に
は
一
定
線
を
提
示
す
る
必
要
は
な
い
が
後
に
は
そ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
説
が
当
時
存
在
し

た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
こ
れ
は
松
浦
教
授
の
「
起
訴
の
段
階
で
特
定
主
張
さ
せ
る
こ
と
は
無
理
で
あ
る
た
め
、
原
告
は
必
ず
し
も

（
別
）

最
初
か
ら
境
界
に
つ
き
一
定
の
主
張
を
す
る
こ
と
を
要
せ
ず
」
と
い
う
叙
述
を
想
起
さ
せ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
説
は

私
の
知
る
限
り
今
日
は
存
し
な
い
。

（
Ⅲ
）

五
さ
て
、
Ａ
命
題
に
つ
い
て
は
こ
の
よ
う
に
Ａ
命
題
を
否
定
す
る
見
解
も
存
し
対
立
し
て
い
た
が
、
近
時
の
藝
銅
者
は
す
べ
て
Ａ
命

題
を
肯
定
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
ド
イ
ツ
の
学
説
は
Ａ
命
題
肯
定
で
落
ち
着
い
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
も
っ
と
も
Ａ
命
題
に
つ
い

（
〃
）

て
そ
れ
ほ
ど
詳
し
く
は
論
じ
て
い
な
い
が
、
だ
い
た
い
に
お
い
て
ヘ
ー
ニ
ガ
ー
に
従
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
学
説
は
Ａ
命
題
肯
定
で
固
ま
っ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
が
、
た
だ
肯
定
説
の
マ
イ
ス
ナ
ー
Ⅱ
シ
ュ
テ
ル
ン
Ⅱ
ホ
ー
デ
ス

Ⅱ
デ
ー
ナ
ー
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
の
は
お
お
い
に
気
に
な
る
点
で
あ
る
。
「
訴
え
は
境
界
不
明
を
説
明
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
特
に
、
ど
の
線
ま
で
は
争
い
が
な
く
、
争
い
の
あ
る
地
帯
の
範
囲
は
ど
こ
か
が
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が

欠
け
て
い
れ
ば
、
訴
え
は
有
理
性
な
し
と
し
て
棄
却
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
最
小
限
度
の
内
容
に
よ
り
裁
判
官
は
係
争
地

（
閲
）

帯
の
中
間
に
境
界
を
引
く
こ
と
に
よ
り
常
に
判
決
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
。
」
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
係
争
地
を
一
示
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
こ
と
と
一
定
線
を
境
界
と
し
て
主
張
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
私
に
は
マ
イ
ス
ナ
ー
Ⅱ
シ
ュ
テ
ル
ン
は
結
局
は
原
告
は
一
定
線
を
境
界
と
し
て
主
張
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
認
め
た
こ
と
に

な
る
、
す
な
わ
ち
Ａ
命
題
を
否
定
し
た
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
が
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
マ
イ
ス
ナ
ー
Ⅱ
シ
ュ
テ
ル
ン
は
お
そ
ら

く
「
場
合
に
よ
っ
て
は
係
争
地
を
等
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
一
定
線
の
主
張
が
な
い
と
係
争
地
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
」
と
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こ
の
よ
う
に
Ａ
命
題
に
つ
い
て
は
ド
イ
ツ
の
学
説
は
Ａ
命
題
肯
定
で
落
ち
着
い
た
か
の
よ
う
で
あ
る
が
、
な
お
不
安
を
残
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
が
い
え
そ
う
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
境
界
確
定
訴
訟
が
確
認
訴
訟
か
形
成
訴
訟
か
と
い
う
問
題
と
の
関
わ
り
は
だ
い

た
い
確
認
訴
訟
説
に
立
つ
者
は
Ａ
命
題
を
否
定
し
、
形
成
訴
訟
説
に
立
つ
者
は
Ａ
命
題
を
肯
定
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る

が
、
エ
ン
デ
マ
ン
や
ブ
ラ
ン
ク
の
よ
う
に
確
認
訴
訟
説
に
立
ち
な
が
ら
Ａ
命
題
を
肯
定
す
る
者
も
い
る
。

六
さ
て
、
Ａ
命
題
に
つ
い
て
の
学
説
は
以
上
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
Ｂ
命
題
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
よ
う
に
Ａ
命
題

を
肯
定
し
た
ヘ
ー
ー
ー
ガ
ー
も
Ｂ
命
題
は
否
定
し
て
い
る
と
見
る
余
地
が
あ
り
、
ま
た
Ａ
命
題
を
肯
定
し
た
ブ
ラ
ン
ク
は
ラ
イ
ス
を
引

用
し
て
「
原
告
が
申
し
立
て
た
よ
う
に
は
境
界
が
確
定
さ
れ
な
い
場
合
は
原
告
は
過
大
な
請
求
を
棄
却
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

（
蝿
。
」
と
述
べ
て
お
り
、
こ
れ
は
請
求
の
一
部
を
棄
却
す
る
と
い
う
こ
と
で
Ｂ
命
題
を
否
定
す
る
趣
旨
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ

（
鰯
）

よ
Ｂ
命
題
を
明
確
に
肯
定
す
る
文
献
は
見
当
た
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
一
九
六
四
年
一
○
月
二
一
日
の
連
邦
裁
判
所
の
判
決
が
「
境

界
確
定
の
訴
え
は
裁
判
官
に
よ
る
土
地
の
境
界
設
定
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
一
定
の
境
界
線
の
確
定
を
申
し
立
て
る
こ
と
は
妨
げ
な

い
。
裁
判
官
は
他
の
境
界
線
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
原
告
が
特
定
し
た
訴
え
に
よ
り
求
め
た
以
上
の
も
の
を
原
告
に
与
え

て
は
な
ら
な
い
。
」
と
判
示
し
て
か
ら
は
、
Ａ
命
題
は
肯
定
し
な
が
ら
Ｂ
命
題
は
否
定
す
る
こ
と
が
学
説
の
一
致
し
た
見
解
と
な
っ

（
妬
）

た
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
に
つ
き
詳
論
し
た
も
の
は
皆
無
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
原
生
ロ
は
一
定
線
を
主
張
す
る
必
要
は
な
い
が
原
告
が

一
定
線
を
主
張
し
た
場
合
は
裁
判
所
は
そ
の
線
を
越
え
て
は
境
界
を
確
定
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
は
実
際
的
考
慮
と
し
て
は

理
解
で
き
る
が
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
理
論
構
成
す
る
か
と
い
う
と
容
易
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
理
論
構
成
に
ふ
れ
た
文
献
は

い
う
ラ
イ
ス
の
批
判
を
意
識
し
て
、
一
定
線
の
主
張
は
不
要
だ
が
係
争
地
は
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
し
た
が
っ
て
常
に
境
界
の

確
定
は
可
能
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
一
定
線
の
主
張
は
不
要
だ
が
係
争
地
は
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
は
矛
盾
し

て
い
る
と
私
は
考
え
る
。
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七
Ｂ
命
題
に
つ
い
て
の
わ
が
国
と
ド
イ
ツ
の
こ
の
よ
う
な
差
異
は
錐
本
博
士
の
論
文
に
起
因
す
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
ヘ
ー
ニ
ガ

ー
が
Ｂ
命
題
を
肯
定
す
る
も
の
か
は
疑
問
が
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
雄
本
博
士
は
は
っ
き
り
と
Ｂ
命
題
を
肯
定
し
た
。
そ
れ

は
す
で
に
見
た
よ
う
に
二
つ
の
理
由
が
あ
っ
た
。
ひ
と
つ
は
そ
れ
が
請
求
に
関
す
る
非
訟
理
論
の
当
然
の
帰
結
で
あ
る
か
ら
で
あ

り
、
ひ
と
つ
は
過
小
評
価
の
危
険
か
ら
原
告
を
救
済
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
慮
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
そ
の
後
、
ド
イ
ツ
に

お
い
て
は
前
者
に
つ
い
て
は
そ
の
よ
う
な
理
論
的
な
一
貫
性
は
議
論
の
対
象
に
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
よ
く
言
わ
れ
る
ド
イ
ツ

人
の
理
論
重
視
の
性
向
は
こ
こ
で
は
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
後
者
に
つ
い
て
は
ヘ
ロ
ル
ド
に
そ
の
よ
う
な
考
慮
が
見
ら
れ
る
が
、
し
か

し
彼
は
そ
れ
を
Ａ
命
題
を
肯
定
す
る
理
由
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
理
由
に
Ｂ
命
題
を
肯
定
す
る
と
い
う
議
論
は
し
て
い

（
幻
）

な
い
。
そ
れ
と
雄
本
博
士
に
お
い
て
は
境
界
確
定
判
決
は
当
事
者
の
所
有
権
の
範
囲
を
確
定
し
な
い
と
い
う
ド
イ
ツ
で
は
一
般
的
で

な
い
理
論
が
採
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
Ｂ
命
題
を
正
当
化
す
る
も
の
と
さ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
も
前
述
し
た
。
こ
の
雄
本
博

士
の
Ｂ
命
題
肯
定
が
以
後
の
わ
が
国
の
学
説
・
判
例
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
、
ド
イ
ツ
と
は
異
な
っ
た
状
況
を
生
み
出
し
た
が
、

後
に
境
界
確
定
訴
訟
の
対
象
は
公
法
上
の
も
の
で
当
事
者
が
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
地
番
の
境
界
で
あ
る
と
い
う
地
番
境
界
理

論
の
出
現
に
よ
っ
て
Ｂ
命
題
の
肯
定
は
そ
の
必
然
の
帰
結
と
な
っ
た
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
小
川
正
澄
判
事
は
ド
イ
ツ
で
は
Ｂ
命

題
が
否
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
な
が
ら
も
、
「
経
界
確
定
訴
訟
が
我
が
国
の
近
時
の
通
説
の
よ
う
に
地
番
と
地
番
の
経
界
を

発
見
或
は
設
定
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
訴
訟
と
は
観
念
さ
れ
ず
、
所
有
権
が
ど
こ
ま
で
及
ん
で
い
る
か
、
換
言
す
れ
ば
所
有
権
の

範
囲
の
境
界
を
発
見
或
は
設
定
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
訴
訟
と
観
念
さ
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
か
ら
、
弁
論
主
義
の
諸
原
則
が
適

（
期
）

用
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
推
測
さ
れ
る
。
」
と
し
て
ド
イ
ツ
と
わ
が
国
と
は
異
な
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。

八
ち
な
み
に
一
九
五
六
年
の
シ
ュ
タ
ウ
デ
ィ
ン
ガ
ー
・
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
は
Ｂ
命
題
に
つ
い
て
、
「
裁
判
官
は
当
事
者
の
一
定
の

見
当
た
ら
な
い
。
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申
し
立
て
に
拘
束
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
Ｚ
Ｐ
ｏ
三
○
八
条
に
よ
り
原
告
が
求
め
て
い
る
以
上
の
も
の
を
原
告
に
与
え
て
は
な
ら
な

（
閲
）

い
・
こ
の
こ
と
は
原
告
が
一
定
の
境
界
線
を
自
分
の
意
見
に
従
っ
て
正
し
い
も
の
と
し
て
提
示
し
た
こ
と
を
前
提
と
す
る
。
」
と
述

べ
て
い
た
。
こ
れ
は
石
川
教
授
が
「
一
定
線
の
申
立
が
、
と
く
に
申
立
の
限
度
を
画
す
る
た
め
に
な
さ
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
場
合

は
、
民
事
訴
訟
法
第
一
八
六
条
の
適
用
あ
り
と
解
土
誕
・
」
と
論
じ
た
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
文
献
は
単
純
に

Ｂ
命
題
を
否
定
し
て
い
る
。
今
日
の
シ
ュ
タ
ウ
デ
イ
ン
ガ
ー
・
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
も
同
様
で
娩
般
唖
）

（
９
）
国
。
の
己
、
の
Ｈ
・
豆
の
⑦
【
の
目
、
｛
Ｈ
の
」
は
砲
声
の
算
ｇ
ｇ
ｇ
１
の
冒
呂
の
白
宮
Ｈ
ｍ
の
旦
呂
の
二
『
の
。
耳
（
－
９
］
）
い
・
霊
な
お
②
．
］
Ｓ
ｍ
・
で
も
同
趣

（
７
）
拙
稿
「
境
界
確
定
訴
訟
（

（
８
）
小
室
・
前
掲
一
五
○
頁
。

（
５
）
維
本
朗
造
「
経
南

（
６
）
雄
本
・
八
七
頁
。

（
３
）
冒
冒
ウ
の
愚
．
ｍ
・
圏
冒
．

（
４
）
拙
稿
・
名
古
屋
大
学
法
政
論
集
一
四
七
号
五
六
頁
以
下
。

（
５
）
維
本
朗
造
「
経
界
ノ
訴
ヲ
論
ス
」
京
都
法
学
会
雑
誌
七
巻
八
号
八
七
頁
。

注

（
イ
上
）
西
・
ニ
ロ
ウ
の
Ｈ
ｍ
Ｃ
Ｑ
】
の
。

西
の
Ｃ
宕
汁
国
』
・
］
］
の
。

（
の
色
）
函
・
コ
ロ
ワ
の
Ｈ
、
や
の
。
』
、
□

旨
を
述
べ
て
い
る
。

拙
稿
「
境
界
確
定
訴
訟
の
対
象
た
る
境
界
と
は
何
か
（
四
。
完
）
」
琉
大
法
学
四
八
号
二
○
三
頁
。

の
円
の
ｐ
Ｎ
ｍ
Ｃ
弓
の
』
□
巨
口
、
、
【
］
四
ｍ
の
弓
四
Ｏ
茸
同
。
白
】
、
ロ
ゴ
の
曰

の
。
一
一
垣
冷
冷
・
臣
０
ｍ
□
函
函
」
命
【
。
（
］
垣
室
、
）
（
②
。
Ｐ
、
つ
）

巨
口
」
、
の
白
の
】
二
の
白
面
の
。
豈
芹
・
委
吋
◎
す
」
ご
命
一
『
国
ご
Ｈ
ｍ
の
Ｈ
｝
」
○
ず
の
白

●
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／~、’－，

２１２０
、-／、－ノ

（
四
）

（
、
）
雄
本
・
六
九
頁
。

（
、
）
雪
。
①
己
に
閂
．
②
・
窟

（
ｍ
）
壺
○
の
日
、
閂
ｂ
・
馬
【

（
岨
）
因
の
］
、
⑪
．
、
。
、
．
Ｃ
・
切
・
屋
聞
。

（
、
）
害
の
己
、
閂
．
⑪
．
＄

／￣、グー、'－，

１７１６１５
、-／、_ノ、=〆

（
Ｍ
）
西
の
］
の
⑰
』
］
の
の
『
の
二
閂
の
。
耳
目
こ
の
Ｈ
の
自
日
○
国
の
の
（
こ
こ
）
の
．
」
麓
［
．

松
浦
・
前
掲
二
三
九
頁
。

匿
の
旨
の
Ｈ
・
ｍ
ｇ
ｐ
の
日
の
Ｃ
耳
』
・
一
目
」
．
（
ご
急
）
、
。
］
『
②
百
曰
・
口
『
が
「
原
告
が
提
示
し
た
境
界
が
証
明
さ
れ
な
い
場
合
は
請
求
を

棄
却
す
べ
き
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
一
○
○
マ
ル
ク
訴
え
た
者
は
五
○
マ
ル
ク
の
債
権
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
も

請
求
全
部
が
棄
却
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
と
同
様
に
、
原
告
が
自
分
に
二
メ
ー
ト
ル
幅
が
帰
属
す
る
よ
う
に

境
界
が
引
か
れ
る
べ
き
だ
と
請
求
し
た
場
合
で
も
判
決
は
原
告
に
一
メ
ー
ト
ル
幅
だ
け
が
帰
属
す
る
よ
う
に
境
界
を
確
定
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
な
お
い
っ
そ
う
こ
の
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

Ａ
命
題
を
肯
定
す
る
も
の
と
し
て
は
ほ
か
に
、
因
目
の
白
目
Ｐ
Ｆ
の
Ｈ
ｇ
Ｓ
Ｑ
の
②
宮
司
、
の
凶
呂
の
ご
函
の
。
耳
の
忠
・
画
一
耳
・
」
（
ご
ｓ
‐
画

一
）
の
．
」
葛
（
「
原
告
自
身
が
境
界
が
不
明
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
か
ら
」
と
言
う
。
）
・
四
目
Ｃ
家
【
。
旨
の
冒
日
函
冒

亘
品
の
Ｈ
】
９
９
の
①
の
①
訂
冒
呂
屋
・
ロ
一
・
百
［
一
・
（
巴
屋
「
圏
）
竃
ｇ
一
口
（
「
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
五
一
一
一
条
一
一
号
に
も
か
か
わ
ら
ず
原
告

『
の
』
⑪
の
⑤
②
。
」
』
函
。

甸
の
］
ｍ
の
口
切
・
」
』
字

函
の
］
ｍ
⑪
）
の
。
」
』
一
ｍ
。

一
．
白
・
函
、
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は
一
定
の
境
界
線
を
提
示
す
る
必
要
は
な
い
」
と
言
う
。
）
等
。
Ａ
命
題
を
否
定
す
る
も
の
と
し
て
は
ほ
か
に
『
岸
の
薗
切
呂
白

：
旨
の
の
凹
呂
の
日
の
・
耳
。
①
の
冒
円
、
の
口
目
の
ロ
の
の
⑪
の
目
９
９
（
ご
弓
）
一
一
９
ｍ
。
（
「
裁
判
所
に
よ
る
境
界
確
定
の
み
を
申
し

立
て
る
こ
と
で
足
り
る
と
す
る
こ
と
は
、
…
…
…
一
定
の
申
し
立
て
を
要
求
し
て
い
る
Ｚ
Ｐ
ｏ
二
五
一
一
一
条
二
号
の
規
定
と
一

致
し
な
い
」
と
言
う
。
）
等
。
い
ず
れ
も
詳
論
は
し
て
い
な
い
。

（
皿
）
国
の
『
○
一
二
》
の
円
の
自
切
目
の
］
は
婆
の
片
目
目
。
昌
制
の
『
の
、
の
］
目
甲
巴
』
耳
の
Ｈ
含
Ｈ
の
自
己
切
冨
○
房
‐
西
口
Ｅ
‐
目
二
『
○
百
目
、
閂
の
◎
胃
（
］

霊
］
一
ｍ
・
呂
画
庫
・
一
切
・
旨
⑤
｝
（
「
所
有
権
の
訴
え
で
は
係
争
物
を
特
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
裁
判
所
は
原
告
が
求
め
た
以
上
の

も
の
を
原
告
に
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、
真
実
の
境
界
線
は
原
告
の
主
張
す
る
境
界
線
よ
り
も
向
こ
う
側
に
あ

る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
場
合
で
も
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
危
険
を
免
れ
る
た
め
に
、
土
地
所
有
者
は
た
と
え
真
実
の
境
界

を
知
っ
て
い
る
と
信
じ
て
い
て
も
、
所
有
権
の
訴
え
に
代
え
て
Ｂ
Ｇ
Ｂ
九
二
○
条
の
境
界
確
定
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
真
実
の
境
界
を
ま
っ
た
く
知
ら
な
い
場
合
は
そ
う
す
る
し
か
な
い
。
そ
の
場
合
は
訴
え
は
裁
判
所
に
よ
る
境
界
確

定
と
、
隣
地
者
は
そ
の
確
定
さ
れ
た
境
界
を
認
め
る
よ
う
命
じ
る
こ
と
に
の
み
向
け
れ
ば
足
り
る
。
」
と
言
う
。
）
〕
の
○
円

、
の
－
１
巴
の
ワ
の
員
国
Ｓ
Ｅ
・
」
ｍ
ｍ
ｓ
の
旨
の
。
耳
」
一
・
言
ロ
．
（
］
垣
房
）
一
》
９
画
（
「
訴
え
は
裁
判
官
に
よ
る
土
地
の
境
界
づ
け
に

向
け
ら
れ
る
。
」
と
言
う
。
）
・
摩
の
」
圏
の
Ｈ
‐
の
計
の
目
‐
国
。
□
の
⑪
‐
》
の
盲
の
Ｈ
》
二
ｍ
ｇ
９
月
の
。
耳
旨
冒
己
の
⑪
、
の
亘
旦
（
Ｃ
目
の
国
こ
の
『
ご
）

目
□
旨
『
の
の
（
‐
函
日
」
旨
□
・
言
ご
・
（
］
ヨ
Ｃ
）
の
．
ま
（
所
有
権
の
訴
え
で
は
係
争
物
を
特
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
「
も
し

法
律
が
原
告
を
所
有
権
の
訴
え
に
制
限
し
た
な
ら
、
そ
れ
は
原
告
を
し
て
、
ま
さ
し
く
そ
れ
を
知
ら
な
い
こ
と
が
争
い
の
き

っ
か
け
な
の
に
一
定
に
境
界
の
提
示
を
さ
せ
、
そ
れ
ゆ
え
い
わ
ば
嘘
を
強
い
る
こ
と
に
な
る
。
」
「
原
告
は
非
常
に
し
ば
し

ば
、
ど
こ
に
境
界
が
あ
る
か
を
詳
し
く
は
考
え
て
い
な
い
。
単
に
形
式
を
満
た
す
た
め
だ
け
に
、
自
分
の
申
し
立
て
の
正
当

性
に
つ
い
て
い
か
な
る
手
が
か
り
も
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
裁
判
官
に
対
し
て
あ
る
線
を
境
界
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
を
原
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（
邪
）
二
２
の
］
目
］
②
丘
の
＆
の
ヨ
。
ｇ
の
房
呂
風
律
］
器
コ
ヨ

（
別
）
の
。
①
愚
の
］
‐
田
の
ロ
の
Ｈ
戸
口
・
Ｐ
Ｃ
・
竃
９
国
（
「
一
定
の
境
界
線
を
示
し
た
訴
え
も
妨
げ
な
い
。
そ
の
場
合
は
原
告
が
求
め
た
以
上

の
も
の
を
原
告
に
与
え
て
は
な
ら
な
い
。
」
と
言
う
。
）
・
崖
巴
の
ロ
の
Ｈ
‐
の
［
の
目
‐
』
。
□
の
②
‐
】
の
盲
の
Ｈ
・
卸
・
口
・
Ｐ
⑪
。
］
二
百
ｇ
「
原

告
の
方
で
一
定
線
を
提
示
す
る
こ
と
は
別
に
妨
げ
な
い
。
そ
の
場
合
は
裁
判
官
は
原
告
に
原
告
が
求
め
た
以
上
の
も
の
を
与

え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
」
と
言
う
。
）
・
勺
巳
目
目
②
．
■
。
Ｃ
・
》
垣
９
国
。
（
「
一
定
の
境
界
線
の
請
求
は
許
さ
れ
る
。
そ

（
別
）
七
一
ｇ
ｏ
家
、
．
四
・
つ
・
一
口

（
羽
）
崖
巴
目
の
Ｈ
１
陣
の
目
‐
雪
○
二
の
い
‐
》
の
言
の
Ｈ
・
Ｐ
Ｐ
Ｃ
・
の
．
］
三

告
に
強
い
る
の
は
馬
鹿
げ
て
い
る
。
」
と
言
う
。
）
・
や
巴
口
己
試
冒
愚
の
ｄ
ｏ
ゴ
の
⑪
の
①
②
の
目
巨
呂
冨
・
苣
匡
。
（
］
ヨ
ロ
）
竃
９
国
。

（
「
訴
え
は
裁
判
官
に
よ
る
土
地
の
境
界
づ
け
に
向
け
ら
れ
る
。
」
と
言
う
。
）
・
因
の
、
ｉ
幻
の
幻
【
一
患
」
‐
］
三
］

］
臣
昌
一
．
（
こ
『
垣
）
竃
９
国
（
「
境
界
確
定
の
訴
え
の
申
し
立
て
は
一
定
の
境
界
の
確
認
に
向
け
ら
れ
る
必
要
は
な
い
。
む

し
ろ
裁
判
官
に
よ
る
境
界
線
の
確
定
を
申
し
立
て
れ
ば
足
り
る
。
そ
の
よ
う
な
申
し
立
て
は
境
界
不
明
と
い
う
訴
え
の
原
因

を
考
慮
す
れ
ば
Ｚ
Ｐ
ｏ
二
五
一
一
一
条
一
一
号
の
意
味
で
の
一
定
の
申
し
立
て
に
当
た
る
。
」
と
言
う
。
）
・
屋
目
目
の
ロ
円
【
○
目
の
‐

日
日
目
白
冒
品
の
『
旨
冨
ロ
の
⑦
⑪
の
目
盲
目
医
・
《
め
口
呂
の
貝
①
○
頁
（
ご
西
］
）
ご
ｇ
】
（
「
境
界
確
定
の
訴
え
は
…
…
…
裁
判
官
に

よ
る
土
地
の
境
界
づ
け
に
向
け
ら
れ
る
。
」
と
言
う
。
）
・
の
国
目
目
、
の
円
．
【
・
目
の
員
閂
目
白
因
百
ｍ
の
旦
呂
ｇ
の
①
ｍ
の
高
宮
呂

臣
・
】
」
麗
貝
］
．
（
ご
旨
）
》
宙
一
閂
（
「
こ
の
訴
え
は
そ
の
本
質
か
ら
す
れ
ば
権
利
創
設
的
な
裁
判
官
行
為
を
得
る
こ
と
に

向
け
ら
れ
て
い
る
。
…
…
…
な
る
ほ
ど
九
二
○
条
は
原
告
が
一
方
の
土
地
の
所
有
者
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
。
し

か
し
決
定
的
な
の
は
原
告
は
一
定
線
ま
で
の
所
有
権
を
主
張
す
る
必
要
は
ま
っ
た
く
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」
と
言

》
っ
ｏ
）
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前
述
注
（
邪
）
の
シ
ュ
タ
ウ
デ
ィ
ン
ガ
ー
を
見
よ
。

石
川
・
前
掲
二
二
六
頁
。

な
お
、
伊
藤
豊
子
「
境
界
確
定
訴
訟
に
関
す
る
判
例
・
学
説
」
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
・
境
界
確
定
訴
訟
に
関
す
る
執
務

資
料
（
民
事
裁
判
資
料
第
一
一
一
五
号
）
六
四
九
頁
以
下
（
六
八
六
頁
）
は
パ
ラ
ン
ト
を
引
用
し
て
、
「
ド
イ
ツ
で
は
…
…
…

原
告
の
主
張
す
る
面
積
以
上
に
被
告
土
地
側
に
越
え
て
境
界
線
を
引
け
な
い
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い

る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
「
国
国
呂
の
」
（
平
面
）
を
面
積
と
訳
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
原
告
の
主
張
線
を
部
分
的
に
は
越
え
て

い
て
も
総
面
積
で
は
越
え
て
い
な
け
れ
ば
よ
い
か
の
よ
う
な
誤
解
を
招
く
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
適
当
な
訳
で
は
な
い
。

前
述
注
（
羽
）
の
ヘ
ロ
ル
ド
を
見
よ
。

小
川
正
澄
「
経
界
確
定
の
訴
に
つ
い
て
の
若
干
の
考
察
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
’
五
九
号
三
○
頁
。

の
（
②
巨
已
」
口
、
の
【
◆
宍
。
曰
白
の
二
芹
回
Ｈ
Ｎ
巨
曰
国
ご
ｎ
ｍ
の
局
】
◎
ゴ
の
こ
の
の
印
の
（
Ｎ
ケ
Ｐ
ｂ
豈
（
］
垣
函
、
）
一
℃
』
ご
】
・
酉
・
命
。

な
い
。
」

な
お
、

の
場
合
は
判
決
は
原
告
の
請
求
し
た
平
面
を
越
え
な
い
他
の
境
界
を
確
定
し
て
よ
い
。
」
と
言
う
。
）
，
国
＆
‐
雷
戻
Ｐ
Ｐ

Ｃ
・
竃
ｇ
一
画
（
「
し
か
し
申
し
立
て
に
お
い
て
一
定
の
境
界
を
提
示
し
た
場
合
は
、
裁
判
官
は
他
の
境
界
を
確
定
す
る
こ
と

は
で
き
る
が
、
原
告
が
申
し
立
て
に
よ
り
求
め
た
以
上
の
こ
と
を
原
告
に
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
」
と
言
う
。
）

ご
コ
９
９
の
Ｈ
否
冒
の
日
日
》
一
屯
ご
》
（
「
一
定
の
境
界
線
を
設
定
し
た
訴
え
は
妨
げ
な
い
。
裁
判
官
は
他
の
境
界
を
確
定
す

る
こ
と
は
で
き
る
が
、
原
告
が
特
定
し
た
訴
え
で
求
め
た
以
上
の
も
の
を
原
告
に
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
」
と
言

う
。
）
の
国
巨
」
長
円
・
・
・
四
・
つ
・
竃
ｇ
自
画
（
「
原
告
が
一
定
の
境
界
を
正
し
い
境
界
と
し
て
提
示
し
た
場
合
、
裁
判
所
は
そ

れ
に
拘
束
さ
れ
な
い
が
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
○
八
条
に
よ
り
原
告
が
主
張
し
た
境
界
線
よ
り
も
多
く
を
原
告
に
与
え
る
こ
と
は
で
き

Ｌ
」
一
言
》
つ
。
）
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101

一
前
編
の
序
論
で
述
べ
た
よ
う
に
、
本
稿
の
目
的
は
こ
れ
ま
で
の
個
々
の
学
説
・
判
例
を
分
析
し
、
そ
れ
ら
を
正
し
く
位
置
づ
け

る
こ
と
を
通
し
て
論
点
を
整
理
す
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
そ
こ
で
最
後
に
論
点
を
整
理
す
る
こ
と
に
す
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
個
々

の
学
説
・
判
例
の
分
析
と
位
置
づ
け
に
お
い
て
し
ば
し
ば
論
点
の
整
理
も
行
っ
て
き
た
の
で
、
あ
ら
た
め
て
論
点
を
整
理
す
る
ま
で

（
犯
）
松
浦
教
授
の
所
説
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
が
、
教
授
は
最
近
、
ド
イ
ツ
の
通
説
と
同
一
に
帰
す
る
と
思
わ
れ
る
見
解
を
示
さ

れ
て
い
る
こ
と
に
、
本
稿
の
ゲ
ラ
校
正
の
段
階
で
気
づ
い
た
の
で
、
こ
こ
で
簡
単
に
紹
介
す
る
。
「
裁
判
所
は
両
当
事
者
の

主
張
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
係
争
地
域
内
に
お
い
て
の
み
境
界
線
を
引
き
う
る
に
す
ぎ
な
い
…
…
…
。
も
ち
ろ
ん
、
土
地
の

境
界
が
不
明
で
あ
る
た
め
紛
争
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
起
訴
の
段
階
で
当
事
者
に
一
定
の
境
界
線
の
特
定
・
主
張

を
要
求
す
る
も
の
で
は
な
い
。
当
事
者
は
口
頭
弁
論
終
結
ま
で
に
そ
の
特
定
・
主
張
を
追
試
で
き
る
。
ま
た
追
試
が
さ
れ
な

か
っ
た
と
き
は
、
裁
判
所
は
自
己
の
相
当
と
す
る
境
界
線
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
実
際
上
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
稀

で
あ
ろ
う
。
」
（
松
浦
「
訴
訟
物
と
民
訴
法
一
八
六
条
」
小
山
・
中
野
・
松
浦
・
竹
下
編
演
習
民
訴
（
上
）
（
改
定
新
版
）

二
八
六
頁
以
下
（
三
○
五
頁
）
）
。

こ
こ
で
は
「
起
訴
の
段
階
で
」
と
い
う
文
言
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
局
は
い
ず
れ
の
段
階
で
も
一
定
線
の
主
張
が
要
求
さ

れ
て
い
な
い
反
面
、
い
ず
れ
の
段
階
で
一
定
線
が
主
張
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
も
裁
判
所
は
そ
れ
を
越
え
て
境
界
を
確
定
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
趣
旨
の
よ
う
で
あ
る
。
教
授
の
改
説
で
は
な
い
な
ら
ば
、
前
述
の
教
授
の
説
の
理
解
は
私
の
読
み

違
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

論
点
の
整
理
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問
題
は
な
ぜ
（
準
）
請
求
に
関
す
る
非
訟
理
論
を
採
る
か
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
事
柄
を
複
雑
に
し
な
い
た
め
に
請
求
に
関
す
る

非
訟
理
論
に
準
請
求
に
関
す
る
非
訟
理
論
を
も
代
表
さ
せ
て
見
る
な
ら
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
単
な
る
線
」
的
思
考

な
い
。

も
な
い
の
で
簡
単
に
ま
と
め
る
こ
と
に
す
る
が
、
そ
の
前
に
学
説
の
状
況
を
今
一
度
お
お
ま
か
に
概
観
し
て
み
よ
う
。
こ
れ
ま
で
学

説
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
論
者
ご
と
に
そ
の
所
説
を
分
析
し
位
置
づ
け
て
き
た
し
、
ま
た
学
説
の
要
約
も
そ
れ
ぞ
れ
の
論
者
ご
と

の
要
約
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
今
の
問
題
に
限
ら
ず
境
界
確
定
訴
訟
全
体
に
つ
い
て
い
え
る
の
で
あ
る
が
、
学
説
の
議
論
は
あ
ま
り
に

も
混
沌
と
し
て
お
り
そ
れ
ゆ
え
一
定
の
視
点
に
立
た
な
け
れ
ば
と
う
て
い
整
理
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
の
整
理
が
は
た
し
て

適
切
か
を
読
者
が
み
ず
か
ら
検
証
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
他
方
で
は

そ
の
よ
う
な
論
者
ご
と
の
整
理
で
は
学
説
の
全
体
の
状
況
が
読
者
に
と
っ
て
把
握
し
に
く
く
な
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
そ
こ
で
、

屋
上
、
星
を
架
す
き
ら
い
は
あ
る
が
、
わ
が
国
の
学
説
に
つ
い
て
お
お
ま
か
に
で
は
あ
る
が
全
体
の
状
況
が
見
通
せ
る
よ
う
に
概
観

し
て
み
よ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

二
通
説
で
あ
る
Ａ
Ｂ
命
題
肯
定
説
に
つ
い
て
Ｂ
命
題
を
中
心
に
し
て
見
て
み
る
と
、
ま
ず
Ｂ
命
題
の
理
論
構
成
で
あ
る
が
、
そ
れ

は
古
く
は
請
求
に
関
す
る
非
訟
理
論
に
よ
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
原
告
の
一
定
線
の
主
張
を
い
わ
ゆ
る
訴
訟
上
の
請
求
と
見
ず
に
、

と
も
か
く
ど
こ
か
に
境
界
を
確
定
せ
よ
と
い
う
こ
と
を
、
す
な
わ
ち
裁
判
所
に
よ
る
境
界
確
定
を
求
め
る
こ
と
を
い
わ
ゆ
る
訴
訟
上

の
請
求
と
見
る
こ
と
に
よ
り
、
原
告
の
主
張
線
を
越
え
て
境
界
を
確
定
し
て
も
、
民
訴
一
八
六
条
に
違
反
し
な
い
と
す
る
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
後
に
は
そ
れ
が
原
告
の
一
定
線
の
主
張
を
い
わ
ゆ
る
訴
訟
上
の
請
求
と
し
つ
つ
境
界
確
定
訴
訟
に
は
民
訴
一
八
六
条

は
適
用
さ
れ
な
い
と
す
る
理
論
、
準
請
求
に
関
す
る
非
訟
理
論
に
無
自
覚
的
に
修
正
さ
れ
た
が
、
今
日
で
も
請
求
に
関
す
る
非
訟
理

論
に
よ
る
論
者
も
存
す
る
。
も
っ
と
も
、
請
求
に
関
す
る
非
訟
理
論
に
よ
る
か
準
請
求
に
関
す
る
非
訟
理
論
に
よ
る
か
は
重
要
で
は
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雄
本
博
士
は
「
単
な
る
線
」
的
思
考
に
立
っ
て
原
告
の
主
張
線
が
真
の
境
界
と
一
致
す
る
ま
で
何
度
で
も
訴
え
を
起
こ
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
堪
え
難
い
結
果
を
避
け
る
た
め
に
請
求
に
関
す
る
非
訟
理
論
を
提
唱
し
た
が
、
同
時
に
範
囲
的
思
考
か
ら
も
請

に
立
つ
か
範
囲
的
思
考
に
立
つ
か
で
請
求
に
関
す
る
非
訟
理
論
を
採
る
こ
と
の
意
味
が
異
な
る
。
「
単
な
る
線
」
的
思
考
に
立
つ

と
、
原
告
の
一
定
線
の
主
張
を
い
わ
ゆ
る
訴
訟
上
の
請
求
と
す
る
な
ら
ば
、
原
告
の
主
張
線
が
境
界
と
認
め
ら
れ
な
い
場
合
は
民
訴

一
八
六
条
に
よ
り
原
告
の
請
求
を
棄
却
す
べ
き
こ
と
に
な
っ
て
、
原
告
の
主
張
線
が
真
の
境
界
と
一
致
す
る
ま
で
何
度
で
も
訴
え
を

起
こ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
堪
え
難
い
結
果
に
な
る
。
そ
こ
で
裁
判
所
に
よ
る
境
界
確
定
を
求
め
る
こ
と
を
い
わ
ゆ
る
訴
訟

上
の
請
求
と
見
る
こ
と
に
よ
り
、
裁
判
所
は
原
告
の
主
張
線
に
拘
束
さ
れ
ず
、
そ
の
信
じ
る
位
置
に
境
界
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
の
信
じ
る
位
置
に
で
あ
る
か
ら
原
告
の
主
張
線
を
越
え
て
も
よ
い
。
そ
も
そ
も
「
単
な
る
線
」
的
思
考
に
よ
れ
ば
越
え
る
と

か
越
え
な
い
と
い
う
観
念
は
成
り
立
た
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
範
囲
的
思
考
に
立
つ
と
、
原
告
の
一
定
線
の
主
張
を
い
わ
ゆ
る
訴
訟

上
の
請
求
と
し
て
も
、
原
告
の
主
張
線
が
境
界
と
認
め
ら
れ
な
い
場
合
、
真
の
境
界
が
原
告
の
主
張
線
を
越
え
な
い
の
で
あ
れ
ば
一

部
認
容
の
法
理
に
よ
り
そ
の
位
置
に
境
界
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
、
真
の
境
界
が
原
告
の
主
張
線
を
越
え
る
の
で
あ
れ
ば
民
訴
一

八
六
条
に
よ
り
越
え
な
い
限
度
で
境
界
を
確
定
す
る
、
す
な
わ
ち
原
告
の
主
張
線
の
位
置
に
境
界
を
確
定
す
べ
き
こ
と
に
な
る
の
で

あ
っ
て
、
請
求
棄
却
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
、
右
の
よ
う
な
堪
え
難
い
結
果
は
生
じ
な
い
。
そ
こ
で
範
囲
的
思
考
に
立
ち
つ
つ
請

求
に
関
す
る
非
訟
理
論
を
採
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
堪
え
難
い
結
果
を
避
け
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
し
に
、
真
の
境
界
が

原
告
の
主
張
線
を
越
え
る
場
合
に
そ
の
ま
ま
越
え
た
位
置
に
お
い
て
境
界
を
確
定
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
た
め
に
請
求
に
関
す
る

非
訟
理
論
を
採
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
は
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
裁
判
所
は
原
告
の
主
張
線
を
越
え
て
境
界
を
確

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
べ
き
な
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
す
な
わ
ち
Ｂ
命
題
を
肯
定
す
る
理
由
は
何
か
が
ま
さ
に
問
題
と
な

る
こ
と
に
な
る
。



琉大法学第51号（1993） 104
求
に
関
す
る
非
訟
理
論
を
採
る
べ
き
理
由
、
す
な
わ
ち
Ｂ
命
題
を
肯
定
す
る
理
由
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
そ
れ
は
原
告
と
し
て
は

裁
判
の
予
測
が
困
難
で
あ
り
、
そ
の
た
め
過
小
評
価
の
危
険
も
あ
り
、
そ
の
過
小
評
価
の
危
険
か
ら
原
告
を
救
済
す
る
と
い
う
こ
と

で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
単
な
る
線
」
的
思
考
が
全
面
に
出
た
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
考
慮
は
わ
ず
か
に

う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
後
の
学
説
と
判
例
に
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
な
ら
な
か
っ
た
。

そ
の
後
の
学
説
と
判
例
は
「
単
な
る
線
」
的
思
考
に
立
っ
て
請
求
に
関
す
る
非
訟
理
論
を
肯
定
し
た
た
め
Ｂ
命
題
を
肯
定
す
る
理

由
に
つ
い
て
あ
ま
り
ふ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
学
説
は
結
果
と
し
て
導
か
れ
る
Ｂ
命
題
に
つ
い
て
そ
れ
を
正
当
化
す
る
議
論
は
行
っ
て

い
る
。
そ
れ
は
境
界
確
定
訴
訟
は
理
論
上
は
当
事
者
の
所
有
権
の
範
囲
を
確
定
す
る
訴
訟
で
は
な
い
か
ら
Ｂ
命
題
を
肯
定
す
る
こ
と

が
許
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
他
方
、
請
求
に
関
す
る
非
訟
理
論
に
つ
い
て
も
そ
れ
を
正
当
化
す
る
た
め
に
原
告
の
一
定
線
の
主

張
は
法
律
的
主
張
で
は
な
い
か
ら
そ
も
そ
も
い
わ
ゆ
る
訴
訟
上
の
請
求
に
は
な
り
え
な
い
と
す
る
か
の
よ
う
な
議
論
が
な
さ
れ
、
ま

た
裁
判
所
に
よ
る
境
界
確
定
は
様
々
な
事
実
を
も
と
に
衡
平
の
見
地
か
ら
の
裁
量
に
よ
り
な
さ
れ
る
と
い
う
、
境
界
確
定
に
関
す
る

非
訟
理
論
と
今
の
請
求
に
関
す
る
非
訟
理
論
と
が
区
別
さ
れ
る
こ
と
な
く
一
体
と
し
て
主
張
さ
れ
た
こ
と
も
請
求
に
関
す
る
非
訟
理

論
を
正
当
化
す
る
機
能
を
果
た
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
質
的
な
根
拠
づ
け
が
ま
っ
た
く
な
さ
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
Ａ

命
題
に
つ
い
て
は
Ａ
命
題
を
否
定
す
る
こ
と
は
徒
ら
に
根
拠
の
な
い
主
張
を
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
議
論
が
見
ら
れ
た
し
、
Ｂ

命
題
に
つ
い
て
は
双
隣
地
が
一
一
個
以
上
で
そ
の
境
界
線
が
一
点
に
集
合
し
て
い
る
場
合
に
三
当
事
者
で
共
同
訴
訟
が
行
わ
れ
た
と
い

う
特
殊
な
場
合
に
つ
い
て
Ｂ
命
題
を
否
定
す
れ
ば
境
界
を
確
定
で
き
な
い
場
合
が
生
じ
る
と
す
る
議
論
が
見
ら
れ
た
し
、
当
事
者
双

方
の
主
張
線
が
交
錯
す
る
場
合
に
そ
の
中
間
に
真
の
境
界
が
存
す
る
と
い
う
特
殊
な
場
合
に
つ
い
て
Ｂ
命
題
を
否
定
す
れ
ば
そ
の
位

置
に
境
界
を
確
定
で
き
な
い
と
す
る
議
論
が
見
ら
れ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
近
時
、
学
説
は
Ｂ
命
題
の
決
定
的
な
根
拠
を
見
い
だ
し
た
。
地
番
境
界
理
論
が
そ
れ
で
あ
る
。
境
界
確
定
訴
訟
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の
対
象
た
る
境
界
が
公
法
上
の
地
番
の
境
界
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
分
合
筆
の
登
記
を
経
る
こ
と
な
く
当
事
者
の
合
意
で
左
右
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
の
で
訴
訟
外
お
よ
び
訴
訟
上
の
和
解
は
無
効
で
あ
る
の
に
、
そ
の
地
番
の
境
界
を
判
決
で
確
定
す
る
場
合
は
当
事
者

双
方
の
主
張
す
る
境
界
線
の
範
囲
内
で
確
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
は
背
理
で
あ
り
、
地
番
境
界
理
論
を
採
れ
ば
Ｂ
命
題

は
当
然
に
肯
定
さ
れ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。

一
方
、
境
界
確
定
訴
訟
は
当
事
者
の
所
有
権
の
範
囲
を
確
定
す
る
訴
訟
で
あ
る
と
し
つ
つ
Ｂ
命
題
を
肯
定
す
る
説
も
現
れ
て
い

る
。
そ
れ
ら
の
中
に
は
伝
統
的
な
「
単
な
る
線
」
思
考
に
立
つ
も
の
も
存
す
る
が
、
「
単
な
る
線
」
思
考
に
立
つ
の
か
範
囲
的
思
考

に
立
つ
の
か
不
明
な
も
の
も
あ
り
、
も
し
後
者
で
あ
れ
ば
錐
本
博
士
と
同
様
、
過
小
評
価
の
危
険
か
ら
原
告
を
救
済
す
る
と
い
う
考

慮
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
も
の
も
存
す
る
。
ま
た
、
Ａ
命
題
に
つ
い
て
は
Ａ
命
題
を
否
定
す
る
立
場
で
は
被
告
が
一
定
線
を
主
張
し
な

い
場
合
は
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
う
の
か
と
い
う
疑
問
を
提
起
し
、
Ｂ
命
題
に
つ
い
て
は
境
界
が
係
争
地
域
外
に
一
部
は
み
出
す
場
合

に
Ｂ
命
題
を
否
定
す
る
の
は
不
都
合
と
す
る
も
の
な
ど
が
見
ら
れ
る
。
な
お
、
Ｂ
命
題
の
肯
定
説
と
否
定
説
の
中
間
的
な
説
と
し

て
、
原
告
の
主
張
線
を
越
え
る
こ
と
が
原
告
の
意
思
に
反
す
る
場
合
に
は
越
え
て
は
な
ら
な
い
が
、
反
し
な
い
場
合
は
越
え
て
よ
い

と
す
る
も
の
や
、
Ａ
Ｂ
命
題
の
肯
定
説
と
否
定
説
の
別
の
意
味
で
の
中
間
的
な
説
と
し
て
、
原
告
は
起
訴
の
段
階
で
は
一
定
線
を
主

張
し
な
く
て
も
よ
い
が
、
訴
訟
の
い
ず
れ
か
の
段
階
で
は
一
定
線
を
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
裁
判
所
も
そ
れ
に
拘
束
さ
れ
る
と

す
る
か
の
よ
う
な
も
の
も
現
れ
て
い
る
。

他
方
、
戦
後
現
れ
た
Ａ
Ｂ
命
題
を
否
定
す
る
少
数
説
は
範
囲
的
思
考
に
立
っ
て
当
事
者
の
一
定
線
の
主
張
を
い
わ
ゆ
る
訴
訟
上
の

請
求
と
し
、
民
訴
一
八
六
条
を
そ
の
ま
ま
肯
定
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
境
界
確
定
訴
訟
は
当
事
者
の
所
有
権
の
範
囲
を
確
定
す

る
訴
訟
で
あ
り
、
当
事
者
処
分
権
主
義
は
当
然
に
肯
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
理
由
を
一
定
線
を

主
張
す
る
当
事
者
の
意
思
に
求
め
る
も
の
や
、
相
手
方
に
防
御
の
機
会
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
に
求
め
る
も
の
が
あ
る
。
た
だ
し
、
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Ｂ
命
題
に
つ
き
真
の
境
界
が
主
張
線
を
越
え
て
存
す
る
場
合
は
釈
明
権
を
行
使
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
見
解
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
見

解
は
通
説
に
立
ち
な
が
ら
、
す
な
わ
ち
Ｂ
命
題
を
肯
定
し
な
が
ら
そ
の
よ
う
な
釈
明
権
を
行
使
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
す
る
見
解

を
導
い
て
い
る
。
な
お
、
Ａ
Ｂ
命
題
を
否
定
す
る
な
ら
ば
被
告
の
一
定
線
の
主
張
も
同
じ
に
扱
わ
な
け
れ
ば
不
公
平
で
あ
り
、
Ａ
Ｂ

命
題
肯
定
説
は
被
告
の
一
定
線
の
主
張
も
同
じ
に
扱
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
被
告
が
一
定
線
を
主
張
し
な
い
場
合
は
ど
の
よ

う
に
取
り
扱
う
か
に
つ
い
て
ふ
れ
た
も
の
は
存
し
な
い
。

以
上
が
学
説
の
全
体
的
な
状
況
で
あ
る
。

三
さ
て
、
個
々
の
学
説
・
判
例
の
分
析
、
位
置
づ
け
か
ら
抽
出
さ
れ
る
論
点
は
、
ま
ず
前
編
の
「
論
点
の
提
示
」
で
予
告
的
に
提

示
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
（
イ
）
「
単
な
る
線
」
的
思
考
と
範
囲
的
思
考
の
差
異
は
い
か
な
る
も
の
か
、
（
ロ
）

請
求
に
関
す
る
非
訟
理
論
と
準
請
求
に
関
す
る
非
訟
理
論
の
差
異
は
い
か
な
る
も
の
か
、
（
Ｃ
請
求
に
関
す
る
非
訟
理
論
と
境
界

確
定
に
関
す
る
非
訟
理
論
と
は
必
然
的
に
結
び
つ
く
も
の
か
否
か
、
三
）
境
界
確
定
訴
訟
の
訴
訟
と
し
て
の
性
質
と
今
の
問
題
と

は
必
然
的
に
結
び
つ
く
も
の
か
否
か
、
（
ホ
）
請
求
に
関
す
る
非
訟
理
論
を
境
界
確
定
訴
訟
は
当
事
者
の
所
有
権
の
範
囲
を
確
定
す

る
訴
訟
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
よ
り
正
当
化
す
る
こ
と
は
可
能
か
、
（
へ
）
Ａ
命
題
を
否
定
す
る
立
場
で
は
被
告
が
一
定
線
を
境

界
と
主
張
し
な
い
場
合
は
ど
の
よ
う
に
処
理
す
べ
き
か
、
と
い
う
論
点
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
最
後
の
（
へ
）
を
除
け
ば
、
前

編
で
論
点
の
提
示
に
と
ど
ま
ら
ず
そ
れ
ら
に
対
す
る
私
見
を
も
開
陳
し
た
。

た
だ
、
（
ィ
）
に
つ
い
て
は
「
単
な
る
線
」
的
思
考
と
範
囲
的
思
考
の
差
異
の
指
摘
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
さ
ら
に
い

ず
れ
の
思
考
に
立
つ
べ
き
か
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
Ａ
Ｂ
命
題
肯
定
説
は
伝
統
的
に
「
単
な
る
線
」
的
思
考

に
立
ち
、
こ
れ
に
対
し
、
戦
後
現
れ
た
Ａ
Ｂ
命
題
否
定
説
は
範
囲
的
思
考
に
立
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
一
方
は
「
単
な
る
線
」
的

思
考
に
立
ち
、
他
方
は
範
囲
的
思
考
に
立
つ
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
議
論
は
か
み
合
わ
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
そ
こ
で
い
ず
れ
か
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そ
し
て
、
（
チ
）
雄
本
博
士
に
見
ら
れ
た
過
小
評
価
の
危
険
か
ら
原
告
を
救
済
す
べ
き
か
と
い
う
論
点
が
あ
る
。
こ
れ
は
Ｂ
命
題

に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
が
、
Ａ
命
題
に
つ
い
て
い
え
ば
徒
ら
に
根
拠
の
な
い
主
張
を
さ
せ
る
こ
と
の
当
否
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

い
ず
れ
も
裁
判
の
予
測
が
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
民
事
訴
訟
の
原
則
に
対
す
る
例
外
を
認
め
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
っ

て
い
る
。
そ
し
て
、
私
見
に
よ
れ
ば
従
来
の
学
説
が
論
じ
る
こ
と
が
あ
ま
り
に
も
少
な
か
っ
た
こ
れ
こ
そ
が
本
質
的
な
論
点
で
あ

り
、
今
後
は
こ
の
論
点
を
中
心
に
し
て
議
論
し
て
ゆ
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
一
定
線
を
主
張
す
る
当
事
者
の
意
思
と
か
、
相
手
方

の
防
御
の
機
会
の
保
障
と
か
、
釈
明
権
と
い
う
こ
と
が
関
わ
っ
て
く
る
。
原
告
は
起
訴
の
段
階
で
は
一
定
線
を
主
張
し
な
く
て
も
よ

い
が
、
訴
訟
の
い
ず
れ
か
の
段
階
で
は
一
定
線
を
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
裁
判
所
も
そ
れ
に
拘
束
さ
れ
る
と
す
る
考
え
も
こ
こ

に
統
一
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
範
囲
的
思
考
に
統
一
す
べ
き
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ド
イ
ツ
の
レ
ン
ベ
ル
ク

の
よ
う
に
原
告
の
主
張
線
が
境
界
と
認
め
ら
れ
な
い
場
合
は
原
告
の
請
求
を
棄
却
す
べ
き
で
、
原
告
の
主
張
線
が
真
の
境
界
と
一
致

す
る
ま
で
何
度
で
も
訴
え
を
起
こ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
者
は
ま
ず
皆
無
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
「
単
な
る
線
」
的
思
考
に

立
つ
と
非
訟
理
論
を
採
る
べ
き
こ
と
は
必
至
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
い
や
お
う
な
く
Ｂ
命
題
を
肯
定
す
べ
き
こ
と
に
な
る
の
で
、
Ｂ

命
題
を
否
定
す
る
論
者
が
「
単
な
る
線
」
的
思
考
に
立
つ
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
の
に
対
し
、
範
囲
的
思
考
に
立
つ
と
必
ず
し
も
Ｂ

命
題
を
否
定
す
べ
き
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
範
囲
的
思
考
に
立
ち
つ
つ
も
Ｂ
命
題
を
肯
定
す
る
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
の
で
、
共

通
の
土
俵
を
設
定
す
る
た
め
に
は
範
囲
的
思
考
に
立
つ
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
「
単
な
る
線
」
的
思
考
は
原
告
の
主
張

す
る
権
利
の
有
無
が
争
わ
れ
る
通
常
の
民
事
訴
訟
の
思
考
を
紛
争
の
実
質
が
範
囲
の
争
い
で
あ
る
と
こ
ろ
の
境
界
確
定
訴
訟
に
そ
の

ま
ま
持
ち
込
ん
だ
も
の
で
、
最
初
か
ら
不
合
理
な
の
で
あ
る
。

そ
の
他
の
論
点
と
し
て
は
、
（
ト
）
地
番
境
界
理
論
に
よ
り
Ｂ
命
題
を
必
然
的
に
導
く
こ
と
は
妥
当
か
と
い
う
論
点
が
あ
る
。
こ

そ
の
他
の
論
点
と
し
て
は
、

れ
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
。
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最
後
に
、
（
チ
）
に
お
い
て
仮
に
Ａ
Ｂ
命
題
を
否
定
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
場
合
は
、
（
リ
）
当
事
者
双
方
の
主

張
線
が
交
錯
す
る
場
合
に
そ
の
中
間
に
真
の
境
界
が
存
す
る
と
い
う
特
殊
な
場
合
な
ど
に
つ
い
て
論
じ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
に
対

し
、
Ａ
Ｂ
命
題
を
肯
定
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
場
合
は
そ
の
必
要
は
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
特
殊
な
場
合
に
つ
い

て
ま
ず
論
じ
て
そ
れ
を
一
般
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
適
切
で
な
い
。

注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

に
お
い
て
視
野
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
（
チ
）
に
お
い
て
仮
に
Ａ
Ｂ
命
題
を
否
定
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
場
合
は
、
前
述
の
論
点
（
へ
）

が
問
題
に
な
っ
て
く
る
。
そ
し
て
そ
れ
と
関
連
し
て
被
告
の
一
定
線
の
主
張
の
理
論
的
位
置
づ
け
、
ひ
い
て
は
境
界
確
定
訴
訟
の
理

論
構
成
と
い
う
こ
と
も
問
題
に
な
ろ
う
。
も
っ
と
も
た
と
え
Ａ
Ｂ
命
題
を
肯
定
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
場
合
で
も
訴

額
の
算
定
や
訴
訟
費
用
の
負
担
の
関
係
で
は
被
告
が
一
定
線
を
主
張
し
な
い
場
合
の
処
理
の
仕
方
が
や
は
り
問
題
に
な
る
こ
と
に
も


