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8５ 不当保全処分による損害賠償責任曰（玉城）

第
一
章
被
保
全
権
利
の
欠
峡
と
損
害
賠
償
責
任

第
一
節
違
法
性
、
故
意
・
過
失
、
過
失
の
推
定
（
以
上
二
六
号
）

第
二
節
過
失
責
任
説
と
無
過
失
責
任
説
（
以
上
二
八
号
）

第
二
章
保
全
の
必
要
性
の
欠
映
そ
の
他
と
損
害
賠
償
責
任

第
一
節
保
全
の
必
要
性
の
欠
映

序
論

第
三
款
考
察

第
二
款
わ
が
国
の
学
説
・
判
例

第
一
款

第
一
項
仮
差
押
理
由
の
概
念
と
過
賞
主
義

第
二
項

第
三
項
区
別
説
に
対
す
る
批
判

第
二
項
過
失
の
要
否
に
つ
い
て
の
区
別
説

第
一
項
損
害
算
定
に
お
け
る
区
別
説
、
責
任
発
生
に
つ
い
て
の
区
別
説

不
当
保
全
処
分
に
よ
る
損

ド
イ
ツ
の
学
説
・
判
例

「
任
意
履
行
」
理
論
、

「
早
す
ぎ
た
執
行
」
理
論

害賠
償
責
任
曰

玉
城

勲



琉大法学第32号 (１９８３） 8６

第
二
章
保
全
の
必
要
性
の
欠
訣
そ
の
他
と
損
害
賠
償
責
任

第
一
節
保
全
の
必
要
性
の
欠
映

一
本
節
で
は
保
全
の
必
要
性
が
欠
け
て
い
た
場
合
を
取
扱
う
。
保
全
の
必
要
性
が
欠
け
て
い
た
場
合
と
い
っ
て
も
、
同
時
に
被
保

全
権
利
も
欠
け
て
い
た
場
合
は
被
保
全
権
利
の
欠
侠
と
し
て
扱
え
ば
よ
い
の
で
こ
こ
で
は
保
全
の
必
要
性
が
欠
け
て
い
た
場
合
と

は
被
保
全
権
利
は
存
す
る
が
保
全
の
必
要
性
が
欠
け
て
い
た
場
合
を
意
味
す
る
も
の
と
す
る
。

被
保
全
権
利
が
欠
け
て
い
た
場
合
に
つ
い
て
は
前
章
で
論
じ
た
の
で
、
本
節
で
は
こ
れ
と
保
全
の
必
要
性
が
欠
け
て
い
た
場
合
と

は
ま
っ
た
く
同
じ
よ
う
に
規
律
さ
れ
る
べ
き
か
否
か
を
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。

第
二
節
訴
訟
要
件
の
欠
映
、
抵
触
保
全
処
分

第
三
節
起
訴
命
令
不
遵
守
に
よ
る
取
消

第
三
章
保
全
訴
訟
・
本
案
訴
訟
と
損
害
賠
償
請
求
訴
訟

第
一
節
保
全
処
分
取
消
・
本
案
訴
訟
債
権
者
敗
訴
と
損
害
賠
償
責
任

第
二
節
保
全
訴
訟
と
損
害
賠
償
請
求
訴
訟

第
三
節
本
案
訴
訟
と
損
害
賠
償
請
求
訴
訟

第
四
章
原
状
回
復
義
務
と
損
害
賠
償
責
任

第
三
項
保
全
の
必
要
性
の
一

第
四
項
結
論
（
以
上
本
号
）

保
全
の
必
要
性
の
意
義
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二
学
説
は
一
般
に
こ
の
二
つ
の
場
合
を
同
等
に
扱
い
共
通
に
論
じ
て
い
劉
○
し
か
し
そ
れ
は
両
者
を
同
等
に
扱
う
べ
き
か
否
か
を

明
確
に
意
識
し
た
う
え
で
同
等
に
扱
う
べ
き
で
あ
る
と
の
結
論
に
達
し
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
両
者
を
同
等
に
扱
う
こ
と
を
い
わ

２

ば
当
然
視
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
に
す
ぎ
な
Ⅶ
。

３

一
一
｜
右
の
事
情
は
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
異
な
ら
な
い
。
し
か
し
ド
イ
ツ
で
は
両
者
を
区
別
し
て
扱
う
べ
き
だ
と
す
る
少
数
説
の
存
在

が
認
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
被
保
全
権
利
が
欠
け
て
い
た
場
合
は
債
権
者
は
無
過
失
責
任
を
負
う
が
保
全
の
必
要
性
が
欠
け
て
い

た
場
合
は
過
失
責
任
を
負
う
に
と
ど
ま
る
と
す
る
説
、
債
権
者
が
賠
償
責
任
を
負
う
債
務
者
の
損
害
の
算
定
に
お
い
て
被
保
全
権
利

が
欠
け
て
い
た
場
合
と
保
全
の
必
要
性
が
欠
け
て
い
た
場
合
と
を
区
別
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
説
が
存
す
る
ほ
か
、
保
全
の
必
要
性

が
欠
け
て
い
た
場
合
は
債
権
者
の
損
害
賠
償
責
任
は
生
じ
な
い
と
す
る
も
の
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
説
が
存
す
る
。
も
っ
と
も
こ
れ

ら
の
少
数
説
は
ブ
ル
ン
ス
の
論
文
を
除
け
ば
、
体
系
書
や
注
釈
書
に
結
論
の
み
が
記
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
具
体
的
な
内
容

や
論
拠
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
た
だ
す
で
に
そ
の
結
論
自
体
か
ら
、
こ
れ
ら
の
少
数
説
は
い
ず
れ
も
次
の
発
想
に
基
づ
い
て
い
る
こ

と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
被
保
全
権
利
は
真
実
存
し
た
こ
と
を
重
視
す
る
と
い
う
発
想
で
あ
る
。

四
わ
が
国
で
は
こ
の
よ
う
な
発
想
に
基
づ
き
両
者
を
区
別
す
る
説
は
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
別
の
理
由
に
よ
り
両
者

を
あ
る
意
味
で
区
別
す
る
結
果
と
な
る
説
、
理
由
は
明
ら
か
で
な
い
が
両
者
を
区
別
す
る
説
は
存
す
る
。

前
者
は
、
被
保
全
権
利
不
存
在
に
よ
る
本
案
訴
訟
敗
訴
の
場
合
の
み
債
権
者
は
無
過
失
責
任
を
負
い
、
そ
の
他
の
場
合
は
過
失
責

４

任
を
負
う
に
と
ど
ま
る
と
す
る
斎
藤
ｉ
桜
田
説
で
あ
ヲ
可
（
昭
和
四
一
一
一
年
に
公
表
さ
れ
た
強
制
執
行
法
案
要
綱
案
第
二
次
試
案
第
一
一
一
三

５

口
ば
こ
の
説
に
従
っ
て
い
た
こ
と
を
思
え
ば
、
こ
の
説
は
単
独
説
な
が
ら
有
力
説
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
）
。
そ
の
理
由
と
し
て
、

民
訴
法
一
九
八
条
二
項
の
類
推
と
保
全
訴
訟
の
裁
判
に
は
既
判
力
が
な
い
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
説
は
被
保
全
権
利
の
欠
映
と

保
全
の
必
要
性
の
欠
峡
と
で
区
別
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
根
拠
と
す
る
も
の
で
は
な
い
し
、
ま
た
両
者
を
全
面
的
に
（
す
な
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わ
ち
、
被
保
全
権
利
が
欠
け
て
い
た
場
合
は
常
に
無
過
失
責
任
が
生
じ
、
保
全
の
必
要
性
が
欠
け
て
い
た
場
合
は
常
に
過
失
責
任
が

生
じ
る
、
と
い
う
よ
う
に
）
区
別
す
る
結
果
と
な
る
わ
け
で
も
な
い
が
、
保
全
の
必
要
性
が
欠
け
て
い
た
場
合
は
被
保
全
権
利
が
欠

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

け
て
い
た
場
合
と
異
な
り
常
に
過
失
責
任
の
み
が
生
じ
る
と
い
う
意
味
で
両
者
を
区
別
す
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。

後
者
は
末
延
三
次
博
士
が
判
例
評
釈
で
の
べ
ら
れ
た
見
解
で
あ
り
、
保
全
の
必
要
性
の
欠
映
に
つ
い
て
は
被
保
途
権
利
の
欠
快
と

６

異
な
り
、
債
権
者
の
過
失
を
推
定
す
べ
き
で
は
な
い
、
と
す
る
。
し
か
し
そ
の
理
由
は
明
ら
か
に
し
て
お
ら
れ
な
川
。

ち
な
み
に
こ
の
点
に
つ
き
、
判
例
上
保
全
の
必
要
性
の
欠
映
に
つ
い
て
は
過
失
の
推
定
を
明
言
し
た
も
の
は
な
い
、
と
の
学
者
の

７
８

指
摘
が
見
ら
れ
訂
す
し
か
し
最
近
の
裁
判
例
で
は
過
失
の
推
定
を
明
言
す
る
も
の
も
現
わ
れ
て
い
副
ｄ

五
と
こ
ろ
で
斎
藤
Ⅱ
桜
田
説
が
被
保
全
権
利
が
欠
け
て
い
た
場
合
と
保
全
の
必
要
性
が
欠
け
て
い
た
場
合
と
を
あ
る
意
味
で
区
別

す
る
結
果
と
な
る
点
を
松
浦
教
授
は
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
お
ら
れ
る
。
「
右
学
説
が
被
保
全
権
利
が
欠
け
た
場
合
の
み
を
と
ら
え
、

保
全
の
必
要
が
欠
け
た
場
合
を
問
題
と
し
て
い
な
い
の
は
、
保
全
の
必
要
が
、
被
保
全
権
利
と
並
ぶ
対
等
の
、
保
全
処
分
の
要
件
で

あ
り
、
保
全
処
分
の
内
容
を
決
定
す
る
際
に
も
、
被
保
全
権
利
と
同
様
に
決
定
的
作
用
を
営
む
こ
と
や
、
被
保
全
権
利
は
あ
っ
て
も
、

保
全
の
必
要
が
な
い
の
に
な
さ
れ
た
保
全
処
分
に
よ
っ
て
債
務
者
が
重
大
な
損
害
を
蘂
む
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
不
十
分

９

と
評
す
る
ほ
か
な
Ⅶ
。
」
こ
れ
は
従
来
漠
然
と
当
然
視
さ
れ
て
き
た
被
保
全
権
利
の
欠
映
と
保
全
の
必
要
性
の
欠
映
の
同
等
扱
い
を

理
論
的
に
正
当
化
し
た
も
の
と
し
て
注
目
に
値
す
る
。
松
浦
教
授
は
被
保
全
権
利
の
欠
快
に
つ
い
て
も
保
全
の
必
要
性
の
欠
快
に
つ

い
て
も
過
失
責
任
説
に
立
た
れ
る
の
で
あ
る
が
、
無
過
失
責
任
説
の
立
場
で
も
教
授
の
こ
の
論
拠
を
採
用
す
る
こ
と
が
む
ろ
ん
可
能

で
あ
る
。
ま
た
こ
の
松
浦
教
授
の
所
説
は
末
延
博
士
の
見
解
に
対
す
る
批
判
と
も
な
り
う
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

六
し
か
し
ド
イ
ツ
の
少
数
説
、
す
な
わ
ち
被
保
全
権
利
は
真
実
存
し
た
こ
と
を
重
視
す
る
と
い
う
発
想
に
基
づ
い
て
、
債
権
者
の

損
害
賠
償
責
任
に
つ
き
、
被
保
全
権
利
が
欠
け
て
い
た
場
合
と
区
別
す
る
税
が
存
す
る
こ
と
を
思
え
ば
、
被
保
全
権
利
の
欠
快
と
保
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全
の
必
要
性
の
欠
快
と
を
区
別
し
な
い
従
来
の
理
解
が
妥
当
か
否
か
を
探
究
す
る
こ
と
は
意
義
の
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
、

ｄ

保
全
の
必
要
性
が
欠
け
て
い
た
場
合
に
つ
い
て
無
過
失
責
任
を
認
め
た
判
例
は
ま
だ
現
わ
れ
て
い
な
ｗ
ご
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
問

題
を
明
確
な
問
題
意
識
を
も
っ
て
論
じ
る
こ
と
は
急
務
で
あ
る
と
い
え
る
。

七
保
全
の
必
要
性
の
欠
快
と
被
保
全
権
利
の
欠
快
と
を
債
権
者
の
損
害
賠
償
責
任
に
お
い
て
同
じ
に
扱
う
べ
き
か
区
別
す
べ
き
か
、

こ
れ
が
本
節
の
テ
ー
マ
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
少
数
説
が
教
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
問
題
は
三
つ
あ
る
。
ひ
と
つ
は
過
失
の
要
否
に
つ

い
て
区
別
す
べ
き
か
で
あ
り
、
ひ
と
つ
は
損
害
の
算
定
に
お
い
て
区
別
す
べ
き
か
で
あ
り
、
ひ
と
つ
は
責
任
発
生
自
体
に
つ
い
て
区

別
す
べ
き
か
で
あ
る
。
各
々
に
つ
き
、
区
別
す
べ
き
だ
と
す
る
税
を
区
別
説
、
区
別
す
べ
き
で
な
い
と
す
る
説
を
（
保
全
の
必
要
性

の
欠
快
を
被
保
全
権
利
の
欠
快
に
等
置
す
る
と
い
う
意
味
で
）
等
置
説
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

八
ま
ず
は
わ
が
国
お
よ
び
ド
イ
ツ
の
学
説
・
判
例
の
情
況
を
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
学
説
・
判
例
の
情
況
と
い
っ
て
も
、
学

説
・
判
例
で
圧
倒
的
に
支
配
的
な
、
問
題
意
識
な
し
に
漠
然
と
と
ら
れ
て
い
る
等
置
説
は
、
支
配
的
で
あ
る
と
い
う
事
実
以
外
に
は

参
考
に
な
ら
な
い
の
で
、
い
ち
い
ち
紹
介
す
る
こ
と
は
し
な
い
。
紹
介
す
る
に
値
す
る
学
説
・
判
例
は
、
問
題
意
識
を
も
っ
て
等
置

説
あ
る
い
は
区
別
説
を
と
る
も
の
と
、
問
題
意
識
は
も
た
な
い
が
区
別
す
る
結
果
と
な
る
も
の
に
限
ら
れ
、
そ
の
数
は
非
常
に
少
な

い
。
ま
ず
は
ド
イ
ツ
か
ら
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

注、
兼
子
一
・
判
批
・
判
例
民
事
法
昭
和
一
一
一
一
年
度
二
二
五
頁
以
下
、
菊
井
維
大
・
民
事
訴
訟
法
□
一
一
一
九
五
頁
、
中
川
毅
「
不
当
仮
差
押
仮
処
分

と
無
過
失
損
害
賠
償
責
任
」
司
法
研
究
報
告
書
二
○
輯
一
一
・
四
八
頁
、
古
崎
慶
長
「
違
法
な
仮
処
分
と
損
害
賠
倣
」
仮
処
分
の
研
究
上
巻
三
一

二
頁
、
加
藤
一
郎
・
不
法
行
為
（
増
補
版
）
一
○
三
頁
一
○
四
頁
、
桜
田
勝
義
・
保
全
処
分
判
例
百
選
一
七
○
頁
な
ど
。



琉大法学第32号 9０（１９８３）
囚
も
っ
と
も
兼
子
・
前
掲
は
被
保
全
権
利
と
保
全
の
必
要
性
の
存
在
に
よ
っ
て
生
じ
る
実
体
的
仮
差
押
権
な
る
も
の
を
観
念
し
て
お
り
、
そ
れ

に
よ
り
両
者
の
同
等
扱
い
が
正
当
で
あ
る
こ
と
が
一
応
は
説
明
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
る
。

訓
の
←
の
】
ロ
ー
』
○
局
⑩
－
Ｑ
２
ロ
⑩
序
］
》
【
○
日
目
の
昌
日
閣
貝
恩
己
］
ご
円
○
国
の
脇
ｏ
ａ
ｐ
目
、
』
＠
．
缶
員
］
。
（
忌
昌
）
》
②
念
鈩
目
白
・
ロ
・
骨
・
す
．
》

国
：
日
す
、
。
。
－
缶
四
目
の
Ｈ
ゲ
ロ
ｏ
声
１
国
口
１
日
目
貝
国
冒
巷
８
Ｎ
の
⑪
の
Ｃ
ａ
ｐ
ｐ
ｐ
ｍ
ｇ
・
シ
ニ
｛
］
。
（
』
①
臼
）
》
①
念
し
ご
ｇ
・
函
・
少
・
》
、
。
昏
猷
目
岸
の
‐

国
口
員
画
：
口
、
、
ご
・
」
一
切
可
の
。
弄
目
ｍ
ｍ
ｌ
『
【
・
鳥
目
、
Ｉ
目
こ
ぐ
の
岡
』
＆
・
ず
；
・
寡
Ｓ
・
鈩
昌
．
（
巳
「
②
）
の
．
瞳
『
６
房
目
閏
』
目
の
日
】
ｍ
・

国
三
目
、
⑪
『
。
」
』
の
一
『
の
○
百
ｐ
ｍ
ｍ
Ｉ
ｇ
。
【
ｏ
鳥
目
閂
の
Ｃ
亘
』
⑰
．
』
具
』
．
（
ご
ろ
）
の
。
』
臼
》
恩
］
］
の
可
１
ｍ
◎
す
の
司
昏
］
．
固
】
ご
」
］
ｐ
Ｃ
Ｎ
の
⑪
ｍ
ｏ
ａ
ｐ
目
、

Ｅ
・
シ
ロ
［
］
。
（
一
君
①
）
》
遭
可
レ
ロ
日
・
唐
な
ど
。

剛
斎
藤
秀
夫
ｌ
桜
田
勝
義
「
保
全
処
分
と
損
害
賠
償
責
任
」
保
全
処
分
の
体
系
上
巻
二
四
頁
以
下
。

⑤
判
例
タ
イ
ム
ズ
二
九
九
号
一
六
六
頁
。

⑥
末
延
三
次
・
判
批
・
判
例
民
事
法
昭
和
六
年
度
四
二
五
頁
四
二
六
頁
。

ｍ
篠
原
弘
志
・
注
釈
民
法
㈹
一
六
六
頁
、
加
藤
雅
信
・
判
批
・
法
学
協
会
雑
誌
八
七
巻
六
号
七
七
二
頁
七
七
三
頁
。

⑧
東
京
地
判
昭
和
四
三
年
六
月
二
四
日
判
例
時
報
五
四
一
号
四
六
頁
、
横
浜
地
判
昭
和
四
六
年
九
月
三
日
判
例
時
報
六
六
六
号
七
三
頁
。

⑨
松
浦
馨
「
仮
差
押
え
及
び
仮
処
分
の
改
正
に
つ
い
て
回
ご
判
例
時
報
八
三
七
号
六
頁
。

⑩
被
保
全
権
利
の
欠
映
に
つ
い
て
は
、
近
時
、
無
過
失
責
任
を
認
め
る
ふ
た
つ
の
下
級
審
判
決
が
現
わ
れ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
前
章
第
二
節

（
琉
大
法
学
二
八
号
二
二
三
頁
以
下
）
を
見
よ
。

第
一
款
ド
イ
ツ
の
学
説
・
判
例

区
別
説
の
う
ち
過
失
の
要
否
に
つ
い
て
の
区
別
説
を
唱
え
る
の
は
ブ
ル
ン
ス
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
彼
は
こ
れ
を
立
法
論
に
と
ど
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⑪
判
例
一
〔
一
九
○
七
年
一
月
五
日
ラ
イ
ヒ
ス
ゲ
リ
ヒ
ト
決
定
（
内
の
急
“
弓
）
〕

事
案
は
、
河
川
か
ら
の
引
水
を
禁
じ
た
仮
処
分
が
Ｚ
Ｐ
Ｏ
九
四
○
条
の
要
件
が
説
明
さ
れ
て
い
な
い
と
の
理
由
で
取
消
さ
れ
た
の

で
、
債
務
者
が
Ｚ
Ｐ
Ｏ
九
四
五
条
に
よ
り
債
権
者
に
対
し
損
害
賠
償
を
請
求
し
て
訴
え
を
起
こ
し
た
が
、
債
権
者
は
本
案
訴
訟
で
決

着
が
つ
く
ま
で
こ
の
訴
訟
の
審
理
を
停
止
す
べ
き
こ
と
を
求
め
た
と
い
う
も
の
で
、
原
審
の
停
止
命
令
を
ラ
イ
ヒ
ス
ゲ
リ
ヒ
ト
は
次

第
一
項
損
害
算
定
に
お
け
る
区
別
説
、
責
任
発
生
に
つ
い
て
の
区
別
説

一
損
害
算
定
に
お
け
る
区
別
説
な
の
か
責
任
発
生
に
つ
い
て
の
区
別
説
な
の
か
明
ら
か
で
な
い
も
の
が
あ
る
。
ま
た
損
害
算
定
に

お
け
る
区
別
説
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
も
の
も
、
そ
の
具
体
的
内
容
、
す
な
わ
ち
具
体
的
に
い
か
な
る
損
害
に
お
い
て
区
別
す
る

の
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
も
の
は
存
し
な
い
の
で
、
責
任
発
生
に
つ
い
て
の
区
別
説
と
の
差
異
は
不
明
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
損
害

算
定
に
お
け
る
区
別
説
を
徹
底
す
れ
ば
責
任
発
生
に
つ
い
て
の
区
別
説
に
到
達
す
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
項
で
は
当
該

の
説
が
損
害
算
定
に
お
け
る
区
別
説
な
の
か
責
任
発
生
に
つ
い
て
の
区
別
説
な
の
か
の
断
定
や
推
測
を
省
略
し
、
損
害
算
定
に
お
け

る
区
別
説
な
い
し
責
任
発
生
に
つ
い
て
の
区
別
説
を
単
に
「
区
別
説
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

一
一
さ
て
学
説
に
お
け
る
区
別
説
に
先
立
っ
て
区
別
説
は
ま
ず
判
例
上
現
わ
れ
た
。
こ
れ
が
学
説
上
の
区
別
説
を
生
み
出
し
た
こ
と

め
て
い
る
。
解
釈
論
と
し
て
は
ブ
ル
ン
ス
は
損
害
算
定
に
お
け
る
区
別
説
を
と
っ
て
い
る
。
そ
の
他
の
少
数
説
は
損
害
算
定
に
お
け

る
区
別
説
な
い
し
責
任
発
生
に
つ
い
て
の
区
別
説
で
あ
る
が
、
そ
の
い
ず
れ
か
は
明
ら
か
で
な
い
も
の
が
あ
る
。
ま
ず
は
解
釈
論
と

し
て
主
張
さ
れ
て
い
る
損
害
算
定
に
お
け
る
区
別
説
な
い
し
責
任
発
生
に
つ
い
て
の
区
別
説
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

二
さ
て
学
説
に
お
込

は
い
う
ま
で
も
な
い
。

の
理
由
で
是
認
し
た
。
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「
不
当
な
執
行
に
よ
り
相
手
方
に
ど
れ
ほ
ど
の
損
害
が
生
じ
た
か
は
、
そ
の
た
め
に
妥
当
す
る
一
般
の
規
定
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る

べ
き
で
あ
る
。
被
保
全
権
利
の
確
認
だ
け
で
は
損
害
賠
償
か
ら
免
れ
る
に
十
分
で
な
い
こ
と
は
州
上
級
裁
判
所
も
認
め
て
い
る
。
し

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

か
し
正
当
に
も
州
上
級
裁
判
所
は
さ
ら
に
次
の
こ
と
に
も
気
づ
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
執
行
に
よ
り
生
じ
た
損
害
の
可
能
性
は
、

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

処
置
の
内
容
が
損
害
賠
償
義
務
者
（
す
な
わ
ち
仮
処
分
債
権
者
ｌ
筆
者
注
）
が
自
分
に
属
す
る
権
利
に
よ
り
請
求
で
き
る
こ
と
を

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

越
え
た
場
合
に
の
み
与
え
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
。
こ
れ
に
対
し
、
請
求
権
が
不
作
為
に
向
け
ら
れ
て
お
り
、
相
手
方
に
は
仮
処

分
に
よ
っ
て
、
彼
が
負
っ
て
い
る
不
作
為
義
務
に
違
反
し
な
い
と
い
う
以
上
の
こ
と
は
課
せ
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
は
、
裁
判
所
の
命

令
の
遵
守
に
よ
り
不
作
為
義
務
者
に
生
じ
た
損
害
と
い
う
も
の
は
概
念
的
に
ま
っ
た
く
そ
の
余
地
が
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
反
対
に
、

禁
止
を
し
た
こ
と
は
相
手
方
に
と
っ
て
む
し
ろ
利
益
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
も
し
相
手
方
が
不
作
為
義
務
に
違

反
し
、
不
作
為
義
務
が
後
に
判
決
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
た
場
合
は
、
債
権
者
に
対
し
事
情
に
よ
っ
て
は
判
決
前
に
行
な
っ
た
違
反
行

為
に
つ
き
損
害
賠
償
義
務
を
負
わ
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
案
訴
訟
に
お
い
て
Ｌ
（
債
権
者
１
１
筆
者
注
）

が
訴
え
て
い
る
不
作
為
請
求
権
の
存
否
に
つ
き
裁
判
が
あ
れ
ば
、
今
の
損
害
賠
償
訴
訟
も
直
ち
に
か
た
が
つ
く
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ

え
ふ
た
つ
の
訴
訟
は
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
四
八
条
で
要
件
と
な
っ
て
い
る
先
決
関
係
が
存
す
る
と
し
た
州
上
級
裁
判
所
の
判
断
は
正
当
で
あ

る
．
」
（
傍
点
ｌ
筆
者
．
以
下
同
じ
）

「
仮
処
分
、
特
に
そ
れ
が
禁
止
を
含
ん
で
い
る
場
合
は
、
本
案
訴
訟
で
被
保
全
権
利
が
確
認
さ
れ
れ
ば
損
害
の
発
生
を
否
定
す
る

こ
と
が
生
じ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
仮
差
押
で
は
被
保
全
権
利
の
確
認
は
早
す
ぎ
た
執
行
の
違
法
性
に
影
響
し
な
ｗ
ご

シ
ュ
タ
イ
ン
は
仮
処
分
に
つ
い
て
は
区
別
説
を
、
仮
差
押
に
つ
い
て
は
等
置
説
を
と
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

③
ゴ
ル
ト
シ
ュ
ミ
ッ
ト

ろ
．
」
（
傍
点
１

劃
シ
ュ
タ
イ
ン

ー
Ｉ
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筆
者
注
）
。
、
訂
旨
ｌ
』
一

２

理
由
は
明
確
で
な
Ⅶ
）
。
」

彼
は
保
全
処
分
一
般
に
つ
き
区
別
説
を
と
る
。

と
こ
ろ
で
、
被
保
全
権
利
は
存
し
た
が
保
全
の
必
要
性
は
欠
け
て
い
た
場
合
に
被
保
全
権
利
は
真
実
存
し
た
こ
と
を
重
視
す
べ
き

か
否
か
が
争
わ
れ
た
裁
判
例
は
、
先
の
判
例
一
の
ほ
か
に
も
う
ひ
と
つ
あ
る
。
そ
れ
は
右
に
見
た
シ
ュ
タ
ィ
ン
お
よ
び
ゴ
ル
ト
シ
ュ

ミ
ッ
ト
の
叙
述
後
に
現
わ
れ
た
次
の
判
決
で
あ
る
。
こ
れ
は
等
置
説
を
と
る
も
の
で
あ
る
が
便
宜
上
こ
こ
で
紹
介
す
る
。

側
判
例
二
〔
一
九
一
一
一
四
年
一
月
八
日
ラ
イ
ヒ
ス
ゲ
リ
ヒ
ト
判
決
（
幻
○
］
邑
・
屋
、
）
〕

事
案
は
、
仮
差
押
が
仮
差
押
理
由
（
仮
差
押
に
お
け
る
保
全
の
必
要
性
）
な
し
と
の
理
由
で
取
消
さ
れ
た
の
で
、
債
務
者
は
Ｚ
Ｐ

Ｏ
九
四
五
条
に
基
づ
き
、
仮
差
押
執
行
に
よ
る
精
神
的
シ
ョ
ッ
ク
に
よ
る
財
産
的
損
害
の
賠
償
を
求
め
て
債
権
者
を
相
手
取
っ
て
訴

え
を
起
こ
し
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
主
た
る
争
点
は
こ
の
よ
う
な
損
害
も
Ｚ
Ｐ
Ｏ
九
四
五
条
の
い
う
損
害
に
当
た
る
か
と
い
う

点
に
あ
っ
た
が
、
副
次
的
に
今
の
我
々
の
問
題
に
関
係
す
る
点
も
争
点
と
な
っ
た
。
原
審
は
精
神
的
シ
ョ
ッ
ク
に
よ
る
損
害
は
Ｚ
Ｐ

Ｏ
九
四
五
条
の
い
う
損
害
に
当
た
ら
な
い
と
の
理
由
で
債
務
者
の
請
求
を
退
け
た
が
、
補
足
的
な
理
由
と
し
て
、
た
と
え
こ
の
よ
う

な
損
害
も
Ｚ
Ｐ
Ｏ
九
四
五
条
の
損
害
に
含
ま
れ
る
と
し
て
も
、
債
務
者
に
は
過
失
が
あ
っ
た
の
で
過
失
相
殺
に
よ
り
債
務
者
の
損
害

賠
償
請
求
権
は
（
全
面
的
に
）
否
定
さ
れ
る
、
と
し
た
．
「
そ
の
理
由
は
、
被
告
（
債
務
者
Ｉ
筆
者
注
）
は
主
た
る
債
務
者
の
支

払
不
能
の
際
に
は
自
分
は
保
証
人
で
あ
る
か
ら
銀
行
（
債
権
者
ｌ
筆
者
注
）
か
ら
請
求
さ
れ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
た
と
え
彼

が
自
分
の
保
証
の
意
思
表
示
は
無
効
で
あ
る
と
考
え
た
と
し
て
も
、
法
律
状
態
の
疑
わ
し
い
時
は
、
銀
行
に
弁
済
で
き
る
よ
う
な
状

「
仮
差
押
が
履
行
期
前
に
な
さ
れ
た
と
か
、
被
保
全
権
利
の
範
囲
を
越
え
て
な
さ
れ
た
の
で
な
い
限
り
、
仮
差
押
理
由
が
欠
け
て

い
た
だ
け
の
場
合
は
損
害
賠
償
請
求
権
は
生
じ
え
な
い
（
反
対
、
幻
の
巨
・
←
ｇ
ｏ
私
見
と
同
旨
、
”
の
忠
・
患
（
判
例
－
－

筆
者
注
）
。
、
←
の
旨
ｌ
』
・
ｇ
ｍ
・
三
門
・
』
・
国
・
目
》
①
患
は
こ
の
決
定
の
判
断
を
仮
処
分
に
の
み
妥
当
さ
せ
よ
う
と
す
る
が
、
そ
の



琉大法学第32号 9４(1983）

な
か
っ
た
。
」

な
お
債
権
者
は
上
告
審
で
、
債
務
者
は
自
分
の
支
払
遅
滞
と
い
う
こ
と
に
よ
り
仮
差
押
の
発
生
に
つ
き
責
が
あ
る
の
で
債
務
者
の

損
害
賠
償
請
求
権
は
生
じ
な
い
旨
の
主
張
を
追
加
し
た
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
ラ
イ
ヒ
ス
ゲ
リ
ヒ
ト
は
次
の
よ
う
に
答
え
た
。
「
債

務
者
が
支
払
遅
滞
に
あ
っ
た
場
合
は
、
彼
は
債
権
者
に
対
し
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
八
四
条
以
下
、
特
に
一
一
八
六
条
一
項
に
よ
り
責
を
負
う
が
、

し
か
し
債
務
者
の
遅
滞
…
…
…
は
銀
行
に
、
遅
滞
効
果
と
し
て
、
不
当
な
仮
差
押
に
よ
り
被
告
を
圧
倒
す
る
権
利
を
ま
だ
与
え
は
し

態
に
と
ど
ま
る
た
め
に
予
防
手
段
を
構
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
あ
る
い
は
銀
行
か
ら
彼
に
対
し
て
な
さ
れ
た
和
解
の
提
案
に

乗
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
彼
は
自
分
の
保
証
債
務
の
支
払
い
を
拒
ん
だ
の
で
、
仮
差
押
訴
訟
と
そ
の
執
行
に
よ
る
損
害
と
い
う
事

態
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
す
べ
て
の
結
果
は
、
彼
が
自
分
の
債
務
を
弁
済
す
れ
ば
避
け
ら
れ
た
。
し
た
が
っ
て
彼
は
損
害
の
発
生
に
つ

き
も
っ
ぱ
ら
自
分
の
せ
い
に
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
債
権
者
に
損
害
賠
償
請
求
を
す
る
余
地
は
な
い
。
」

こ
れ
に
対
し
ラ
ィ
ヒ
ス
ゲ
リ
ヒ
ト
は
債
務
者
の
上
告
を
容
れ
て
原
審
判
決
を
破
棄
し
差
戻
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
九
四
五

条
の
損
害
と
は
仮
差
押
執
行
と
相
当
因
果
関
係
に
あ
る
す
べ
て
の
損
害
を
意
味
し
、
本
件
の
よ
う
な
損
害
も
そ
れ
に
含
ま
れ
る
、
と

い
う
に
あ
る
が
、
原
審
の
補
足
的
理
由
に
つ
い
て
も
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。
「
債
務
者
は
少
く
と
も
銀
行
の
自
分
に
対
す
る

保
証
債
権
は
存
し
な
い
と
確
信
し
て
い
る
場
合
は
、
自
分
に
対
す
る
執
行
可
能
な
判
決
の
発
令
前
に
自
分
の
保
証
債
務
の
額
の
現
金

を
準
備
し
た
り
、
銀
行
の
和
解
提
案
を
受
け
入
れ
る
義
務
は
な
か
っ
た
。
ま
た
彼
は
例
え
ば
銀
行
が
自
分
に
対
し
…
…
…
…
不
当
な

仮
差
押
を
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
計
算
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
と
の
理
由
で
そ
う
い
う
こ
と
を
せ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
も
な

さ
て
本
件
で
問
題
と
な
っ
た
の
は
被
害
者
す
な
わ
ち
債
務
者
の
自
己
過
失
の
有
無
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
Ｚ
Ｐ
Ｏ
九
四
五
条
に
お
い

て
も
過
失
相
殺
が
あ
り
う
る
こ
と
は
学
説
・
判
例
上
争
わ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
被
保
全
権
利
あ
る
い
は
保
全
の
必
要
性
が

い
◎
」



不当保全処分による損害賠償責任曰（玉城）9５
真
実
は
存
在
し
な
い
の
に
存
在
す
る
も
の
と
債
権
者
に
誤
信
さ
せ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
債
務
者
の
過
失
や
、
損
害
の
発
生
に
つ
い
て

３

の
債
務
者
の
過
失
を
自
己
過
失
と
す
る
過
失
相
殺
で
あ
副
ｄ
と
こ
ろ
が
原
審
は
、
債
務
者
が
債
務
を
弁
済
し
な
か
っ
た
こ
と
や
、
弁

済
の
準
備
を
し
な
か
っ
た
こ
と
を
も
っ
て
債
務
者
の
自
己
過
失
と
し
て
過
失
相
殺
を
肯
定
し
た
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
被
保
全
権
利
は

真
実
存
し
た
こ
と
を
重
視
す
る
と
い
う
発
想
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
法
律
構
成
の
点
を
度
外
視
す
れ
ば
区
別
説
と
異
な
ら

な
い
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
、
債
務
者
の
こ
の
よ
う
な
自
己
過
失
を
否
定
す
る
ラ
イ
ヒ
ス
ゲ
リ
ヒ
ト
判
決
は
等
置
説
と
実
質
的

に
は
同
一
に
帰
す
る
。
シ
ュ
タ
イ
ン
の
説
い
た
よ
う
に
ラ
イ
ヒ
ス
ゲ
リ
ヒ
ト
は
仮
差
押
に
つ
き
等
置
説
を
と
っ
た
。
も
っ
と
も
こ
の

４

判
決
は
仮
差
押
に
つ
き
常
に
等
置
説
を
と
る
の
か
は
明
ら
か
で
な
Ⅶ
。

「
損
害
賠
償
請
求
権
の
範
囲
は
個
々
的
に
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
九
条
以
下
に
よ
っ
て
決
ま
る
。
そ
の
額
に
関
し
て
は
、
債
権
者
が
履
行
期

に
達
し
た
債
権
を
有
し
て
い
た
か
否
か
が
問
題
と
な
る
。
判
例
は
仮
処
分
が
不
作
為
請
求
権
を
保
全
し
た
場
合
は
債
務
者
の
損
害
を

否
定
し
た
。
」
「
取
消
さ
れ
た
仮
差
押
が
履
行
期
に
達
し
た
給
付
請
求
権
を
保
全
し
て
い
た
場
合
に
、
債
権
者
は
債
務
者
に
対
し
、

債
務
者
は
期
日
通
り
の
履
行
を
任
意
に
す
る
た
め
に
も
財
産
の
処
分
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
仮
差
押
が

５

生
じ
さ
せ
た
に
す
ぎ
な
い
か
ら
債
務
者
に
は
損
害
は
生
じ
て
い
な
い
、
と
異
議
を
唱
え
る
こ
と
は
で
き
な
ｗ
ｄ
」

⑥
ヴ
ィ
ー
ク
ッ
ォ
レ
ク
・
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル

「
被
保
全
権
利
が
存
在
す
る
場
合
は
、
存
在
す
る
被
保
全
権
利
を
越
え
て
執
行
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
損
害
の
み
が
賠
償
さ
れ
る
べ

●
●
●
●

き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
真
実
存
在
し
た
不
作
為
請
求
権
の
場
合
は
損
害
賠
償
請
求
権
は
生
じ
な
い
。
し
か
し
仮
差
押
が
履
行
期
前

説
を
と
る
。

彼
は
判
例
一
と
判
例
二
を
と
も
に
支
持
し
て
、
シ
ュ
タ
イ
ン
と
同
様
、
仮
処
分
に
つ
い
て
は
区
別
説
、
仮
差
押
に
つ
い
て
は
等
置

⑤
ブ
ロ
ー
マ
イ
ヤ
ー
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●

「
例
え
ば
幻
。
」
念
・
】
岳
（
判
例
一
一
‐
－
－
筆
者
注
）
が
し
た
よ
り
も
注
意
深
く
損
害
問
題
を
考
え
ぬ
く
こ
と
は
妨
げ
な
い
。
償

●
●
●
●
Ｃ
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

務
者
が
履
行
期
に
達
し
た
被
保
全
権
利
の
満
足
（
ま
た
は
少
く
と
も
保
全
）
の
た
め
に
支
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
出
費
は
そ

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

の
損
害
か
ら
控
除
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
右
の
ラ
イ
ヒ
ス
ゲ
リ
ヒ
ト
判
決
が
考
え
た
よ
う
に
、
債
権
者
の
遅
延
損
害
ｌ

そ
れ
は
相
殺
の
方
法
で
主
張
で
き
る
ｌ
の
み
が
顧
慮
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
義
務
に
従
っ
た
行
動
を
と
る
な
ら
債
務
者
が
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
労
苦
は
、
執
行
に
よ
り
生
じ
た
損
害
か
ら
除
か
れ
る
（
そ
の
限
り
で
は
幻
の
爵
．
＆
（
判
例
－
１
－
‐
筆
者

注
）
と
同
じ
）
。
私
は
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
基
礎
に
あ
る
正
当
性
の
思
考
（
国
呂
威
、
丙
の
詳
凋
の
：
ロ
澪
の
）

は
十
分
に
な
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
と
信
じ
る
。
…
…
…
…
形
式
的
な
損
害
根
拠
は
ど
う
せ
常
に
び
っ
こ
で
あ
る
。
そ
れ
は
・
・
・
…
…
…

”
強
制
げ
ん
こ
つ
“
が
、
債
務
者
に
期
待
さ
れ
る
任
意
の
出
費
の
限
界
を
越
え
た
干
渉
を
も
た
ら
し
た
場
合
に
意
味
が
あ
る
。
…
・
・
・

”
０

損
害
の
因
果
関
係
に
鋭
く
注
目
せ
ね
ば
な
ら
な
』
Ⅶ
。
」

保
全
処
分
一
般
に
つ
き
区
別
説
を
と
っ
て
い
る
。

注

６

に
執
行
さ
れ
た
場
合
は
損
害
賠
償
請
求
権
が
生
じ
る
い
」

こ
れ
は
ゴ
ル
ト
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
同
様
、
保
全
処
分
一
般
に
つ
き
区
別
説
を
と
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

Ⅶ
Ｃ
Ｐ
Ｅ
已
己
－
ｍ
←
巴
Ｐ
ｂ
后
。
」
ご
】
」
己
旬
○
Ｎ
の
ｍ
ｍ
ｏ
門
已
口
巨
■
ぬ
＆
司
已
色
助
□
の
巨
扇
○
ず
の
罰
の
冒
す
①
ヘ
ベ
ン
巨
帛
〕
・
牢
置
ロ
レ
ロ
目
・
閂
．
』
．

ｍ
」
■
日
の
、
。
。
］
二
ｍ
○
ず
【
已
昌
）
田
己
］
で
円
○
Ｎ
の
切
助
可
の
。
三
田
□
・
ロ
・
函
．
シ
■
［
】
．
（
ご
眉
）
》
巨
函
・
←
．

③
『
ぬ
］
・
の
訂
旨
ｌ
』
。
ご
Ｐ
ｍ
ｌ
Ｃ
司
巨
ご
印
宍
】
】
Ｐ
Ｐ
Ｏ
’
》
⑪
急
シ
ニ
ロ
〕
・
閂
．
⑬
．
、
．

、
ブ
ル
ン
ス
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第
二
項
過
失
の
要
否
に
つ
い
て
の
区
別
説

一
過
失
の
要
否
に
つ
い
て
の
区
別
説
を
唱
え
る
の
は
ブ
ル
ン
ス
の
み
で
あ
る
。
そ
の
論
拠
は
す
こ
ぶ
る
難
解
で
あ
る
。
ブ
ル
ン
ス

は
言
う
。
「
仮
差
押
理
由
の
意
義
は
疑
義
が
あ
る
。
仮
差
押
命
令
時
の
（
被
保
全
権
利
に
お
け
る
よ
う
な
）
そ
の
存
在
（
因
〆
萬
の
目
）

は
要
求
さ
れ
ず
（
国
の
園
電
『
患
⑰
焦
特
に
欝
下
‐
閏
函
。
学
説
は
す
べ
て
こ
れ
に
従
っ
て
い
る
）
、
む
し
ろ
仮
差
押
発
令
時
の
、
申

請
人
と
裁
判
所
に
と
っ
て
の
そ
の
確
証
（
固
く
苞
の
目
）
（
仮
差
押
命
令
時
の
良
識
あ
る
（
『
閂
⑩
註
且
】
、
）
判
断
）
の
み
が
要
求
さ
れ
る
。

こ
こ
か
ら
出
発
し
、
ｌ
引
用
し
た
ラ
イ
ヒ
ス
ゲ
リ
ヒ
ト
判
決
は
そ
の
限
り
で
必
ず
や
正
し
い
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
ｌ
、
Ｚ

Ｐ
Ｏ
九
二
一
条
二
項
に
よ
り
仮
差
押
理
由
の
確
証
は
立
保
証
に
よ
り
代
替
さ
れ
う
る
こ
と
、
債
務
者
は
被
保
全
権
利
の
履
行
期
後
は

裁
判
所
の
強
制
力
（
罫
自
ｍ
ｍ
ｍ
の
言
巳
←
）
（
そ
の
遅
延
を
彼
は
自
己
に
有
利
に
援
用
で
き
な
い
／
）
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
顧
慮

す
れ
ば
、
ゴ
ル
ト
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
と
も
に
（
彼
の
宛
○
＄
．
＄
（
判
例
－
１
筆
者
注
）
の
引
用
は
む
ろ
ん
根
拠
が
確
実
で
な

い
）
、
履
行
期
に
達
し
た
被
保
全
権
利
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
仮
差
押
理
由
の
欠
映
は
Ｚ
Ｐ
Ｏ
九
四
五
条
に
よ
る
損
害
賠
償
根
拠

と
見
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
幻
の
巨
・
盆
Ｃ
以
後
、
仮
差
押
理
由
と
被
保
全
権
利
が
仮
差
押
要
件
と
し
て
機
械
的
に
等
置

叩
「
少
く
と
も
銀
行
の
自
分
に
対
す
る
保
証
債
権
は
存
し
な
い
と
確
信
し
て
い
る
場
合
は
」
と
い
う
の
で
あ
り
、
確
信
し
て
い
な
い
場
合
は
ど

う
な
る
か
明
ら
か
で
な
い
。

⑤
少
Ｈ
亀
の
ロ
四
○
日
の
竜
の
ｎ
国
ぐ
』
』
頁
Ｏ
脚
の
⑩
の
Ｈ
の
○
耳
（
国
鳥
の
ロ
ロ
日
】
、
、
『
の
【
旨
旨
の
ご
）
（
】
⑫
＄
）
、
．
⑤
『
○
・

句
三
忌
日
・
『
の
辰
国
勺
○
○
ぐ
○
四
・
少
自
室
・
》
①
念
し
口
目
・
国
・
白
・
す
．
』
・

ｉｎ
因
目
・
］
｛
団
同
旨
の
『
、
・
ず
且
の
口
切
の
『
⑩
９
Ｎ
目
旦
勾
の
。
亘
切
汀
口
露
日
、
：
１
ｍ
ｍ
竃
急
用
Ｐ
目
勺
田
・
＆
切
・
員
．
な
お
国
司
目
、
－

℃
の
←
の
村
の
．
ロ
ゴ
目
、
、
ご
・
」
］
⑩
す
の
ｏ
戸
口
目
、
、
円
の
Ｃ
亘
函
・
シ
ロ
津
。
（
」
召
⑤
）
⑩
．
ｍ
『
『
に
も
同
旨
が
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
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さ
れ
た
ｌ
も
っ
と
も
”
２
コ
・
璽
患
員
で
は
区
別
さ
れ
て
い
る
が
’
こ
と
は
、
ゴ
ル
ト
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
立
場
は
立
法
論
と

し
て
主
張
で
き
る
の
み
で
あ
る
と
い
う
、
学
説
に
お
い
て
も
ほ
と
ん
ど
反
対
さ
れ
て
い
な
い
一
致
し
た
実
務
の
解
釈
を
導
い
た
。
し

か
し
こ
の
あ
き
ら
め
る
確
認
の
前
に
、
理
論
的
な
情
況
が
正
確
に
特
徴
づ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
Ｚ
Ｐ
Ｏ
九
四
五
条
の
意
味
で
の

仮
差
押
理
由
に
関
し
、
た
と
え
”
事
物
の
性
質
“
に
お
い
て
根
拠
づ
け
る
正
当
性
考
慮
（
四
・
茸
】
賢
の
計
の
『
言
持
目
、
ｇ
）
か
ら
で
あ
る

に
せ
よ
、
支
配
的
な
解
釈
に
よ
り
、
”
過
賞
主
義
“
（
ぐ
の
厨
・
冒
匡
目
⑩
頁
】
目
】
ご
）
が
法
規
に
反
し
て
、
少
く
と
も
法
規
を
越
え
て
、

そ
の
規
定
に
持
ち
込
ま
れ
た
こ
と
は
疑
う
こ
と
が
で
き
な
い
．
仮
差
押
理
由
を
ｌ
申
請
人
が
”
良
識
あ
る
人
“
で
さ
え
あ
る
限
り

ｌ
申
請
人
の
主
観
的
な
恐
れ
（
因
畷
・
曾
唖
）
に
減
縮
す
る
こ
と
は
．
理
論
的
に
は
絶
対
に
誤
り
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。
他
方
、
”
過
責
主
義
“
は
、
概
念
の
こ
の
解
釈
に
純
粋
に
は
入
り
込
ん
で
い
な
い
。
申
請
人
の
特
別
な
認
識
能
力
に
関
し
帰
責

可
能
性
の
要
素
は
欠
け
て
い
る
。
申
請
人
そ
の
人
の
恐
れ
が
良
識
あ
る
も
の
で
な
い
な
ら
ば
、
彼
は
常
に
損
害
に
つ
き
責
を
負
わ
ね

ば
な
ら
救
い
だ
ろ
う
。
む
ろ
ん
こ
れ
は
過
責
非
難
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
す
ぎ
な
い
が
、
し
か
し
Ｉ
実
際
的
に
は
そ
う
で
は
な
い
が
ｌ

理
論
的
に
は
重
要
な
一
三
ア
ン
ス
で
あ
る
。
」
「
た
と
え
仮
差
押
理
由
の
欠
快
が
客
観
的
な
損
害
賠
償
根
拠
と
し
て
規
定
さ
れ
な
く

て
も
、
相
手
方
は
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
二
三
条
、
八
二
六
条
に
よ
り
保
護
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
場
合
は
完
全
な
過
責
非
難
が
必
要
で

あ
る
。
現
行
の
法
状
態
で
は
ど
っ
ち
み
ち
”
半
分
の
（
冨
与
の
『
）
“
過
責
非
難
で
あ
る
が
Ｉ
Ｉ
Ｊ
こ
の
よ
う
に
ブ
ル
ン
ス
は
そ
の
途

中
の
表
現
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
結
局
は
立
法
論
と
し
て
主
張
す
る
に
す
ぎ
な
い
。

な
お
ブ
ル
ン
ス
は
先
に
見
た
ゴ
ル
ト
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
説
を
保
全
の
必
要
性
の
欠
快
に
つ
い
て
は
Ｚ
Ｐ
Ｏ
九
四
五
条
は
適
用
さ
れ
な

い
と
す
る
税
と
見
て
、
そ
の
限
り
で
自
説
と
同
じ
で
あ
る
と
す
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

二
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
ブ
ル
ン
ス
の
区
別
説
の
論
拠
は
三
つ
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
通
説
・
判
例
の
仮
差
押
理
由
（
仮

差
押
に
お
け
る
保
全
の
必
要
性
）
概
念
に
は
過
責
主
義
が
持
ち
込
ま
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
彼
は
右
の
叙
述
の
ほ
と
ん
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ど
の
ス
ペ
ー
ス
を
こ
の
論
拠
の
た
め
に
費
し
て
い
る
。
二
番
目
に
、
仮
差
押
理
由
の
疎
明
は
立
保
証
で
代
替
で
き
る
こ
と
で
あ
り
、

三
番
目
は
、
債
務
者
は
被
保
全
権
利
の
履
行
期
後
は
裁
判
所
の
強
制
力
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
最
後
の
も
の
は
、
被
保

全
権
利
は
真
実
存
し
た
こ
と
を
重
視
す
る
、
と
い
う
発
想
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

三
さ
て
、
右
の
三
つ
の
論
拠
の
う
ち
一
番
目
の
も
の
に
つ
い
て
一
言
す
る
と
、
ブ
ル
ン
ス
は
通
説
・
判
例
の
仮
差
押
理
由
の
概
念

を
問
題
に
し
て
い
る
が
、
一
方
で
は
こ
れ
は
必
ず
や
正
し
い
と
し
な
が
ら
、
他
方
で
は
理
論
的
に
は
絶
対
に
誤
り
で
あ
る
と
し
て
い

る
。
こ
れ
は
通
説
・
判
例
の
仮
差
押
理
由
の
概
念
に
は
過
責
主
義
が
持
ち
込
ま
れ
て
い
る
の
で
理
論
的
に
は
誤
り
だ
が
、
結
果
的
に

は
過
失
責
任
説
を
と
る
の
と
ほ
と
ん
ど
異
な
ら
な
い
結
果
と
な
っ
て
い
る
の
で
ほ
ぼ
妥
当
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

そ
う
だ
と
す
る
と
、
こ
れ
は
区
別
説
の
主
た
る
論
拠
と
い
う
よ
り
も
、
通
説
・
判
例
も
区
別
説
と
そ
う
異
な
ら
な
い
結
果
と
な
っ
て

い
る
と
い
う
指
摘
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
補
足
的
な
論
拠
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
主
た
る
論
拠
は
、
ブ
ル
ン
ス
に
よ
れ
ば
通
説
・
判

例
は
そ
れ
に
よ
り
仮
差
押
理
由
の
概
念
に
過
賞
主
義
を
持
ち
込
ん
だ
と
こ
ろ
の
、
事
物
の
性
質
に
お
い
て
根
拠
づ
け
る
正
当
性
考
慮

で
あ
り
、
そ
れ
は
一
一
番
目
な
い
し
三
番
目
の
論
拠
で
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
は
い
っ
て
も
、
通
説
・
判
例
も
過
失
賞
任
説
を
と
る

の
と
ほ
と
ん
ど
異
な
ら
な
い
結
果
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
指
摘
は
、
も
し
こ
の
指
摘
が
正
し
い
の
で
あ
れ
ば
、
我
々
に
と
っ
て
も
重

要
な
示
唆
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。

注Ⅱ
国
自
己
⑩
》
Ｐ
Ｐ
・
○
・
の
．
『
。
Ｒ
な
お
ｍ
２
ｐ
ｍ
ｌ
Ｕ
の
訂
円
の
一
ｍ
・
口
．
。
・
に
も
同
旨
が
の
べ
ら
れ
て
い
る
。

■
Ｉ
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第
三
項
区
別
説
に
対
す
る
批
判

一
区
別
説
に
対
す
る
通
説
の
反
応
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
区
別
説
の
内
容
や
論
拠
が
不
明
確
で
あ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。

た
だ
内
容
が
明
確
で
論
拠
が
比
較
的
詳
細
な
ブ
ル
ン
ス
の
過
失
の
要
否
に
つ
い
て
の
区
別
説
は
、
こ
れ
を
括
孤
や
注
で
「
立
法
論
と

し
て
は
ブ
ル
ン
ス
」
と
い
う
か
た
ち
で
コ
メ
ン
ト
な
し
で
引
用
す
る
体
系
書
や
注
釈
書
が
存
す
る
の
み
で
あ
劉
・
そ
れ
の
み
か
通
説

は
被
保
全
権
利
の
欠
快
と
保
全
の
必
要
性
の
欠
快
と
を
同
じ
に
扱
う
理
由
に
つ
い
て
も
ほ
と
ん
ど
ふ
れ
て
お
ら
ず
、
い
わ
ば
当
然
視

し
て
い
る
。
た
だ
バ
ウ
ア
ー
と
ミ
ネ
ロ
ー
プ
の
み
が
等
置
説
の
理
由
を
の
べ
て
い
る
。

ニ
バ
ウ
ア
ー
は
「
学
説
と
判
例
の
一
致
し
た
見
解
は
、
被
保
全
権
利
の
欠
映
に
保
全
の
必
要
性
の
欠
挾
を
等
置
す
る
。
こ
れ
は
正

当
で
あ
る
。
す
で
に
法
規
の
文
言
も
こ
の
解
釈
を
支
持
す
る
が
、
意
味
内
容
か
ら
し
て
も
そ
う
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
仮
差
押
債
務
者

の
損
害
（
例
え
ば
信
用
段
損
）
は
、
債
権
者
が
自
己
の
Ｉ
存
在
す
る
１
１
権
利
を
必
要
が
祓
い
の
に
保
全
す
る
た
め
に
略
式
手
続

２

を
不
当
に
選
ん
だ
場
合
に
典
型
的
に
生
じ
う
訂
。
」
と
の
べ
、
ミ
ネ
ロ
ー
プ
は
「
不
当
仮
処
分
に
お
い
て
被
保
全
権
利
と
保
全
の
必

３

要
性
が
同
等
に
扱
わ
れ
る
の
は
、
仮
処
分
の
内
容
を
決
定
す
る
際
の
両
者
の
共
働
（
言
】
←
ご
」
鳥
目
、
）
に
対
応
す
引
。
」
と
の
べ
て
い

る
。
先
に
見
た
松
浦
教
授
の
等
置
説
は
両
者
を
引
用
し
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
バ
ウ
ア
ー
も
ミ
ネ
ロ
ー
プ
も
反
対
説
と
し
て
ブ
ル
ン
ス
と
ゴ
ル
ト
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
名
前
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
後

４

者
を
責
任
発
生
に
つ
い
て
の
区
別
説
と
見
□
、
前
者
と
と
も
に
保
全
の
必
要
性
の
欠
快
は
Ｚ
Ｐ
Ｏ
九
四
五
条
の
責
任
を
生
じ
さ
せ
な

い
と
す
る
立
法
論
な
い
し
解
釈
論
と
し
て
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

三
と
れ
に
対
し
、
損
害
算
定
に
お
け
る
区
別
説
に
対
す
る
通
説
の
批
判
は
見
ら
れ
な
い
。
た
だ
区
別
説
の
内
部
で
、
仮
差
押
に
つ

い
て
は
区
別
扱
い
を
否
定
す
る
説
か
ら
こ
れ
を
も
肯
定
す
る
説
に
対
す
る
批
判
が
存
す
る
の
で
紹
介
し
て
お
こ
う
。
ブ
ロ
ー
マ
イ
ャ

ー
の
所
説
が
そ
れ
で
あ
り
、
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
遅
延
賠
償
は
、
給
付
が
期
日
通
り
な
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
債
権
者
の
利
益
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と
正
確
に
対
応
す
る
。
債
権
者
は
そ
れ
を
訴
え
の
方
法
で
の
み
強
制
で
き
る
。
債
務
者
の
財
産
に
対
す
る
不
当
な
（
自
力
救
済
と
同

５

様
、
仮
差
押
に
よ
る
）
干
渉
に
よ
る
損
害
に
つ
き
、
そ
れ
ゆ
え
債
権
者
は
責
を
負
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
」

注、
、
言
の
旨
ｌ
』
Ｏ
ｐ
ｍ
ｍ
Ｉ
Ｑ
Ｈ
ロ
ロ
の
歸
昌
。
、
。
四
・
○
・
》
田
口
■
日
す
、
。
ゴ
ー
Ｓ
血
昌
の
『
ず
、
。
ゴ
ー
四
⑫
１
日
⑫
ｐ
Ｐ
Ｐ
Ｐ
ｏ
・
》
、
□
ざ
ひ
ご
戸
の
－
国
口
巨
吋
・
Ｐ
、
。
○
・

別
司
臥
薗
因
四
口
『
電
⑭
冒
已
の
ご
目
ョ
〕
の
日
切
ヨ
ヨ
の
』
］
」
ぬ
の
口
罰
の
：
、
⑪
：
巨
薗
（
」
①
ｓ
）
、
．
』
忌

引
冨
口
口
序
の
」
宣
旨
口
の
弓
ｏ
Ｐ
冨
旦
の
口
］
］
の
、
両
の
。
ご
臣
ロ
ロ
の
旨
の
ブ
ョ
の
」
］
』
ｍ
の
句
、
。
。
耳
、
⑩
呂
巨
旨
（
こ
『
蝉
）
の
．
念

叫
前
項
で
見
た
よ
う
に
、
ブ
ル
ン
ス
も
ゴ
ル
ト
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
説
を
そ
の
よ
う
に
解
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
の
学
説
は
ゴ
ル
ト
シ
ュ

ミ
ッ
ト
の
説
を
責
任
発
生
に
つ
い
て
の
区
別
説
と
見
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
う
だ
と
す
る
と
ゴ
ル
ト
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
い
う
「
被
保
全
権
利

の
範
囲
を
越
え
る
」
と
は
、
例
え
ば
一
○
○
万
円
の
金
銭
債
権
を
被
保
全
権
利
と
し
て
仮
差
押
が
な
さ
れ
た
が
真
実
は
五
○
万
円
の
債
権
し
か

存
し
な
か
っ
た
と
い
う
よ
う
な
、
被
保
全
権
利
の
一
部
欠
映
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ち
な
み
に
、
ゴ
ル
ト
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
説
を
ブ
ル
ン
ス
同
様
、
過
失
の
豊
合
に
つ
い
て
の
区
別
説
と
見
る
こ
と
も
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

な
ぜ
な
ら
ゴ
ル
ト
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
所
説
は
Ｚ
Ｐ
ｏ
九
四
五
条
の
コ
メ
ン
ト
と
し
て
の
も
の
で
あ
る
の
で
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
九
四
五
条
の
損
害
賠
償
請
求

権
は
生
じ
な
い
こ
と
を
の
べ
た
に
す
ぎ
ず
、
し
た
が
っ
て
民
法
上
の
過
失
責
任
は
肯
定
す
る
趣
旨
と
も
見
う
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
見

方
は
お
そ
ら
く
正
し
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
彼
は
損
害
算
定
に
お
け
る
区
別
説
を
と
る
判
例
一
を
引
用
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

⑤
、
］
Ｏ
ロ
〕
の
］
の
村
・
ｐ
．
ｍ
．
○
・
ｍ
・
ｓ
Ｃ
窟
．
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五
責
任
発
生
に
つ
い
て
は
問
題
意
識
は
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
し
、
区
別
す
る
結
果
と
な
る
も
の
も
存
し
な
い
。

が
惜
し
ま
れ
る
。

四
次
に
過
失
の
要
否
な
い
し
過
失
の
推
定
に
つ
い
て
は
、
斎
藤
Ｉ
桜
田
説
、
末
延
説
の
ほ
か
、
被
保
全
権
利
の
欠
映
に
つ
き
過
失

推
定
説
を
提
唱
さ
れ
た
吉
川
博
士
が
、
保
全
の
必
要
性
の
欠
映
に
つ
い
て
も
過
失
を
推
定
す
べ
き
か
は
後
日
の
研
鑓
に
ま
ち
た
い
、

２

と
し
て
態
度
を
留
保
し
て
お
ら
れ
た
こ
と
が
興
味
を
引
勺
ご
博
士
が
こ
れ
に
つ
い
て
の
態
度
を
表
明
さ
れ
る
前
に
他
界
さ
れ
た
こ
と

三
判
例
で
は
、
東
京
控
判
昭
和
一
六
年
三
月
一
四
日
（
法
律
新
聞
四
七
一
一
号
二
一
頁
）
が
、
保
全
の
必
要
性
を
欠
く
仮
差
押
に

よ
る
慰
籍
料
請
求
事
件
に
お
い
て
、
慰
籍
料
額
に
つ
き
、
本
案
訴
訟
の
第
一
審
で
債
務
者
は
敗
訴
し
た
こ
と
を
も
考
慮
し
て
い
る
こ

と
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
は
被
保
全
権
利
は
存
在
す
る
よ
う
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
慰
籍
料
額
を
低
く
押
さ
え
る
と
い
う
こ
と
で

あ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
こ
の
判
決
は
、
損
害
の
算
定
に
お
い
て
被
保
全
権
利
は
真
実
存
し
た
こ
と
を
重
視
す
る
と
い
う
考
え
に

立
っ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
精
神
的
損
害
と
い
う
局
面
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
損
害
算
定
に
お
け
る
区
別
説
の
思
考
が
見
ら
れ

る
｡

う
叙
述
が
見
ら
れ
る
。

‐
も
の
が
見
ら
れ
る
。

一
一
ま
ず
損
害
算
定
に
つ
い
て
は
、
赤
塚
・
富
越
両
判
事
の
共
同
執
筆
に
よ
る
論
文
に
、
「
必
要
性
に
つ
い
て
は
、
仮
に
そ
の
判
断

が
誤
っ
た
と
し
て
も
、
被
保
全
権
利
の
認
定
が
正
し
け
れ
ば
、
損
害
発
生
と
直
接
に
結
び
つ
か
な
い
場
合
も
考
え
ら
れ
る
。
」
と
い

第
二
款
わ
が
国
の
学
説
・
判
例

先
に
見
た
斎
藤
Ｉ
桜
田
説
、
末
延
説
の
ほ
か
に
も
、
問
題
意
識
は
有
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
も
の
や
、
区
別
す
る
結
果
と
な
る
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第
三
款
考
察

一
保
全
の
必
要
性
の
欠
快
と
被
保
全
権
利
の
欠
映
と
を
債
権
者
の
損
害
賠
償
責
任
に
お
い
て
同
じ
に
扱
う
べ
き
か
区
別
す
べ
き
か
、

と
い
う
本
節
の
テ
ー
マ
に
関
係
す
る
ド
イ
ツ
お
よ
び
わ
が
国
の
学
説
・
判
例
は
以
上
の
通
り
で
あ
る
。
わ
が
国
で
は
問
題
意
識
の
存

在
が
認
め
ら
れ
る
も
の
や
区
別
す
る
結
果
と
な
る
も
の
は
見
ら
れ
る
が
、
区
別
説
を
明
確
に
と
る
も
の
は
（
理
由
が
明
ら
か
で
な
い

末
延
説
を
除
け
ば
）
皆
無
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
ド
イ
ツ
で
は
明
確
に
区
別
説
を
と
る
学
説
お
よ
び
裁
判
例
が
存
す
る
が
、
通
説
の

こ
れ
に
対
す
る
反
応
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、
い
わ
ば
無
視
に
近
い
処
遇
を
受
け
て
い
る
。
通
説
の
こ
の
無
関
心
ぶ
り
は
、
区
別
説

が
立
法
論
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
り
説
得
力
を
著
し
く
欠
い
て
い
る
こ
と
に
起
因
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
説
得
力
を
著
し
く
欠
く
と

は
、
区
別
説
が
そ
の
内
容
や
論
拠
を
十
分
に
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
こ
と
と
並
ん
で
、
そ
れ
を
解
釈
論
と
し
て
主
張
す
る
こ
と
に
よ

り
当
然
に
生
じ
る
Ｚ
Ｐ
Ｏ
の
規
定
の
解
釈
問
題
を
何
ら
論
じ
て
い
な
い
た
め
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
Ｚ
Ｐ
Ｏ
九
四
五
条
は
「
当
初
か
ら

不
当
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
は
」
無
過
失
責
任
を
負
う
、
と
し
て
被
保
全
権
利
の
欠
快
と
保
全
の
必
要
性
の
欠
快
と
で
区

別
し
て
い
な
い
の
で
、
区
別
説
、
と
り
わ
け
過
失
の
要
否
に
つ
い
て
の
区
別
説
や
責
任
発
生
に
つ
い
て
の
区
別
説
で
は
こ
の
規
定
を

ど
う
解
釈
す
る
か
が
問
題
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
ブ
ル
ン
ス
は
過
失
の
要
否
に
つ
い
て
の
区
別
説
を
立
法

１

論
に
と
ど
め
て
い
る
麺
し
か
し
そ
の
た
め
に
か
え
っ
て
学
説
の
無
関
心
ぶ
り
を
招
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
責
任
発
生
に
つ

い
て
の
区
別
説
に
は
、
保
全
の
必
要
性
の
疎
明
を
損
害
担
保
の
た
め
の
立
保
証
で
代
替
さ
せ
る
権
能
を
裁
判
所
に
認
め
た
Ｚ
Ｐ
Ｏ
九

注川
赤
塚
信
雄
Ⅱ
富
越
和
厚
「
債
権
保
全
の
た
め
の
仮
差
押
・
仮
処
分
手
続
の
実
務
ｌ
総
論
（
下
）
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
二
○
五
号
三
一
頁
．

①

図
吉
川
大
二
郎
「
保
全
処
分
に
因
る
損
害
賠
償
責
任
に
関
す
る
諸
問
題
」
保
全
処
分
の
研
究
四
五
九
頁
。
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二
一
条
二
項
が
明
ら
か
に
障
害
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
規
定
は
、
保
全
の
必
要
性
の
欠
快
も
債
権
者
の
損
害
賠
償
責
任
を
生
じ
さ

せ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

二
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
、
通
説
の
冷
淡
ぶ
り
の
最
大
の
原
因
は
区
別
説
の
内
容
や
論
拠
が
十
分
に
明
ら
か
と
は
い
え
な
い
こ
と

に
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
内
容
が
明
ら
か
で
な
い
と
は
、
損
害
算
定
に
お
け
る
区
別
説
な
の
か
責
任
発
生
に
つ
い
て
の
区
別

説
な
の
か
、
前
者
だ
と
す
れ
ば
具
体
的
に
い
か
な
る
損
害
項
目
が
「
損
害
」
か
ら
除
か
れ
る
の
か
が
明
ら
か
で
な
い
こ
と
で
あ
る
。

論
拠
が
明
ら
か
で
な
い
と
は
、
被
保
全
権
利
は
真
実
存
し
た
こ
と
を
重
視
す
る
と
い
う
発
想
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
は
す
べ
て
の
区

別
説
に
共
通
す
る
が
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
か
難
解
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

三
と
こ
ろ
で
、
す
べ
て
の
区
別
説
は
被
保
全
権
利
は
真
実
存
し
た
こ
と
を
重
視
す
る
と
い
う
発
想
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
で
は
共

通
し
て
い
る
が
、
ブ
ル
ン
ス
が
立
法
論
と
し
て
主
張
す
る
過
失
の
要
否
に
つ
い
て
の
区
別
説
の
論
拠
に
は
、
こ
の
発
想
と
は
異
質
な

も
の
も
加
わ
っ
て
い
る
。
ふ
た
つ
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
ド
イ
ツ
の
通
説
・
判
例
も
過
失
責
任
説
と
そ
う
異
な
ら
な
い
結
果
と
な
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
仮
差
押
理
由
の
疎
明
は
立
保
証
で
代
替
で
き
る
か
ら
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
ふ

た
つ
の
論
拠
に
つ
き
ま
ず
考
察
す
る
こ
と
が
、
議
論
の
整
理
の
た
め
に
望
ま
し
い
で
あ
ろ
う
。

四
ま
ず
後
者
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
が
な
に
ゆ
え
に
過
失
の
要
否
に
つ
い
て
の
区
別
説
の
論
拠
た
り
う
る
の
か
理
解
に
苦
し
む
。
立

２

保
証
に
よ
る
代
替
は
債
権
者
の
無
過
失
責
任
を
正
当
化
す
る
と
考
え
る
こ
と
は
あ
る
い
は
可
能
で
あ
る
鯛
薊
逆
に
過
失
責
任
を
正
当

化
す
る
と
い
う
こ
と
は
不
可
解
で
あ
る
。
特
に
、
被
保
全
権
利
の
疎
明
の
立
保
証
に
よ
る
代
替
と
異
な
り
仮
差
押
理
由
の
そ
れ
は
過

失
責
任
を
根
拠
づ
け
る
と
い
う
理
由
は
ま
っ
た
く
存
し
な
い
と
考
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
論
点
は
以
後
の
考
察
の
対
象
か
ら
除
外
す

る
。
前
者
に
つ
い
て
は
次
項
で
の
べ
る
。
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第
一
項
仮
差
押
理
由
の
概
念
と
過
賞
主
義

一
ブ
ル
ン
ス
は
、
通
説
・
判
例
は
仮
差
押
理
由
を
、
将
来
の
執
行
が
不
可
能
ま
た
は
著
し
く
困
難
と
な
る
恐
れ
で
あ
り
、
そ
の
恐

れ
は
良
識
あ
る
人
が
感
じ
る
恐
れ
で
あ
る
と
定
義
づ
け
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
過
責
主
義
が
持
ち
込
ま
れ
て
い
る
、
と
指
摘
す
る
。

な
ぜ
な
ら
、
た
と
え
客
観
的
に
は
将
来
の
執
行
が
不
可
能
ま
た
は
著
し
く
困
難
と
な
る
恐
れ
は
存
し
な
く
て
も
、
良
識
あ
る
人
で
も

将
来
の
執
行
の
不
可
能
ま
た
は
著
し
い
困
難
を
恐
れ
た
で
あ
ろ
う
場
合
に
は
、
仮
差
押
理
由
は
欠
け
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
か

ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
も
っ
て
ブ
ル
ン
ス
は
、
通
説
・
判
例
は
仮
差
押
理
由
に
つ
い
て
は
そ
の
存
在
で
は
な
く
確
証
（
良
識
あ
る

判
断
）
を
要
求
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
表
現
し
て
い
る
。

も
っ
と
も
ブ
ル
ン
ス
が
い
う
に
は
、
通
説
・
判
例
は
こ
の
仮
差
押
理
由
概
念
に
よ
り
過
失
責
任
説
を
と
っ
た
の
と
ま
っ
た
く
同
じ

結
果
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
通
説
・
判
例
で
は
良
識
あ
る
人
が
基
準
と
な
る
の
で
、
債
権
者
が
特
に
高
い
認
識
能
力

を
も
ち
、
し
か
し
彼
は
こ
の
能
力
に
応
じ
た
注
意
を
せ
ず
に
執
行
が
不
可
能
ま
た
は
著
し
い
困
難
に
な
る
客
観
的
な
危
険
あ
り
と
誤

信
し
た
場
合
、
す
な
わ
ち
彼
自
身
の
認
識
能
力
を
基
準
に
す
れ
ば
過
失
が
あ
っ
た
場
合
で
も
、
良
識
あ
る
人
が
誤
信
す
る
場
合
で
あ

れ
ば
彼
は
免
責
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

二
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
ブ
ル
ン
ス
の
い
う
よ
う
に
、
は
た
し
て
ド
イ
ツ
の
通
説
・
判
例
は
そ
の
仮
差
押
理
由
概
念
に
よ
り

注川
プ
ル
ン
ス
は
立
法
論
と
し
て
Ｚ
Ｐ
Ｏ
九
四
五
条
を
麗
固
司
三
の
厨
一
切
】
：
島
の
シ
コ
・
ａ
。
§
、
…
…
…
、
］
の
ぐ
。
ロ
レ
員
：
、

ロ
ロ
曲
の
円
の
○
ケ
は
、
言
・
・
・
・
：
・
・
・
薑
と
修
正
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。

②
前
章
第
二
節
（
琉
大
法
学
一
一
八
号
）
二
三
四
頁
以
下
参
照
。

⑥
。
⑪
口
○
豈
忌
Ｃ
彦

●
●
●
●
●
●
●
●
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過
失
責
任
説
を
と
る
の
と
ほ
と
ん
ど
異
な
ら
な
い
結
果
と
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
指
摘
に
対
す
る
通
説
の
反
応
は
ま
っ
た

く
見
ら
れ
な
い
。
私
は
以
下
の
理
由
に
よ
り
こ
の
指
摘
は
正
し
く
な
い
と
考
え
る
。

三
ｍ
な
る
ほ
ど
仮
差
押
理
由
と
は
将
来
の
執
行
が
不
可
能
ま
た
は
著
し
く
困
難
と
な
る
恐
れ
で
あ
り
、
そ
の
恐
れ
は
良
識
あ
る

１

（
『
の
剴
切
威
己
】
ぬ
）
人
が
感
じ
る
で
あ
ろ
う
恐
れ
で
あ
る
と
表
現
す
る
学
説
は
多
ｗ
ｄ
そ
こ
で
も
し
こ
の
定
義
が
、
執
行
が
不
可
能
ま
た

は
著
し
く
困
難
と
な
る
危
険
が
実
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
も
、
良
識
あ
る
人
で
も
債
権
者
と
同
様
に
危
険
を
感
じ
た
で
あ

ろ
う
場
合
は
仮
差
押
理
由
は
存
在
し
た
こ
と
に
な
る
と
の
解
釈
を
導
く
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
仮
差
押
理
由
概
念
に
は
過
責
主
義
が
持

ち
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
学
説
が
仮
差
押
理
由
を
右
の
よ
う
に
表
現
す
る
の
は
、
債
権
者
が
主
観
的
に
危
倶
を
抱
い

て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
足
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
主
眼
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
客
観
的
な
仮
差
押
理
由
概
念
が
意

２

図
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ａ
ｄ

ｍ
仮
り
に
、
右
の
仮
差
押
理
由
概
念
が
過
貴
主
義
を
含
み
、
良
識
あ
る
人
で
も
債
権
者
同
様
に
危
険
を
感
じ
た
で
あ
ろ
う
場
合

は
、
換
言
す
れ
ば
債
権
者
に
過
失
が
な
け
れ
ば
、
た
と
え
客
観
的
に
は
危
険
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
債
権
者
は
損
害
賠
償
責

任
を
負
わ
な
い
、
と
の
解
釈
を
許
す
と
し
て
も
、
そ
れ
は
あ
る
事
実
の
存
在
を
前
提
に
、
そ
の
事
実
か
ら
将
来
の
執
行
が
不
可
能
ま

た
は
著
し
く
困
難
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
恐
れ
た
こ
と
に
過
失
が
な
け
れ
ば
免
責
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
前
提
と
し
て
い

た
事
実
が
実
は
存
在
し
な
か
っ
た
場
合
に
、
そ
れ
に
つ
き
過
失
が
な
け
れ
ば
免
責
す
る
と
の
解
釈
ま
で
許
す
も
の
で
は
な
い
。
「
良

識
あ
る
人
」
は
あ
る
事
実
か
ら
仮
差
押
理
由
を
導
く
際
の
基
準
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
右
の
仮
差
押
理

由
概
念
に
過
責
主
義
が
持
ち
込
ま
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
有
理
性
の
有
無
に
関
し
て
で
あ
っ
て
、
事
実
の
有
無
に
関
し
て
で

は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
過
失
責
任
説
で
は
、
有
理
性
の
面
で
も
事
実
の
面
で
も
過
賞
主
義
が
貫
徹
す
る
。

功
な
る
ほ
ど
ブ
ル
ン
ス
の
引
用
す
る
一
九
○
八
年
一
月
一
一
一
一
日
ラ
イ
ヒ
ス
ゲ
リ
ヒ
ト
判
決
（
宛
○
コ
・
患
、
）
は
右
の
仮
差
押
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理
由
概
念
に
よ
り
、
事
実
の
面
で
も
債
権
者
に
過
失
が
な
け
れ
ば
免
責
す
る
と
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
う
回
。
し
か
し
こ
の
判
決
が

結
論
と
し
て
言
っ
て
い
る
の
は
、
中
田
淳
一
博
士
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
「
い
や
し
く
も
保
全
命
令
を
発
し
た
時
に
お
い
て
保
全
理

由
の
疎
明
が
あ
り
、
そ
の
存
在
が
認
め
ら
れ
た
以
上
、
そ
の
保
全
命
令
は
正
当
に
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
た
と
え
後
日
の
損

害
賠
償
訴
訟
で
新
た
に
提
出
さ
れ
た
資
料
か
ら
す
れ
ば
、
さ
き
の
認
定
が
誤
認
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
と
し
て
も
、
こ

４

れ
に
よ
っ
て
保
全
命
令
が
不
当
で
あ
っ
た
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
従
っ
て
損
害
賠
償
義
務
は
生
じ
な
」
ｗ
ｄ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ド

イ
ツ
の
通
説
・
判
例
は
保
全
訴
訟
に
お
け
る
裁
判
の
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
に
対
す
る
拘
束
力
に
つ
き
、
保
全
の
必
要
性
に
つ
い
て
は

債
務
者
の
異
議
や
上
訴
に
基
づ
く
認
可
判
決
に
も
取
梢
判
決
に
も
こ
れ
を
認
め
る
が
、
こ
の
よ
う
な
裁
判
が
生
じ
て
い
な
い
場
合
は

５

損
害
賠
償
請
求
訴
訟
の
裁
判
官
は
独
自
の
立
場
で
審
理
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
ｄ
し
か
し
そ
う
す
る
と
、
認
可
判
決
や
取
消
判

決
が
生
じ
た
場
合
は
保
全
の
必
要
性
の
有
無
は
仮
差
押
訴
訟
に
お
け
る
疎
明
に
よ
り
決
せ
ら
れ
る
の
に
対
し
、
こ
の
よ
う
な
裁
判
が
一

生
じ
て
い
な
い
場
合
は
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
に
お
け
る
証
明
に
よ
り
決
せ
ら
れ
る
、
と
い
う
不
均
衡
が
生
じ
る
。
右
ラ
イ
ヒ
ス
ゲ
リ

ヒ
ト
判
決
は
、
認
可
判
決
も
取
消
判
決
も
生
じ
て
い
な
い
場
合
に
、
疎
明
が
あ
っ
た
の
だ
か
ら
仮
差
押
理
由
は
存
し
た
こ
と
に
な
る
、

と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
不
均
衡
が
生
じ
る
の
を
阻
止
し
た
判
決
と
し
て
位
置
づ
け
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
た
だ
こ
の
判
決
は
、

こ
の
よ
う
な
結
論
を
導
く
た
め
に
仮
差
押
訴
訟
に
お
け
る
裁
判
の
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
に
対
す
る
拘
束
力
を
持
ち
出
す
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
仮
差
押
決
定
は
形
式
的
確
定
力
を
有
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
結
論
を
導
き
出
す
た
め
に
持
ち
出

さ
れ
た
の
が
、
先
の
仮
差
押
理
由
概
念
で
あ
っ
た
。
し
か
し
す
で
に
論
じ
た
よ
う
に
、
こ
の
概
念
に
過
責
主
義
が
含
ま
れ
て
い
る
と

し
て
も
、
そ
れ
は
有
理
性
の
有
無
に
つ
い
て
で
あ
り
、
事
実
の
有
無
に
つ
い
て
で
は
な
い
。
事
実
の
面
で
証
明
で
は
な
く
仮
差
押
訴

訟
に
お
け
る
疎
明
が
基
準
と
な
る
べ
き
で
あ
る
と
の
結
論
を
導
く
た
め
に
、
先
の
仮
差
押
理
由
概
念
を
持
ち
出
す
こ
と
は
そ
も
そ
も

６

無
理
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
判
決
理
由
に
は
論
理
の
予
盾
・
混
乱
あ
る
い
は
す
り
か
え
が
見
ら
れ
乏
包
。
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ち
な
み
に
、
学
説
の
中
に
は
先
の
仮
差
押
理
由
概
念
に
つ
き
右
判
決
を
引
用
し
て
い
る
も
の
も
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
が
ブ
ル
ン
ス

の
い
う
よ
う
な
過
資
主
義
を
肯
定
す
る
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
こ
と
は
す
で
に
の
べ
た
。

㈲
ブ
ル
ン
ス
の
い
う
よ
う
に
通
説
・
判
例
は
仮
差
押
理
由
の
概
念
に
過
責
主
義
を
と
り
込
ん
で
い
る
と
す
る
と
、
例
え
ば
異
議

や
上
訴
に
基
づ
き
仮
差
押
の
取
消
し
が
問
題
と
な
っ
た
場
合
に
、
執
行
の
不
可
能
ま
た
は
著
し
い
困
難
の
危
険
が
客
観
的
に
欠
け
て

い
る
と
の
疎
明
が
な
さ
れ
て
も
、
債
権
者
に
過
失
が
な
け
れ
ば
、
仮
差
押
理
由
あ
り
と
し
て
仮
差
押
を
認
可
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と

に
な
る
。
と
り
わ
け
認
可
判
決
や
取
消
判
決
に
損
害
賠
償
訴
訟
に
対
す
る
拘
束
力
を
認
め
る
判
例
お
よ
び
通
説
の
立
場
で
は
そ
う
で

あ
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
認
可
判
決
や
取
消
判
決
が
生
じ
て
い
な
い
場
合
に
仮
差
押
理
由
の
概
念
に
過
賞
主
義
を
持
ち
込
む
こ
と
と
の

不
均
衡
が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
危
険
の
客
観
的
欠
快
が
疎
明
さ
れ
た
場
合
に
も
認
可
す
べ
き
で
あ
る
と
の
学
説
や
裁
判
例

は
皆
無
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

以
上
の
理
由
に
よ
り
私
は
ブ
ル
ン
ス
の
指
摘
は
正
し
く
な
い
と
考
え
る
。

注 そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
の
判
決
の
結
論
は
仮
差
押
理
由
の
有
無
は
仮
差
押
訴
訟
の
疎
明
が
基
準
と
な
る
と
い
う
に
あ
り
、
そ
れ
は

ブ
ル
ン
ス
の
指
摘
す
る
よ
う
に
過
失
責
任
説
と
ほ
ぼ
同
じ
結
果
に
な
る
と
は
い
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
疎
明
と
は
事
実
の
証
明
度
あ
る

い
は
証
明
手
段
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
過
失
と
は
事
実
の
有
無
に
つ
い
て
の
債
権
者
の
主
観
的
態
容
に
関
す
る
も
の
だ

か
ら
で
あ
る
。

ｎ
ｍ
ｍ
白
日
す
、
：
－
Ｆ
、
ｇ
の
円
す
、
の
ゴ
ー
國
口
忌
日
、
ｐ
ｐ
ｍ
．
、
。
。
．
》
臼
ヨ
シ
ロ
目
・
傍
・
［
．
シ
・
》
皀
豈
ｏ
日
閉
－
句
員
Ｎ
Ｃ
》
国
】
『
】
］
己
司
○
国
の
ｍ
ｍ
ｏ
ａ
ｐ
Ｅ
口
、

Ｐ
鈩
巨
ロ
．
（
］
①
『
『
）
か
む
】
『
シ
ロ
ロ
』
・
桿
・
》
の
：
ひ
ロ
弄
③
１
口
ロ
日
・
Ｐ
Ｐ
ｏ
・
の
．
⑭
已
切
団
『
こ
こ
⑪
－
勺
の
←
の
円
切
・
口
．
、
．
。
．
“
・
唖
の
⑰
な
ど
。
わ
が
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国
で
も
西
山
俊
彦
・
保
全
処
分
概
論
四
○
頁
は
、
「
良
識
あ
る
人
の
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
。

②
注
川
の
文
献
の
う
ち
、
因
血
色
Ｂ
ｇ
ｇ
ｌ
田
：
訂
『
す
：
ゴ
ー
国
四
１
日
目
ロ
は
「
債
権
者
の
個
人
的
な
意
見
が
す
で
に
そ
れ
を
決
定
す
る
の
で
は

な
い
」
と
、
自
営
ｏ
日
凹
の
１
勺
目
侭
○
は
「
客
観
的
な
判
断
で
あ
る
」
と
、
、
『
目
⑩
－
勺
の
←
の
３
は
「
も
し
か
す
る
と
お
お
げ
さ
に
考
え
る
債
権

者
の
立
場
か
ら
で
は
な
く
」
と
、
西
山
は
「
単
に
債
権
者
が
債
務
者
の
責
任
財
産
の
減
少
に
つ
い
て
主
観
的
に
危
倶
を
抱
い
て
い
る
と
い
う
こ
と

だ
け
で
は
足
ら
ず
」
と
言
っ
て
い
る
。

③
と
り
わ
け
判
決
理
由
の
次
の
部
分
は
そ
の
よ
う
に
受
け
取
れ
る
。
「
保
全
の
必
要
性
の
客
観
的
欠
映
に
よ
り
危
険
の
心
配
（
団
の
の
○
局
己
の
）

が
誤
っ
て
い
た
場
合
を
、
被
保
全
権
利
が
欠
け
て
い
た
場
合
と
完
全
に
等
霞
す
る
こ
と
は
九
四
五
条
の
文
言
か
ら
は
命
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
将

来
の
出
来
事
に
つ
い
て
の
推
論
に
基
づ
く
人
間
の
観
念
と
し
て
の
保
全
の
必
要
性
の
性
格
と
、
そ
の
有
無
が
客
観
的
に
明
確
な
権
利
と
し
て
の

被
保
全
権
利
の
性
格
と
の
間
の
本
質
的
な
差
異
は
、
後
に
明
ら
か
と
な
っ
た
保
全
の
必
要
性
の
客
観
的
な
欠
鍵
と
被
保
全
権
利
の
欠
快
と
を
そ

の
よ
う
に
完
全
に
等
霞
す
る
と
い
う
こ
と
に
も
、
九
四
五
条
の
拡
張
解
釈
に
も
反
対
す
る
。
」

な
お
、
。
、
ロ
一
○
円
．
、
Ｏ
ゴ
ロ
○
の
ロ
の
の
円
の
四
冨
三
①
、
の
。
固
『
急
』
『
丙
ロ
ゴ
、
の
ヨ
の
←
急
の
臣
函
の
円
く
①
月
毎
、
口
口
晒
の
Ｐ
シ
：
旨
く
局
自
国
ご
円
、
の
１
回
：
の
⑪
。

”
の
Ｃ
冨
田
・
ヨ
（
』
①
届
）
ゅ
・
匿
四
も
こ
の
判
決
を
引
用
し
、
同
旨
を
説
い
て
い
る
。
私
が
彼
の
説
を
区
別
説
と
し
て
紹
介
し
な
か
っ
た
の
は
、

本
文
で
の
べ
る
よ
う
に
右
判
決
は
区
別
説
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

剛
中
田
淳
一
「
保
全
訴
訟
の
訴
訟
物
と
既
判
力
」
保
全
処
分
の
体
系
下
巻
四
五
九
頁
。

⑤
例
え
ば
切
目
日
ｇ
ｓ
Ｉ
Ｓ
ｍ
旨
の
円
：
９
－
国
ｍ
１
Ｂ
ｍ
ｇ
・
口
・
Ｐ
．
。
．
》
遭
中
シ
ロ
曰
・
四
・
○
を
見
よ
。
保
全
訴
訟
に
お
け
る
裁
判
の
損
害

賠
償
請
求
訴
訟
に
対
す
る
拘
束
力
に
つ
い
て
は
次
章
で
論
じ
る
予
定
で
あ
る
。

⑥
い
か
に
混
乱
し
て
い
る
か
は
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。
た
だ
、
ブ
ル
ン
ス
自
身
、
こ
の
判
決
理
由
に
つ
き
、
「
奇
怪
な
確
証
概
念
（
Ｂ
８
ｍ
－
３
ｍ
①

国
の
、
風
塵
：
同
国
く
ぼ
の
ロ
Ｎ
）
」
と
評
し
て
お
り
、
函
］
Ｃ
日
の
弩
の
ｎ
Ｐ
Ｐ
ｏ
．
⑪
。
①
＄
し
ご
日
・
』
も
プ
ル
ン
ス
の
こ
の
「
奇
怪
な
」
と
は
適
当
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第
二
項
「
任
意
履
行
」
理
論
、
「
早
す
ぎ
た
執
行
」
理
論

一
以
上
の
考
察
か
ら
、
我
々
が
参
考
に
す
る
に
値
す
る
ド
イ
ツ
の
区
別
説
の
根
拠
は
、
被
保
全
権
利
は
真
実
存
し
た
こ
と
を
重
視

す
る
と
い
う
発
想
に
基
づ
く
も
の
の
み
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
損
害
算
定
に
お
け
る
区
別
説
、
責
任
発
生
に
つ
い
て
の

区
別
説
、
過
失
の
要
否
に
つ
い
て
の
区
別
説
は
、
い
ず
れ
も
こ
の
発
想
に
基
づ
い
て
お
り
、
被
保
全
権
利
は
真
実
存
し
た
こ
と
を
ど

の
程
度
重
視
す
る
か
、
ま
た
い
か
な
る
点
で
重
視
す
る
か
に
よ
り
、
説
が
分
か
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

一
一
こ
こ
で
私
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
よ
う
。
私
は
こ
の
発
想
は
正
し
く
、
区
別
説
を
と
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
し
か
も
、
少

く
と
も
立
法
論
と
し
て
は
徹
底
し
た
区
別
説
、
す
な
わ
ち
責
任
発
生
に
つ
い
て
の
区
別
説
（
責
任
否
定
説
）
を
と
る
べ
き
で
あ
る
と

考
え
て
い
る
。
そ
の
理
由
を
以
下
に
の
べ
る
。

三
ま
ず
ド
イ
ツ
の
区
別
説
は
右
の
発
想
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
区
別
説
の
論
拠
を
十
分
に
示

し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
我
々
が
区
別
説
の
論
拠
を
探
究
す
る
た
め
の
手
が
か
り
は
す
で
に
存
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

私
は
そ
の
う
ち
次
の
二
点
に
着
目
し
た
い
と
思
う
。
ひ
と
つ
は
、
判
例
こ
の
原
審
が
、
債
務
者
は
債
務
の
「
支
払
い
を
拒
ん
だ
の
で
、

仮
差
押
訴
訟
と
そ
の
執
行
に
よ
る
損
害
と
い
う
事
態
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
す
べ
て
の
結
果
は
、
彼
が
自
分
の
債
務
を
弁
済
す
れ
ば
避

け
ら
れ
た
。
し
た
が
っ
て
彼
は
損
害
の
発
生
に
つ
き
も
っ
ぱ
ら
自
分
の
せ
い
に
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
債
権
者
に
損
害
賠
償
請
求
を
す
る

余
地
は
な
い
。
」
と
論
じ
た
こ
と
で
あ
り
、
ひ
と
つ
は
、
ブ
ル
ン
ス
が
過
失
の
要
否
に
つ
い
て
の
区
別
説
の
論
拠
と
し
て
、
「
債
務

者
は
被
保
全
権
利
の
履
行
期
後
は
裁
判
所
の
強
制
力
（
そ
の
遅
延
を
彼
は
自
己
に
有
利
に
援
用
で
き
な
い
／
）
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
」

と
論
じ
た
こ
と
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
被
保
全
権
利
は
真
実
存
し
た
こ
と
を
重
視
す
る
と
い
う
発
想
に
基
づ
い
て
い
る
点
で
は
共
通
す

な
表
現
で
あ
る
と
の
べ
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
て
お
く
に
と
ど
め
る
。
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通
常
訴
訟
に
よ
る
権
利
保
護
は
か
な
り
の
日
時
を
要
す
る
。
そ
れ
は
裁
判
内
容
の
適
正
を
は
か
る
た
め
に
あ
る
程
度
や
む
を
え
な

い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
こ
の
よ
う
に
や
む
を
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、
か
な
り
の
日
時
を
要
す
る
こ
と
目
体
に
な
ん
ら
か
の

価
値
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
実
体
法
上
客
観
的
に
義
務
を
負
っ
て
い
る
者
が
か
な
り
の
日
時
を
経
過
し
た
後
で
な
け
れ
ば
義
務
の

履
行
を
強
制
さ
れ
な
い
結
果
に
な
る
の
は
、
あ
く
ま
で
結
果
で
あ
っ
て
、
か
な
り
の
日
時
を
経
過
し
た
後
で
な
け
れ
ば
義
務
の
履
行

を
強
制
さ
れ
な
い
と
い
う
保
護
さ
れ
る
べ
き
利
益
が
彼
に
帰
属
す
る
か
ら
で
は
な
い
。
さ
て
、
通
常
訴
訟
に
よ
る
権
利
保
護
が
か
な

り
の
日
時
を
要
す
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
債
権
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
に
保
全
処
分
制
度
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
り
通

常
訴
訟
に
よ
る
権
利
保
護
よ
り
も
時
間
的
に
早
い
権
利
保
護
が
与
え
ら
れ
る
。
保
全
処
分
の
発
令
要
件
は
被
保
全
権
利
と
保
全
の
必

要
性
の
疎
明
で
あ
る
か
ら
、
後
の
証
明
に
よ
れ
ば
被
保
全
権
利
は
実
は
欠
け
て
い
た
と
か
保
全
の
必
要
性
は
実
は
欠
け
て
い
た
と
い

う
こ
と
が
生
じ
う
る
。
し
か
し
そ
の
場
合
、
被
保
全
権
利
の
欠
映
と
保
全
の
必
要
性
の
欠
快
と
を
等
置
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
前

者
は
保
護
さ
れ
る
権
利
が
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
後
者
は
権
利
は
存
在
し
、
た
だ
そ
の
権
利
を
緊
急
に
保
護
す
る
必

五
次
に
後
者
ュ

の
よ
う
に
な
る
。

す
る
。

る
が
、
前
者
は
任
意
履
行
と
の
関
係
か
ら
区
別
説
を
根
拠
づ
け
、
後
者
は
強
制
執
行
の
内
部
に
お
い
て
区
別
説
を
根
拠
づ
け
て
い
る

点
で
両
者
は
異
な
る
。
私
は
両
者
と
も
に
区
別
説
の
根
拠
、
し
か
も
（
後
者
を
ブ
ル
ン
ス
は
過
失
の
要
否
に
つ
い
て
の
区
別
説
の

論
拠
と
し
て
い
る
け
れ
ど
も
）
す
で
に
責
任
発
生
に
つ
い
て
の
区
別
説
の
根
拠
た
り
う
る
と
考
え
る
。

四
ま
ず
前
者
は
被
保
全
権
利
が
真
実
存
し
た
以
上
債
務
者
は
本
来
任
意
に
履
行
す
べ
き
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
と
い
う
こ
と
を
区
別

説
の
根
拠
と
す
る
。
こ
の
議
論
を
以
下
で
は
（
あ
ま
り
適
切
な
表
現
で
は
な
い
が
）
便
宜
上
、
「
任
意
履
行
」
理
論
と
呼
ぶ
こ
と
に

次
に
後
者
は
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
必
ず
し
も
十
分
に
明
ら
か
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
が
、
こ
れ
を
私
な
り
に
展
開
す
れ
ば
次



112琉大法学第32号 (１９８３）

要
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
者
で
は
債
務
者
は
ま
っ
た
く
い
わ
れ
の
な
い
強
制
執
行
を
受
け
た
こ
と
に
な
る
が
、
後
者

で
は
早
す
ぎ
た
執
行
を
受
け
た
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
、
実
体
法
上
客
観
的
に
義
務
を
負
っ
て
い
る
者
に
は

か
な
り
の
日
時
を
経
過
し
た
後
で
な
け
れ
ば
義
務
の
履
行
を
強
制
さ
れ
な
い
と
い
う
保
護
さ
れ
る
べ
き
利
益
は
帰
属
し
な
い
。
そ
れ

ゆ
え
前
者
と
後
者
を
等
置
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と

こ
の
「
早
す
ぎ
た
執
行
」
は
債
権
者
の
損
害
賠
償
責
任
を
生
じ
さ
せ
な
い
と
い
う
議
論
を
以
下
で
は
（
や
は
り
適
切
な
表
現
で
は

な
い
が
）
便
宜
上
、
「
早
す
ぎ
た
執
行
」
理
論
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

六
私
は
区
別
説
は
右
に
の
べ
た
「
任
意
履
行
」
理
論
と
「
早
す
ぎ
た
執
行
」
理
論
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考

え
る
。
す
な
わ
ち
「
任
意
履
行
」
理
論
の
み
で
は
、
債
務
者
は
任
意
履
行
に
お
け
る
と
は
異
な
る
損
害
を
受
け
る
こ
と
を
受
忍
す
べ

き
で
あ
る
こ
と
を
十
分
に
は
正
当
化
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
そ
れ
と
並
ん
で
「
早
す
ぎ
た
執
行
」
理
論
が
必
要
で
あ
る
。

七
と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
任
意
履
行
」
理
論
お
よ
び
「
早
す
ぎ
た
執
行
」
理
論
は
、
不
当
保
全
処
分
と
並
ぶ
不
当
執
行
の
典
型
で
あ

る
不
当
仮
執
行
に
関
す
る
ド
イ
ツ
の
議
論
に
お
い
て
も
、
そ
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
一
七
条
二
項
は
「
仮
執
行
宣
言
の
付
さ
れ
た
判
決
が
取
消
さ
れ
ま
た
は
変
更
さ
れ
た
場
合
は
、
原
告
は
判
決
の
執
行
ま

た
は
執
行
回
避
の
た
め
に
な
し
た
給
付
に
よ
り
被
告
に
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
義
務
を
負
う
。
」
と
規
定
し
て
い
る
（
わ
が
国
の

民
訴
法
一
九
八
条
二
項
は
こ
れ
に
な
ら
っ
た
も
の
で
あ
る
）
。
こ
の
規
定
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
は
近
時
議
論
が
多
ｗ
・
論
点
は
多
岐

に
わ
た
る
が
、
そ
の
う
ち
次
の
点
に
注
目
し
よ
う
。
そ
れ
は
こ
の
規
定
の
文
言
に
よ
る
と
、
仮
執
行
宣
言
の
付
さ
れ
た
判
決
（
本
案

判
決
）
が
訴
訟
上
の
理
由
（
訴
訟
要
件
の
欠
快
そ
の
他
の
訴
訟
上
の
暇
庇
）
に
よ
り
取
消
さ
れ
た
場
合
も
債
権
者
は
損
害
賠
償
義
務

２

を
負
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
は
た
し
て
妥
当
か
で
あ
罰
。
近
時
、
ペ
ッ
ヒ
ャ
ー
は
、
債
権
者
の
損
害
賠
償
責
任
の
発
生
根
拠
は

本
案
判
決
の
取
消
し
や
変
更
自
体
で
は
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
本
案
判
決
が
取
消
さ
れ
ま
た
は
変
更
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
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八
さ
て
ペ
ッ
ヒ
ャ
ー
は
訴
訟
要
件
そ
の
他
の
訴
訟
上
の
暇
庇
は
損
害
賠
償
責
任
を
生
ぜ
し
め
な
い
理
由
に
つ
き
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
訴
訟
的
な
権
利
保
護
付
与
の
制
度
的
な
要
件
は
義
務
者
の
実
体
法
上
の
責
任
の
制
限
を
根
拠
づ
け
な
い
。
債
権
者
の
権
利
は
そ

れ
が
原
告
の
権
利
と
し
て
訴
訟
と
い
う
媒
介
物
を
通
し
て
初
め
て
効
力
を
生
じ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
給
付
の
義
務
あ
る
被
告

は
義
務
が
あ
る
か
ら
そ
れ
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
形
式
的
に
暇
庇
の
な
い
方
法
で
給
付
を
請
求
さ
れ
た
か
ら

で
は
な
い
。
そ
れ
に
よ
り
給
付
義
務
が
決
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
私
法
秩
序
は
、
そ
れ
に
よ
り
訴
訟
上
の
権
利
追
行
が
当
事
者
間
の
関

係
で
正
当
で
あ
っ
た
り
不
当
で
あ
っ
た
り
す
る
と
こ
ろ
の
基
準
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
権
利
追
求
の
方
法
に
訴
訟
上
の
暇
庇
が
存
す
る

５

に
す
ぎ
な
い
場
合
は
、
債
務
者
に
は
”
不
法
“
は
行
な
わ
れ
て
お
ら
ず
、
執
行
に
よ
る
損
害
の
結
果
は
不
当
で
は
な
、
。
」
「
債
務

者
が
自
己
の
義
務
を
任
意
に
履
行
し
な
い
場
合
、
債
権
者
は
請
求
す
れ
ば
裁
判
所
に
よ
る
救
済
が
与
え
ら
れ
る
。
正
し
い
権
利
主
張

に
の
み
裁
判
所
に
よ
る
救
済
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
奉
仕
す
る
被
告
の
訴
訟
上
の
保
護
は
、
実
体
法
的
な
利
益
評
価
の
平
面
に
は
属

せ
ず
、
そ
れ
ゆ
え
、
正
当
な
給
付
請
求
権
に
対
す
る
実
体
法
的
な
留
保
を
含
ま
な
い
。
債
権
者
が
有
効
な
裁
判
所
に
お
け
る
権
利
保

護
手
続
の
方
法
で
取
得
し
た
執
行
に
よ
る
侵
害
は
、
た
と
え
訴
訟
上
の
暇
庇
、
そ
れ
は
債
務
者
が
被
告
と
し
て
の
立
場
で
事
件
に
つ

い
て
の
終
局
的
な
裁
判
を
さ
ら
に
長
引
か
せ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
が
、
そ
う
い
う
訴
訟
上
の
暇
庇
が
認
識
手
続
に
存
し
て
も
、
実

６

体
法
的
に
は
ま
さ
し
く
正
当
で
あ
薊
ｄ
」

こ
こ
に
は
「
任
意
履
行
」
理
論
お
よ
び
「
早
す
ぎ
た
執
行
」
理
論
が
詳
細
に
の
べ
ら
れ
て
い
る
。

有
力
説
と
な
っ
て
い
る
。

の
理
由
の
中
に
見
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
立
場
か
ら
、
債
権
者
の
損
害
賠
償
責
任
を
生
ぜ
し
め
る
の
は
債
権
者
が
追
行
し

て
い
る
実
体
法
上
の
請
求
権
（
訴
求
請
求
権
）
の
欠
快
の
み
で
あ
り
、
訴
訟
要
件
の
欠
映
そ
の
他
訴
訟
上
の
瑠
庇
は
債
権
者
の
損
害

３
●
●
●
●
●

４

賠
償
責
任
を
生
じ
さ
せ
な
い
、
と
論
じ
対
。
こ
の
ペ
ッ
ヒ
ャ
ー
の
説
は
基
本
的
に
は
そ
の
後
若
干
の
学
説
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
Ⅵ
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九
ま
た
ペ
ッ
ヒ
ャ
ー
は
自
説
の
擁
護
の
た
め
に
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
一
七
条
一
一
項
の
草
案
の
理
由
書
も
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
鍼
訊
実
は

そ
こ
で
も
す
で
に
次
の
よ
う
に
「
早
す
ぎ
た
執
行
」
理
論
が
の
べ
ら
れ
て
い
た
。

「
仮
執
行
が
単
に
法
定
の
要
件
を
欠
い
て
い
る
た
め
に
取
消
さ
れ
、
実
体
自
体
に
お
い
て
は
（
旨
』
臼
ｍ
ｍ
ｇ
ｍ
の
」
冨
芹
）
判
決
は
原

告
に
不
利
に
変
更
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
、
草
案
は
損
害
賠
償
義
務
を
許
さ
な
い
。
も
し
原
告
に
、
最
終
的
に
裁
判
で
も
っ
て
承
認

さ
れ
た
彼
の
請
求
権
の
満
足
を
、
訴
訟
の
通
常
の
進
行
に
お
け
る
よ
り
も
早
く
得
た
こ
と
に
対
し
責
を
負
わ
せ
よ
う
と
す
る
な
ら
、

８

そ
れ
は
原
告
に
対
す
る
正
当
化
で
き
な
い
厳
し
さ
で
あ
る
宮
（
列
。
」

９

十
も
っ
と
も
理
由
書
の
右
に
引
用
し
た
箇
所
に
つ
い
て
は
、
ペ
ッ
ヒ
ャ
ー
と
は
異
な
っ
た
解
釈
も
存
す
ユ
。
。
「
実
体
自
体
に
お

い
て
（
ご
」
の
『
の
Ｐ
ｇ
ｍ
の
］
す
⑪
←
）
」
と
は
本
案
判
決
の
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
、
理
由
書
は
仮
執
行
宣
言
の
み
の
取
消
し
は
債

権
者
の
損
害
賠
償
責
任
を
生
じ
さ
せ
な
い
こ
と
の
理
由
を
の
べ
た
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
に
よ
る
と
、
我
々

に
と
っ
て
ま
す
ま
す
興
味
深
い
論
点
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
仮
執
行
宣
言
は
仮
執
行
の
必
要
性
が
あ
る
等
の
要
件
が
存
す
る
場

合
に
付
せ
ら
れ
る
が
、
後
に
そ
の
仮
執
行
宣
言
が
取
消
さ
れ
て
も
、
そ
れ
は
単
に
執
行
が
早
す
ぎ
た
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
か

ら
、
債
権
者
は
そ
れ
だ
け
で
は
損
害
賠
償
責
任
を
負
わ
な
い
、
と
い
う
の
な
ら
、
保
全
処
分
に
お
け
る
保
全
の
必
要
性
に
つ
い
て
も

同
じ
こ
と
が
妥
当
す
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
題
が
そ
れ
で
あ
る
。
保
全
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
立
法
過
程
で
こ
の
種
の
議
論

は
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
不
可
解
で
あ
る
。

十
一
「
早
す
ぎ
た
執
行
」
理
論
は
さ
ら
に
ヘ
ン
ヶ
ル
の
所
説
に
も
見
出
さ
れ
る
。
ヘ
ン
ケ
ル
は
ペ
ッ
ヒ
ャ
ー
の
説
を
い
く
つ
か
の

点
で
批
判
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
債
権
者
の
損
害
賠
償
責
任
を
生
じ
さ
せ
る
の
は
訴
求
請
求
権
の
欠
映
の
み
で
あ
る
と
い
う
点
で
は

０

終
局
的
に
は
ペ
ッ
ヒ
ャ
ー
と
同
じ
で
あ
乏
旬
。
す
な
わ
ち
ヘ
ン
ケ
ル
は
、
訴
訟
上
の
理
由
に
よ
る
取
消
し
も
債
権
者
の
損
害
賠
償
責
任

を
一
応
は
生
じ
さ
せ
る
が
、
そ
れ
は
訴
求
請
求
権
の
欠
快
を
推
定
さ
せ
る
か
ら
に
す
ぎ
ず
、
し
た
が
っ
て
後
に
新
た
な
訴
訟
で
債
権
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者
の
請
求
が
認
容
さ
れ
れ
ば
債
務
者
の
損
害
賠
償
請
求
権
は
消
滅
す
る
、
と
す
訂
ｄ

彼
は
言
う
。
「
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
一
七
条
二
項
の
損
害
賠
償
義
務
は
手
続
の
暇
庇
を
理
由
と
す
る
も
の
で
あ
れ
、
仮
執
行
可
能
な
裁
判
の

取
消
し
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
我
々
は
こ
の
取
消
し
は
い
か
な
る
目
的
に
任
え
る
も
の
か
を
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
取
消
し
は
手
続
規
定
の
孤
立
し
た
独
自
の
価
値
の
た
め
に
生
じ
る
の
で
は
な
く
、
請
求
権
の
内
容
的
に
正
し
い
確
定
の
た

め
の
、
法
規
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
保
証
が
欠
け
て
い
る
が
ゆ
え
に
生
じ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
訴
訟
的
な
瑠
庇
の
あ
る
判
決
に

よ
る
執
行
は
違
法
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
裁
判
は
請
求
権
の
内
容
的
に
暇
疵
の
な
い
確
定
を
保
証
し
な
い
か
ら
。
そ
れ

ゆ
え
原
告
は
そ
の
よ
う
な
暇
庇
の
あ
る
裁
判
の
執
行
か
ら
生
じ
た
損
害
を
賠
償
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
の
暇
庇
が
訴
訟
手
続

に
従
っ
た
新
た
な
裁
判
に
よ
り
除
去
さ
れ
た
場
合
は
、
最
初
の
仮
執
行
可
能
な
判
決
に
よ
り
原
告
に
与
え
ら
れ
た
権
利
保
護
は
原
告

に
実
際
に
帰
属
す
べ
き
も
の
だ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
事
後
的
に
証
明
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
最
初
の
仮
執
行
可
能
な
判
決
は
、
暇

庇
の
な
い
手
続
に
お
い
て
も
彼
に
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
も
の
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
執
行
法
規
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ

七
一
七
条
二
項
Ｉ
筆
者
注
）
に
よ
り
被
告
に
与
え
ら
れ
た
保
護
は
仮
の
保
護
で
あ
る
。
そ
れ
は
訴
訟
的
に
瑠
庇
の
あ
る
裁
判
に
よ

り
被
告
に
不
法
が
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
彼
を
守
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
不
法
は
、
そ
の
た
め
に
執
行

２

さ
れ
た
と
こ
ろ
の
請
求
権
が
実
際
に
存
在
し
、
か
つ
適
法
に
確
定
さ
れ
た
場
合
に
は
被
告
に
な
さ
れ
て
は
い
な
叫
び
」
「
新
た
な

裁
判
が
な
さ
れ
れ
ば
原
則
と
し
て
被
告
の
損
害
賠
償
請
求
権
は
消
滅
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
手
続
規
定
は
、
存
在
す
る
請
求
権
の
ゆ

え
に
強
制
処
置
を
忍
ば
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
は
被
告
を
保
護
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
の
中
に
理
由
を
も
つ
。
手
続

３

規
定
は
む
し
ろ
、
被
告
が
不
当
に
要
求
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
の
み
被
告
を
保
護
す
訂
。
」

以
上
の
ペ
ッ
ヒ
ャ
ー
や
ヘ
ン
ケ
ル
の
「
任
意
履
行
」
理
論
や
「
早
す
ぎ
た
執
行
」
理
論
に
対
す
る
有
力
な
批
判
は
ま
だ
現
わ
れ
て

い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
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十
二
さ
て
以
上
見
た
よ
う
に
、
「
任
意
履
行
」
理
論
お
よ
び
「
早
す
ぎ
た
執
行
」
理
論
は
不
当
仮
執
行
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て

も
見
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
不
当
保
全
処
分
に
お
い
て
主
張
す
る
こ
と
は
何
ら
怪
し
む
に
足
ら
な
い
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、

Ⅲ

訴
訟
要
件
の
欠
映
は
債
権
者
の
損
害
賠
償
責
任
を
生
じ
さ
せ
な
い
と
解
さ
れ
て
い
ａ
保
全
処
分
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
理
論
は
す

で
に
部
分
的
に
は
通
説
に
よ
っ
て
も
支
持
さ
れ
て
い
る
と
さ
え
い
え
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
訴
訟
要
件
を
欠
い
た
保
全
処
分
は

本
来
発
令
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
通
説
も
こ
の
場
合
を
不
当
保
全
処
分
と
は
見
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

注②
通
説
に
よ
る
正
当
化
の
様
々
な
試
み
に
つ
い
て
は
、
四
目
、
勺
の
←
の
『
可
の
○
ケ
の
局
・
ロ
の
ｍ
・
毎
日
の
己
ｍ
の
村
、
９
８
口
⑩
己
臥
呂
の
目
の
目
、
の
円
の
：
‐

｛
の
『
ご
函
一
の
『
ぐ
。
』
］
切
言
の
Ｃ
声
目
、
（
ご
ｓ
）
⑪
。
＆
］
鳧
［
・
参
照
。

③
前
注
の
ヘ
ン
ケ
ル
の
論
文
。

小
の
一
⑮
旨
ｌ
」
・
息
の
ｌ
三
目
Ｎ
す
の
祠
．
【
・
日
日
の
ロ
ー
閂
目
同
国
旨
］
己
『
Ｏ
Ｎ
の
②
⑪
。
ａ
自
己
函
后
・
シ
ロ
ロ
。
（
巴
呂
）
》
『
」
ヨ
シ
目
】
閂
・
》
三
○
］
序
、
日

出
の
口
Ｃ
汚
の
｝
》
勺
円
○
恩
、
、
円
の
。
亘
巨
ロ
ユ
日
呉
の
己
の
］
］
の
⑩
罰
の
Ｃ
茸
（
こ
『
Ｃ
）
の
．
⑬
＄
｛
｛
・
｝
し
『
葛
の
□
因
］
○
日
の
］
の
夙
国
］
国
］
己
『
○
Ｎ
の
、
閏
の
○
耳
（
ぐ
○
‐

｝
］
の
胃
の
：
色
。
、
、
く
の
『
「
四
コ
『
の
。
）
〈
】
召
、
）
の
・
患
（
〔
・
》
、
日
ご
助
－
℃
の
←
の
旬
印
》
函
三
ｐ
ｐ
ｍ
の
ご
○
」
］
切
言
の
鼻
巨
ロ
、
⑪
『
の
。
耳
（
］
召
②
）
、
．
』
『
角
．
な
お
本
文
で

「
基
本
的
に
は
」
と
表
現
し
た
理
由
は
後
述
注
⑪
を
見
よ
。

⑤
勺
の
：
の
局
．
四
・
ｍ
．
。
・
の
．
］
患

⑥
、
の
Ｏ
蔦
『
》
口
・
Ｐ
Ｃ
・
の
』
弓

川
鈴
木
正
裕
「
判
決
（

理
し
た
秀
作
で
あ
る
。

「
判
決
の
法
律
要
件
的
効
力
」
実
体
法
と
手
続
法
の
交
錯
下
巻
一
四
九
頁
以
下
は
法
律
要
件
的
効
力
の
角
度
か
ら
こ
の
議
論
を
整
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第
三
項
保
全
の
必
要
性
の
意
義

一
し
か
し
こ
の
立
論
に
対
し
て
は
次
の
よ
う
な
批
判
が
予
想
さ
れ
る
。
保
全
の
必
要
性
の
欠
快
を
一
般
の
訴
訟
要
件
の
欠
映
に
等

置
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
後
者
で
仮
り
に
「
早
す
ぎ
た
執
行
」
理
論
を
承
認
す
る
と
し
て
も
、
前
者
で
は
、
保
全
の
必
要
性
の
欠

け
た
保
全
処
分
を
単
に
執
行
が
早
す
ぎ
た
だ
け
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
ご
○

ＭＵ３）（121

刊
勺
の
：
の
司
寧
口
・
Ｐ
○
・
ｍ
．
』
団

引
エ
：
ロ
ー
富
ロ
、
：
Ｐ
口
の
、
の
、
、
曰
一
の
ロ
冨
旦
の
臥
四
】
旨
。
：
：
ご
両
の
】
呂
助
ｌ
』
ロ
、
ご
凶
、
の
、
の
厨
の
ロ
ロ
」
．
②
（
］
忠
⑭
）
ｍ
・
田
③

仰
ぐ
函
］
・
弓
の
。
。
①
『
壹
凹
・
色
・
○
・
ｍ
』
圏

⑩
ヘ
ン
ケ
ル
は
｛
罪
体
法
上
の
請
求
権
だ
け
が
債
権
者
の
行
為
の
適
法
性
の
基
準
で
は
な
い
と
し
て
ペ
ッ
ヒ
ャ
ー
を
批
判
す
る
。
因
の
ロ
鼻
の
］
〕
Ｐ
Ｐ

○
・
ｍ
．
』
臼
震
し
か
し
彼
は
こ
の
命
題
が
無
制
限
に
妥
当
す
る
の
は
訴
訟
上
の
瑠
庇
が
除
去
で
き
な
い
場
合
に
限
る
と
し
、
そ
の
例
と
し
て
、

許
さ
れ
る
証
拠
手
段
だ
け
で
は
実
体
法
上
の
請
求
権
の
発
生
要
件
を
満
た
す
事
実
を
証
明
で
き
な
い
場
合
の
み
を
挙
げ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の

場
合
は
ペ
ッ
ヒ
ャ
ー
と
い
え
ど
も
債
権
者
の
損
害
賠
償
責
任
を
肯
定
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
は
む
し
ろ
実
体
法
上
の
請
求
権
は
存
し
な
い

伽
性
山
の
文
献
は
す
べ
て
同
旨
を
説
い
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
債
務
者
の
仮
の
保
護
を
（
損
害
賠
償
に
つ
い
て
は
）
認
め
な
い
ペ
ッ
ヒ
ャ
ー
と

こ
の
点
で
違
い
が
あ
る
。

と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

函
の
ロ
。
汚
の
］
。
ｍ
・
Ｐ
Ｃ
・
伊
画
霞

四
の
ロ
○
穴
の
』
》
Ｐ
、
。
○
・
ｍ
．
』
＆

通
訳
で
あ
る
。
例
え
ば
、
←
の
旨
－
』
。
ご
Ｐ
ｍ
Ｉ
Ｑ
２
ｐ
②
ご
》
口
・
口
．
。
．
》
程
⑫
シ
ロ
ヨ
ロ
・
〕
．
ご
・
８
．
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う
る
。

一
一
一
一

こ
の
批
判
は
も
っ
と
も
で
あ
る
。
保
全
処
分
は
本
執
行
を
保
全
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
本
執
行
の
そ
れ
と
一
致
せ
ず
、

被
保
全
権
利
と
保
全
の
必
要
性
の
双
方
が
相
ま
っ
て
保
全
処
分
の
内
容
を
決
定
す
る
の
だ
か
ら
、
保
全
の
必
要
性
を
欠
い
た
保
全
処

分
を
単
に
執
行
が
早
す
ぎ
た
だ
け
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
等
置
説
の
論
拠
の
う
ち
、
ミ
ネ
ロ
ー
プ
の
「
不
当
仮
執
行
に
お
い
て

被
保
全
権
利
と
保
全
の
必
要
性
が
同
等
に
扱
わ
れ
る
の
は
、
仮
処
分
の
内
容
を
決
定
す
る
際
の
両
者
の
共
働
（
冨
詳
ａ
鳥
目
囚
）
に
対

応
す
る
」
と
い
う
議
論
、
お
よ
び
彼
を
引
用
す
る
松
浦
教
授
の
「
保
全
の
必
要
は
・
・
…
・
…
…
…
保
全
処
分
の
内
容
を
決
定
す
る
際
に

も
、
被
保
全
権
利
と
同
様
に
決
定
的
作
用
を
営
む
」
と
い
う
議
論
は
、
そ
の
ま
ま
こ
の
点
の
批
判
と
な
る
。

こ
れ
に
対
し
、
保
全
の
必
要
性
は
被
保
全
権
利
と
と
も
に
保
全
訴
訟
の
訴
訟
物
を
構
成
す
る
か
ら
、
と
い
う
こ
と
は
、
「
早
す
ぎ

た
執
行
」
理
論
に
よ
り
区
別
説
を
根
拠
づ
け
よ
う
と
す
る
私
見
に
対
す
る
有
効
な
批
判
た
り
え
な
い
。
保
全
の
必
要
性
を
訴
訟
要
件

と
見
る
か
実
体
要
件
と
見
る
か
と
、
不
当
保
全
処
分
に
お
け
る
債
権
者
の
損
害
賠
償
責
任
に
つ
き
区
別
説
を
と
る
べ
き
か
等
置
説
を

２

と
る
べ
き
か
、
と
は
必
然
的
な
結
び
つ
き
は
な
ｗ
○

二
さ
て
、
な
る
ほ
ど
保
全
の
必
要
性
を
欠
い
た
保
全
処
分
を
単
純
に
執
行
が
早
す
ぎ
た
だ
け
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し

保
全
処
分
の
う
ち
被
保
全
権
利
の
内
容
を
仮
り
に
実
現
す
る
満
足
的
仮
処
分
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
も
「
満
足

的
」
と
い
う
内
容
を
決
定
す
る
際
に
保
全
の
必
要
性
が
被
保
全
権
利
と
同
様
に
決
定
的
作
用
を
営
ん
で
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
が
、
そ
の
結
果
と
し
て
本
執
行
と
同
様
に
被
保
全
権
利
が
（
仮
り
に
で
は
あ
れ
）
満
足
を
受
け
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
被
保
全
権

利
が
真
実
存
し
た
以
上
、
保
全
の
必
要
性
を
欠
い
た
満
足
的
仮
処
分
は
執
行
が
早
す
ぎ
た
だ
け
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
判

例
一
が
不
作
為
請
求
権
を
被
保
全
権
利
と
す
る
満
足
的
仮
処
分
に
つ
き
区
別
説
を
と
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
正
当
化
さ
れ

こ
の
よ
う
に
、
保
全
処
分
の
う
ち
満
足
的
仮
処
分
に
つ
い
て
は
「
早
す
ぎ
た
執
行
」
理
論
に
よ
り
区
別
説
を
根
拠
づ
け
る
こ
と
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こ
れ
に
つ
き
、
処
分
禁
止
仮
処
分
な
ど
の
一
種
の
不
作
為
を
命
じ
る
仮
処
分
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
被
保
全
権
利
か
ら
派
生
す
る

付
随
的
不
作
為
請
求
権
（
ご
日
の
円
」
、
の
切
目
、
目
の
す
の
ｇ
ｐ
ｍ
己
己
ｇ
の
）
の
実
現
を
目
的
と
す
る
も
の
と
説
明
す
る
学
説
が
す
で
に
存
す
る
。

例
え
ば
バ
ウ
ア
ー
は
「
買
主
に
所
有
権
を
移
転
す
る
義
務
の
中
に
は
、
買
主
の
そ
の
所
有
権
移
転
請
求
権
を
危
険
に
さ
ら
す
す
べ
て

の
こ
と
を
行
な
わ
な
い
義
務
、
し
た
が
っ
て
特
に
第
三
者
に
処
分
し
な
い
義
務
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
見
れ
ば
、
処
分
禁

止
の
仮
処
分
は
こ
の
実
体
法
上
の
不
作
為
義
務
の
履
行
を
も
た
ら
す
と
も
い
え
る
。
…
…
…
…
…
処
分
禁
止
の
仮
処
分
は
債
権
者
の

３

部
分
的
な
（
己
目
算
ロ
の
］
］
）
満
足
を
も
た
ら
し
う
勘
。
」
と
の
べ
て
い
る
。

私
は
満
足
的
仮
処
分
以
外
の
す
べ
て
の
保
全
処
分
を
付
随
的
義
務
の
実
現
を
目
的
と
す
る
も
の
と
説
明
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る

が
で
き
る
と
す
る
と
、
そ
れ
と
の
均
衡
論
か
ら
し
て
満
足
的
仮
処
分
以
外
の
保
全
処
分
に
つ
い
て
も
区
別
説
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
保
全
処
分
の
う
ち
そ
の
実
際
的
効
果
に
お
い
て
最
も
強
力
な
満
足
的
仮
処
分
、
保
全
の
必
要
性
が
特
に
高

い
と
し
て
認
め
ら
れ
た
満
足
的
仮
処
分
に
お
い
て
区
別
説
を
と
り
、
そ
れ
以
外
の
保
全
処
分
で
は
等
置
説
を
と
る
の
で
は
著
し
く
均

衡
を
失
す
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
満
足
的
仮
処
分
に
つ
い
て
「
早
す
ぎ
た
執
行
」
理
論
に
よ
り
区
別
説
を
と
る
べ
き
で
あ
る
な
ら
、
「
早
す
ぎ
た
執
行
」

理
論
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
そ
れ
以
外
の
保
全
処
分
も
満
足
的
仮
処
分
と
の
均
衡
論
に
よ
り
区
別
説
を
と
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た

「
任
意
履
行
」
理
論
は
満
足
的
仮
処
分
以
外
の
保
全
処
分
に
も
妥
当
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

四
も
つ
と
も
保
全
の
必
要
性
を
欠
い
た
満
足
的
仮
処
分
以
外
の
保
全
処
分
も
「
早
す
ぎ
た
執
行
」
と
説
明
で
き
な
い
わ
け
で
は
な

い
。
と
い
う
の
は
、
満
足
的
仮
処
分
以
外
の
保
全
処
分
は
被
保
全
権
利
を
そ
の
ま
ま
実
現
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
被
保
全
権
利
か

ら
派
生
す
る
権
利
の
実
現
、
換
言
す
れ
ば
被
保
全
権
利
の
質
的
一
部
の
実
現
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
も
い
い
う
る
か
ら
で
あ

る
。
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こ
の
こ
と
は
仮
差
押
に
つ
い
て
も
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
な
る
ほ
ど
仮
差
押
に
お
い
て
は
、
被
保
全
権
利
は
金
銭
の
給
付
を
請

求
す
る
権
利
で
あ
る
の
に
対
し
、
保
全
処
分
の
内
容
は
金
銭
に
限
ら
ず
す
べ
て
の
責
任
財
産
の
い
ず
れ
か
に
つ
き
処
分
を
禁
じ
る
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
後
者
を
前
者
か
ら
派
生
す
る
権
利
と
見
た
り
、
前
者
の
質
的
一
部
実
現
と
見
る
こ
と
は
不
可
能
の

よ
う
に
も
見
え
る
。
ド
イ
ツ
の
区
別
説
の
中
に
は
仮
差
押
に
つ
い
て
は
等
置
説
を
と
る
も
の
が
存
す
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。

５

し
か
し
バ
ウ
ア
ー
は
仮
差
押
に
つ
い
て
も
付
随
的
不
作
為
請
求
権
の
実
現
と
解
し
う
る
と
し
て
い
る
ｕ
可
ま
た
仮
差
押
は
金
銭
債

権
の
強
制
執
行
に
お
け
る
最
初
の
段
階
を
先
取
り
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
、
こ
れ
こ
そ
か
え
っ
て
「
一
部
執
行
」
と
い

う
に
ふ
さ
わ
し
い
の
で
あ
る
Ｏ

五
こ
の
よ
う
に
保
全
の
必
要
性
を
欠
い
た
満
足
的
仮
処
分
以
外
の
保
全
処
分
も
「
早
す
ぎ
た
執
行
」
と
説
明
で
き
な
い
こ
と
は
な

い
が
、
重
要
な
こ
と
は
満
足
的
仮
処
分
と
の
均
衡
論
で
あ
る
。
繰
り
返
す
が
、
満
足
的
仮
処
分
に
つ
い
て
区
別
説
を
と
り
、
そ
の
他

の
保
全
処
分
に
つ
い
て
は
等
置
説
を
と
る
の
で
は
著
し
く
均
衡
を
失
し
よ
う
。

六
保
全
の
必
要
性
の
欠
映
を
訴
訟
要
件
の
欠
映
に
等
置
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
批
判
も
あ
り
う
る
だ
ろ
う
）

な
る
ほ
ど
訴
訟
要
件
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
は
実
体
法
上
の
請
求
権
の
内
容
的
に
正
し
い
確
定
の
た
め
に
要
求
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
に
よ
り
、
そ
の
存
在
が
発
令
要
件
と
し
て
要
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
、
そ
の
不
存
在
が
債
権
者
の
損
害
賠
償
責
任
を
生
じ
さ
せ
な

い
こ
と
を
予
盾
な
く
説
明
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
保
全
の
必
要
性
は
実
体
法
上
の
請
求
権
の
内
容
的
に
正
し
い
確
定
と
は

と
考
え
る
。
む
ろ
ん
こ
の
付
随
的
義
務
の
実
現
、
換
言
す
れ
ば
被
保
全
権
利
の
質
的
一
部
実
現
は
、
そ
の
必
要
性
、
す
な
わ
ち
保
全

４

の
必
要
性
が
存
す
る
と
き
の
み
本
来
許
さ
れ
る
べ
き
で
あ
訂
。
し
か
し
満
足
的
仮
処
分
と
い
う
被
保
全
権
利
の
全
部
的
実
現
は
保
全

の
必
要
性
を
欠
い
て
い
て
も
「
早
す
ぎ
た
執
行
」
に
す
ぎ
な
い
の
な
ら
、
こ
の
場
合
も
「
早
す
ぎ
た
一
部
執
行
」
に
す
ぎ
な
い
と
い

う
べ
き
で
あ
る
。
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ま
っ
た
く
関
係
し
な
い
の
で
あ
り
、
保
全
の
必
要
性
は
そ
れ
と
は
無
関
係
な
独
自
の
意
義
を
有
す
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、

一
体
い
か
な
る
理
由
に
よ
り
、
保
全
の
必
要
性
の
発
令
要
件
と
し
て
の
有
意
義
性
と
責
任
発
生
根
拠
と
し
て
の
無
意
義
性
と
を
予
盾

な
く
説
明
で
き
る
の
か
、
と
。

七
な
る
ほ
ど
こ
の
批
判
も
も
っ
と
も
で
あ
る
。
私
は
こ
れ
に
対
し
次
の
よ
う
に
答
え
よ
う
。

な
る
ほ
ど
責
任
否
定
説
で
は
被
保
全
権
利
の
有
無
の
み
が
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
発
令
時
に
は
被
保
全
権
利
の
有
無
は
未
確
定
で

あ
る
の
で
不
当
執
行
、
す
な
わ
ち
被
保
全
権
利
な
き
執
行
を
債
務
者
が
受
け
る
危
険
性
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
後
に
債
権
者
の
無

過
失
責
任
で
後
始
末
を
し
さ
え
す
れ
ば
債
務
者
に
損
害
を
被
ら
せ
て
も
よ
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
の
で
被
保
全
権
利
な
き
執
行

６

を
債
務
者
が
受
け
る
危
険
性
の
確
率
を
低
下
さ
せ
る
た
め
に
、
被
保
全
権
利
の
疎
明
が
発
令
要
件
と
し
て
要
求
さ
れ
て
い
ａ
。
し
か

し
そ
の
確
率
は
疎
明
に
よ
っ
て
決
し
て
ゼ
ロ
に
は
な
ら
な
い
。
論
理
的
に
い
え
ば
被
保
全
権
利
が
真
実
は
存
し
な
い
確
率
は
常
に

五
○
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
よ
う
に
債
務
者
を
被
保
全
権
利
な
き
執
行
の
危
険
に
あ
え
て
さ
ら
す
た
め
に
は
そ
れ
相

応
の
必
要
性
が
存
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
保
全
の
必
要
性
、
す
な
わ
ち
仮
り
に
被
保
全
権
利
が
真
実
存
す
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は

あ
る
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
債
務
者
を
被
保
全
権
利
な
き
執
行
の
危
険
に
あ
え
て
さ
ら
す
必
要
性
を
基
礎
づ
け

る
。
こ
の
よ
う
に
保
全
の
必
要
性
は
債
務
者
を
被
保
全
権
利
な
き
執
行
の
危
険
に
あ
え
て
さ
ら
す
必
要
性
を
基
礎
づ
け
る
た
め
に
発

令
要
件
と
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
後
に
被
保
全
権
利
は
真
実
存
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
債
務
者
を
被
保
全
権
利

な
き
執
行
の
危
険
に
さ
ら
す
必
要
性
が
あ
っ
た
か
否
か
は
問
題
に
な
ら
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
、
と
。

同
様
の
こ
と
は
、
保
全
処
分
の
内
容
を
決
定
す
る
際
の
保
全
の
必
要
性
の
機
能
に
つ
い
て
も
い
え
る
。
「
任
意
履
行
」
理
論
お
よ

び
「
早
す
ぎ
た
執
行
」
理
論
か
ら
す
れ
ば
常
に
満
足
的
仮
処
分
を
発
令
で
き
る
こ
と
に
な
り
そ
う
だ
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
満
足
的

仮
処
分
だ
と
、
被
保
全
権
利
な
き
執
行
に
お
い
て
債
務
者
が
受
け
る
損
害
が
大
き
く
な
る
。
債
権
者
の
無
過
失
責
任
で
後
始
末
を
し
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さ
え
す
れ
ば
債
務
者
に
損
害
を
被
ら
せ
て
も
よ
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
の
で
、
仮
り
に
被
保
全
権
利
な
き
執
行
だ
と
し
て
も
債
務

者
の
受
け
る
損
害
が
大
き
く
な
ら
な
い
よ
う
に
配
慮
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
被
保
全
権
利
が
仮
り
に
真
実
存

在
す
る
と
す
れ
ば
そ
れ
が
さ
ら
さ
れ
て
い
る
危
険
を
除
去
す
る
に
必
要
か
つ
十
分
な
内
容
に
と
ど
め
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
む
ろ

ん
危
険
の
種
類
に
よ
っ
て
は
満
足
的
仮
処
分
も
許
さ
れ
る
。

八
以
上
に
よ
り
、
私
は
債
権
者
の
損
害
賠
償
責
任
の
局
面
で
保
全
の
必
要
性
を
一
般
の
訴
訟
要
件
と
等
置
す
る
こ
と
は
結
果
的
に

八
以
上
に
よ
り
、
私
」

正
当
で
あ
る
と
考
え
る
。

結
局
、
私
の
見
方
に
よ
れ
ば
、
区
別
説
を
と
る
か
等
置
説
を
と
る
か
は
、
「
任
意
履
行
」
理
論
お
よ
び
「
早
す
ぎ
た
執
行
」
理
論

を
承
認
す
る
か
否
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
逆
に
い
え
ば
、
発
令
要
件
は
常
に
責
任
発
生
要
件
で
あ
る
、
と
考
え
る
べ
き
か
否
か
に
か

か
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
実
体
法
上
の
請
求
権
以
外
の
発
令
要
件
の
実
体
法
的
意
義
を
問
う
問
題
で
あ
り
、
実
体
法
と
訴
訟
法
の
関
係

を
問
う
も
の
と
し
て
理
論
的
に
も
実
際
的
に
も
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
私
は
ペ
ッ
ヒ
ャ
ー
お
よ
び
ヘ
ン
ヶ
ル
に
従
い
、
実
体
法
上
の

７

請
求
権
以
外
の
発
令
要
件
の
実
体
法
的
意
義
を
否
定
す
る
立
場
を
と
ａ
ｄ
こ
れ
は
ま
た
常
識
に
も
合
致
し
た
帰
結
で
あ
る
と
私
は
考

え
る
。

注ｕ
国
の
曰
鳥
の
］
・
ロ
・
Ｐ
○
・
ｍ
．
』
ｇ
は
不
当
保
全
処
分
に
つ
き
一
保
全
の
必
要
性
以
外
の
訴
訟
上
の
暇
疵
は
執
行
を
違
法
に
し
な
い
」
と
の

べ
て
い
る
。
彼
は
保
全
の
必
要
性
を
特
別
に
扱
う
こ
と
の
理
由
を
示
し
て
い
な
い
が
、
あ
る
い
は
こ
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
も
の
か
。

な
お
旧
の
ｇ
の
曰
Ｐ
Ｐ
ｏ
・
は
も
っ
ぱ
ら
不
当
仮
執
行
を
対
象
と
し
て
お
り
、
保
全
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。

２
ド
イ
ツ
で
は
保
全
の
必
要
性
を
訴
訟
要
件
と
解
す
る
の
が
通
説
で
あ
る
が
（
く
、
］
・
○
鳶
・
弓
の
で
］
旨
ご
》
シ
弓
司
の
の
一
目
□
の
冒
切
一
三
の
］
」
付
の
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第
四
項
結
論

一
さ
て
、
私
は
以
上
の
理
由
に
よ
り
区
別
説
を
支
持
し
、
し
か
も
少
く
と
も
立
法
論
と
し
て
は
徹
底
し
た
区
別
説
、
す
な
わ
ち
責

任
否
定
説
に
賛
成
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
を
解
釈
論
と
し
て
主
張
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
現
行
法
規
の
情
況
が
明
ら
か
に
障
害
に

な
る
。
な
る
ほ
ど
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
九
四
五
条
の
よ
う
な
規
定
が
な
く
、
無
過
失
責
任
説
の
条
文
上
の
正
当
化
の
た
め
に
不
当
仮
執
行
に
関

す
る
民
訴
法
一
九
八
条
二
項
が
類
推
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
責
任
否
定
説
を
解
釈
論
と
し
て
主
張
す
る
こ
と
に
と
っ
て
む
し
ろ
都
合

が
よ
い
。
な
ぜ
な
ら
民
訴
法
一
九
八
条
三
項
は
仮
執
行
宣
言
の
み
の
取
消
し
を
損
害
賠
償
責
任
根
拠
と
認
め
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
保
全
の
必
要
性
の
疎
明
を
損
害
担
保
の
た
め
の
立
保
証
で
代
替
さ
せ
る
権
能
を
裁
判
所
に
認
め
た
民
訴
法
七
四
一
条
二
項
、

ま
た
疎
明
あ
り
た
る
と
き
も
立
保
証
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
同
条
三
項
は
、
責
任
否
定
説
を
解
釈
論
と
し
て
主
張
す
る
こ

馴
国
、
冑
・
山
・
Ｐ
○
・
ｍ
・
巴

⑥
小
山
昇
「
仮
処
分
訴
訟
の
再
編
成
」
法
曹
時
報
二
九
巻
一
○
号
一
九
頁
参
照
。

刃
も
っ
と
も
前
述
注
仙
参
照
。

◆

４
」
目
の
目
』
ｍ
・
Ｐ
Ｐ
Ｐ
は
付
随
的
不
作
為
請
求
権
は
原
則
と
し
て
独
立
に
訴
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
．
と
す
る
。
国
四
日
》
□
２
コ
、
‐
‐
祠
の
←
の
『
ｍ

Ｄ
ｒ
ｌ
０ ぐ
の
甸
蔑
血
目
⑪
』
ロ
の
］
②
田
餌
の
津
』
⑪
．
』
墨
シ
ロ
ヨ
・
』
①
。
）
、
区
別
説
は
極
端
な
少
数
説
で
あ
る
。

別
弱
国
肩
、
色
目
．
②
冒
巳
の
ロ
：
『
こ
の
日
切
ジ
ミ
の
』
］
】
明
の
口
國
の
。
亘
切
切
呂
巨
薗
（
】
垣
ｓ
）
、
．
怠
『
・
同
旨
、
○
夢
Ｈ
ロ
閂
』
、
ロ
の
目
］
、
．
□
の
円
目
録
‐

⑪
の
】
、
の
『
曰
与
四
］
←
の
旨
⑪
一
言
の
葛
、
の
村
ぐ
の
吋
患
、
巨
口
、
の
ロ
回
国
勺
ご
・
篭
、
》
切
目
目
②
１
℃
の
一
周
の
雪
Ｎ
三
口
目
、
⑪
こ
○
」
」
⑪
言
の
。
声
ｐ
ｐ
ｍ
閂
Ｃ
Ｄ
頁
』
・
レ
ロ
色
．

ふ
じ
同
旨
で
あ
ろ
う
。

⑪
の
］
、
の
営
曰
皀
四
眉

〈
］
⑪
『
③
）
駒
・
』
『
⑪
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と
を
妨
げ
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
保
全
の
必
要
性
が
欠
け
て
い
た
場
合
も
債
権
者
の
損
害
賠
償
責
任
が
問
題
と
な
る
こ

と
を
前
提
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
解
釈
論
と
し
て
は
、
債
権
者
の
損
害
賠
償
責
任
の
発
生
の
余
地
を
否
定
す
る
説

は
と
り
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
解
釈
論
と
し
て
は
責
任
否
定
説
を
断
念
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
考
え
る
。
し
か
し
右
の
規

定
を
無
意
義
に
し
な
い
範
囲
内
で
、
責
任
否
定
説
に
で
き
る
だ
け
近
づ
く
解
釈
を
す
べ
き
で
あ
る
。
「
任
意
履
行
」
理
論
お
よ
び
「
早

す
ぎ
た
執
行
」
理
論
は
す
で
に
責
任
否
定
説
を
根
拠
づ
け
て
い
る
が
、
こ
れ
を
責
任
否
定
説
ま
で
は
ゆ
か
な
い
区
別
説
の
根
拠
と
し

て
利
用
す
る
こ
と
は
、
大
は
小
を
兼
ね
る
の
で
む
ろ
ん
許
さ
れ
よ
う
。

二
私
は
解
釈
論
と
し
て
は
次
の
よ
う
に
解
し
た
い
。
ま
ず
債
権
者
の
主
観
的
態
容
に
関
し
て
は
、
債
権
者
は
保
全
の
必
要
性
の
欠

映
に
つ
き
悪
意
の
場
合
に
の
み
責
を
負
う
。
私
見
で
は
理
論
的
に
は
そ
も
そ
も
悪
意
で
あ
っ
て
も
債
権
者
は
責
を
負
う
べ
き
理
由
は

な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
過
失
責
任
ま
で
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
。

次
に
こ
の
悪
意
責
任
に
つ
い
て
も
、
損
害
算
定
に
お
い
て
被
保
全
権
利
が
欠
け
て
い
た
場
合
と
異
な
っ
て
扱
う
べ
き
で
あ
る
。
ド

イ
ツ
の
損
害
算
定
に
お
け
る
区
別
説
は
、
そ
こ
で
い
う
「
被
保
全
権
利
の
範
囲
」
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
た
め
に
、
内

容
が
明
ら
か
で
な
か
っ
た
。
私
は
こ
の
点
に
つ
き
、
直
接
損
害
と
間
接
損
害
で
区
別
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
例
え
ば
仮
差
押
に
お
い

て
目
的
物
の
処
分
が
禁
じ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
直
接
に
生
じ
た
損
害
は
「
被
保
全
権
利
の
範
囲
」
内
に
あ
る
と
し
て
債
権
者
が
賞
を

負
う
べ
き
損
害
と
は
見
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
信
用
段
損
に
よ
る
損
害
や
精
神
的
損
害
は
間
接
損
害
で
あ
り
「
被
保
全
権
利
の
範
囲
」

外
に
あ
る
と
し
て
、
債
権
者
が
悪
意
の
場
合
に
は
債
権
者
は
賠
償
責
任
を
負
う
。

一
一
｜
と
こ
ろ
で
私
が
立
法
論
と
し
て
責
任
否
定
説
を
主
張
す
る
こ
と
は
、
解
釈
論
の
障
害
と
な
っ
て
い
る
民
訴
法
七
四
一
条
二
項
三

項
を
立
法
的
に
修
正
す
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ま
ず
三
項
に
つ
い
て
は
、
保
全
の
必
要
性
の
疎
明
が
あ
っ
た
場

合
に
は
立
保
証
を
命
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
す
べ
き
で
あ
る
。
問
題
は
二
項
で
あ
る
が
、
保
全
の
必
要
性
の
疎
明
が
な
い
と
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五
ま
た
被
保
全
権
利
の
履
行
期
が
到
来
し
て
い
る
場
合
で
も
、
「
任
意
履
行
」
理
論
は
債
務
者
が
任
意
に
履
行
し
な
い
た
め
に
執

行
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
区
別
説
の
根
拠
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
債
権
者
が
債
務
者
に
任
意
履
行
を
請
求
し
さ
え
す
れ
ば
債
務
者

は
直
ち
に
任
意
履
行
を
し
た
で
あ
ろ
う
に
、
債
権
者
は
請
求
を
す
る
こ
と
な
く
い
き
な
り
保
全
処
分
に
お
よ
び
、
債
務
者
は
保
全
処

分
執
行
後
に
直
ち
に
任
意
履
行
を
し
た
と
い
う
場
合
は
、
任
意
履
行
を
請
求
し
さ
え
す
れ
ば
債
務
者
は
直
ち
に
任
意
履
行
を
し
た
で

３

あ
ろ
う
こ
と
に
つ
き
債
権
者
に
故
意
ま
た
は
過
失
が
あ
れ
ば
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
と
解
す
べ
き
で
あ
訂
。
も
っ
と
も
こ
れ
は
保
全

の
必
要
性
の
有
無
に
か
か
わ
り
な
い
。

き
は
損
害
担
保
の
た
め
の
立
保
証
で
は
な
く
、
疎
明
代
用
の
立
保
証
ま
た
は
宣
誓
（
民
訴
法
二
六
七
条
二
項
）
に
よ
る
べ
き
も
の
と
す

べ
き
で
あ
る
。
結
局
、
立
法
論
と
し
て
は
、
民
訴
法
七
四
一
条
二
項
三
項
の
「
仮
差
押
ノ
理
由
」
な
る
文
言
は
削
除
す
べ
き
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
保
全
の
必
要
性
の
疎
明
が
な
い
の
に
保
全
処
分
を
発
令
す
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
。
保
全
訴
訟
で
は
保
全
の
必
要

性
の
審
理
に
重
点
が
置
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
強
制
執
行
法
三
九
○
条
は
保
全
の
必
要
性
の
疎
明
に
つ
い
て
は
立

保
証
に
よ
る
代
替
を
認
め
て
い
な
い
こ
と
を
思
う
べ
き
で
あ
ａ
ｄ

四
以
上
私
は
立
法
論
と
し
て
は
責
任
否
定
説
を
、
解
釈
論
と
し
て
は
悪
意
責
任
説
お
よ
び
損
害
算
定
に
お
け
る
区
別
説
を
と
る
。

し
か
し
こ
れ
は
ド
イ
ツ
の
区
別
説
が
い
う
よ
う
に
、
被
保
全
権
利
が
履
行
期
に
達
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
「
任
意
履
行
」
理
論
お

よ
び
「
早
す
ぎ
た
執
行
」
理
論
は
被
保
全
権
利
の
履
行
期
が
到
来
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
被
保
全
権

利
の
履
行
期
が
到
来
し
て
い
な
い
場
合
は
別
に
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
私
は
こ
の
場
合
は
、
被
保
全
権
利
と
保
全
の
必
要
性
の
双
方

が
備
わ
っ
て
初
め
て
債
務
者
に
対
す
る
干
渉
の
権
利
を
生
じ
さ
せ
る
の
で
あ
っ
て
、
保
全
の
必
要
性
は
被
保
全
権
利
と
同
価
値
の
意

２

義
を
有
す
る
と
考
え
訂
ｄ
し
た
が
っ
て
こ
の
場
合
は
等
置
説
を
と
る
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
私
の
立
場
で
は
無
過
失
責
任
説
を
と

る
べ
き
で
あ
る
。
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六
さ
て
私
は
被
保
全
権
利
の
欠
快
に
つ
い
て
は
無
過
失
責
任
説
を
と
っ
た
。
こ
の
こ
と
と
、
本
節
で
の
べ
た
立
法
論
と
は
予
盾
し

な
い
。
む
し
ろ
、
被
保
全
権
利
の
有
無
を
重
視
し
、
こ
れ
が
欠
け
て
い
れ
ば
常
に
債
権
者
が
す
べ
て
の
損
害
を
負
担
し
、
こ
れ
が
存

す
る
の
な
ら
常
に
債
務
者
が
す
べ
て
の
損
害
を
負
担
す
る
こ
と
で
両
者
は
整
合
的
で
あ
る
。

七
ま
た
私
は
被
保
全
権
利
の
欠
快
に
つ
い
て
、
発
令
の
迅
速
性
を
重
視
し
た
が
、
保
全
の
必
要
性
の
欠
快
に
つ
き
責
任
否
定
説
を

と
る
こ
と
は
発
令
の
迅
速
性
を
阻
害
し
な
い
。
保
全
の
必
要
性
を
欠
い
た
保
全
処
分
は
不
当
で
は
な
い
の
で
あ
り
、
債
務
者
を
被
保

全
権
利
な
き
執
行
の
危
険
に
さ
ら
す
必
要
が
あ
る
か
否
か
を
一
応
審
理
す
る
た
め
に
保
全
の
必
要
性
の
疎
明
が
要
求
さ
れ
て
い
る
に

す
ぎ
な
い
か
ら
、
発
令
裁
判
所
は
こ
れ
の
審
理
に
そ
れ
ほ
ど
慎
重
に
な
る
必
要
は
な
い
。
と
は
い
っ
て
も
保
全
訴
訟
で
は
保
全
の
必

要
性
の
審
理
に
重
点
が
置
か
れ
る
べ
き
で
は
あ
る
。

八
以
上
、
私
見
を
開
陳
し
た
が
ま
だ
試
論
の
域
を
出
な
い
。
諸
先
生
方
の
御
批
判
を
ま
っ
て
、
さ
ら
に
考
察
を
深
め
た
い
。
し
か

し
仮
り
に
私
見
が
ゆ
き
す
ぎ
で
あ
る
と
し
て
も
、
保
全
の
必
要
性
が
欠
け
て
い
た
場
合
に
無
過
失
責
任
を
認
め
る
の
も
こ
れ
ま
た
ゆ

き
す
ぎ
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

※
第
一
章
第
三
節
被
保
全
権
利
の
事
後
的
欠
映
は
都
合
に
よ
り
削
除
し
た
。
読
者
諸
氏
の
御
宥
恕
を
乞
う
次
第
で
あ
る
。

川
松
浦
馨
・
判
批
・
判
例
タ
イ
ム
ズ
三
一
五
号
一
三
七
頁
参
照
。

②
本
節
序
論
注
②
の
兼
子
博
士
の
「
実
体
的
仮
差
押
権
」
は
こ
の
場
合
に
の
み
肯
定
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
。

③
大
阪
地
判
大
正
一
一
一
年
一
○
月
二
七
日
法
律
新
聞
二
一
一
一
三
号
五
頁
は
、
保
全
の
必
要
性
が
欠
け
て
い
た
こ
と
を
認
め
、
し
か
し
そ
れ
に
つ

い
て
の
債
権
者
の
過
失
に
つ
い
て
認
定
す
る
こ
と
な
く
、
｜
回
の
請
求
を
も
な
さ
ず
突
然
仮
差
押
に
お
よ
ん
だ
の
は
仮
差
押
を
な
す
に
つ
き
要

す
る
相
当
の
注
意
を
怠
っ
た
も
の
で
あ
る
と
の
理
由
で
債
権
者
に
損
害
賠
償
を
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。


