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保
全
訴
訟
と
本
案
訴
訟

　
　
　
－
被
保
全
権
利
の
審
理
を
中
心
と
し
て
ー

1

　
本
論
文
は
、
保
全
訴
訟
に
お
け
る
審
理
の
あ
り
方
は
本
案
訴
訟
に
お
け

る
審
理
に
対
し
て
い
か
な
る
特
色
を
も
つ
べ
き
か
と
い
う
問
題
の
解
決
を

通
じ
て
、
保
金
訴
訟
こ
と
に
仮
処
分
の
本
案
化
と
い
う
病
理
現
象
の
克
服

手
段
を
老
究
し
た
も
の
で
あ
る
。
最
初
に
、
本
論
文
の
構
成
を
目
次
に
よ

っ
て
示
す
と
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
第
一
箪
　
序
文

　
　
第
一
節
　
保
全
訴
訟
制
度
の
展
開

　
　
第
二
節
　
保
全
訴
訟
と
本
案
訴
訟
の
計
量
的
関
係

　
　
　
第
一
款
　
ド
イ
ツ

　
　
　
第
二
款
　
日
本

　
　
　
第
三
款
　
両
国
の
比
較

　
　
第
三
節
　
保
全
訴
訟
の
本
案
化
と
本
案
の
先
取
り

　
　
第
四
節
本
書
〔
本
論
文
〕
の
構
成

野
　
　
村

秀
　
　
敏

第
二
章
　
日
本
法
の
現
状

第
一
節
　
昆
事
訴
訟

　
第
二
節
　
行
政
訴
訟

第
三
章
　
ド
イ
ツ
法

　
第
一
節
　
民
事
訴
訟

　
　
第
一
款
　
判
例
・
通
説
お
よ
ぴ
こ
れ
に
反
対
す
る
若
干
の
判
例
．

　
　
　
　
　
　
学
説

　
　
第
二
款
　
ラ
イ
ポ
ル
ト
の
所
説

　
　
第
三
款
　
ラ
イ
ポ
ル
ト
の
所
説
に
対
す
る
反
応

　
　
第
四
款
　
ピ
ー
ラ
ー
の
所
説

　
第
二
節
憲
法
訴
訟

　
第
三
節
行
政
訴
訟

　
　
第
一
款
執
行
停
止

　
　
第
二
款
　
仮
命
令

第
四
章
　
フ
ラ
ン
ス
法

泌
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第
一
節
　
民
事
訴
訟

　
　
第
一
款
　
一
九
七
一
年
改
正
前

　
　
第
二
款
　
一
九
七
一
年
改
正
後

　
第
二
節
行
政
訴
訟

　
　
第
一
款
執
行
停
止

　
　
第
二
款
行
政
レ
フ
ェ
レ

第
五
章
　
ア
メ
リ
カ
法

　
第
一
節
　
氏
事
訴
訟

　
　
第
一
款
ア
タ
ヅ
チ
メ
ン
ト

　
　
第
二
款
中
間
的
差
止
命
令
■

　
第
二
節
行
政
訴
訟

　
　
第
一
款
仮
救
済
制
度

　
　
第
二
款
中
閥
的
差
止
命
令

第
六
章
　
可
能
的
解
決
方
法
と
そ
の
適
否

　
第
一
節
可
能
的
解
決
方
法
の
摘
出

　
第
二
節
実
体
的
経
過
規
定

　
第
三
節
　
可
能
的
解
決
方
法
の
適
否

第
七
章
　
日
本
法
に
お
け
る
新
た
な
解
釈
論
の
根
拠
付
け
と
そ
の
適
用

　
第
一
節
　
民
事
訴
訟
法
典
自
体
の
解
決

　
　
第
一
款
厳
椿
な
先
取
り
審
理
の
非
必
然
性

　
　
　
一
　
文
理
解
釈

　
　
　
二
　
沿
革

　
　
第
二
款
未
決
処
分
の
許
容
性

　
　
　
一
　
疎
明

　
　
　
二
民
事
訴
訟
法
七
四
一
条

　
　
　
三
　
レ
フ
ェ
レ
と
仮
処
分

　
第
二
節
　
新
た
な
解
釈
論
の
根
拠
付
け

　
　
　
　
　
1
未
決
処
分
と
実
体
付
随
的
処
分
－

　
　
第
一
款
　
保
全
処
分
制
度
の
目
的

　
　
第
二
款
訴
訟
状
態
と
相
手
方
の
利
益

　
　
第
三
款
　
訴
訟
政
策
的
考
慮

　
第
三
節
　
新
た
な
解
釈
論
と
そ
の
要
件

　
　
第
一
款
二
つ
の
保
全
処
分

　
　
第
二
款
　
未
決
処
分

　
　
第
三
款
　
実
体
付
随
的
処
分

　
第
四
節
　
新
た
な
解
釈
論
の
適
用

　
　
第
一
款
　
回
避
的
仮
処
分
と
攻
撃
的
仮
処
分

　
　
　
一
　
係
争
物
に
関
す
る
仮
処
分
と
仮
の
地
位
を
定
め
る
仮
処
分

　
　
　
二
　
回
避
的
仮
処
分
と
攻
撃
的
仮
処
分

　
　
第
二
款
　
新
た
な
解
釈
論
と
仮
差
押
え
お
よ
ぴ

　
　
　
　
　
　
回
避
的
仮
処
分
・
攻
撃
的
仮
処
分

第
八
章
　
新
た
な
解
釈
論
と
若
干
の
特
殊
保
全
処
分

　
第
一
節
　
人
嬰
訴
訟
手
続
法
一
六
条
の
仮
処
分

　
第
二
節
　
行
政
事
件
訴
訟
法
二
五
条
小
執
行
停
止

第
九
章
終
章

　
第
一
節
　
要
約

　
第
二
節
　
立
法
論
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以
下
順
次
、
各
章
の
内
容
を
要
約
す
る
。

　
　
一
　
第
一
章
は
問
題
の
所
在
を
示
す
。
す
な
わ
ち
、
戦
後
、
保
全
処
分

制
度
は
脚
光
を
浴
ぴ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
の
制
度
の
運

用
に
際
し
て
は
、
一
方
で
効
果
的
に
迅
速
な
権
利
保
謹
を
保
障
せ
ん
と
の

目
標
と
、
他
方
で
保
全
訴
訟
の
本
案
訴
訟
に
対
す
る
付
随
性
お
よ
ぴ
そ
の

暫
定
性
（
仮
定
性
）
を
維
持
す
る
必
要
性
と
の
間
を
正
し
く
調
和
さ
せ
る

　
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
真
に
戦
後
保
全
処
分
制
度
が
頻
繁
に
用

　
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
を
み
る
た
め
に
、
毎
年
の
仮
差
押
え
・
仮

処
分
事
件
の
数
を
通
常
（
本
案
）
訴
訟
の
数
で
除
し
た
百
分
率
を
時
間
的

　
に
た
ど
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
力
ー
ブ
を
、
ド
イ
ツ
の
そ
れ
と
対

．
比
し
つ
つ
観
察
す
る
。
そ
う
す
る
と
、
日
本
に
お
い
て
も
ド
イ
ツ
に
お
い

　
て
も
右
の
力
ー
ブ
の
上
下
動
は
政
治
的
安
定
性
・
経
済
情
勢
に
依
存
し
て

　
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
う
る
が
、
戦
後
に
至
っ
て
特
に
保
全
処
分
の

利
用
度
が
高
ま
っ
た
と
い
う
論
者
の
主
張
は
誤
り
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
し
か
し
、
特
に
日
本
に
お
い
て
は
、
右
の
利
用
度
が
恒
常
的
に
高

　
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
確
認
さ
れ
え
、
そ
の
こ
と
は
、
保
金

訴
訟
が
本
案
訴
訟
へ
の
付
随
性
を
喪
失
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
、

審
間
請
求
権
の
侵
害
に
つ
な
が
る
お
そ
れ
を
惹
起
す
る
。
他
方
ま
た
、
そ

　
の
こ
と
は
、
保
全
訴
訟
に
お
け
る
審
理
が
よ
り
慎
重
な
も
の
と
な
る
こ
と

　
に
つ
な
が
り
、
そ
の
迅
速
性
が
犠
牲
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
も
示
唆
す
る
。

以
上
の
二
つ
の
現
象
は
特
に
仮
処
分
に
つ
い
て
著
し
い
も
の
で
あ
り
、
そ

　
の
た
め
「
仮
処
分
の
本
案
化
」
と
呼
ぱ
れ
る
の
が
常
で
あ
る
が
、
「
変
態

的
」
で
あ
り
、
好
ま
し
い
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
前
者
似
現
象
の
原

因
の
重
要
な
一
つ
は
、
保
全
訴
訟
に
お
け
る
敗
訴
当
事
者
が
本
案
訴
訟
に

お
け
る
逆
転
勝
訴
の
見
込
み
を
有
し
え
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
れ
故
、
保
全
訴
訟
に
よ
る
通
常
（
本
案
）
訴
訟
の
代
替
の
危
険
の

有
無
・
大
小
は
、
前
者
に
お
け
る
後
者
の
裁
判
内
容
の
先
取
り
の
有
無
・

程
度
に
依
存
し
て
い
る
と
恩
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
保
全
訴
訟
に
お
け
る
本

案
の
先
取
り
の
可
否
お
よ
ぴ
そ
れ
が
適
切
で
あ
る
と
し
た
ら
そ
の
程
度
い

か
ん
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
さ
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
＝
　
第
二
章
は
日
本
法
に
お
け
る
右
の
間
題
に
つ
い
て
の
判
例
・
学
説

の
状
況
を
概
観
す
る
。

　
ま
ず
、
民
事
訴
訟
法
上
の
仮
差
押
え
・
仮
処
分
の
領
域
に
お
い
て
は
、

本
案
の
見
込
み
す
な
わ
ち
被
保
全
権
利
の
存
否
の
審
理
に
つ
い
て
、
そ
の

法
律
面
に
つ
い
て
は
通
常
訴
訟
に
お
け
る
の
と
同
様
な
厳
格
な
審
理
が
要

求
さ
れ
、
事
実
面
に
つ
い
て
は
疎
明
で
足
り
る
と
す
る
の
が
判
例
・
通
説

の
立
場
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
判
例
・
通
説
は
、
保
全
処
分
が
債
務
者

に
与
え
る
不
利
益
が
大
き
い
程
、
被
保
全
権
利
の
存
在
に
つ
き
高
い
程
度

の
心
証
が
要
求
さ
れ
る
と
す
る
こ
と
が
あ
り
、
ま
た
、
利
益
衡
量
（
債
権

者
が
保
金
処
分
申
請
を
却
下
さ
れ
た
と
き
に
被
る
損
害
と
、
償
務
者
が
保

金
処
分
に
よ
り
被
る
損
害
の
比
較
衡
量
）
上
債
権
者
側
の
ま
さ
る
べ
き
こ

と
を
要
求
す
る
こ
と
が
あ
る
。
以
上
に
対
し
て
は
、
右
の
利
益
衡
量
と
債
権

者
に
よ
る
立
保
証
の
重
要
性
を
強
調
し
つ
つ
、
被
保
全
権
利
の
疎
明
が
な

く
と
も
仮
処
分
命
令
発
令
の
余
地
が
あ
る
と
す
る
見
解
が
対
立
し
て
い
る
。

　
次
に
、
行
訴
法
二
五
条
の
執
行
停
止
の
場
合
に
は
、
「
回
復
困
難
な
損

害
」
と
「
公
共
の
福
祉
に
対
し
て
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
」
と
に
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関
し
て
、
こ
れ
を
相
関
的
に
判
断
す
ぺ
し
と
す
る
立
場
と
、
一
応
両
者
を

切
り
離
し
た
上
で
、
金
銭
賠
償
の
受
忍
を
強
い
る
こ
と
が
不
能
な
損
筈
を

　
「
回
復
困
難
な
損
害
」
と
し
、
し
か
る
後
に
、
処
分
の
執
行
に
よ
り
申
立

人
の
被
る
損
害
を
や
む
を
え
な
い
と
さ
せ
る
程
の
利
益
が
存
在
す
る
か
否

か
の
観
点
か
ら
、
「
公
共
の
福
祉
に
対
す
る
重
大
な
影
響
を
及
ぽ
す
お
そ

れ
」
の
有
無
を
判
断
す
る
立
場
が
対
立
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
本
案
に
つ

い
て
理
由
が
な
い
と
み
え
る
と
き
」
に
あ
た
る
か
否
か
の
判
断
の
基
礎
と

な
る
事
実
は
疎
明
に
基
づ
い
て
認
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
法
律
上
の
問

題
点
に
つ
い
て
も
、
処
分
の
違
法
性
の
凝
い
が
多
少
と
も
存
す
る
よ
う
な

と
き
に
は
こ
れ
に
あ
た
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
最
後
の

要
件
は
、
少
な
く
と
も
、
前
二
者
の
要
件
の
い
ず
れ
か
と
関
連
さ
せ
て
考

え
ら
れ
て
い
る
。

　
三
　
第
三
章
は
ド
イ
ツ
法
の
状
況
を
概
観
す
る
。

　
ま
ず
、
民
事
訴
訟
法
上
の
仮
差
押
え
・
仮
処
分
に
関
す
る
判
例
・
通
説

は
、
日
本
の
そ
れ
と
同
様
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
対
し
て
は
、
事
実
に

つ
い
て
疎
明
で
足
り
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
法
偉
間
題
に
つ
い
て
も
首

尾
一
貫
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
つ
つ
、
本
案
の
請
求
が
明
ら
か
に
理
由

の
な
い
わ
け
で
は
な
い
場
合
に
は
、
利
益
衡
量
に
従
っ
て
保
全
処
分
命
令

発
令
の
可
否
を
決
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
ラ
イ
ポ
ル
ト
の
見
解
が
対
立
し

て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
見
解
も
、
本
案
の
講
求
に
理
由
あ
る
こ
と
が

明
白
で
あ
る
場
合
に
は
、
先
取
り
審
理
に
よ
る
保
全
処
分
命
令
を
肯
定
す

る
。
こ
の
ラ
イ
ポ
ル
ト
の
見
解
に
対
し
て
は
種
々
の
批
判
が
浴
ぴ
せ
ら
れ

た
が
、
そ
の
中
で
も
と
り
わ
け
注
目
に
値
す
る
の
は
ピ
ー
ラ
ー
の
そ
れ
で

あ
る
。
ビ
ー
ラ
ー
は
、
不
正
競
業
行
為
差
止
仮
処
分
と
（
一
定
の
範
囲
で
）

ス
ト
ラ
イ
キ
差
止
仮
処
分
の
場
含
に
は
、
制
度
保
護
と
い
う
観
点
か
ら
債

権
者
個
人
に
生
ず
る
損
害
を
間
題
と
す
る
こ
と
な
く
仮
処
分
命
令
は
容
易

に
発
令
さ
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
か
ら
、
利
益
衡
量
に
際
し
右
の
損
害
を

間
題
に
す
る
ラ
イ
ポ
ル
ト
の
見
解
は
不
適
当
で
あ
る
と
す
る
。

　
以
上
に
対
し
、
憲
法
訴
訟
上
の
仮
命
令
の
場
合
に
は
、
仮
差
押
え
・
仮

処
分
に
つ
い
て
の
ラ
イ
ポ
ル
ト
の
見
解
と
同
様
の
そ
れ
が
判
例
・
通
説
で

あ
る
。
同
じ
こ
と
は
、
行
政
訴
訟
上
の
執
行
停
止
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま

る
し
、
そ
の
よ
う
な
見
解
は
行
政
訴
訟
上
の
仮
命
令
に
つ
い
て
も
主
張
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
後
者
の
場
合
に
は
、
本
案
の
請
求
の
存
在
に
つ
い

て
の
優
越
的
蓋
然
性
を
要
求
す
る
見
解
も
存
在
す
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の

場
合
、
優
越
的
蓋
然
性
は
法
律
問
題
に
つ
い
て
も
そ
れ
で
十
分
で
あ
る
と

さ
れ
て
い
る
が
、
仮
差
押
え
・
仮
処
分
の
場
合
と
同
様
に
、
そ
の
厳
格
な

審
理
を
要
求
す
る
見
解
も
存
在
す
る
。

　
四
第
四
章
は
フ
ラ
ン
ス
法
の
状
況
を
概
観
す
る
。

　
ま
ず
、
民
事
訴
訟
上
の
保
金
処
分
制
度
と
し
て
レ
7
エ
レ
の
制
度
が
取

り
あ
げ
ら
れ
る
が
、
こ
の
制
度
は
一
九
七
一
年
九
月
九
日
の
デ
ク
レ
七
四

〇
号
に
よ
り
変
革
を
被
つ
て
い
る
の
で
、
そ
の
前
後
を
分
け
て
考
察
が
な

さ
れ
る
。
そ
し
て
、
前
提
と
し
て
レ
フ
ェ
レ
に
よ
り
ど
の
よ
う
な
処
分
が

命
ぜ
ら
れ
う
る
か
を
紹
介
し
た
後
、
本
論
文
の
テ
ー
マ
が
検
討
さ
れ
奄

そ
う
す
る
と
一
九
七
一
年
改
正
前
は
、
税
極
要
件
と
し
て
の
緊
急
性
の
存

在
を
前
提
と
し
た
上
で
、
仏
民
訴
法
八
〇
九
条
に
お
い
て
「
本
案
を
害
す

る
こ
と
の
禁
止
」
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
、
レ
フ
ェ
レ
の
裁
判
官
は
、
本

案
の
請
求
に
つ
き
ま
と
も
な
争
い
の
存
在
す
る
場
合
に
、
そ
れ
に
つ
い
て

判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
本
案
の
裁
判
所
に
予
断
を
与
え
て
は
な
ら
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な
い
と
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
場
合
に
は
、
賃
借
人
の
追
い
立

て
の
よ
う
な
一
定
の
事
実
ま
た
は
法
偉
状
態
の
確
定
を
必
要
的
前
提
と
し

て
い
る
処
分
は
命
ぜ
ら
れ
え
な
い
と
さ
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
そ
う
で
は

な
い
処
分
、
た
と
え
ぱ
係
争
物
保
管
人
の
任
命
は
そ
の
よ
う
な
場
合
に
こ

そ
適
切
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
一
九
七
一
年
改
正
後
は
、
法
文

上
「
本
案
を
害
す
る
こ
と
の
禁
止
」
と
い
う
文
言
は
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
。

し
か
し
、
多
く
の
見
解
は
そ
の
こ
と
に
よ
り
事
の
実
質
が
変
更
さ
れ
た
も

の
で
は
な
い
と
す
る
が
、
判
例
・
学
説
中
に
は
レ
フ
ェ
レ
の
裁
判
官
の
裁

判
権
は
微
妙
に
拡
張
さ
れ
た
と
す
る
も
の
が
あ
り
、
今
後
の
判
例
の
動
向

が
注
目
さ
れ
る
状
況
に
あ
る
。

　
次
に
、
行
政
訴
訟
上
の
執
行
停
止
に
関
し
て
は
、
回
復
困
難
な
損
害
と

本
案
勝
訴
の
も
っ
と
も
な
理
由
の
存
在
が
そ
の
要
件
と
さ
れ
て
い
る
。
し

た
が
ウ
て
、
申
立
人
の
本
案
勝
訴
の
見
込
み
に
つ
い
て
は
、
事
実
面
の
み

な
ら
ず
法
偉
上
の
問
題
点
に
つ
い
て
も
厳
椿
な
審
理
は
要
求
さ
れ
て
い
な

い
。
そ
し
て
、
行
政
レ
フ
ェ
レ
に
お
い
て
も
、
「
本
案
を
害
す
る
、
一
と
の

禁
止
」
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
、
本
案
に
つ
い
て
の
判
断
権
は
本
案
の
裁

判
所
に
留
保
さ
れ
て
お
ら
ね
ぱ
な
ら
ず
、
行
政
レ
フ
ェ
レ
の
裁
判
官
は
そ

れ
を
予
断
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
五
　
第
五
章
は
ア
メ
リ
カ
法
の
状
況
を
概
観
す
る
。

　
ま
ず
、
民
事
訴
訟
上
の
保
全
処
分
制
度
と
し
て
金
銭
償
権
の
執
行
保
全

制
度
た
る
ア
タ
ヅ
チ
メ
ン
ト
が
取
り
あ
げ
ら
れ
る
が
、
そ
の
令
状
発
行
の

た
め
に
は
、
制
定
法
上
そ
れ
を
認
め
る
根
拠
と
さ
れ
て
い
る
事
由
と
原
告

の
本
案
勝
訴
の
蓋
然
性
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
右
の
前
者
の
事
由
は
、

債
務
者
に
対
し
、
予
め
の
通
知
と
審
問
の
機
会
を
与
え
な
く
と
も
よ
い
と

さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
よ
う
な
機
会
を
与
え
な
い
こ
と
に
つ
い
て

の
差
押
債
権
者
の
利
益
が
、
目
的
財
産
を
差
押
え
を
受
け
ず
に
継
続
し
て

利
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
所
持
人
の
利
益
に
優
越
す
る
場
合
の
類
型
化

と
し
て
の
意
味
を
も
つ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
他
方
、
本
案
勝
訴
の
監

然
性
と
は
、
原
告
の
請
求
に
穂
極
的
に
理
由
が
あ
る
と
い
う
よ
り
は
、
消

極
的
に
理
由
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
っ
た
程
度
の
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
と
思
わ
れ
、
こ
の
こ
と
は
、
事
実
面
の
み
な
ら
ず
法
偉
面
に
つ
い
て

も
当
て
は
ま
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
次
に
、
中
間
的
差
止
命
令
の
場
合
に

は
、
償
い
え
な
い
損
害
発
生
の
お
そ
れ
、
便
宜
の
衡
量
に
お
け
る
原
告
側

の
優
越
、
公
の
利
益
が
そ
の
命
令
に
有
利
に
は
た
ら
く
こ
と
、
本
案
勝
訴

の
蓋
然
性
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
本
案
勝
訴
の
蓋
然
性
に
つ
い

て
は
ア
タ
ツ
チ
メ
ン
ト
の
そ
れ
に
つ
い
て
と
同
様
の
こ
と
が
い
い
え
、
ま

た
、
原
告
の
本
案
勝
訴
ま
た
は
敗
訴
が
明
白
で
あ
る
場
含
に
は
、
便
宜
の
衡

量
は
不
要
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
う
で
な
い
場
合
に
は
、
本
案
勝
訴
の
見
込
み

の
犬
小
は
便
宜
の
衡
量
の
一
フ
ァ
ク
タ
ー
と
な
る
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
行
政
訴
訟
上
の
保
全
処
分
制
度
と
し
て
仮
救
済
制
度
と
中
間

的
差
止
命
令
が
間
魍
と
な
る
が
、
こ
れ
ら
の
救
済
付
与
の
要
件
は
、
民
事

訴
訟
上
の
中
間
的
差
止
命
令
の
場
合
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。

　
六
第
六
章
は
、
比
較
法
の
虐
と
め
と
し
て
第
二
章
な
い
し
第
五
章
の

内
容
を
要
約
し
て
ど
の
よ
う
な
解
決
方
法
が
あ
り
う
る
か
を
示
し
た
後
、

実
体
的
経
過
規
定
と
い
う
考
え
方
を
考
察
す
る
。
す
な
わ
ち
、
保
金
訴
訟

に
お
け
る
裁
判
の
基
準
と
し
て
は
、
終
局
的
権
利
な
い
し
法
律
関
係
に
つ

い
て
不
明
確
が
存
在
す
る
場
合
に
、
そ
れ
が
明
ら
か
に
な
る
ま
で
の
経
過

時
期
に
妥
当
す
べ
き
規
律
を
用
い
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
が
実
体
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的
経
過
規
定
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
承
認
を
一
般
的
に

受
け
て
い
る
も
の
は
ド
イ
ツ
法
上
の
訂
正
記
事
請
求
権
に
関
す
る
規
定
だ

け
で
あ
り
、
ま
し
て
そ
の
よ
う
な
請
求
権
な
ど
を
実
定
法
上
有
し
な
い
日

本
法
に
お
い
て
は
、
本
論
文
の
テ
ー
マ
の
意
義
が
そ
れ
に
よ
っ
て
減
ず
る

こ
と
は
な
い
。
そ
こ
で
、
あ
り
う
る
も
の
と
し
て
示
さ
れ
た
解
決
方
法
の

う
ち
い
ず
れ
が
適
切
か
が
問
題
と
な
る
が
、
暫
定
的
な
も
の
と
し
て
以
下

の
よ
う
な
そ
れ
が
適
切
で
あ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
保
全
訴
訟
に
お
い

て
は
、
法
律
問
題
の
審
理
も
、
事
実
に
つ
い
て
と
同
様
に
、
通
常
訴
訟
に

お
け
る
程
の
厳
檎
さ
で
な
さ
れ
る
必
要
は
な
い
。
そ
の
代
わ
り
、
保
全
処

分
申
請
認
容
の
た
め
に
は
、
当
該
保
全
処
分
を
得
る
必
要
性
の
ほ
か
に
、

利
益
衡
量
に
お
け
る
債
権
者
側
の
優
越
が
必
要
で
あ
る
（
以
上
の
保
全
処

分
命
令
の
理
由
付
け
形
態
を
未
決
処
分
と
い
う
）
。
た
だ
し
、
例
外
的
に

既
に
保
全
訴
訟
に
お
い
て
、
償
権
者
な
い
し
申
立
人
の
本
案
勝
訴
が
明
白

で
あ
る
場
合
に
は
、
利
益
衡
量
は
要
求
さ
れ
な
い
（
こ
の
理
由
付
け
形
態

を
実
体
付
随
的
処
分
と
い
う
）
。
な
お
ま
た
、
債
権
者
な
い
し
申
立
人
の

本
案
敗
訴
が
明
白
で
あ
る
場
合
に
は
、
直
ち
に
保
全
処
分
申
講
は
却
下
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
。
他
方
、
償
権
者
な
い
し
申
立
人
の
本
案
勝
訴
の
見
込

み
の
大
小
は
、
利
益
衡
量
と
関
連
さ
せ
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

　
七
　
第
七
章
は
右
の
解
決
方
法
が
現
行
民
事
訴
訟
法
上
と
ら
れ
う
る
も

の
で
あ
る
か
を
検
討
す
る
。

　
ま
ず
、
実
定
法
規
範
た
る
民
事
訴
訟
法
典
が
第
一
の
手
掛
り
と
さ
れ
る
。

そ
う
す
る
と
、
そ
の
文
理
上
は
、
仮
差
押
え
・
係
争
物
に
関
す
る
仮
処
分

に
つ
い
て
は
本
案
の
見
込
み
の
先
取
り
審
理
が
命
ぜ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と

が
導
き
出
さ
れ
る
が
、
仮
の
地
位
を
定
め
る
仮
処
分
に
つ
い
て
は
そ
う
で

は
な
い
。
次
に
、
仮
差
押
え
・
係
争
物
に
関
す
る
仮
処
分
は
自
力
救
済
的

差
押
え
ま
た
は
現
行
犯
訴
訟
に
起
源
を
有
す
る
と
さ
れ
、
仮
の
地
位
を
定

め
る
仮
処
分
は
軍
〇
三
8
・
一
彗
に
起
源
を
有
す
る
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら

の
沿
革
か
ら
も
、
文
理
上
と
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
。
し
か
し
、
本
案
の

見
込
み
の
先
取
り
審
理
が
命
ぜ
ら
れ
る
と
は
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
疎
明
で

足
り
る
。
そ
し
て
そ
の
疎
明
は
、
請
求
の
事
実
面
の
み
な
ら
ず
そ
の
全
体

に
関
連
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
法
律
問
題
σ

厳
格
な
審
理
は
要
求
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
う
呑
。
ま
た
、
民
訴

法
七
四
一
条
二
項
、
三
項
は
、
疎
明
代
用
な
い
し
補
充
の
保
証
を
認
め
て

い
る
が
、
こ
れ
も
請
求
全
体
に
関
連
し
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
フ
ラ
ン
ス

法
上
の
レ
フ
ェ
レ
の
制
度
は
ド
イ
ツ
ひ
い
て
は
日
本
の
仮
処
分
制
度
の
背

景
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
お
い
て
「
本
案
を
害
す
る
こ
と
の
禁
止
」

と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
法
律
問
題
の
厳
楕
な
先
取
り
審

理
の
要
講
を
凝
問
と
さ
せ
る
。

　
第
二
に
、
実
定
法
規
範
外
の
観
点
か
ら
考
え
る
と
、
権
利
義
務
を
確
定

し
、
紛
争
を
終
局
的
に
終
結
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
た
め
に
か
か
る

時
間
的
間
陳
を
架
橘
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
保
全
処
分
制
度
の
目
的
か
ら
も
、

法
律
問
題
の
厳
格
な
先
取
り
審
理
の
要
請
は
で
て
こ
な
い
。
む
し
ろ
、
保

金
訴
訟
に
お
い
て
は
裁
判
所
は
緊
急
に
裁
判
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
の
で

あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
原
則
と
し
て
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
も
っ

と
も
、
こ
の
よ
う
に
す
る
と
保
全
処
分
命
令
は
非
常
に
弱
い
基
礎
に
基
づ

か
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
利
益
衡
量
が
な
さ
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

そ
し
て
さ
ら
に
、
保
全
訴
訟
に
よ
る
通
常
（
本
案
）
訴
訟
の
代
替
と
い
う

事
態
を
回
避
す
る
た
め
に
も
、
事
実
の
点
に
つ
い
て
の
み
な
ら
ず
、
法
律
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問
題
に
つ
い
て
も
厳
格
な
審
理
を
要
求
せ
ず
に
、
保
全
訴
訟
に
お
け
る
敗

訴
当
事
者
に
本
案
訴
訟
に
お
け
る
逆
転
勝
訴
の
見
込
み
を
残
し
て
お
く
ぺ

き
で
あ
る
。

　
以
上
に
よ
り
、
未
決
処
分
の
許
容
性
が
導
か
れ
た
が
、
必
ず
し
も
被
保

全
権
利
の
存
在
に
つ
き
事
実
お
よ
ぴ
法
律
問
題
の
複
雑
、
困
難
な
問
題
が

付
着
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
問
題
が
な
い
場
合
に
は
、

実
体
付
随
的
処
分
が
肯
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
右
の
未
決
処
分
の
場
合

に
は
、
債
権
者
の
本
案
勝
訴
の
見
込
み
な
い
し
被
保
全
権
利
の
存
在
が
一

応
確
か
ら
し
い
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
は
な
く
と
も
、

債
権
者
の
本
案
敗
訴
が
明
白
で
な
い
限
り
、
保
証
を
立
て
し
め
て
保
全
処

分
命
令
を
発
令
す
る
余
地
は
残
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
利
益
衡
量
が
必
要
で

あ
る
が
、
そ
れ
と
は
別
個
に
保
金
の
必
要
性
も
要
求
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

両
者
は
概
念
的
に
は
一
応
区
別
さ
れ
う
る
し
、
被
保
金
権
利
の
現
在
の
存

在
が
明
白
で
あ
っ
て
も
、
近
い
将
来
に
お
け
る
そ
の
遡
及
的
消
滅
が
疎
明

さ
れ
て
い
る
場
合
に
、
保
全
処
分
申
請
却
下
の
余
地
を
残
さ
な
け
れ
ぱ
な

ら
な
い
か
ら
で
あ
る
（
必
要
性
を
要
求
し
な
い
と
、
こ
の
場
合
利
益
衡
量

は
不
要
と
な
る
か
ら
、
直
ち
に
保
全
処
分
申
請
を
認
容
す
べ
き
こ
と
に
な

る
）
。
そ
し
て
、
債
権
者
の
本
案
勝
訴
の
見
込
み
の
大
小
は
、
利
益
衡
量

と
関
連
さ
せ
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
う
す
る
と
、
保
金
訴

訟
の
裁
判
所
が
本
案
の
裁
判
所
に
本
案
の
見
込
み
に
つ
い
て
予
断
を
与
え

る
こ
と
が
危
倶
さ
れ
る
し
、
そ
し
て
そ
も
そ
も
、
右
の
見
込
み
が
大
き
い

こ
と
を
利
益
衡
量
の
決
定
的
要
因
と
と
ら
え
る
以
外
に
そ
の
よ
う
な
こ
と

は
不
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
ま
た
、
利
益
衡
量
、

保
全
の
必
要
性
認
定
の
基
礎
と
し
て
は
、
公
益
的
損
害
、
第
三
者
に
生
ず

る
潰
害
も
顧
慮
さ
れ
る
ぺ
き
で
あ
る
か
ら
、
ビ
⊥
7
1
の
い
う
制
度
保
護

と
い
う
観
点
も
未
決
処
分
の
中
に
取
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
上
に

対
し
、
実
体
付
随
的
処
分
の
場
合
に
は
、
厳
椿
な
審
理
を
経
る
こ
と
な
く
、

事
実
お
よ
ぴ
法
律
上
の
点
に
つ
い
て
、
債
権
者
の
本
案
勝
訴
が
明
白
で
な

け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
利
益
衡
量
は
不
要
で
あ
る
が
、
保
全
の
必

要
性
は
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
を
要
求
し
な
い
と
、
債
務
者
に
不
当
な
損
害

を
及
ぱ
す
お
そ
れ
が
あ
る
等
の
不
都
合
を
生
じ
う
る
か
ら
で
あ
る
。

　
以
上
の
未
決
処
分
と
実
体
付
随
的
処
分
が
い
か
な
る
保
全
処
分
命
令
に

つ
い
て
適
用
可
能
か
を
、
次
に
検
討
す
る
。
こ
の
前
提
と
し
て
、
仮
処
分

の
分
類
が
な
さ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
ま
ず
、
係
争
物
に
関
す
る
仮
処
分
と

仮
の
地
位
を
定
め
る
仮
処
分
と
い
う
法
偉
の
条
文
に
結
ぴ
つ
け
ら
れ
た
分

類
が
あ
る
が
、
沿
革
か
ら
老
え
て
、
こ
れ
は
適
切
で
は
な
い
。
ま
た
、
執

行
保
全
の
仮
処
分
、
満
足
的
仮
処
分
と
い
う
分
類
も
、
執
行
保
全
の
仮
処

分
、
満
足
的
仮
処
分
、
そ
の
他
の
仮
処
分
と
い
う
分
類
も
適
切
で
は
な
い
。

つ
ま
り
、
「
満
足
」
の
意
味
の
と
ら
え
方
に
よ
っ
て
は
、
す
ぺ
て
の
保
全

処
分
が
満
足
的
と
な
っ
て
し
ま
い
、
そ
う
で
な
い
場
合
に
は
、
本
案
訴
訟

の
訴
訟
物
が
確
定
し
な
け
れ
ば
満
足
的
か
否
か
が
判
明
し
な
い
か
ら
で
あ

る
。
そ
う
す
る
と
結
局
、
こ
こ
で
の
分
類
が
何
の
た
め
に
な
さ
れ
る
の
か

と
い
う
目
的
に
鑑
み
る
と
、
相
手
方
に
与
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
損
害
の
大

小
に
よ
っ
て
分
類
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
債
権
者
の

法
的
財
貨
に
対
し
債
務
者
の
及
ぽ
さ
ん
と
し
て
い
る
攻
撃
に
よ
る
危
険
回

避
の
た
め
の
回
避
的
仮
処
分
と
、
員
的
物
の
獲
得
の
遅
延
か
ら
生
ず
る
危

険
を
回
避
す
る
た
め
の
攻
撃
的
仮
処
分
へ
の
分
類
が
適
切
で
あ
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
回
避
的
仮
処
分
、
攻
撃
的
仮
処
分
と
仮
差
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押
え
へ
の
未
決
処
分
と
実
体
付
随
的
処
分
の
適
用
可
能
性
が
問
題
と
な
り
、

と
り
わ
け
、
攻
撃
的
仮
処
分
へ
の
未
決
処
分
の
適
用
可
能
性
が
間
題
と
な

る
が
、
迅
速
な
裁
判
の
必
要
、
本
案
訴
訟
の
放
棄
の
回
避
と
い
う
要
請
は

こ
こ
で
も
妥
当
す
る
か
ら
、
右
の
す
べ
て
に
つ
い
て
未
決
処
分
、
実
体
付

随
的
処
分
は
適
用
さ
れ
る
ぺ
き
で
あ
る
。

　
八
　
第
八
章
は
、
右
の
未
決
処
分
、
実
体
付
随
的
処
分
と
若
干
の
特
殊

保
金
処
分
の
緒
ぴ
つ
き
を
考
察
す
る
。

　
ま
ず
、
人
訴
法
ニ
ハ
条
の
子
の
監
護
の
仮
処
分
に
つ
い
て
は
通
常
仮
処

分
説
と
特
殊
仮
処
分
説
の
対
立
が
あ
る
が
、
こ
の
仮
処
分
の
恭
理
の
対
象

は
、
婚
姻
取
消
し
・
離
婚
訴
訟
の
審
理
の
対
象
と
は
も
ち
ろ
ん
、
子
の
監

護
に
つ
き
必
要
な
塾
項
を
定
め
る
ぺ
き
旨
の
付
帯
の
申
立
て
に
対
す
る
手

続
の
審
理
の
対
象
と
の
間
に
も
、
同
一
性
な
い
し
前
者
が
後
者
の
手
続
に

お
け
る
裁
判
の
確
定
に
伴
い
当
然
生
ず
る
よ
う
な
利
益
を
内
容
と
し
て
い

る
と
い
う
関
係
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
特
殊
仮
処
分
説
が
正
当
で
あ
っ

て
、
右
の
仮
処
分
手
続
に
お
い
て
は
裁
判
官
の
自
由
裁
最
に
よ
り
必
要
と

認
め
ら
れ
る
処
分
が
命
ぜ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
、
未
決

処
分
、
実
体
付
随
的
処
分
は
問
題
に
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
次
に
、
行
訴
法
二
五
条
の
執
行
停
止
の
場
合
に
は
、
未
決
処
分
、
実
体

付
随
的
処
分
は
そ
の
ま
ま
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
「
回

複
困
難
な
損
害
」
が
、
仮
差
押
え
・
仮
処
分
に
お
け
る
保
金
の
必
要
性
に

対
応
す
る
。
次
に
、
未
決
処
分
に
お
け
る
利
益
衡
最
は
、
「
公
共
の
福
祉

に
重
大
な
影
響
を
及
ぽ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
」
と
い
う
要
件
を
通
じ
て

な
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
「
本
案
に
つ
い
て
理
由
が
な
い
と
み
え
る
と
き
」

が
消
極
要
件
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
本
案
の

理
由
の
な
い
こ
と
が
明
白
な
場
合
を
意
味
す
る
と
解
さ
れ
る
。
ま
た
、
申

立
人
の
本
案
勝
訴
が
明
白
な
場
合
に
は
、
明
白
に
違
法
な
処
分
の
執
行
は

公
共
の
福
祉
に
合
致
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
利
益
衡
量
を
捨
象
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
実
体
付
随
的
処
分
を
問
題
に
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
解
さ
れ
る
“

　
九
　
第
九
章
は
、
以
上
の
内
容
を
要
約
し
た
後
、
近
時
現
わ
れ
た
仮
差

押
え
．
仮
処
分
に
関
す
る
二
つ
の
改
正
草
案
の
本
論
文
の
内
容
に
関
係
あ

る
規
定
を
検
討
す
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
双
方
は
と
も
に
改
正
法
中
に
は

取
り
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
強
制
執
行
法
案
要
綱
案
第
二
次

試
案
第
三
一
五
と
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
委
員
会
報
告
書
の
九
三
五
条
、
九

三
七
条
の
規
定
を
検
討
し
、
そ
の
各
々
に
本
論
文
の
立
場
か
ら
み
て
問
魑

の
あ
り
う
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

皿

　
以
上
が
本
論
文
の
要
旨
で
あ
る
が
、
最
後
に
参
考
論
文
に
つ
い
て
簡
単

に
触
れ
て
お
く
。

　
参
考
論
文
1
（
「
い
わ
ゆ
る
満
足
的
仮
処
分
と
本
案
訴
訟
（
一
）
（
二
・

完
）
－
最
高
裁
昭
和
五
四
年
四
月
一
七
目
判
決
を
機
縁
と
し
て
1
」

成
域
法
挙
八
号
、
九
号
）
は
、
満
足
的
仮
処
分
の
執
行
お
よ
ぴ
そ
の
後
に

生
じ
た
新
事
態
が
本
案
訴
訟
の
審
理
に
い
か
な
る
影
響
を
及
ぼ
す
か
と
い

う
問
題
に
関
す
る
判
例
（
最
判
昭
和
五
四
・
四
・
一
七
民
集
三
三
巻
三
号

三
六
六
貢
）
に
つ
い
て
判
例
批
評
を
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
（
民
商
法
雑

誌
八
一
巻
五
号
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
一
八
号
昭
和
五
四
年
度
重
要
判
例
解

説
）
、
そ
れ
を
機
縁
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
は

301



一橋論叢 第90巻 第2号・（158）

右
の
間
題
の
ほ
か
、
被
保
金
権
利
が
仮
処
分
に
よ
る
満
足
以
外
の
事
由
に

よ
り
近
い
将
来
瀦
滅
し
て
し
ま
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
満

足
的
仮
処
分
の
許
否
、
目
的
物
の
債
権
者
へ
の
完
全
な
給
付
を
命
ず
る
仮

処
分
命
令
の
発
令
に
よ
り
本
案
訴
訟
の
訴
え
の
利
益
が
失
わ
れ
な
い
か
、

と
い
う
間
魍
も
論
じ
た
。
そ
し
て
ま
た
、
仮
執
行
お
よ
ぴ
そ
の
後
に
生
じ

た
新
事
態
と
控
訴
審
（
ま
た
は
異
議
手
続
）
の
審
理
の
関
係
、
仮
処
分
目

的
物
の
売
却
後
の
本
案
訴
訟
の
審
理
と
い
う
右
判
例
に
お
い
て
扱
わ
れ
た

問
題
と
の
関
連
問
題
に
つ
い
て
も
論
じ
た
。

　
次
に
、
参
老
論
文
皿
（
「
い
わ
ゆ
る
『
満
足
的
仮
処
分
』
概
念
の
存
在

意
義
」
私
法
四
四
号
）
は
、
昭
和
五
六
年
秋
に
行
な
わ
れ
た
私
法
学
会
に

お
け
る
報
告
の
要
旨
で
あ
る
が
、
私
は
本
論
文
お
よ
ぴ
参
考
論
文
1
を
執

筆
す
る
過
程
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
満
足
的
仮
処
分
と
い
わ
れ
る
も
の
に

つ
い
て
特
別
扱
い
を
す
る
こ
と
に
凝
問
を
抱
く
に
至
っ
た
の
で
、
幾
つ
か

の
問
題
点
に
即
し
て
そ
の
仮
処
分
の
存
在
意
義
を
探
っ
た
も
の
で
あ
る
。

〔
博
±
論
文
審
査
要
旨
〕

論
題

　
保
全
訴
訟
と
本
案
訴
訟

－
被
保
金
権
利
の
審
理
を
中
心
と
し
て
ー

論
文
審
査
掴
当
者

好川竹

美下井

滴守
光健夫

1
　
本
論
文
の
概
要

　
保
金
処
分
は
、
元
来
、
差
し
迫
っ
た
危
険
に
対
処
す
る
た
め
の
応
急
処

分
で
あ
る
の
に
、
そ
の
た
め
の
審
理
手
続
が
本
案
訴
訟
と
同
じ
く
懐
重
と

な
り
か
つ
長
期
化
す
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
保
金
訴
訟
の
本
案
化
の
現
象

が
現
わ
れ
て
す
で
に
久
し
い
。
本
諭
文
は
、
こ
の
保
金
訴
訟
の
本
案
化
の

傾
向
は
保
全
処
分
の
付
随
性
・
迅
速
性
に
反
す
る
ぱ
か
り
で
な
く
、
本
案

訴
訟
を
無
用
化
し
、
当
事
者
に
対
す
る
手
続
権
の
保
陣
の
不
十
分
な
手
段

に
よ
っ
て
、
実
体
権
の
存
否
の
争
い
に
最
終
的
に
断
を
下
す
結
果
と
な
る

危
険
を
は
ら
む
と
の
問
題
意
識
を
も
ち
、
こ
の
よ
う
な
現
象
の
生
じ
た
主

要
な
原
因
は
、
保
金
訴
訟
に
お
い
て
被
保
金
権
利
を
厳
格
に
審
理
す
る
こ

と
に
あ
る
と
し
、
こ
の
現
象
の
克
服
手
段
を
考
究
し
た
も
の
で
あ
る
。
、

　
ま
ず
、
本
論
文
の
構
成
を
示
せ
ぱ
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
　
第
一
章
　
序
章

　
　
　
第
二
章
　
日
本
法
の
現
状

　
　
　
第
三
章
ド
イ
ツ
法

　
　
　
第
四
章
　
フ
ラ
ン
ス
法

　
　
　
第
五
章
　
ア
メ
リ
カ
法

　
　
　
第
六
章
可
能
的
解
決
方
法
と
そ
の
適
否

　
　
　
第
七
章
　
日
本
法
に
お
け
る
新
た
な
解
釈
論
の
根
拠
付
け
と
そ

　
　
　
　
　
　
　
の
適
用

　
　
　
第
八
章
　
新
た
な
解
釈
論
と
若
干
の
特
殊
保
金
処
分

　
　
　
第
九
章
終
章

第
一
章
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、
西
ド
イ
ツ
の
事
情
と
対
比
し
つ
つ
、
通
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常
訴
訟
に
対
す
る
保
全
訴
訟
の
利
用
率
の
推
移
を
明
ら
か
に
し
て
、
わ
が

国
に
お
い
て
保
全
訴
訟
の
も
つ
意
義
の
大
き
い
こ
と
を
計
量
的
に
示
す
。

次
い
で
、
前
述
の
問
魍
意
識
に
基
づ
き
、
保
金
訴
訟
の
本
案
化
を
防
止
し
・

応
急
処
分
と
し
て
の
機
能
を
回
復
さ
せ
る
に
は
、
保
全
訴
訟
に
お
け
る
被

保
全
権
利
の
審
理
は
い
か
に
あ
る
ぺ
き
か
、
と
の
問
題
を
本
研
究
の
中
心

課
題
と
し
て
提
起
す
る
。

　
第
二
章
に
お
い
て
は
、
従
来
、
わ
が
国
で
、
こ
の
問
魑
が
ど
の
よ
う
に

考
え
ら
れ
て
来
た
か
を
概
観
し
、
通
説
お
よ
ぴ
そ
れ
に
従
う
実
務
は
、
被

保
全
権
利
の
審
理
を
、
そ
の
発
生
・
変
更
・
消
滅
の
原
因
た
る
事
実
に
関

す
る
側
面
と
、
そ
れ
を
基
礎
と
す
る
法
律
判
断
の
側
面
と
に
二
分
し
、
事

実
の
認
定
は
疎
明
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
法
偉
判
断
の
側
面
な
い
し
法

偉
問
題
の
審
理
は
通
常
訴
訟
と
同
じ
程
度
に
厳
格
に
な
さ
れ
る
べ
き
も
の

と
解
し
て
い
る
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
は
、
法
偉
的
側
面
を
も
含
め

被
保
金
権
利
の
存
否
の
審
理
全
体
を
、
一
応
の
確
か
ら
し
さ
の
判
断
を
得

ら
れ
る
程
度
に
と
ど
め
る
ぺ
き
で
あ
る
と
の
少
数
反
対
説
も
あ
り
、
ま
た

行
政
訴
訟
に
お
け
る
行
政
処
分
の
執
行
停
止
（
行
訴
法
二
五
条
）
の
場
合

に
は
、
本
案
の
請
求
の
理
由
の
な
い
こ
と
が
明
白
で
あ
れ
ぱ
執
行
停
止
の

決
定
は
な
し
え
な
い
が
、
少
し
で
も
そ
の
理
由
の
あ
る
可
能
性
が
認
め
ら

れ
れ
ぱ
、
そ
の
決
定
を
な
す
妨
げ
と
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
、
一
般
の
理

解
で
あ
る
と
い
う
。

　
第
三
章
か
ら
第
五
章
ま
で
は
、
比
較
法
的
考
察
に
あ
て
ら
れ
、
そ
れ
ぞ

れ
、
西
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
、
わ
が
国
の
保

全
訴
訟
に
対
応
す
る
裁
判
手
続
で
の
被
保
全
権
利
の
審
理
の
在
り
方
が
考

察
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
西
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
上
の
仮
差
押
え
・
仮
処
分

に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
と
同
じ
く
、
被
保
金
権
利
の
存
否
の
判

断
の
基
礎
と
な
る
事
実
の
認
定
は
疎
明
の
程
度
の
心
証
に
よ
る
が
、
法
律

間
魍
の
審
理
は
通
常
訴
訟
と
同
じ
に
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
が
・

通
説
．
判
例
の
見
解
で
あ
る
こ
と
、
し
か
し
、
こ
れ
に
は
、
近
時
有
カ
な

反
対
説
が
唱
え
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
る
等
、
一
般
的
に
西
ド
イ
ツ
の
理
論

状
況
は
わ
が
国
の
そ
れ
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
に
対
し
て
、
フ
ラ

ン
ス
民
事
訴
訟
法
上
の
レ
7
エ
レ
（
み
隷
思
）
（
急
速
審
理
手
続
）
に
お
い

て
は
、
「
本
案
を
害
す
る
こ
と
を
え
ず
」
　
（
畠
雲
冨
彗
O
…
肩
Φ
甘
9
0
0

彗
一
唱
巨
o
号
巴
）
と
の
原
則
が
認
め
ら
れ
、
そ
の
一
内
容
と
し
て
、
レ
フ

ェ
レ
の
手
続
に
お
け
る
裁
判
が
、
本
案
裁
判
所
に
予
断
を
与
え
て
は
な
ら

な
い
と
の
趣
旨
が
含
ま
れ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
が
示
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
各
州
法
上
認
め
ら
れ
て
い
る
ア
タ
ッ
チ
メ
ン

ト
（
津
富
g
目
。
鼻
）
（
不
動
産
・
動
産
の
仮
差
押
え
）
の
手
続
に
お
い
て

も
、
ア
タ
ヅ
チ
メ
ン
ト
令
状
の
発
布
の
基
礎
と
な
る
申
立
人
の
債
権
が
有

効
に
存
在
す
る
蓋
然
性
が
示
さ
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
通
常

訴
訟
に
お
い
て
要
求
さ
れ
る
程
高
度
の
も
の
で
は
な
い
と
解
さ
れ
、
さ

ら
に
、
連
邦
民
事
訴
訟
規
則
上
の
中
間
的
差
止
命
令
（
巨
訂
旨
o
鼻
o
q

一
．
一
一
冒
o
ま
自
）
の
手
続
で
も
、
申
立
人
の
本
案
勝
訴
の
見
込
み
は
、
事
実

面
．
法
偉
面
と
も
に
、
合
理
的
藍
然
性
（
冨
窒
o
冨
巨
o
肩
o
罫
g
斥
｝
）
の

程
度
を
要
求
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
の
が
通
常
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
。

　
第
六
章
に
お
い
て
は
、
前
章
ま
で
の
、
わ
が
国
の
状
況
の
概
観
お
よ
ぴ

比
較
法
的
考
察
に
基
づ
い
て
、
保
全
訴
訟
に
お
け
る
被
保
全
権
利
な
い
し

本
案
訴
勝
刀
見
込
み
の
審
理
の
在
り
方
に
関
す
る
諸
類
型
を
析
出
し
、
そ

れ
ら
を
比
較
検
討
し
て
、
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
る
。
す
な
わ
ち
、
「
傑
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全
訴
訟
に
お
い
て
は
、
法
律
問
題
の
審
理
も
、
事
実
に
つ
い
て
と
同
様
に
、

通
常
訴
訟
に
お
け
る
程
の
厳
格
さ
で
な
さ
れ
る
必
要
は
な
い
。
そ
の
代
わ

り
、
保
全
処
分
申
請
認
容
の
た
め
に
は
、
当
該
保
全
処
分
を
得
る
必
要
性

の
ほ
か
に
、
債
権
者
な
い
し
申
立
人
が
そ
の
申
講
を
却
下
さ
れ
た
場
合
に

被
る
で
あ
ろ
う
損
害
と
、
逆
の
場
合
に
被
申
立
人
が
被
る
で
あ
ろ
う
損
害

の
比
較
衡
量
に
お
い
て
、
前
者
の
方
が
大
で
あ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。

た
だ
し
、
例
外
的
に
既
に
保
全
訴
訟
に
お
い
て
、
債
権
者
な
い
し
申
立
人

の
本
案
勝
訴
の
見
込
み
が
明
白
で
あ
る
場
合
に
は
、
右
の
利
益
衛
量
は
要

求
さ
れ
な
い
。
な
お
ま
た
｝
債
権
者
な
い
し
串
立
人
の
本
案
敗
訴
が
明
白

で
あ
る
場
合
に
は
、
直
ち
に
保
全
処
分
申
請
は
却
下
さ
れ
る
ぺ
き
で
あ

る
。
L
と
い
・
つ
の
で
あ
る
。

　
第
七
章
は
、
右
の
縞
論
と
し
て
得
ら
れ
た
被
保
全
権
利
の
審
理
の
在
り

方
が
、
わ
が
現
行
民
事
訴
訟
法
の
解
釈
と
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
の
論
証

と
、
そ
の
解
釈
論
上
の
帰
結
が
、
民
事
訴
訟
法
上
の
保
金
処
分
の
う
ち
い

か
な
る
種
類
の
も
の
に
適
用
さ
れ
う
る
か
の
検
証
と
に
あ
て
ら
れ
る
。
ま

ず
、
民
事
訴
訟
法
上
の
規
定
の
文
理
、
保
全
処
分
制
度
の
目
的
、
保
全
処

分
が
必
要
と
さ
れ
る
状
況
等
か
ら
、
現
行
法
上
も
、
被
保
金
権
利
の
審
理

を
、
事
実
の
面
で
も
法
偉
問
題
に
つ
い
て
も
、
一
応
の
判
断
を
な
し
う
る

程
度
に
と
ど
め
、
保
金
処
分
の
許
否
が
そ
れ
ぞ
れ
両
当
事
者
に
与
え
る
影

響
の
比
較
衡
量
－
こ
れ
を
著
者
は
「
利
益
衡
量
」
と
呼
ぷ
1
を
中
心

と
し
て
、
発
令
の
許
否
を
決
す
る
と
の
審
理
方
式
に
よ
る
保
全
処
分
（
「
未

決
処
分
」
と
呼
ば
れ
る
）
が
許
さ
れ
る
と
し
、
他
方
、
被
保
全
権
利
の
存

在
が
事
実
お
よ
ぴ
法
律
問
魑
の
双
方
に
つ
き
凝
問
の
余
地
な
く
認
め
ら
れ

る
場
合
に
は
、
利
益
衡
量
に
よ
ら
ず
、
そ
れ
だ
け
で
保
全
処
分
の
発
令
が

是
認
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
故
、
保
全
処
分
に
は
、

右
の
「
未
決
処
分
」
と
、
こ
の
よ
う
に
、
被
保
全
権
利
つ
ま
り
実
体
権
の

存
在
の
確
信
を
基
礎
と
し
て
な
さ
れ
る
「
実
体
付
随
的
処
分
」
と
が
あ
る

と
さ
れ
て
い
る
。
次
い
で
、
保
全
処
分
の
う
ち
、
仮
処
分
は
、
そ
の
機
能

を
基
準
と
し
て
、
債
権
者
の
財
貨
に
対
す
る
相
手
方
に
よ
る
侵
害
の
危
険

の
回
避
を
目
的
と
す
る
回
避
的
仮
処
分
と
、
財
貨
取
得
の
遅
延
か
ら
生
ず

る
危
険
を
避
け
る
た
め
に
そ
の
早
期
の
取
得
を
目
的
と
す
る
攻
撃
的
仮
処

分
と
の
二
種
類
に
区
分
す
ぺ
き
で
あ
る
と
し
、
仮
差
押
え
お
よ
ぴ
こ
れ
ら

二
種
の
仮
処
分
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
、
「
未
決
処
分
」
「
実
体
付
随
的
処

分
」
が
あ
り
う
る
か
を
検
討
し
、
い
ず
れ
も
肯
定
さ
れ
る
ぺ
き
で
あ
る
と

す
る
。

　
こ
の
後
、
第
八
章
に
お
い
て
、
こ
の
二
つ
の
審
理
方
式
と
人
事
訴
訟
手

続
法
上
の
仮
の
処
分
、
行
政
事
件
訴
訟
法
上
の
執
行
停
止
と
の
関
係
を
述

ぺ
、
最
後
に
、
以
上
の
論
旨
を
要
約
し
、
若
千
の
立
法
論
に
言
及
し
て
終
る
。

2
　
本
論
文
の
評
価

　
ま
ず
、
本
論
文
の
長
所
と
し
て
、
次
の
諸
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
一
に
、
保
全
訴
訟
の
本
案
化
の
主
要
な
原
因
の
一
つ
が
、
被
保
全
権

利
の
審
理
に
際
し
、
法
律
問
題
に
つ
い
て
は
疎
明
は
あ
り
え
な
い
と
い
う

と
こ
ろ
か
ら
、
従
来
の
通
説
や
そ
れ
に
従
う
実
務
が
、
法
律
問
題
の
判
断

に
は
通
常
訴
訟
と
同
じ
正
確
性
が
要
求
さ
れ
る
と
考
え
、
そ
の
正
確
を
期

す
る
た
め
に
必
要
な
、
事
件
の
細
都
に
亘
る
事
実
の
調
査
を
も
審
理
の
範

囲
に
取
り
込
ん
で
来
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
し
、
法
律
間
題
の
審
理
も
一
応

の
確
か
ら
し
さ
を
保
障
す
る
程
度
で
足
り
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
点
で

40］
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あ
る
。
社
会
関
係
が
複
雑
化
し
、
微
妙
な
利
害
調
整
を
必
要
と
す
る
た
め
、

　
法
的
判
断
に
際
し
考
慮
す
べ
き
要
素
の
複
薙
多
様
な
事
件
や
、
社
会
の
急

激
な
変
化
に
よ
っ
て
、
適
用
さ
れ
る
べ
き
法
規
範
の
未
確
立
な
紛
争
の
多

発
す
る
今
日
で
は
、
法
偉
問
題
に
つ
い
て
の
判
断
の
正
確
を
期
そ
う
と
す

　
れ
ぱ
、
審
理
は
、
長
期
化
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
本
論
文
が
、
こ
の
関
係
を

　
わ
れ
わ
れ
に
認
識
せ
し
め
た
意
義
は
大
き
い
。

　
　
第
二
に
、
し
か
し
、
本
論
文
は
、
単
に
被
保
全
権
利
の
審
理
を
、
法
律

，
問
題
を
ふ
く
め
て
一
応
の
程
度
に
と
ど
め
て
、
保
全
処
分
の
迅
速
性
の
回

復
の
み
を
図
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
被
保
全
権
利
の
審
理
の
程
度
を
低

減
す
る
代
わ
り
に
、
保
全
処
分
の
発
令
の
許
否
を
、
申
立
て
が
不
当
に
認

容
さ
れ
ま
た
は
拒
否
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
債
務
者
ま
た
は
債
権
者
の
受

け
る
こ
と
あ
る
べ
き
損
害
の
性
質
・
程
度
の
比
較
衡
量
、
つ
ま
り
著
者
の

　
い
う
利
益
衡
量
に
か
か
ら
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
当
事
者
間
の
公
平
を
図
ろ

う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
成
る
程
、
こ
れ
ま
で
に
も
、
保
金
訴
訟
に
お

け
る
被
保
金
権
利
の
審
理
を
簡
略
化
す
べ
き
で
あ
る
と
の
見
解
が
金
く
な

か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
審
理
の

簡
略
化
の
結
果
生
じ
う
べ
き
幣
害
に
い
か
に
対
処
す
る
か
の
配
慮
が
、
ほ

と
ん
ど
示
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
第
三
に
、
本
論
文
は
、
右
の
よ
う
な
新
た
な
解
釈
諭
を
基
礎
づ
け
る
た

め
、
最
新
の
文
献
・
資
料
に
基
づ
き
、
西
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
の
保
金
処
分
制
度
を
調
査
し
、
こ
れ
ら
を
、
被
保
全
権
利
の
審

理
の
在
り
方
と
い
う
統
一
的
視
点
か
ら
分
析
・
整
理
し
て
い
る
。
確
か
に
、

こ
れ
ら
各
国
の
保
金
処
分
制
度
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
発

表
さ
れ
て
い
る
が
、
右
の
視
点
か
ら
相
互
に
此
較
検
討
し
た
毛
の
は
な
く
、

そ
の
意
味
で
、
一
つ
の
比
鮫
制
度
論
的
研
究
と
し
て
価
倣
を
有
す
る
の
み

で
な
く
、
ま
た
本
論
文
の
提
示
す
る
解
釈
論
が
、
比
較
法
的
に
見
て
、
決

し
て
根
拠
の
な
い
も
の
で
は
な
い
こ
と
も
示
し
て
い
る
。

　
な
お
、
ま
た
、
本
論
文
は
、
前
述
の
「
概
要
」
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う

に
、
一
つ
の
立
場
－
被
保
全
権
利
の
審
理
の
程
度
の
低
減
工
そ
れ
に
代

わ
る
利
益
衡
量
に
よ
る
保
全
処
分
の
発
令
　
　
を
終
始
一
貫
さ
せ
、
そ
の

立
場
か
ら
保
全
処
分
制
度
全
体
の
再
構
成
を
図
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の

こ
と
自
体
を
も
、
一
つ
の
長
所
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
で
あ
ろ

・
つ
o

　
し
か
し
、
本
論
文
を
民
事
訴
訟
法
の
解
釈
学
的
研
究
と
し
て
見
た
場
合
、

そ
こ
に
間
題
点
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

　
第
一
に
、
本
論
文
の
解
釈
論
上
の
結
論
を
支
え
る
重
要
な
理
論
的
支
柱

と
さ
れ
て
い
る
か
の
如
く
に
見
え
る
「
未
決
処
分
」
「
実
体
付
随
的
処
分
」

と
い
う
分
類
が
、
果
し
て
真
に
必
要
な
の
か
、
こ
の
分
類
の
意
義
が
ど
こ

に
あ
る
の
か
が
、
必
ず
し
も
十
分
に
論
証
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
こ

と
で
あ
る
。
保
全
処
分
の
発
令
の
許
否
を
判
断
す
る
に
際
し
て
は
、
著
者

の
い
う
利
益
衡
量
を
要
す
る
の
が
原
則
で
あ
る
が
、
被
保
全
権
利
の
存
在

が
単
な
る
疎
明
で
な
く
、
証
明
の
程
度
の
確
信
を
も
っ
て
認
定
で
き
る
と

き
は
こ
れ
を
要
し
な
い
、
と
い
う
だ
け
の
意
味
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

　
第
二
に
、
本
論
文
に
お
い
て
は
、
そ
の
い
う
と
こ
ろ
の
「
利
益
衡
量
」

を
、
被
保
全
権
利
の
存
在
、
保
全
の
必
要
と
並
ぷ
、
保
全
処
分
の
発
令
の

た
め
の
第
三
の
要
件
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
が
、
こ
れ
を
保
全
の
必
要

と
は
別
の
、
独
立
の
要
件
と
構
成
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
理
論
上
お
よ
ぴ

法
規
の
文
理
上
の
根
拠
は
、
必
ず
し
も
説
得
的
で
は
な
い
。
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第
三
に
、
本
論
文
は
、
保
全
処
分
制
随
を
一
体
と
し
て
考
察
の
対
象
と

し
て
い
る
た
め
、
保
全
訴
訟
の
本
案
化
の
原
因
、
本
案
化
の
評
価
、
本
論

文
の
提
噌
す
る
保
金
訴
訟
の
審
理
の
在
り
方
等
が
、
い
か
な
る
法
領
域
に

関
す
る
保
金
処
分
か
を
問
わ
ず
一
律
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
、

元
来
、
保
金
処
分
が
求
め
ら
れ
る
法
領
域
、
こ
と
の
検
討
を
要
す
る
筈
で
あ

り
、
そ
れ
は
、
著
者
に
残
さ
れ
た
今
後
の
課
題
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
結

論

以
上
の
よ
う
に
、
本
論
文
に
は
い
く
つ
か
の
問
題
点
が
あ
り
、

著
者
の

研
究
者
と
し
て
の
一
段
の
成
長
発
展
に
期
待
す
る
点
も
あ
る
と
は
い
え
、

本
諭
文
を
従
来
の
わ
が
国
に
お
け
る
保
全
処
分
制
度
の
研
究
の
水
準
か
ら

見
る
と
き
、
適
切
な
間
魑
提
起
、
そ
の
解
決
の
た
め
の
内
外
の
文
献
・
賞
．

料
の
分
析
・
整
理
、
そ
れ
を
基
礎
と
す
る
法
解
釈
論
上
の
提
言
な
ど
、
本

論
文
の
行
っ
た
学
問
的
貢
献
の
極
め
て
大
き
い
こ
と
は
疑
い
の
余
地
が
な

い
。
よ
っ
て
論
文
審
査
担
当
者
一
同
は
、
所
定
の
試
験
成
績
を
も
併
せ
考

慮
し
、
本
論
文
の
著
者
が
一
橋
大
学
法
学
博
士
の
学
位
を
受
け
る
に
値
す

る
も
の
と
認
定
す
る
。

　
　
　
昭
和
五
八
年
三
月
九
日
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