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二
　
ド
イ
ツ
法
の
状
況

２
　
判
例
の
動
向

（
２
）
分
析

①
概
要

本
稿
で
は
、
連
邦
通
常
裁
判
所
の
一
六
件
の
判
決
を
取
り
上
げ
た
が
、
こ
こ
で
、
ま
ず
、
そ
れ
ら
の
判
決
が
ど
の
よ
う
な
事
例
に
つ
い

て
判
断
し
た
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
請
求
の
相
手
方
の
責
任
の
成
否
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

物
権
的
請
求
権
の
相
手
方
（
二
・
完
）

―
―
自
然
力
に
よ
る
妨
害
を
め
ぐ
る
ド
イ
ツ
の
議
論
を
中
心
に
―
―堀

　
田
　
親
　
臣

一
　
は
じ
め
に

二
　
ド
イ
ツ
法
の
状
況

１
　
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
〇
〇
四
条
に
基
づ
く
請
求
権
と
そ
の
要
件

２
　
判
例
の
動
向
（
（1）
具
体
的
事
例
（
以
上
、
三
一
巻
四
号
））

３
　
学
説
の
動
向

４
　
小
括

三
　
若
干
の
検
討

四
　
今
後
の
課
題
（
以
上
、
本
号
）
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（
ア
）
事
例
類
型
の
概
要
　
　
一
六
件
の
判
決
の
中
で
、
そ
の
過
半
数
を
占
め
て
い
る
の
は
、
隣
接
す
る
土
地
に
植
わ
っ
て
い
る
樹
木
に

関
連
し
て
土
地
所
有
権
の
妨
害
が
問
題
と
な
っ
た
事
例
で
あ
る
（﹇
５
・
６
・
９
・
11
・
12
・
13
・
14
・
15
・
16
﹈
判
決
）。
こ
こ
で
、
こ

の
樹
木
関
連
の
妨
害
事
例
を
さ
ら
に
細
分
化
し
て
み
る
と
、
樹
木
の
倒
壊
に
よ
る
妨
害
が
問
題
と
な
っ
た
事
例
が
四
件
（﹇
５
・
９
・

14
・
15
﹈
判
決
）、
樹
木
の
根
の
侵
入
に
よ
る
妨
害
が
問
題
と
な
っ
た
も
の
が
二
件
（﹇
12
・
13
﹈
判
決
）、
そ
し
て
、
樹
木
の
枝
の
侵
入

や
そ
れ
に
伴
う
落
葉
が
問
題
と
な
っ
た
も
の
が
二
件
（﹇
11
・
16
﹈
判
決
）
等
と
な
っ
て
い
る
。

次
に
、
そ
の
他
の
事
例
類
型
と
し
て
は
、
隣
接
す
る
土
地
の
農
業
的
利
用
に
よ
る
土
地
所
有
権
の
妨
害
が
問
題
と
な
っ
た
事
例
が
三
件

（﹇
１
・
３
・
８
﹈
判
決
）、
そ
し
て
、
隣
接
地
か
ら
の
落
石
が
問
題
と
な
っ
た
事
例
が
二
件
（﹇
２
・
７
﹈
判
決
）
で
あ
る
。

（
イ
）
責
任
の
成
否
　
　
一
六
件
の
判
決
の
中
で
は
、
い
ず
れ
も
、
請
求
の
相
手
方
が
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
〇
〇
四
条
の
意
味
に
お
け
る
妨
害
者
と

し
て
責
任
を
負
う
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
判
示
さ
れ
て
い
る
。
以
下
で
は
、
そ
の
結
論
に
つ
い
て
の
裁
判
例
の
整
理
を
行
っ
た
上
で
、

事
例
類
型
に
対
応
し
た
責
任
の
成
否
を
ま
と
め
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
、
請
求
の
相
手
方
の
責
任
の
成
否
に
関
し
、
そ
れ
を
否
定
す
る
も
の
が
六
件
あ
る
（﹇
１
・
２
・
３
・
５
・
６
・
８
﹈
判
決
）。
こ

れ
に
対
し
、
請
求
の
相
手
方
が
妨
害
者
と
し
て
責
任
を
負
う
と
す
る
裁
判
例
は
九
件
あ
り
（﹇
４
・
７
・
９
〜
14
・
16
﹈
判
決
）、﹇
８
﹈

判
決
（
二
〇
〇
一
年
）
以
降
は
、
自
然
力
が
関
与
す
る
よ
う
な
妨
害
事
例
で
あ
っ
て
も
、
請
求
の
相
手
方
の
責
任
を
肯
定
す
る
裁
判
例
が

続
い
て
い
る
傾
向
が
み
て
と
ら
れ
る
（﹇
15
﹈
判
決
は
破
棄
差
戻
し
）。

次
に
、
こ
の
責
任
の
成
否
を
事
例
類
型
に
あ
て
は
め
て
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

（
i
）
樹
木
関
連
（
隣
接
地
の
樹
木
に
よ
る
土
地
所
有
権
の
妨
害
が
問
題
と
な
っ
た
事
例
）

Ａ
　
樹
木
の
倒
壊
…
【
否
定
例
】﹇
５
﹈
判
決

【
肯
定
例
】﹇
９
・
14
﹈
判
決
（﹇
15
﹈
判
決
は
破
棄
差
戻
し
）

⇔
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Ｂ
　
樹
木
の
根
の
侵
入
…
【
肯
定
例
】﹇
12
・
13
﹈
判
決
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｃ
　
樹
木
の
枝
の
侵
入
・
落
葉
…
【
肯
定
例
】﹇
11
・
16
﹈
判
決
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｄ
　
そ
の
他
（
樹
木
か
ら
の
害
虫
の
伝
播
）
…
【
否
定
例
】﹇
６
﹈
判
決
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
ii
）
農
業
関
連
（
隣
接
地
の
農
業
的
利
用
に
よ
り
土
地
所
有
権
の
妨
害
が
問
題
と
な
っ
た
事
例
）

【
否
定
例
】﹇
１
・
３
・
８
﹈
判
決
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
iii
）
落
石
関
連
（
隣
接
地
か
ら
の
落
石
に
よ
る
土
地
所
有
権
の
妨
害
が
問
題
と
な
っ
た
事
例
）

【
否
定
例
】﹇
２
﹈
判
決

【
肯
定
例
】﹇
７
﹈
判
決
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
iv
）
そ
の
他
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

【
肯
定
例
】﹇
４
﹈
判
決
（
隣
接
地
に
設
け
ら
れ
た
庭
池
に
定
住
す
る
こ
と
に
な
っ
た
カ
エ
ル
の
鳴
き
声
に
よ
る
騒
音
妨
害
が
問

題
と
な
っ
た
事
例
）

﹇
10
﹈
判
決
（
水
道
管
の
破
裂
に
よ
る
浸
水
が
問
題
と
な
っ
た
事
例
）

以
上
、
本
項
で
は
、
判
例
の
概
要
に
つ
き
、
事
例
類
型
及
び
責
任
の
成
否
と
い
う
点
で
の
整
理
を
行
っ
た
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
そ

れ
ら
を
踏
ま
え
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
〇
〇
四
条
に
基
づ
く
請
求
権
の
各
要
件
（「
侵
害
要
件
」
及
び
請
求
の
相
手
方
と
し
て
の
「
妨
害
者
」）
に

つ
き
、
判
例
の
動
向
を
整
理
・
分
析
す
る
こ
と
に
す
る
。

②
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
〇
〇
四
条
の
意
味
に
お
け
る
侵
害
要
件
の
充
足

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
の
判
例
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
〇
〇
四
条
の
所
有
権
侵
害
と
い
う
要
件
に
つ
い
て
、「
請
求
の
相
手
方
が
妨

害
者
と
し
て
責
任
を
負
う
」
と
い
う
こ
と
を
要
求
す
る
（﹇
１
﹈
判
決
他
多
数
）。﹇
１
﹈
判
決
で
は
、
こ
れ
に
関
連
し
て
、
ラ
イ
ヒ
裁
判

⇔
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所
及
び
連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
例
と
し
て
、「
・
・
・
侵
害
は
、
少
な
く
と
も
、
間
接
的
に
、
所
有
者
又
は
占
有
者
の
意
思
に
還
元
さ
れ

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
の
判
示
も
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
ド
イ
ツ
の
判
例
に
よ
る
と
、「
も
っ
ぱ
ら
自
然
力
に

よ
っ
て
」
引
き
起
こ
さ
れ
た
と
評
価
さ
れ
る
侵
害
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
〇
〇
四
条
の
要
件
を
充
た
さ
な
い
と
解
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
（
例
え

ば
﹇
３
﹈
判
決
）。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
侵
害
要
件
の
解
し
方
を
基
礎
に
お
く
ド
イ
ツ
判
例
の
近
時
の
到
達
点
を
理
解
す
る
こ
と
と
の
関
係
で
は
、
ヴ

ェ
ン
ツ
ェ
ル
（W

enzel
）
に
よ
っ
て
、﹇
８
﹈
判
決
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る

（
20
）

。
そ
こ
で
、
以
下
で

は
、
こ
の
侵
害
要
件
に
関
す
る
よ
り
詳
細
な
判
例
の
動
向
に
つ
き
、﹇
８
﹈
判
決
の
前
後
に
分
け
て
、
考
察
を
進
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
ア
）﹇
８
﹈
判
決
ま
で
　
　
﹇
８
﹈
判
決
ま
で
の
判
例
は
、
侵
害
が
も
っ
ぱ
ら
自
然
力
に
還
元
さ
れ
る
と
き
に
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
〇
〇
四
条

の
要
件
は
充
た
さ
れ
な
い
と
し
つ
つ
も
、
し
か
し
、
自
然
力
（
自
然
現
象
）
が
引
き
起
こ
し
た
土
地
所
有
権
の
妨
害
が
問
題
と
な
る
事
例

に
つ
き
、
次
の
よ
う
な
場
合
に
限
っ
て
、
請
求
の
相
手
方
（
具
体
的
に
は
、
例
え
ば
、
そ
の
妨
害
の
発
生
し
て
い
る
土
地
の
所
有
者
）
の

Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
〇
〇
四
条
に
基
づ
く
責
任
を
認
め
て
い
た
。
つ
ま
り
、

（
i
）（
妨
害
の
発
生
し
て
い
る
土
地
の
）
所
有
者
が
、
自
ら
の
行
為
も
し
く
は
土
地
の
性
状
を
人
為
的
に
変
更
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ

の
侵
害
を
可
能
な
ら
し
め
た
場
合
、
又
は
、

（
ii
）
そ
の
所
有
者
の
義
務
に
違
反
し
た
不
作
為
に
よ
っ
て
、
初
め
て
そ
の
侵
害
が
引
き
起
こ
さ
れ
た
場
合

で
あ
る
。

裁
判
所
の
具
体
的
判
断
を
み
る
と
、
責
任
肯
定
例
で
あ
る
﹇
４
・
７
﹈
判
決
で
は
、
請
求
の
相
手
方
に
よ
っ
て
設
置
・
維
持
管
理
さ
れ

て
い
る
庭
池
と
そ
こ
に
定
着
し
た
カ
エ
ル
の
鳴
き
声
に
よ
る
騒
音
侵
害
（﹇
４
﹈
判
決
）、
及
び
、
採
掘
措
置
の
結
果
生
じ
る
に
至
っ
た
急

勾
配
の
傾
斜
地
と
そ
こ
か
ら
の
落
石
の
危
険
に
よ
る
侵
害
（﹇
７
﹈
判
決
）
に
つ
き
、
そ
れ
ら
が
い
ず
れ
も
請
求
の
相
手
方
（
そ
の
土
地
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の
所
有
者
）
の
意
思
に
還
元
さ
れ
う
る
と
の
判
断
が
な
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
責
任
否
定
例
で
あ
る
﹇
１
・
２
・
３
・
５
・
６
﹈
判
決
で
は
、
農
地
の
際
に
不
可
欠
な
耕
作
方
法
及
び
そ
れ

に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
地
表
面
の
変
化
に
よ
る
土
地
所
有
権
の
妨
害
（﹇
１
・
３
﹈
判
決
）、
人
の
手
の
入
っ
て
い
な
い
傾
斜
地
か
ら
の

落
石
の
危
険
に
よ
る
妨
害
（﹇
２
﹈
判
決
）、
抵
抗
力
の
あ
る
樹
木
が
も
っ
ぱ
ら
異
常
な
強
さ
の
嵐
に
よ
っ
て
初
め
て
倒
壊
し
た
こ
と
に
よ

る
妨
害
（﹇
５
﹈
判
決
）、
そ
し
て
、
隣
地
に
植
わ
っ
て
い
る
樹
木
か
ら
の
害
虫
の
伝
播
に
よ
る
妨
害
（﹇
６
﹈
判
決
）
に
つ
き
、
請
求
の

相
手
方
（
土
地
の
所
有
者
、﹇
１
﹈
判
決
は
賃
借
人
）
は
妨
害
者
と
し
て
責
任
を
負
わ
な
い
と
判
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
裁
判
所
の
個
別
・
具
体
的
判
断
を
み
る
と
、
如
何
な
る
事
例
が
前
記
（
i
）（
ii
）
の
場
合
に
該
当
す
る
の
か
が
必
ず
し

も
明
ら
か
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
特
に
、
そ
れ
は
、
農
地
に
関
す
る
﹇
１
・
３
﹈
判
決
と
隣
地
か
ら
の
落
石
に
関
す
る
﹇
７
﹈
判
決

と
を
対
比
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
ろ
う

（
21
）

。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
判
決
で
は
、
い
ず
れ
も
「
人
に
よ
る
土
地
の
利
用
」
が
問
題
と

な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
が
、﹇
１
・
３
﹈
判
決
で
は
、
人
に
よ
る
農
地
の
農
業
的
利
用
が
「
通
常
の
耕
作
方
法
の
範
囲
内
」
で
あ
る
限

り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
地
表
面
の
変
化
等
が
あ
り
妨
害
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
当
該
土
地
の
「
自
然
の
特
性
」
と
し
て
責

任
が
否
定
さ
れ
る
（
＝
（
i
）（
ii
）
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
）
の
に
対
し
、﹇
７
﹈
判
決
は
、
採
掘
措
置
と
い
う
傾
斜
地
の
経
済
的
利

用
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
落
石
の
危
険
を
「
人
の
手
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
傾
斜
地
の
変
更
の
結
果
」
と
し
、
こ
れ
は
傾
斜
地
の
自
然
の

性
状
か
ら
導
か
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
責
任
を
肯
定
す
る
の
で
あ
る
。

（
イ
）﹇
８
﹈
判
決
以
降
　
　
そ
れ
で
は
、
次
に
、﹇
８
﹈
判
決
以
降
の
判
例
の
動
向
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

﹇
８
﹈
判
決
は
、
ま
ず
、﹇
１
・
３
・
６
﹈
判
決
を
引
用
し
て
、「
も
っ
ぱ
ら
自
然
力
に
還
元
さ
れ
る
侵
害
が
あ
る
土
地
か
ら
発
生
し
て

い
る
と
き
に
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
〇
〇
四
条
の
要
件
は
充
た
さ
れ
な
い
」
と
い
う
従
来
の
判
例
の
立
場
を
確
認
す
る
。
こ
こ
で
、
同
判
決
は
、
こ

の
従
来
の
判
例
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
解
釈
を
提
示
す
る
。
つ
ま
り
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
〇
〇
四
条
に
基
づ
く
請
求
権
が
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認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、「
所
有
権
侵
害
が
少
な
く
と
も
間
接
的
に
請
求
の
相
手
方
の
意
思
に
還
元
さ
れ
る
こ
と
」
が
要
件
と
さ
れ
、
請

求
の
相
手
方
の
不
作
為
に
よ
っ
て
そ
の
侵
害
が
引
き
起
こ
さ
れ
た
際
に
は
、
請
求
の
相
手
方
に
行
為
義
務
（
相
応
の
保
全
義
務

（V
erkehrssicherungspflicht

））
が
存
す
る
と
き
に
の
み
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
〇
〇
四
条
の
問
題
と
な
る
。
要
す
る
に
、
こ
こ
で
は
、
相
応
の
保

全
義
務
が
請
求
の
相
手
方
に
課
さ
れ
る
か
ど
う
か
が
問
題
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
り
、
侵
害
が
も
っ
ぱ
ら
自
然
力
に
還
元
さ
れ
る
と
き
と

は
、
そ
も
そ
も
請
求
の
相
手
方
に
そ
の
よ
う
な
保
全
義
務
を
課
す
こ
と
で
き
な
い
場
合
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、﹇
８
﹈
判
決
に
先
行
す
る
﹇
５
・
６
﹈
判
決
に
も
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
前
述
し
た

ヴ
ェ
ン
ツ
ェ
ル
及
び
﹇
11
﹈
判
決
で
も
、﹇
８
﹈
判
決
が
そ
れ
以
降
の
連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
断
に
お
い
て
、
重
要
な
基
点
と
な
っ
た
と

の
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る

（
22
）

。
そ
し
て
、﹇
11
﹈
判
決
で
は
、﹇
８
﹈
判
決
を
さ
ら
に
進
展
さ
せ
、
前
述
し
た
「
保
全
義
務
」
に
関
し
、
個
々

の
事
例
状
況
に
応
じ
、「
公
法
及
び
私
法
上
の
相
隣
法
の
規
律
」、
そ
し
て
、「
隣
接
す
る
土
地
の
利
用
方
法
及
び
妨
害
の
予
防
的
制
御
可

能
性
」
を
基
準
と
し
て
、
そ
の
有
無
を
判
断
す
べ
き
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
具
体
的
に
、
こ
の
よ
う
な
基
準
に
照
ら
し
て
、
裁
判
所
の
判
断
を
み
て
い
く
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

（
i
）
樹
木
の
倒
壊
に
よ
る
侵
害
事
例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

﹇
９
﹈
判
決
…
老
化
に
よ
り
樹
木
が
も
は
や
十
分
な
抵
抗
力
を
喪
失
h
そ
の
所
有
者
は
当
該
樹
木
を
切
り
倒
す
義
務
を
負
っ
て
い
た
　
　

﹇
14
﹈
判
決
…
隣
地
所
有
者
が
掘
削
措
置
を
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
樹
木
の
安
定
性
を
奪
っ
た
h
侵
害
の
原
因
は
隣
地
所
有
者
の
行
為

﹇
15
﹈
判
決
…
病
気
に
よ
り
樹
木
が
も
は
や
そ
の
安
定
性
を
喪
失
し
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
つ
い
て
、﹇
９
﹈
及
び
﹇
11
﹈
判
決
の
考

え
方
が
妥
当
す
る
旨
判
示
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
ii
）
樹
木
の
根
・
枝
の
侵
入
等
に
よ
る
侵
害
事
例
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﹇
11
﹈
判
決
…
松
の
枝
の
侵
入
と
松
ぼ
っ
く
り
の
落
下
＝
自
然
な
エ
ミ
ッ
シ
オ
ン
を
伴
っ
た
土
地
の
植
生
h
こ
こ
で
は
、
そ
れ
が
、
通

常
の
方
法
で
の
土
地
の
耕
作
、
及
び
相
隣
法
に
と
っ
て
決
定
的
な
役
割
を
果
た
す
相
互
配
慮
の
要
請
に
適
う
か
ど
う
か

が
重
要
、
し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
本
件
で
は
、
松
は
境
界
か
ら
の
距
離
に
関
す
る
ラ
ン
ト
の
関
連
規
定
に
違
反
し

て
維
持
管
理
さ
れ
て
い
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

﹇
12
﹈
判
決
…
桜
の
根
の
侵
入
に
よ
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
タ
イ
ル
の
上
昇
と
い
う
侵
害
h
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
所
有
者
が
責
任
を

負
う
か
ど
う
か
は
、
樹
木
の
あ
る
土
地
の
利
用
が
通
常
の
方
法
で
の
耕
作
の
範
囲
内
に
維
持
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
が

重
要
、
そ
し
て
、
本
件
で
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
九
〇
三
条
に
含
ま
れ
る
基
本
思
想
か
ら
、
そ
の
所
有
者
は
、
樹
木
の
根
が
そ
の

土
地
の
境
界
を
越
え
て
伸
び
な
い
よ
う
配
慮
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
判
示
　
　
　
　
　
　
　

﹇
13
﹈
判
決
…
赤
松
の
根
の
侵
入
と
そ
れ
に
よ
る
侵
害
h
Ｂ
Ｇ
Ｂ
九
一
〇
条
か
ら
、
そ
の
所
有
者
は
、
樹
木
の
根
が
そ
の
境
界
を
越
え

て
伸
び
、
そ
し
て
、
隣
接
土
地
の
利
用
を
侵
害
す
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
配
慮
す
べ
き
で
あ
っ
た
、
そ
し
て
、
本
件

で
も
、
樹
木
の
あ
る
土
地
の
利
用
が
通
常
の
方
法
で
の
耕
作
の
範
囲
内
に
維
持
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
が
重
要
、
本
件

で
は
、
赤
松
は
境
界
か
ら
の
距
離
に
関
す
る
ラ
ン
ト
の
関
連
規
定
に
違
反
し
て
維
持
管
理
さ
れ
て
い
た

﹇
16
﹈
判
決
…
樹
木
の
枝
の
侵
入
と
そ
れ
に
よ
る
侵
害
h
Ｂ
Ｇ
Ｂ
九
一
〇
条
に
よ
る
と
、
そ
の
所
有
者
は
、
樹
木
の
突
出
し
た
枝
が
隣

人
を
侵
害
し
な
い
よ
う
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
が
、
容
認
）

（
iii
）
そ
の
他
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

﹇
10
﹈
判
決
…
水
道
管
＝
土
地
の
工
作
物
の
一
部
h
そ
の
破
裂
に
よ
る
侵
害
（
浸
水
）
は
、
回
避
可
能
で
あ
り
、
か
つ
、
誰
に
も
支
配

で
き
な
い
自
然
現
象
の
結
果
で
は
な
い
（
水
道
管
の
破
裂
＝
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
三
六
条
の
意
味
に
お
け
る
土
地
と
結
合
し
た
土

地
の
工
作
物
の
「
一
部
の
剥
離
（
崩
壊
）」
と
み
な
し
う
る
）
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ま
ず
、
樹
木
自
体
が
そ
の
抵
抗
力
・
安
定
力
を
喪
失
し
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
、
判
例
は
、
そ
の
所
有
者
に
当
該
樹
木
を
切
り
倒
す
等

の
義
務
が
あ
る
と
判
示
し
、
そ
の
義
務
違
反
が
あ
れ
ば
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
〇
〇
四
条
の
責
任
も
認
め
ら
れ
る
と
す
る
（﹇
９
・
15
﹈
判
決
）。

次
に
、
樹
木
の
根
等
の
侵
入
事
例
に
関
し
て
、
判
例
は
、（
i
）
境
界
か
ら
の
距
離
に
関
す
る
公
法
上
の
相
隣
関
係
の
規
定
に
違
反
し

て
い
る
場
合
に
も
、
請
求
の
相
手
方
の
義
務
違
反
が
あ
る
と
し
（﹇
11
・
13
﹈
判
決
）、
ま
た
、（
ii
）
私
法
上
の
相
隣
関
係
に
関
す
る
規

定
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
九
〇
三
条
、
九
一
〇
条
等
）
か
ら
、
土
地
利
用
に
つ
い
て
の
相
互
配
慮
義
務
を
導
き
出
し
、
そ
の
義
務
違
反
が
認
め
ら
れ
る

よ
う
な
場
合
（
直
接
に
は
﹇
12
・
16
﹈
判
決
。
な
お
、﹇
11
・
13
﹈
判
決
で
も
考
慮
さ
れ
て
い
る
）
に
も
、
請
求
の
相
手
方
の
責
任
を
肯

定
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、﹇
８
﹈
判
決
以
降
の
判
例
の
動
向
を
み
る
と
、
ヴ
ェ
ン
ツ
ェ
ル
が
指
摘
し
て
い
た
よ
う
に

（
23
）

、
最
近
の
連
邦
通
常
裁
判
所

の
判
断
で
は
、「
あ
る
侵
害
が
も
っ
ぱ
ら
自
然
力
に
起
因
す
る
か
ど
う
か
」
と
い
う
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
重
要
で
は
な
く
な
り
、「
侵
害
の
発

生
し
て
い
る
土
地
の
所
有
者
に
そ
の
責
任
を
負
わ
せ
る
た
め
の
事
実
上
の
根
拠
（Sachgründe

）
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
」、
特
に
「
相
隣

共
同
体
関
係
か
ら
、
保
全
義
務
、
つ
ま
り
起
こ
り
う
る
侵
害
を
阻
止
す
る
た
め
の
義
務
が
（
当
該
所
有
者
に
）
生
じ
る
か
ど
う
か
」
と
い

う
こ
と
が
重
要
視
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
が
み
て
と
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
の
判
例
に
お
い
て
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
〇
〇
四
条
の
意
味
に
お
け
る
侵
害
要
件
の
充
足
に
つ

い
て
は
、
請
求
の
相
手
方
と
な
る
妨
害
者
と
い
う
要
件
と
非
常
に
密
接
に
関
連
付
け
て
、
そ
の
判
断
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で

き
よ
う
。

③
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
〇
〇
四
条
の
意
味
に
お
け
る
妨
害
者

こ
こ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
近
時
の
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
〇
〇
四
条
の
責
任
の
成
否
に
関
す
る
判
例
の
動
向
を
み
る
と
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
Ｂ

Ｇ
Ｂ
一
〇
〇
四
条
の
意
味
に
お
け
る
妨
害
者
と
は
ど
の
よ
う
な
者
を
意
味
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
最
も
重
要
な
問
題
と
な
る
。
そ
こ
で
、
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ま
ず
、
以
下
で
は
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
各
裁
判
例
に
お
け
る
妨
害
者
資
格
の
認
否
に
つ
い
て
整
理
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

（
ア
）
妨
害
者
資
格
の
認
否

Ａ．

責
任
否
定
例

ま
ず
、
連
邦
通
常
裁
判
所
が
請
求
の
相
手
方
の
妨
害
者
資
格
を
否
定
し
た
判
決
に
つ
い
て
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
責
任
否
定
例
は
、

前
述
の
通
り
、﹇
１
・
２
・
３
・
５
・
６
・
８
﹈
判
決
の
六
件
で
あ
り
、
そ
の
事
案
は
、
農
地
利
用
に
関
す
る
も
の
が
三
件
（﹇
１
・
３
・

８
﹈
判
決
）、
樹
木
に
よ
る
妨
害
事
例
が
二
件
（﹇
５
・
６
﹈
判
決
）、
そ
し
て
、
傾
斜
地
か
ら
の
落
石
事
例
が
一
件
（﹇
２
﹈
判
決
）
で
あ

る
（
24
）

。農
地
利
用
に
関
す
る
三
判
決
で
は
、
い
ず
れ
も
、
請
求
の
相
手
方
と
さ
れ
る
土
地
の
耕
作
者
が
、
当
該
土
地
を
「
農
地
と
し
て
利
用
」

す
る
に
あ
た
り
、
そ
の
利
用
方
法
が
「
通
常
の
農
業
的
利
用
の
範
囲
」
を
越
え
る
も
の
で
な
い
限
り
、
当
該
土
地
か
ら
発
生
す
る
隣
接
地

の
妨
害
に
つ
い
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
〇
〇
四
条
の
意
味
で
の
妨
害
者
と
し
て
責
任
を
負
わ
な
い
旨
判
示
さ
れ
て
い
る
。
よ
り
詳
し
く
み
る
と
、

﹇
１
﹈
判
決
で
は
、「
農
地
の
際
に
不
可
欠
な
耕
作
方
法
、
な
ら
び
に
、
様
々
な
作
物
の
種
ま
き
及
び
収
穫
と
必
然
的
に
結
び
つ
く
地
表
面

の
変
化
」
を
「
土
地
の
自
然
の
特
性
」
と
評
価
し
、
そ
の
よ
う
な
農
地
へ
の
降
雨
と
そ
れ
に
伴
う
土
壌
の
流
出
に
つ
い
て
、
請
求
の
相
手

方
た
る
耕
作
者
（
土
地
の
賃
借
人
）
は
、
土
壌
流
出
の
不
作
為
義
務
を
負
う
こ
と
は
な
く
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
〇
〇
四
条
の
責
任
を
負
わ
な
い
と

判
示
さ
れ
て
い
る
（﹇
３
﹈
判
決
も
、
基
本
、
同
旨
）。
ま
た
、﹇
８
﹈
判
決
で
は
、
ブ
ド
ウ
畑
で
う
ど
ん
粉
病
が
発
生
し
た
こ
と
に
よ
り
、

そ
の
耕
作
者
が
ブ
ド
ウ
栽
培
を
休
止
し
、
他
の
農
業
的
利
用
を
し
た
結
果
、
隣
接
土
地
に
キ
ノ
コ
被
害
が
生
じ
た
と
い
う
事
例
に
お
い
て
、

そ
の
よ
う
な
耕
作
者
の
行
為
の
仕
方
も
、「
通
常
の
農
業
的
利
用
の
範
囲
内
」
と
い
え
、「
耕
作
の
有
害
な
外
部
効
果
か
ら
第
三
者
を
保
護

す
る
特
殊
な
義
務
を
根
拠
付
け
な
い
一
つ
の
耕
作
方
法
」
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
耕
作
者
の
妨
害
者
資
格
を
否
定
す
る

（
25
）

。

次
に
、
樹
木
に
よ
る
妨
害
事
例
に
つ
い
て
、﹇
５
﹈
判
決
で
は
、
土
地
所
有
者
に
よ
っ
て
維
持
管
理
さ
れ
て
い
る
樹
木
が
、
病
気
又
は
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老
化
の
結
果
、
自
然
力
の
通
常
の
作
用
に
対
す
る
抵
抗
力
を
失
っ
て
い
た
場
合
に
は
、
当
該
樹
木
の
倒
壊
に
つ
い
て
そ
の
土
地
所
有
者
が

妨
害
者
と
し
て
責
任
を
負
う
こ
と
が
あ
る
の
を
認
め
つ
つ
も
、
本
件
は
そ
の
よ
う
な
場
合
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
異
常
な
強
さ
の
嵐
が
原

因
で
あ
る
と
し
て
、
土
地
所
有
者
の
妨
害
者
資
格
が
否
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、﹇
６
﹈
判
決
で
は
、
隣
接
す
る
土
地
に
植
わ
っ
て
い
る

樹
木
間
で
の
害
虫
の
伝
播
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
に
お
い
て
、
害
虫
駆
除
の
法
律
上
の
行
為
義
務
を
根
拠
付
け
る
法
的
根
拠
が
な
い
と
し

て
（
26
）

、
伝
播
の
阻
止
の
た
め
に
特
に
何
の
措
置
も
講
じ
な
か
っ
た
当
該
土
地
所
有
者
の
妨
害
者
資
格
が
否
定
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
ド
イ
ツ
の
判
例
に
お
い
て
は
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
妨
害
（
状
態
）
と
の
関
係
で
、
請
求
の
相
手
方
が
何
ら
か
の

法
的
義
務
（
例
え
ば
、
そ
れ
を
阻
止
す
る
義
務
等
）
を
負
う
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
、
そ
も
そ
も
そ
の
よ
う
な
法
的
義
務
を
根
拠
付
け
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
き
に
は
、
請
求
の
相
手
方
が
妨
害
者
と
し
て
責
任
を
負
う
こ
と
も
な
い
と
の
判
断
が
下
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

Ｂ．

責
任
肯
定
例

次
に
、
連
邦
通
常
裁
判
所
が
請
求
の
相
手
方
の
妨
害
者
資
格
を
肯
定
し
た
裁
判
例
を
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
責
任
肯
定
例
は
、

﹇
４
・
７
・
９
・
10
〜
14
・
16
﹈
判
決
の
九
件
で
あ
る
が
、
樹
木
に
関
連
す
る
妨
害
事
例
が
﹇
９
・
11
・
12
・
13
・
14
・
16
﹈
判
決
の
六

件
と
多
数
を
占
め
る
（﹇
15
﹈
判
決
も
﹇
９
・
11
﹈
判
決
の
考
え
方
を
基
本
的
に
支
持
）。
な
お
、
そ
の
他
は
、﹇
４
﹈
判
決
が
庭
池
に
定

住
し
た
カ
エ
ル
に
よ
る
騒
音
妨
害
、﹇
７
﹈
判
決
は
採
石
場
か
ら
の
落
石
に
よ
る
妨
害
、
そ
し
て
、﹇
10
﹈
判
決
が
水
道
管
の
破
裂
に
よ
る

浸
水
が
問
題
と
な
っ
た
事
例

（
27
）

で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
裁
判
例
に
お
け
る
妨
害
者
資
格
の
認
定
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
侵
害
要
件
の
判
例
の
動
向
に
お
い
て
述
べ
た
と

こ
ろ
と
重
複
す
る
と
こ
ろ
が
多
々
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
、
要
点
の
み
を
確
認
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

ま
ず
、﹇
４
・
７
﹈
判
決
に
つ
い
て
、
そ
こ
で
は
、
い
ず
れ
も
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
妨
害
状
態
の
維
持
（﹇
４
﹈
判
決
で
は
Ｙ
の
自
由

意
思
に
起
因
す
る
施
設
と
庭
池
の
維
持
・
管
理
、﹇
７
﹈
判
決
で
は
傾
斜
地
の
落
石
の
危
険
と
い
う
状
態
の
維
持
）
が
請
求
の
相
手
方
Ｙ



47－物権的請求権の相手方（二）（堀田）

の
意
思
に
還
元
さ
れ
る
と
の
認
定
が
な
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
Ｙ
は
状
態
妨
害
者
（Z

ustandsstörer

）
と
し
て
責
任
を
負
う
と

の
判
断
が
下
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
（﹇
７
﹈
判
決
で
は
明
示
。
な
お
、
状
態
妨
害
者
の
詳
細
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
）。

次
に
、﹇
９
・
14
﹈
判
決
で
は
、
い
ず
れ
も
そ
の
安
定
性
の
点
で
問
題
の
あ
っ
た
樹
木
の
倒
壊
が
問
題
と
な
っ
た
が
、﹇
９
﹈
判
決
で
は
、

そ
の
よ
う
な
倒
壊
の
危
険
の
あ
る
樹
木
の
所
有
者
は
当
該
樹
木
を
事
前
に
切
り
倒
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
し
（
こ
の
こ
と
か
ら
、

義
務
に
違
反
し
て
の
不
作
為
が
想
定
さ
れ
る
）、
そ
の
一
方
で
、﹇
14
﹈
判
決
で
は
、
土
地
の
所
有
者
が
自
ら
土
地
を
開
墾
し
た
と
い
う
行

為
に
よ
っ
て
当
該
樹
木
の
倒
壊
の
危
険
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
こ
と
に
よ
り
、
各
々
妨
害
者
に
な
る
と
の
判
断
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

樹
木
の
根
・
枝
の
侵
界
又
は
そ
の
作
用
に
よ
る
妨
害
が
問
題
と
な
っ
た
﹇
11
・
12
・
13
・
16
﹈
判
決
に
つ
い
て
は
、﹇
11
・
13
﹈
判
決
が

結
果
と
し
て
土
地
（
樹
木
）
の
所
有
者
が
境
界
か
ら
の
距
離
に
関
す
る
ラ
ン
ト
法
の
関
連
規
定
に
違
反
し
て
樹
木
を
維
持
管
理
し
て
い
た

と
い
う
点
で
（
こ
の
こ
と
か
ら
、
ラ
ン
ト
相
隣
法
上
の
義
務
に
違
反
し
た
不
作
為
が
想
定
さ
れ
る
）、
そ
し
て
、﹇
12
・
16
﹈
判
決
で
は
、

Ｂ
Ｇ
Ｂ
九
〇
三
条
又
は
Ｂ
Ｇ
Ｂ
九
一
〇
条

（
28
）

に
照
ら
し
て
、
土
地
（
樹
木
）
の
所
有
者
は
、
そ
の
所
有
す
る
樹
木
の
根
が
境
界
を
越
え
て
伸

び
な
い
よ
う
に
配
慮
す
る
義
務
、
又
は
、
侵
界
根
・
突
出
し
た
枝
に
よ
る
隣
地
所
有
権
の
侵
害
に
配
慮
す
る
義
務
の
存
在
を
前
提
に
、
い

ず
れ
も
そ
の
所
有
者
が
根
・
枝
に
よ
る
侵
害
を
容
認
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
各
々
妨
害
者
に
な
る
と
の
判
断
が
下
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
責
任
肯
定
例
の
判
例
の
動
向
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
、﹇
８
﹈
判
決

以
前
の
﹇
４
・
７
﹈
判
決
で
は
、
自
然
力
に
よ
る
妨
害
事
例
に
お
い
て
も
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
妨
害
状
態
が
請
求
の
相
手
方
の
意
思
に

還
元
さ
れ
る
か
ど
う
か
が
一
つ
の
基
準
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
が
、﹇
８
﹈
判
決
以
降
は
、
む
し
ろ
、
請
求
の
相
手
方
が
、

問
題
と
な
っ
て
い
る
妨
害
に
つ
き
、
そ
れ
に
配
慮
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
た
か
ど
う
か
、
そ
し
て
、
そ
の
義
務
違
反
が
あ
っ
た
と
い
え
る

か
ど
う
か
が
、
妨
害
者
資
格
の
判
断
基
準
と
し
て
、
重
要
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
で
あ
る
。
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（
イ
）
従
来
か
ら
の
判
例
に
よ
る
妨
害
者
概
念
と
の
整
合
性

以
上
、
こ
こ
ま
で
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
裁
判
例
に
お
け
る
妨
害
者
資
格
の
認
否
と
い
う
結
論
の
点
を
中
心
に
、
判
例
の
動
向
を
概
観

し
て
き
た
。
と
こ
ろ
で
、
判
例
の
妨
害
者
概
念
（
行
為
妨
害
者
（H

andlungsstörer

）
と
状
態
妨
害
者
と
い
う
二
元
的
理
解
）
に
つ
い
て

は
、
そ
の
詳
細
は
後
述
す
る
が
、
学
説
に
お
い
て
、
そ
の
有
用
性
が
疑
問
視
さ
れ
て
い
る
（
批
判
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
後
記
３
①（
イ
）

Ａ
参
照
）。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
そ
の
よ
う
な
学
説
の
批
判
が
妥
当
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
も
、
従
来
か
ら
の
行

為
妨
害
者
・
状
態
妨
害
者
と
い
う
二
元
的
理
解
と
の
関
係
で
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
裁
判
例
に
お
け
る
妨
害
者
の
判
断
は
ど
う
評
価
さ
れ

る
か
、
ま
た
、
現
在
の
判
例
に
お
け
る
妨
害
者
概
念
の
到
達
点
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
可
能
な
限
り
で
ま
と
め
て

お
く
こ
と
に
し
た
い
。

Ａ．

判
例
に
よ
る
行
為
妨
害
者
・
状
態
妨
害
者
の
理
解

判
例
は
、
比
較
的
最
近
の
連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
決
（
例
え
ば
、
連
邦
通
常
裁
判
所
（
第
五
民
事
部
）
二
〇
〇
六
年
一
二
月
一
日
判
決

（N
JW

2007 ‚432 ff.

））
で
も
確
認
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
依
然
と
し
て
行
為
妨
害
者
・
状
態
妨
害
者
と
い
う
区
分
を
基
本
的
に
は
維
持

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
同
判
決
で
示
さ
れ
た
両
妨
害
者
概
念
を
確
認
し
、
ひ
と
ま
ず
、
そ
れ
を
前
提
に
、
本
項
で
の
考
察

を
進
め
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
、
同
判
決
に
よ
る
と
、
行
為
妨
害
者
と
は
、「
所
有
権
の
侵
害
を
、
そ
の
行
動
（V

erhalten

）、
つ
ま
り
積
極
的
行
為
又
は
義
務
に

違
反
し
た
不
作
為
に
よ
っ
て
相
当
に
引
き
起
こ
し
て
い
る
者
」
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
こ
れ
に
対
し
、
状
態
妨
害
者
と
は
、「
侵
害
を
確
か

に
引
き
起
こ
し
て
は
い
な
い
が
、
そ
の
標
準
的
な
意
思
に
よ
っ
て
、
侵
害
し
て
い
る
状
態
を
維
持
し
て
い
る
者
」
と
さ
れ
る

（
29
）

。

こ
の
よ
う
に
、
判
例
は
、
基
本
的
に
は
妨
害
者
を
二
つ
に
類
型
化
し
て
理
解
し
て
い
る
と
い
え
る
が
、
す
で
に
学
説
か
ら
も
指
摘
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
ま
た
、
例
え
ば
﹇
１
﹈
判
決
の
判
決
理
由
を
み
て
も
読
み
と
ら
れ
る
よ
う
に
、
特
に
自
然
力
に
よ
る
妨
害
事
例
に
関
し
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て
は
、
両
者
の
境
界
は
不
明
瞭
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
次
に
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
裁
判
例
に
お
け
る

妨
害
者
概
念
と
対
比
し
つ
つ
、
そ
の
こ
と
の
確
認
と
判
例
の
到
達
点
を
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

Ｂ．

自
然
力
に
よ
る
妨
害
と
判
例
の
妨
害
者
概
念

前
述
し
た
よ
う
に
、
例
え
ば
﹇
１
﹈
判
決
で
は
、
自
然
力
に
よ
る
妨
害
と
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
〇
〇
四
条
の
責
任
の
成
否
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う

な
判
断
基
準
が
示
さ
れ
て
い
る
（
以
下
、
便
宜
上
、
筆
者
の
必
要
に
応
じ
て
、
判
決
理
由
の
文
中
に
記
号
等
を
付
す
る
）。

「
・
・
・

（
A
）

侵
害
は
、
少
な
く
と
も
、
間
接
的
に
、
所
有
者
又
は
占
有
者
の
意
思
に
還
元
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
。
こ

の
こ
と
か
ら
、
自
然
現
象
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
妨
害
の
発
生
し
て
い
る
土
地
の
所
有
者
に
は
、
次
の
場
合
に
の
み
、
こ
の
侵
害
の

責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、

（
Ｂ
）

そ
の
所
有
者
が
、
自
ら
の
行
為
・
・
・
も
し
く
は
土
地
の
性
状
を
人
為
的
に
変
更
し
た
こ

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

と
に
よ
り
、
そ
の
侵
害
を
可
能
な
ら
し
め
た
か
、
又
は
、
そ
の
侵
害
が
、
義
務
に
違
反
し
た
不
作
為
に
よ
っ
て
初
め
て
引
き
起
こ
さ
れ
た

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

場
合
・
・

で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
な
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
従
来
か
ら
の
行
為
妨
害
者
・
状
態
妨
害
者
の
理
解
に
照
ら
し
て
、
こ
こ
に
引
用
し
た
判
決
理
由
を
み
て
み
る
と
、
形
式
論
と

し
て
は
、
両
妨
害
者
概
念
の
区
分
の
不
明
瞭
性
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
判
決
理
由
中
の
（
Ａ
）
は
、
状
態
妨
害
者
に
つ
い
て
述

べ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
一
方
で
、
同
（
Ｂ
）
は
、
本
来
、
行
為
妨
害
者
の
み
を
意
味
す
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
判
決

理
由
の
文
脈
か
ら
す
れ
ば
、（
Ａ
）
と
（
Ｂ
）
は
少
な
く
と
も
そ
の
一
部
が
重
な
り
合
う
こ
と
に
な
り
、
こ
の
よ
う
な
評
価
が
妥
当
で
あ

る
と
す
れ
ば
、
両
者
の
区
分
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
と
の
批
判
も
的
を
得
て
い
る
こ
と
と
な
る
。

な
お
、
こ
の
よ
う
な
﹇
１
﹈
判
決
の
考
え
方
は
、
お
そ
ら
く
同
判
決
以
降
﹇
８
﹈
判
決
が
出
る
ま
で
の
間
の
確
立
し
た
判
例
の
立
場
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
連
邦
通
常
裁
判
所
第
五
民
事
部
の
裁
判
長
で
あ
っ
た
ヴ
ェ
ン
ツ
ェ
ル
自
身
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
前
述
の
よ
う
な
判
例
の
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立
場
は
﹇
８
﹈
判
決
に
お
い
て
一
つ
の
転
機
を
迎
え
た
よ
う
で
あ
り
、
さ
ら
に
同
第
五
民
事
部
は
、﹇
11
﹈
判
決
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で

の
判
例
の
立
場
が
学
説
に
よ
っ
て
批
判
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
確
に
意
識
し
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
に
至
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

「
・
・
・
本
法
廷
は
、
ワ
タ
ア
ブ
ラ
ム
シ
判
決
（﹇
６
﹈
判
決
）
の
基
礎
に
あ
る
次
の
よ
う
な
思
考
（
つ
ま
り
、
自
然
力
の
作
用
の
際
に
は
、

妨
害
は
義
務
に
違
反
し
た
不
作
為
に
際
し
て
の
み
問
題
に
な
る
と
い
う
思
考
）
を
う
ど
ん
粉
病
判
決
（﹇
８
﹈
判
決
）
に
お
い
て
先
に
進

め
た
」、「
本
法
廷
は
、
そ
こ
で
、
次
の
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
た
。
つ
ま
り
、
妨
害
の
発
生
し
て
い
る
土
地
の
利
用
方
法
か
ら
、
保
全
義
務

（Sicherungspflicht
）、
つ
ま
り
起
こ
り
う
る
侵
害
を
阻
止
す
る
義
務
が
生
じ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（﹇
１
﹈
判
決
）」
と
い
う

よ
う
に
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、﹇
８
﹈
判
決
を
契
機
と
し
て
、
特
に
﹇
11
﹈
判
決
以
降
は
、
従
来
の
判
例
で
は
、
妨
害
の
「
意
思
へ
の
還
元
可
能
性
」

と
「
義
務
に
違
反
し
た
不
作
為
に
よ
る
原
因
性
」
と
い
う
二
つ
の
基
準
と
な
る
よ
う
な
も
の
が
、
自
然
力
に
よ
る
妨
害
の
際
に
は
、「
義

務
に
違
反
し
た
不
作
為
」
へ
と
一
本
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
傾
向
が
見
て
と
ら
れ
、
こ
れ
以
降
、
連
邦
通
常
裁
判
所
に
お
い
て
は
、
こ
れ

も
ヴ
ェ
ン
ツ
ェ
ル
自
身
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
自
然
力
の
作
用
の
際
の
問
題
は
、
も
は
や
「
も
っ
ぱ
ら
自
然
力
に
起
因
す
る
か
ど
う
か
」

で
は
な
く
、「
妨
害
者
が
、
そ
の
自
ら
の
行
為
に
よ
り
、
客
観
的
に
み
て
、
具
体
的
な
危
険
状
況
を
作
出
し
た
か
ど
う
か
、
そ
し
て
、
相

隣
共
同
体
関
係
か
ら
、
保
全
義
務
、
つ
ま
り
起
こ
り
う
る
侵
害
を
阻
止
す
る
義
務
が
生
じ
る
か
ど
う
か
」
を
決
定
的
な
基
準
と
す
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う

（
30
）

。

〈
注
〉

（
20
）

Joachim
W

enzel‚D
er

Störer
und

seine
verschuldensunabhängige

H
aftung

im
N

achbarrecht‚N
JW
2005 ‚S‚241 f..

な
お
、
ヴ
ェ
ン
ツ
ェ
ル
は
、
連
邦

通
常
裁
判
所
第
五
民
事
部
の
裁
判
長
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
そ
の
指
摘
に
従
う
こ
と
と
し
た
。

（
21
）

但
し
、
こ
こ
で
の
評
価
は
、
筆
者
の
評
価
で
あ
っ
て
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
農
地
や
傾
斜
地
に
対
す
る
一
般
的
な
認
識
を
前
提
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
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こ
と
を
念
の
た
め
お
断
り
し
て
お
く
。

（
22
）

V
gl.W

enzel‚a.a.O
.

（
前
注
20
）‚S.241 -242 .

ま
た
、
前
掲
﹇
11
﹈
判
決
の
判
旨
（
広
島
法
学
三
一
巻
四
号
八
一
頁
以
下
）
参
照
。

（
23
）

V
gl.W

enzel‚a.a.O
.

（
前
注
20
）‚S.242 .

（
24
）

な
お
、﹇
２
﹈
判
決
は
、
従
来
の
判
例
に
沿
っ
た
判
断
を
下
す
だ
け
で
、
特
に
詳
細
な
判
決
理
由
を
述
べ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。

（
25
）

い
ず
れ
も
、
農
地
と
し
て
の
利
用
と
の
関
係
で
、
農
地
の
耕
作
者
が
第
三
者
に
対
す
る
義
務
を
負
わ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
当
該
耕
作
者
の
義
務
違
反
は
な

く
、
責
任
も
生
じ
な
い
と
の
結
論
に
行
き
着
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

（
26
）

な
お
、
本
件
で
は
、
結
論
と
し
て
、
こ
の
よ
う
に
判
断
さ
れ
て
い
る
が
、
判
決
理
由
に
お
い
て
も
、
害
虫
へ
の
対
策
を
義
務
づ
け
る
成
文
法
上
の
根
拠
が

認
め
ら
れ
る
と
き
に
は
、
異
な
る
結
果
と
な
り
う
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
こ
と
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
（
詳
細
に
つ
い
て
は
、
前
掲
﹇
８
﹈
判
決
（
広

島
法
学
三
一
巻
四
号
七
二
頁
以
下
）
参
照
）。

（
27
）

﹇
10
﹈
判
決
は
、
土
地
に
敷
設
さ
れ
た
水
道
管
の
破
裂
が
問
題
と
な
っ
た
事
例
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
三
六
条
か
ら
水
道
管
の
維
持
管
理
者
の

配
慮
義
務
が
導
か
れ
、
そ
の
義
務
違
反
に
よ
る
浸
水
に
つ
い
て
、
請
求
の
相
手
方
の
責
任
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

（
28
）

﹇
13
﹈
判
決
も
、
例
示
と
の
関
係
で
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
九
一
〇
条
か
ら
の
配
慮
義
務
に
つ
い
て
言
及
す
る
。

（
29
）

同
判
決
に
よ
る
と
、
さ
ら
に
、
状
態
妨
害
者
に
つ
い
て
は
、
次
の
二
つ
の
こ
と
が
要
件
と
さ
れ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
①
妨
害
源
の
支
配
と

そ
の
除
去
可
能
性
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
②
当
該
侵
害
が
、
少
な
く
と
も
、
間
接
的
に
、
妨
害
物
の
所
有
者
又
は
占
有
者
の
意
思
に
還
元
さ

れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
30
）

V
gl.W

enzel‚a.a.O
.

（
前
注
20
）‚S.242 .

３
　
学
説
の
動
向

以
上
、
こ
こ
ま
で
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
〇
〇
四
条
の
侵
害
要
件
及
び
妨
害
者
概
念
に
つ
い
て
、
自
然
力
に
よ
る
土
地
所
有
権
の
妨
害
と
関
連
づ

け
た
形
で
、
ド
イ
ツ
の
具
体
的
裁
判
例
の
考
察
を
行
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
同
じ
問
題
に
関
す
る
ド
イ
ツ
の
学
説
の
動
向
を

み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
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と
こ
ろ
で
、
ド
イ
ツ
の
学
説
は
、
そ
も
そ
も
所
有
権
侵
害
と
い
う
要
件
を
ど
う
解
す
る
か
と
い
う
点
で
、
二
つ
に
大
別
す
る
こ
と
が
で

き
る
状
況
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
判
例
と
同
じ
く
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
〇
〇
四
条
の
侵
害
要
件
を
広
く
捉
え
る
伝
統
的
な
所
有
権
侵
害
の

理
解
を
基
礎
に
お
く
見
解
（
通
説
）
と
ピ
ッ
カ
ー
（P

icker

）
に
代
表
さ
れ
る
権
利
簒
奪
の
理
論
（
重
畳
理
論
）
で
あ
る
。
以
下
、
本
項

で
は
、
基
礎
に
お
く
所
有
権
侵
害
の
理
解
の
相
違
に
も
配
慮
す
る
意
味
を
込
め
て
、
前
述
の
二
つ
に
大
別
し
た
形
で
、
学
説
の
動
向
を
み

る
こ
と
に
す
る
。

①
所
有
権
侵
害
に
関
す
る
通
説
的
理
解
を
基
礎
に
お
く
学
説
の
動
向

（
ア
）
所
有
権
侵
害
に
関
す
る
通
説
的
理
解

従
来
か
ら
の
通
説
は
、
判
例
が
所
有
権
侵
害
を
「
所
有
権
の
内
容
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
九
〇
三
条
）
に
反
す
る
あ
ら
ゆ
る
状
態
」
と
解
し
て
い
る

こ
と
に
対
し
て
特
に
異
論
を
唱
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
こ
と
か
ら
、
基
本
的
に
同
じ
理
解
を
前
提
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
（
31
）

。と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
侵
害
要
件
に
つ
い
て
非
常
に
そ
の
範
囲
が
広
い
侵
害
要
件
を
基
礎
に
お
く
通
説
に
お
い
て
も
、
そ
の
よ
う
な

侵
害
に
つ
き
責
任
を
負
う
相
手
方
、
つ
ま
り
妨
害
者
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
と
い
う
点
で
、
見
解
が
分
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い

る
。
そ
こ
で
、
次
に
、
侵
害
概
念
に
つ
い
て
は
伝
統
的
理
解
を
前
提
と
す
る
学
説
の
妨
害
者
概
念
を
め
ぐ
る
議
論
の
状
況
を
み
て
い
く
こ

と
に
す
る
。

（
イ
）
妨
害
者
概
念
を
め
ぐ
る
学
説
の
状
況

Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
〇
〇
四
条
の
妨
害
者
に
関
す
る
従
来
の
通
説
は
、
こ
こ
で
も
、
判
例
と
同
様
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
〇
〇
四
条
の
責
任
を
行
為
責
任
と

状
態
責
任
に
二
分
し
、
前
者
の
請
求
の
相
手
方
を
行
為
妨
害
者
、
そ
し
て
、
後
者
の
相
手
方
を
状
態
妨
害
者
と
い
う
よ
う
に
妨
害
者
を
二

つ
の
類
型
に
区
分
し
て
理
解
す
る
も
の
で
あ
っ
た
（
各
妨
害
者
概
念
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
）。



53－物権的請求権の相手方（二）（堀田）

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
妨
害
者
の
捉
え
方
に
対
し
て
は
、
す
で
に
判
例
の
動
向
を
み
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
か
な
り
以
前
か
ら
学
説

に
お
い
て
も
「
両
者
の
境
界
が
明
確
で
は
な
い
」
と
の
批
判
が
な
さ
れ
て
き
た
。
な
お
、
学
説
に
お
い
て
は
、
依
然
と
し
て
行
為
妨
害
者

と
状
態
妨
害
者
と
い
う
区
分
を
維
持
し
つ
つ
、
状
態
妨
害
者
に
つ
い
て
の
み
修
正
を
加
え
る
見
解
が
あ
る
一
方
で
、
新
た
な
分
類
法
を
提

案
す
る
見
解
も
現
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
そ
れ
ら
学
説
の
説
く
妨
害
者
概
念
に
つ
い
て
確
認
す
る
と
共
に
、
本
稿

の
目
的
で
あ
る
自
然
力
に
よ
る
妨
害
と
妨
害
者
と
の
関
係
に
焦
点
を
あ
て
て
、
そ
の
内
容
を
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

Ａ．

行
為
妨
害
者
と
状
態
妨
害
者
に
二
分
す
る
説
（
従
来
か
ら
の
通
説
）

妨
害
者
概
念
に
関
す
る
ド
イ
ツ
の
通
説
的
理
解
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
わ
が
国
に
お
い
て
も
詳
細
な
紹
介
が
な
さ
れ
て
き
た
こ
と
か
ら

（
32
）

、

本
稿
で
は
、
確
認
の
意
味
で
概
説
す
る
に
と
ど
め
る
。

従
来
か
ら
の
通
説
に
よ
る
と
、
行
為
妨
害
者
と
状
態
妨
害
者
は
、
判
例
と
同
様
、
次
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
行
為
妨
害
者
と

は
、「
そ
の
意
思
的
行
為
（
＝
積
極
的
行
為
又
は
義
務
に
違
反
し
た
不
作
為
）
に
よ
り
作
用
を
引
き
起
こ
し
た
者
」
を
い
い
、
そ
し
て
、

状
態
妨
害
者
と
は
、「
所
有
権
を
侵
害
す
る
状
態
が
あ
る
場
合
に
、
そ
の
状
態
が
そ
の
意
思
に
還
元
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
そ
の
者
」
で
あ
る

と
い
う
よ
う
に
で
あ
る

（
33
）

。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
伝
統
的
な
妨
害
者
の
二
分
的
理
解
に
対
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
指
摘
し
て
き
た
よ
う
に
、
基
本
的
に
は
通
説

を
支
持
す
る
論
者
か
ら
も
、
難
点
の
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
近
時
の
文
献
で
も
通
説
の
支
持
者
と
し
て
引
き
合
い
に

出
さ
れ
る
バ
ウ
ア
（B

aur

）
は
、
特
に
状
態
責
任
に
関
連
し
て
、
具
体
的
に
は
自
然
力
に
よ
る
侵
害
や
権
利
承
継
等
の
場
合
に
、
こ
れ
ま

で
の
基
準
で
は
帰
責
性
を
説
明
す
る
の
に
困
難
が
生
じ
る
と
す
る

（
34
）

。
ま
た
、
メ
デ
ィ
ク
ス
（M

edicus

）
や
ヘ
ア
マ
ン
（H

errm
ann

）
も
、

前
述
し
た
よ
う
に
、
両
妨
害
者
概
念
の
境
界
が
明
確
で
は
な
い
と
批
判
す
る

（
35
）

。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
近
時
の
文
献
に
お
い
て
も
し
ば
し

ば
そ
の
参
照
が
指
示
さ
れ
る
論
者
の
見
解
を
中
心
に
、
さ
ら
に
考
察
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
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Ｂ．

通
説
を
修
正
す
る
見
解

（
i
）
バ
ウ
ア
の
見
解

バ
ウ
ア
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
自
然
力
に
よ
る
侵
害
や
権
利
の
承
継
等
の
事
例
に
お
い
て
困
難
な
問
題
が
生
じ
る
こ
と
を
認
め
つ
つ

も
、
基
本
的
に
は
人
の
行
為
や
意
思
活
動
と
い
う
基
準
か
ら
妨
害
者
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
、
前
述
の
よ
う
な
問
題
に
対
処
す

る
た
め
に
、
状
態
責
任
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る

（
36
）

。

ま
ず
、
バ
ウ
ア
は
、
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
土
地
所
有
者
の
請
求
権
に
つ
い
て
定
め
る
Ｂ
Ｇ
Ｂ
九
〇
七
条
、
九
〇
八
条
の
規
定
か
ら
、

そ
こ
で
は
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
作
用
が
、
人
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
か
又
は
維
持
さ
れ
て
い
る
施
設
（
こ
の
施
設
に
は
少
な
く
と
も

潜
在
的
な
危
険
が
認
め
ら
れ
る
）
に
還
元
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
評
価
を
読
み
と
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
前
述
の

よ
う
な
問
題
事
例
に
お
け
る
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
〇
〇
四
条
の
状
態
責
任
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。
つ
ま
り
、

Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
〇
〇
四
条
に
お
い
て
も
、
土
地
の
自
然
の
性
状
を
人
為
的
に
変
更
し
た
こ
と
に
起
因
し
、
か
つ
具
体
的
な
危
険
源
を
作
出
し
て

い
る
侵
害
に
つ
い
て
の
み
、
そ
の
土
地
の
所
有
者
の
状
態
責
任
を
根
拠
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
よ
う
に
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
バ
ウ
ア
の
見
解
に
よ
る
場
合
に
は
、
ま
ず
、
侵
害
が
人
の
行
為
又
は
意
思
活
動
に
還
元
さ
れ
る
と
き
に
は
、
こ
れ

ま
で
の
よ
う
に
行
為
責
任
、
状
態
責
任
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
問
題
と
な
る
作
用
（
潜
在
的
な
も
の
を
含

む
）
が
人
の
手
に
よ
っ
て
作
出
さ
れ
た
施
設
か
ら
発
生
し
て
い
る
場
合
に
も
、
状
態
責
任
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
バ
ウ

ア
の
見
解
に
よ
る
と
、
侵
害
が
も
っ
ぱ
ら
自
然
現
象
又
は
土
地
の
自
然
の
性
状
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
に
は
、
前
述
し
た
こ
と
と

の
対
比
に
お
い
て
責
任
の
根
拠
付
け
が
で
き
ず
、
当
該
土
地
の
所
有
者
が
妨
害
者
と
し
て
責
任
を
負
う
こ
と
は
な
い
こ
と
と
な
る
。

（
ii
）
所
有
権
理
論
（E

igentum
stheorie

）

い
わ
ゆ
る
所
有
権
理
論
と
は
、
妨
害
者
を
定
め
る
一
つ
の
基
準
と
し
て
、
物
の
所
有
権
を
取
り
上
げ
る
見
解
で
あ
る

（
37
）

。
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こ
の
見
解
の
主
唱
者
で
あ
る
プ
ラ
イ
ヤ
ー
（P

leyer

）
は
、
判
例
に
よ
る
相
隣
共
同
体
関
係
の
理
論
の
影
響
と
の
関
係
で
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一

〇
〇
四
条
の
妨
害
者
概
念
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る

（
38
）

。
つ
ま
り
、

相
隣
共
同
体
関
係
の
理
論
の
影
響
で
、「
こ
こ
で
は
、
人
の
意
思
活
動
に
よ
る
原
因
性
へ
の
硬
直
的
な
結
び
付
き
か
ら
の
解
放
が
認
め

ら
れ
る
。
原
因
性
が
重
要
で
な
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
あ
る
者
が
生
じ
た
結
果
に
責
任
を
負
わ
さ
れ
る
べ
き
場
合

に
つ
い
て
の
み
で
あ
る
。
自
ら
の
行
為
又
は
不
作
為
に
つ
い
て
の
責
任
と
並
ん
で
、
な
お
別
の
責
任
を
負
う
可
能
性
が
存
在
す
る
」
と
。

こ
の
よ
う
に
述
べ
た
上
で
、
プ
ラ
イ
ヤ
ー
は
、
物
か
ら
発
生
す
る
妨
害
が
問
題
と
な
る
際
に
は
、
そ
の
物
の
所
有
者
を
、
そ
の
意
思
活

動
に
よ
り
現
に
生
じ
て
い
る
結
果
を
引
き
起
こ
し
た
か
ど
う
か
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
〇
〇
四
条
の
妨
害
者
と
み
な
す
こ
と

が
で
き
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
プ
ラ
イ
ヤ
ー
は
、
妨
害
者
の
帰
責
の
根
拠
（
基
準
）
と
し
て
、
人
の
意
思
活
動
で
は
な
く
、

物
の
所
有
権
を
取
り
上
げ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
考
え
が
正
当
化
さ
れ
る
理
由
に
つ
き
、
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、

物
の
所
有
者
は
、
そ
の
物
を
支
配
し
、
そ
し
て
、
そ
の
物
か
ら
利
益
を
得
る
可
能
性
を
も
有
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
結
果
、
そ
の
物

の
危
険
な
状
態
に
つ
い
て
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
よ
う
に
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
プ
ラ
イ
ヤ
ー
の
見
解
に
よ
る
場
合
に
は
、
自
然
力
に
よ
る
妨
害
に
つ
い
て
も
、
ま
ず
は
、
当
該
妨
害
が
誰
か
の
所

有
す
る
物
か
ら
発
生
し
て
い
る
か
ど
う
か
問
題
と
な
り
、
そ
し
て
、
誰
か
の
所
有
し
て
い
る
物
か
ら
妨
害
が
発
生
し
て
い
る
際
に
は
、
そ

れ
が
そ
の
物
自
体
に
内
在
す
る
危
険
の
結
果
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
限
り
は
、
そ
の
物
の
所
有
者
が
、
前
述
し
た
こ
と
か
ら
、
当
該
侵
害

に
つ
い
て
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
生
じ
た
妨
害
が
地
震
の
よ
う
な
不
可
抗
力
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ

れ
た
場
合
に
の
み
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
〇
〇
四
条
の
責
任
は
否
定
さ
れ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

Ｃ．

新
た
な
分
類
法
を
提
案
す
る
見
解

（
i
）
メ
デ
ィ
ク
ス
の
見
解
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メ
デ
ィ
ク
ス
は
、
新
た
に
妨
害
者
を
活
動
妨
害
者
（T

ätigkeitsstörer

）
と
非
活
動
妨
害
者
（U

ntätigkeitsstörer

）
に
分
類
す
る
こ
と

で
、
前
述
し
た
通
説
の
結
論
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
な
く
、
妨
害
者
の
把
握
が
可
能
で
あ
る
旨
主
張
す
る

（
39
）

。

メ
デ
ィ
ク
ス
に
よ
る
と
、
活
動
妨
害
者
と
は
、
次
の
二
つ
の
要
件
を
充
足
さ
せ
る
者
で
あ
る
。
つ
ま
り
、（
a
）
そ
の
継
続
す
る
積
極

的
行
為
に
よ
り
妨
害
を
生
じ
さ
せ
て
お
り
、
か
つ
、（
b
）
そ
の
行
為
の
終
了
が
妨
害
の
終
了
を
も
意
味
す
る
よ
う
な
妨
害
を
生
じ
さ
せ

て
い
る
者
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
非
活
動
妨
害
者
に
つ
い
て
は
、
活
動
妨
害
者
で
は
な
い
妨
害
除
去
の
可
能
性
を
有
す
る
者
が
そ
の
対

象
と
な
る
と
し
、
ど
の
よ
う
な
者
が
非
活
動
妨
害
者
と
な
る
か
に
つ
き
、
よ
り
詳
細
に
言
及
し
て
い
る
。

メ
デ
ィ
ク
ス
は
、
非
活
動
妨
害
者
の
責
任
を
考
え
る
上
で
、
前
述
し
た
所
有
権
理
論
の
よ
う
に
そ
の
責
任
を
妨
害
し
て
い
る
物
の
所
有

権
に
結
び
付
け
て
考
え
る
こ
と
に
は
否
定
的
で
あ
り
、
そ
の
一
方
で
、
妨
害
者
の
責
任
は
保
有
者
資
格
（H

altereigenschaft

）
や
自
主
占

有
（E

igenbesitz

）
に
結
び
付
け
ら
れ
る
と
し
、
そ
し
て
、
そ
れ
に
続
け
て
、
非
活
動
妨
害
者
の
義
務
は
、
危
険
の
源
を
作
出
し
た
こ
と

か
ら
生
じ
る
と
す
る
。
具
体
的
に
、
彼
は
、
建
築
物
の
設
置
を
例
と
し
て
あ
げ
、
不
法
行
為
責
任
に
関
す
る
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
二
三
条
、
八
三
六

条
等
の
参
照
を
指
示
し
つ
つ
、「
さ
し
あ
た
り
危
険
で
な
い
状
態
を
今
後
も
引
き
続
き
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
責
任
」

が
あ
る
こ
と
を
認
め
、
建
築
物
を
設
置
さ
せ
た
者
は
、
そ
の
設
置
後
、
当
該
建
築
物
が
そ
の
老
朽
化
に
際
し
他
人
の
所
有
権
を
侵
害
す
る

こ
と
に
対
し
て
も
配
慮
し
な
け
れ
ば
ら
な
い
と
す
る

（
40
）

。
つ
ま
り
、
非
活
動
妨
害
者
に
つ
い
て
は
、
危
険
の
源
を
作
出
し
た
こ
と
に
よ
る
義

務
を
想
定
し
、
こ
の
義
務
に
関
連
づ
け
て
非
活
動
妨
害
者
の
責
任
を
根
拠
付
け
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
非
活
動
妨
害
者
の
上
述
の
よ
う
な
義
務
の
範
囲
に
つ
い
て
、
メ
デ
ィ
ク
ス
も
、
そ
れ
が
、
無
制
限
な
も
の
で

あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。
メ
デ
ィ
ク
ス
に
よ
る
と
、
事
後
的
に
生
じ
る
危
険
の
う
ち
、
そ
れ
が
当
該
施
設
の
典
型
的
な
結
果
で
あ
り
、

か
つ
、
そ
の
こ
と
か
ら
、
社
会
生
活
に
お
い
て
あ
ら
か
じ
め
想
定
す
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
危
険
の
み
に
つ
い
て
、
非
活
動
妨
害
者
の

責
任
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。
つ
ま
り
、
妨
害
者
の
義
務
の
範
囲
も
そ
れ
に
対
応
し
て
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
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そ
の
結
果
、
メ
デ
ィ
ク
ス
の
見
解
に
よ
る
と
、
自
然
力
の
関
与
に
よ
っ
て
妨
害
が
生
じ
て
い
る
場
合
に
も
、
請
求
の
相
手
方
に
前
述
の
よ

う
な
危
険
の
源
に
対
す
る
配
慮
義
務
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
に
は
、
非
活
動
妨
害
者
と
し
て
の
責
任
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な

る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
メ
デ
ィ
ク
ス
は
、
戦
争
、
地
震
等
の
大
規
模
災
害
か
ら
の
危
険
は
、
も
は
や
妨
害
者
の
責
任
を
根
拠
付
け

る
も
の
で
は
な
い
と
す
る

（
41
）

。

（
ii
）
ヘ
ア
マ
ン
の
見
解
　

ヘ
ア
マ
ン
（H

errm
ann

）
も
、
メ
デ
ィ
ク
ス
と
同
様
、
従
来
の
行
為
妨
害
者
と
状
態
妨
害
者
と
い
う
区
分
が
判
例
に
お
い
て
も
機
能
し

な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
判
例
・
通
説
が
こ
れ
ま
で
基
準
と
し
て
き
た
積
極
的
行
為
（
行
為
妨
害
者
）
や
意
思
へ
の
還

元
可
能
性
（
状
態
妨
害
者
）
と
い
っ
た
因
果
性
（
原
因
性
）
と
は
異
な
る
新
た
な
因
果
性
の
基
準
を
提
示
し
て
、
妨
害
者
概
念
の
再
構
成

を
試
み
て
い
る

（
42
）

。

ま
ず
、
ヘ
ア
マ
ン
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
〇
〇
四
条
の
意
味
に
お
け
る
妨
害
者
を
考
え
る
前
提
と
し
て
、
所
有
権
侵
害
を
生
じ
さ
せ
る
原
因
、

つ
ま
り
、
妨
害
源
を
三
つ
に
分
類
し
、
そ
し
て
、
各
々
の
類
型
に
お
い
て
、
妨
害
源
と
人
と
を
結
び
付
け
る
次
の
よ
う
な
要
素
が
認
め
ら

れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
が
妨
害
者
と
し
て
責
任
を
負
う
と
す
る
。
第
一
に
、
単
な
る
行
為
（
積
極
的
行
為
）
が
妨
害
源
で
あ
る
場
合
に

は
、
人
と
所
有
権
侵
害
の
間
は
、
当
該
行
為
に
よ
っ
て
の
み
結
び
付
け
ら
れ
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
そ
の
行
為
に
よ
る
因
果
性
（
原
因
性
）

が
責
任
の
基
準
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
妨
害
の
原
因
者
で
あ
る
行
為
者
が
妨
害
者
と
な
る
。
第
二
に
、
物
が
妨
害
源
で
あ

る
場
合
に
つ
い
て
、
ヘ
ア
マ
ン
は
、
特
に
土
地
の
性
状
に
よ
る
妨
害
事
例
を
念
頭
に
お
い
て
議
論
を
展
開
す
る
。
行
為
の
共
同
作
用
の
な

い
ま
さ
に
物
に
よ
る
妨
害
の
事
例
に
お
い
て
は
、
ヘ
ア
マ
ン
に
よ
る
と
、
事
実
関
係
、
法
的
に
は
物
権
的
地
位
が
、
妨
害
源
と
人
と
を
結

び
付
け
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
物
権
的
地
位
を
有
す
る
権
利
者
が
、
妨
害
者
に
な
る
と
い
う
の
で
あ

る
（
具
体
的
な
物
権
的
地
位
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
）。
第
三
に
、
行
為
と
物
と
の
共
同
作
用
に
よ
る
妨
害
事
例
に
つ
い
て
、
ヘ
ア
マ
ン
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は
、
前
述
し
た
こ
と
か
ら
、
行
為
と
物
権
的
地
位
と
い
う
二
つ
の
要
素
が
、
妨
害
源
と
人
と
を
結
び
付
け
る
基
準
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
と

し
、
結
論
と
し
て
、
こ
の
類
型
で
は
、
行
為
が
妨
害
源
と
人
と
を
結
び
付
け
る
決
定
的
な
基
準
に
な
る
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で

も
行
為
者
が
妨
害
者
と
な
る
。

ヘ
ア
マ
ン
の
妨
害
者
概
念
に
つ
い
て
は
、
概
ね
以
上
の
通
り
で
あ
る
が
、
自
然
力
に
よ
る
妨
害
の
取
り
扱
い
と
の
関
係
で
主
と
し
て
重

要
で
あ
る
の
は
、
第
二
の
妨
害
類
型
（
物
に
よ
る
妨
害
）
で
あ
る
。
特
に
、
ヘ
ア
マ
ン
は
、
物
に
よ
る
妨
害
事
例
に
つ
き
、
土
地
の
性
状

に
よ
る
妨
害
を
具
体
例
と
し
て
、
自
然
力
に
よ
る
妨
害
に
責
任
を
負
う
者
が
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
も
言
及
す
る
。
そ
こ
で
、
以
下
で

は
、
こ
の
第
二
類
型
に
関
す
る
ヘ
ア
マ
ン
の
見
解
を
中
心
に
、
自
然
力
に
よ
る
妨
害
事
例
の
取
り
扱
い
を
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

そ
も
そ
も
、
ヘ
ア
マ
ン
の
第
二
類
型
に
お
け
る
妨
害
者
と
そ
の
帰
責
の
根
拠
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
考
え
が
そ
の
基
礎
に
あ
る
。

つ
ま
り
、
あ
る
土
地
の
物
権
的
権
利
者
は
、
そ
の
土
地
を
他
人
の
所
有
権
を
侵
害
し
な
い
よ
う
な
状
態
に
維
持
す
る
義
務
を
負
い
、
当
該

物
権
的
権
利
者
が
、
そ
の
義
務
に
違
反
し
、
か
つ
、
そ
の
義
務
違
反
が
侵
害
の
原
因
と
な
る
場
合
に
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
〇
〇
四
条
の
妨
害
者
と

し
て
責
任
を
負
う
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
ヘ
ア
マ
ン
の
見
解
を
よ
り
正
確
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
土
地
の

物
権
的
権
利
者
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
物
権
的
地
位
を
有
す
る
者
を
い
う
の
か
、
そ
し
て
、
そ
の
者
の
負
う
義
務
の
根
拠
は
何
で
、

ど
の
よ
う
な
義
務
を
負
う
の
か
と
い
う
こ
と
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
こ
で
、
結
論
か
ら
い
う
と
、
ヘ
ア
マ
ン
は
、
妨
害
者
の
基
準

と
し
て
の
物
権
的
地
位
に
つ
き
、
そ
れ
は
所
有
権
で
は
な
く
、
占
有
で
あ
る
と
考
え
る

（
43
）

。
そ
し
て
、
土
地
の
占
有
者
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
三
六

条
以
下
の
土
地
占
有
者
等
の
損
害
賠
償
責
任
等
と
の
対
比
に
お
い
て
、
ネ
ガ
ト
リ
ア
責
任
を
根
拠
づ
け
る
保
全
義
務
を
負
う
と
す
る

（
44
）

。
こ

の
保
全
義
務
の
内
容
は
、
大
ま
か
に
い
え
ば
、
占
有
し
て
い
る
土
地
の
状
態
を
全
体
と
し
て
隣
接
す
る
土
地
の
所
有
権
に
と
っ
て
危
険
の

な
い
よ
う
な
状
態
に
維
持
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
具
体
的
内
容
は
、
原
則
と
し
て
、
そ
の
時
々
の
状
況
に
応
じ
て
定
ま
る
。
な
お
、
一
般

論
と
し
て
は
、
土
地
の
状
態
の
観
察
・
調
査
、
欠
陥
の
除
去
等
が
含
ま
れ
る
と
さ
れ
る
。
以
上
述
べ
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
、
ヘ
ア
マ
ン
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の
考
え
に
よ
れ
ば
、
土
地
の
性
状
に
よ
る
妨
害
が
問
題
と
な
る
場
合
に
は
、
当
該
土
地
の
占
有
者
に
よ
る
保
全
義
務
の
違
反
、
つ
ま
り
不

作
為
が
侵
害
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
と
評
価
で
き
る
と
き
に
、
そ
の
占
有
者
は
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
〇
〇
四
条
の
妨
害
者
と
し
て
責
任
を
負
う
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ヘ
ア
マ
ン
は
、
こ
の
類
型
に
お
け
る
自
然
力
に
よ
る
妨
害
事
例
に
つ
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
妨
害
者
概
念

を
あ
て
は
め
、
請
求
の
相
手
方
と
な
る
占
有
者
が
、
そ
の
保
全
義
務
を
尽
く
し
た
場
合
に
、
妨
害
が
生
じ
る
と
い
え
る
か
ど
う
か
に
よ
っ

て
、
当
該
占
有
者
が
妨
害
者
と
し
て
責
任
を
負
う
か
ど
う
か
も
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る

（
45
）

。

②
権
利
簒
奪
の
理
論
を
基
礎
に
お
く
学
説

以
上
、
こ
こ
ま
で
、
所
有
権
侵
害
に
つ
い
て
の
通
説
的
理
解
を
基
礎
に
お
く
学
説
の
動
向
を
概
観
し
て
き
た
が
、
本
項
で
は
、
侵
害
要

件
に
つ
い
て
、
い
わ
ゆ
る
権
利
簒
奪
の
理
論
を
基
礎
に
お
く
学
説
を
み
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

（
ア
）
権
利
簒
奪
の
理
論

（
46
）

に
よ
る
侵
害
要
件
の
理
解

い
わ
ゆ
る
権
利
簒
奪
の
理
論
の
主
唱
者
は
、
ピ
ッ
カ
ー
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
、
彼
の
見
解
を
中
心
に
考
察
を
進
め
て
い
く
こ

と
に
す
る

（
47
）

。

と
こ
ろ
で
、
ピ
ッ
カ
ー
の
見
解
を
理
解
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
次
の
こ
と
に
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、

Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
〇
〇
四
条
の
請
求
権
が
そ
の
制
度
の
根
源
を
ロ
ー
マ
法
の
否
認
訴
権
に
有
す
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
ピ
ッ
カ
ー
の
考
え
に

よ
れ
ば
、
現
行
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
〇
〇
四
条
の
ネ
ガ
ト
リ
ア
責
任
に
つ
い
て
も
、
そ
の
よ
う
な
制
度
の
沿
革
に
十
分
配
慮
し
た
解
釈
を
な
す
べ
き

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
〇
〇
四
条
の
制
度
の
根
源
と
さ
れ
る
ロ
ー
マ
法
の
否
認
訴
権
は
、
土
地
の
所
有
権
に
関
連
し
て
、
無
権
利
者
に

よ
る
当
該
土
地
上
の
役
権
の
僭
称
に
対
す
る
防
御
手
段
と
し
て
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た

（
48
）

。
ピ
ッ
カ
ー
は
、
こ
の
根
源
的
な
要
件
に
注

目
し
、
否
認
訴
権
に
と
っ
て
は
、「
相
手
方
に
よ
る
事
実
上
の
権
利
の
不
当
行
使
」
の
み
が
問
題
に
な
る
と
す
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、



広島法学　34 巻４号（2011 年）－60

ピ
ッ
カ
ー
の
理
解
に
よ
る
と
、
否
認
訴
権
に
と
っ
て
は
、
も
っ
ぱ
ら
「
所
有
権
の
法
的
不
可
侵
性
の
侵
害
（
法
的
完
全
性
の
制
限
）」
が

問
題
と
な
り
、
そ
れ
故
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
〇
〇
四
条
の
意
味
に
お
け
る
侵
害
に
つ
い
て
も
、「
所
有
権
が
他
人
の
権
利
領
域
に
よ
っ
て
重
な
り

合
わ
れ
る
」、
よ
り
具
体
的
に
は
「
第
三
者
の
行
為
、
第
三
者
に
帰
属
す
る
物
の
状
況
又
は
状
態
に
よ
り
、
当
該
第
三
者
が
事
実
上
所
有

者
の
権
利
を
行
使
す
る
」
と
認
め
ら
れ
る
と
き
に
の
み
存
在
す
る
と
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
イ
）
権
利
簒
奪
の
理
論
に
よ
る
妨
害
者
概
念

ピ
ッ
カ
ー
の
よ
う
に
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
〇
〇
四
条
の
侵
害
要
件
を
結
局
は
「
第
三
者
に
よ
る
事
実
上
の
権
利
簒
奪
（
権
利
の
不
当
行
使
）」
と

解
す
る
場
合
に
は
、
請
求
の
相
手
方
と
な
る
妨
害
者
は
、「
事
実
上
他
人
の
権
利
を
簒
奪
し
て
い
る
者
（
不
当
に
行
使
し
て
い
る
者
）」
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
よ
り
詳
し
く
い
う
と
、
こ
こ
で
の
妨
害
者
と
は
、「
そ
の
者
の
行
為
、
又
は
、
彼
に
帰
属
す
る
物
に
よ
っ
て
、
自
己

の
権
利
領
域
を
も
っ
て
他
人
の
所
有
権
を
簒
奪
す
る
者
（
他
人
の
所
有
権
領
域
に
重
な
り
合
う
者
）」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
、
ピ
ッ
カ
ー
の
よ
う
な
侵
害
要
件
及
び
妨
害
者
概
念
を
前
提
と
し
た
場
合
に
、
自
然
力
に
よ
る
妨
害
事
例
が
ど
の
よ
う
に
取
り

扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
ピ
ッ
カ
ー
の
見
解
に
よ
る
場
合
に
も
、
判
例
・
通
説
と
同
様
、
純
粋
な
自
然
力
に
よ
る
妨
害
の
事
例
に
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
〇
〇

四
条
の
責
任
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い

（
49
）

。
た
だ
、
彼
の
見
解
に
よ
る
場
合
に
は
、
判
例
・
通
説
と
は
異
な
る
侵
害
概
念
を
出
発
点
と
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
を
理
解
す
る
に
は
注
意
が
必
要
と
な
る
。

ピ
ッ
カ
ー
は
、
人
の
意
思
活
動
を
伴
わ
な
い
所
有
権
の
事
実
上
の
妨
害
、
要
は
自
然
力
に
よ
る
妨
害
が
問
題
と
な
る
際
に
は
、
次
の
二

つ
の
類
型
に
区
別
し
て
考
え
な
け
れ
ば
ら
な
い
と
す
る
。
つ
ま
り
、（
a
）自
然
の
作
用
が
侵
害
状
態
の
単
な
る
原
因
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い

場
合
と（
b
）自
然
力
に
よ
っ
て
所
有
権
の
事
実
上
の
妨
害
が
生
じ
て
い
る
場
合
で
あ
る

（
50
）

。

こ
こ
で
、
ま
ず
、
ピ
ッ
カ
ー
は
、（
a
）の
類
型
に
つ
き
、
例
え
ば
、
隣
地
か
ら
の
岩
石
の
落
下
や
異
常
な
強
さ
の
風
に
よ
る
倒
木
と
い
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っ
た
事
例
を
想
定
し
、
そ
れ
ら
の
事
例
に
お
い
て
、
仮
に
隣
地
所
有
者
が
落
下
し
て
き
た
岩
石
や
倒
木
の
所
有
権
を
主
張
す
る
場
合
に
は
、

Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
〇
〇
四
条
の
意
味
で
の
侵
害
が
あ
る
と
認
め

（
51
）

、
そ
し
て
、
そ
の
結
果
、
そ
の
隣
地
所
有
者
は
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
〇
〇
四
条
の
責
任
を
負

う
と
す
る
。
そ
の
一
方
で
、
隣
地
所
有
者
が
岩
石
や
倒
木
の
所
有
権
を
主
張
し
な
い
場
合
に
は
、
そ
も
そ
も
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
〇
〇
四
条
の
意
味

で
の
侵
害
が
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。

次
に
、（
b
）の
類
型
に
つ
い
て
、
ピ
ッ
カ
ー
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
こ
こ
で
は
、
隣
地
か
ら
の
自
然
の
作
用
を
妨
害
さ
れ
て
い
る
土
地

の
所
有
者
が
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
ど
う
か
の
問
題
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
問
題
に
つ
き
、
ピ
ッ
カ
ー
は
、「
そ
れ
は
法
政
策

上
の
問
題
で
あ
る
」
と
し
、
そ
し
て
、「
そ
の
隣
地
の
所
有
者
は
、
純
粋
な
自
然
の
作
用
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
必
要
は
な
い
」
と
す
る
。

つ
ま
り
、
彼
の
理
解
か
ら
す
る
と
、
そ
の
場
合
に
は
、
第
三
者
に
よ
る
権
利
の
簒
奪
（
権
利
の
不
当
行
使
）
が
認
め
ら
れ
ず
、
そ
の
結
果
、

Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
〇
〇
四
条
の
意
味
で
の
侵
害
が
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

４
　
小
括

以
上
、
こ
こ
ま
で
、
自
然
力
に
よ
る
妨
害
を
め
ぐ
る
ド
イ
ツ
の
判
例
・
学
説
の
動
向
を
考
察
し
て
き
た
。
そ
こ
で
、
本
項
で
は
、
こ
れ

ま
で
の
考
察
の
結
果
を
踏
ま
え
て
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
こ
の
問
題
に
関
す
る
判
例
・
学
説
の
到
達
点
を
改
め
て
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
し

た
い
。

ま
ず
、
本
稿
の
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
で
も
物
権
的
請
求
権
（
こ
こ
で
は
主
と
し
て
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
〇
〇
四
条
の
請
求
権
）
の

相
手
方
（
妨
害
者
）
の
故
意
・
過
失
は
、
判
例
・
学
説
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
要
件
で
は
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る

（
52
）

。
し
か
し
、
ド
イ
ツ

で
は
、
そ
の
こ
と
か
ら
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
〇
〇
四
条
の
侵
害
要
件
に
関
し
、
そ
の
原
因
如
何
を
問
わ
な
い
と
は
解
さ
れ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
Ｂ

Ｇ
Ｂ
一
〇
〇
四
条
の
侵
害
に
つ
い
て
「
請
求
の
相
手
方
が
妨
害
者
と
し
て
責
任
を
負
う
こ
と
」
が
要
求
さ
れ
、
従
来
の
判
例
で
は
「
侵
害
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は
、
少
な
く
と
も
、
間
接
的
に
、
所
有
者
又
は
占
有
者
の
意
思
に
還
元
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
解
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
ド

イ
ツ
で
は
、「
も
っ
ぱ
ら
自
然
力
に
よ
っ
て
」
引
き
起
こ
さ
れ
た
と
評
価
さ
れ
る
妨
害
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
〇
〇
四
条
の
要
件
を
充
足
し
な
い

と
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
学
説
に
お
い
て
も
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
場
合
を
指
す
か
と
い
う
点
に
注
意
は
必
要
で
は
あ
る

が
、
も
っ
ぱ
ら
自
然
力
（
自
然
現
象
、
純
粋
な
自
然
の
作
用
）
に
よ
る
所
有
権
の
妨
害
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
〇
〇
四
条
の
要
件

を
充
足
し
な
い
と
解
さ
れ
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
。

次
に
、
侵
害
要
件
、
さ
ら
に
は
妨
害
者
概
念
に
も
関
連
す
る
こ
と
が
で
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
で
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
〇
〇
四
条
の
侵
害
要
件
を

「
所
有
権
の
内
容
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
九
〇
三
条
）
に
反
す
る
あ
ら
ゆ
る
状
態
」
と
解
す
る
判
例
・
通
説
と
「
第
三
者
に
よ
る
事
実
上
の
権
利
簒
奪

（
権
利
の
不
当
行
使
）」
と
解
す
る
権
利
簒
奪
の
理
論
（
重
畳
理
論
）
と
が
対
立
し
て
い
る
。
ド
イ
ツ
で
は
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
権
利

簒
奪
の
理
論
を
支
持
す
る
論
者
も
少
な
か
ら
ず
存
在
し
決
し
て
軽
視
で
き
な
い
見
解
で
あ
る
が
、
連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
決
で
は
、
明
確

に
そ
れ
を
支
持
し
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る

（
53
）

。
し
た
が
っ
て
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
自
然
力
に
よ
る
妨
害
と
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
〇
〇
四
条
の
責
任

の
成
否
の
議
論
の
到
達
点
を
確
認
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
や
は
り
、
判
例
・
通
説
に
よ
る
侵
害
要
件
を
前
提
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ

う
。そ

こ
で
、
以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
自
然
力
に
よ
る
妨
害
を
め
ぐ
る
議
論
の
到
達
点
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な

ろ
う
。
つ
ま
り
、
ド
イ
ツ
で
は
、
前
述
し
た
こ
と
を
前
提
に
、
自
然
力
に
よ
る
妨
害
と
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
〇
〇
四
条
の
責
任
が
問
題
と
な
る
際
に

も
、
判
例
は
、
基
本
的
に
は
行
為
責
任
（
行
為
妨
害
者
）
と
状
態
責
任
（
状
態
妨
害
者
）
と
い
う
二
つ
の
区
分
を
踏
ま
え
て
、
そ
の
問
題

の
解
釈
基
準
を
示
し
て
き
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
示
さ
れ
た
二
つ
の
基
準
、
つ
ま
り
妨
害
の
「
意
思
へ
の
還
元
可
能
性
」
と

「
義
務
に
違
反
し
た
不
作
為
に
よ
る
原
因
性
」
が
、
前
者
が
状
態
妨
害
者
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
が
行
為
妨
害
者
に
関

す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
判
例
の
こ
の
よ
う
な
解
釈
基
準
、
さ
ら
に
は
両
妨
害
者
概
念
は
、
学
説
の
批
判
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
に
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な
っ
た
。
そ
し
て
、
判
例
は
、
こ
の
よ
う
な
学
説
の
批
判
、
及
び
学
説
に
お
け
る
妨
害
者
概
念
の
再
構
成
に
関
す
る
提
案
（
特
に
、
メ
デ

ィ
ク
ス
や
ヘ
ア
マ
ン
の
見
解
）
を
考
慮
し
て

（
54
）

、
自
然
力
に
よ
る
妨
害
と
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
〇
〇
四
条
の
責
任
の
成
否
に
つ
き
、
次
の
こ
と
を
決
定

的
な
基
準
と
す
る
に
至
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
自
然
力
に
よ
る
妨
害
の
際
に
も
、
請
求
の
相
手
方
が
「
そ
の
自
ら
の
行
為
に

よ
り
、
客
観
的
に
み
て
、
具
体
的
な
危
険
状
況
を
作
出
し
た
か
ど
う
か
、
及
び
、
相
隣
共
同
体
関
係
か
ら
、
保
全
義
務
、
つ
ま
り
起
こ
り

う
る
侵
害
を
阻
止
す
る
義
務
が
生
じ
る
か
ど
う
か
」
と
い
う
こ
と

（
55
）

、
そ
し
て
、
特
に
保
全
義
務
に
関
し
て
は
、
そ
の
義
務
に
違
反
し
た
不

作
為
が
侵
害
の
原
因
に
な
っ
て
い
る
と
評
価
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る

（
56
）

。
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る
。
本
稿
で
は
、
大
変
申
し
訳
な
い
が
、
そ
の
中
で
も
、
川
角
由
和
「
近
代
的
所
有
権
の

基
本
的
性
格
と
物
権
的
請
求
権
と
の
関
係
（
二
・
完
）」
九
大
法
学
五
一
号
（
一
九
八
六
年
）
二
七
頁
以
下
（
特
に
五
一
頁
以
下
）、
鷹
巣
・
前
掲
論
文
（
前

注
８
）
一
〇
七
頁
以
下
、
田
中
・
前
掲
論
文
（
前
注
８
、
六
甲
台
論
集
三
四
巻
四
号
）
一
二
八
頁
以
下
、、
同
・
前
掲
論
文
（
前
注
８
、
京
都
学
園
法
学
創

刊
号
）
五
五
頁
以
下
、
根
本
尚
徳
「
差
止
請
求
権
の
発
生
根
拠
に
関
す
る
理
論
的
考
察
（
７
）」
早
稲
田
法
学
八
三
巻
二
号
（
二
〇
〇
八
年
）
九
三
頁
以
下

（
特
に
九
七
頁
以
下
）
を
挙
げ
る
に
と
ど
め
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

（
33
）

V
gl.

etw
a

B
am

berger/R
oth

/F
ritzsche,

§
1004

R
n.15 ;E

rm
an

（
＝H

andkom
m

entar
zum

B
G

B
,B

d.2 ,12 .A
ufl.,2008

）/E
bbing,

§
1004

R
n.10 ;B

aur/Stürner,Sachenrecht,18 .A
ufl.,2009 ,S.142 ;Palandt

（
＝B

ürgerliches
G

esetzbuch,69 .A
ufl.,2010

）/B
assenge,§

1004
R

n.16
und
19 .H

arry

W
esterm

ann,Sachenrecht,7 .A
ufl.,1998 ,S.265

も
ほ
ぼ
同
旨
。

（
34
）

V
gl.Fritz

B
aur,D

er
B

eseitigungsanspruch
nach

§
1004

B
G

B
,A

cP
160 ,465 ,478 ff.;B

aur/Stürner,a.a.O
.

（
前
注
33
）,S.142 ff..

な
お
、
こ
れ
に
つ
い
て

は
、
さ
し
あ
た
り
、
拙
稿
（
前
注
４
、
広
島
法
学
二
二
巻
三
号
）
八
二
頁
及
び
同
所
で
挙
げ
た
先
行
業
績
も
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

（
35
）

V
gl.

etw
a

M
ünchK

om
m

/M
edicus,

§
1004

R
n.39 ff.;E

lke
H

errm
ann,D

ie
H

aftungsvoraussetzungen
nach

§
1004

B
G

B
-N

euere
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E
n

tw
ick

lu
n

g
en

u
n

d
L

ö
su

n
g

sv
o

rsch
lag

,Ju
S
1994

,S
.273

;d
ies.,N

atu
rein

flü
sse

u
n

d
N

ach
b

arrech
t

（

§
§
1004

,906
B

G
B

）-d
rei

E
ntscheidungen,N

JW
1997 ,S.135 f..

な
お
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
、
拙
稿
（
前
注
４
、
広
島
法
学
二
二
巻
三
号
）
八
一
頁
、
八
四
頁
、
さ

ら
に
詳
し
く
は
根
本
・
前
掲
論
文
（
前
注
32
）
一
〇
四
頁
以
下
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

（
36
）V

gl.B
aur,a.a.O

.

（
前
注
34
）,A

cP
160 ,478 ff.;B

aur/Stürner,a.a.O
.

（
前
注
34
）,S.142 ff..

な
お
、
前
注
34
も
参
照
。

（
37
）

所
有
権
理
論
を
支
持
す
る
論
者
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
本
文
で
も
紹
介
す
る
プ
ラ
イ
ヤ
ー
（K

lem
ens

P
leyer,D

ie
H

aftung
des

E
igentüm

ers
für

Störungen
aus

seinem
E

igentum
,A

cP
156 ,S.291 ,299 ff.;ders.,§

1004
B

G
B

und
das

“nachbarliche
G

em
ainschaftsverhältnis,JZ

1959 ,S.305

）
や
キ
ュ

プ
ラ
ー
（Friedlich

K
arl

K
übler,

》E
igentum

verpflichtet

《-eine
zivilrechtliche

G
eneralklausel

?,A
cP
159 ,S.236 ff.

）
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

彼
ら
の
見
解
に
つ
い
て
も
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
、
拙
稿
（
前
注
４
、
広
島
法
学
二
二
巻
三
号
）
八
二
頁
以
下
参
照
。

（
38
）

こ
こ
で
は
、Pleyer,a.a.O

.
（
前
注
37
）,JZ

1959 ,S.306 f.

に
よ
る
。

（
39
）

V
gl.

M
ünchK

om
m

/M
edicus,

§
1004

R
n.42 ff..

な
お
、
メ
デ
ィ
ク
ス
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
（
前
注
４
、
広
島
法
学
二
二
巻
三
号
）
八
三
頁
以
下

の
他
、
田
中
・
前
掲
論
文
（
前
注
８
、
六
甲
台
論
集
三
四
巻
四
号
）
一
四
二
頁
、
根
本
・
前
掲
論
文
（
前
注
32
）
一
〇
四
頁
等
も
参
照
。
な
お
、
活
動
妨
害

者
・
非
活
動
妨
害
者
の
訳
語
に
つ
い
て
は
、
別
の
訳
し
方
も
あ
り
う
る
（
例
え
ば
、
川
角
由
和
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
物
権
的
妨
害
排
除
請
求
権
論
の
到
達
点
」

龍
谷
法
学
四
〇
巻
四
号
（
二
〇
〇
八
年
）
一
〇
一
頁
（
特
に
一
三
九
頁
の
注
105
）
等
）。

（
40
）

な
お
、
施
設
を
維
持
す
る
義
務
は
、
そ
の
設
置
の
際
に
協
力
し
た
者
で
あ
れ
ば
誰
に
で
も
生
じ
る
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
（V

g
l.

M
ünchK

om
m

/M
edicus,§

1004
R

n.48

）。

（
41
）

な
お
、
メ
デ
ィ
ク
ス
は
、
施
設
が
売
却
さ
れ
た
場
合
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
お
り
、
そ
の
場
合
に
は
、
通
常
、
売
主
の
妨
害
者
と
し
て
の
責

任
は
、
取
得
者
が
引
き
継
ぐ
と
し
て
い
る
（
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
彼
は
、
売
主
が
妨
害
源
へ
の
作
用
可
能
性
を
喪
失
す
る
こ
と
を
挙
げ
る
（V

gl.

M
ünchK

om
m

/M
edicus,§

1004
R

n.50 f.
und

56

））。

（
42
）

ヘ
ア
マ
ン
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
前
注
35
に
挙
げ
た
諸
論
稿
の
他
、E

lke
H

errm
ann,D

er
Störer

nach
§
1004

B
G

B
,1987

が
最
も
重
要
で
あ
る
。
な
お
、

彼
女
の
見
解
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
（
前
注
４
、
広
島
法
学
二
二
巻
三
号
）
八
四
頁
以
下
の
他
、
根
本
・
前
掲
論
文
（
前
注
34
）
一
一
〇
頁
以
下
が
詳

し
い
の
で
参
照
の
こ
と
。

（
43
）

妨
害
者
の
基
準
と
な
る
物
権
的
地
位
に
つ
い
て
、
ヘ
ア
マ
ン
が
ど
の
よ
う
に
考
え
て
占
有
を
導
き
出
し
て
い
る
か
の
詳
細
は
、
拙
稿
（
前
注
４
、
広
島
法

学
二
二
巻
三
号
）
八
四
頁
以
下
を
参
照
の
こ
と
。
ま
た
、
根
本
・
前
掲
論
文
（
前
注
34
）
一
一
〇
頁
以
下
も
参
照
。
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（
44
）

ヘ
ア
マ
ン
が
、
こ
の
保
全
義
務
を
導
き
出
す
思
考
の
仕
方
に
つ
い
て
も
、
拙
稿
（
前
注
４
、
広
島
法
学
二
二
巻
三
号
）
八
四
頁
以
下
（
特
に
同
論
文
の
注

135
）
を
参
照
。

（
45
）

V
gl.H

errm
ann,a.a.O

.

（
前
注
35
）,JuS

1994 ,S.278 ff.;H
errm

ann,a.a.O
.

（
前
注
35
）,N

JW
1997 ,S.154 ff..

（
46
）

「
権
利
簒
奪
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
、
本
稿
で
は
、「R

echtsusurpation

」
と
い
う
語
の
訳
語
と
し
て
こ
の
言
葉
を
用
い
て
い
る
。
し
か
し
、
わ
が
国
で

ピ
ッ
カ
ー
の
見
解
が
紹
介
さ
れ
る
際
に
は
、「
重
畳
理
論
」「
権
利
重
畳
説
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

（
47
）

ネ
ガ
ト
リ
ア
請
求
権
に
関
す
る
ピ
ッ
カ
ー
の
著
作
は
多
い
。
本
稿
で
は
、
主
と
し
て
、
以
下
の
も
の
を
参
考
と
し
た
。E

d
u

ard
P

ick
er,D

er

negatorische
B

eseitigungsanspruch,1972 ;ders.,N
egatorische

H
aftung

und
G

eldabfindung
-E

in
B

eitrag
zur

D
ifferenzierung

der

bürgerlichrechtlichen
H

aftungssystem
e,F

S
.

für
H

erm
ann

L
ange

zum
70 .

G
eburtstag

am
24 .

Januar
1992 ,1992 ,S

.625 ff.;ders.,Z
ur

B
eseitigungshaftung

nach
§
1004

-eine
A

pologie,FS.für
Joachim

G
ernhuber

zum
70 .G

eburtstag,1993 ,S.315 ff..

ま
た
、
ピ
ッ
カ
ー
の
比
較
的
最
近
の

物
権
的
請
求
権
論
に
つ
い
て
は
、E

duard
Picker,D

er
“dingliche”

A
nspruch,Im

D
ienste

der
G

erechtigkeit.
FS.

für
Franz

B
ydlinski,2002 ,S.269 ff.

が

あ
る
。
ド
イ
ツ
で
は
、
ピ
ッ
カ
ー
の
見
解
を
支
持
す
る
論
者
も
多
く
、
そ
の
代
表
的
な
支
持
者
と
し
て
は
、
グ
ル
ス
キ
ー
（K

arl-H
einz

G
ursky,Z

ur

neueren
D

iskussion
um

§
1004

B
G

B
,JR
1989 ,S.397 ff.;Staudinger/G

ursky,
§
1004

R
n.4

）
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
ド
イ
ツ
の
そ
の
他
の

支
持
者
に
つ
い
て
は
、
根
本
尚
徳
「
差
止
請
求
権
の
発
生
根
拠
に
関
す
る
理
論
的
考
察
（
５
）」
早
稲
田
法
学
八
二
巻
一
号
（
二
〇
〇
六
年
）
一
六
五
頁
以

下
（
特
に
一
六
六
頁
以
下
の
注
385
）
を
参
照
の
こ
と
。
ま
た
、
ピ
ッ
カ
ー
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
、
以
前
か
ら
わ
が
国
に
も
紹
介
が
な
さ
れ
て
お
り
、

わ
が
国
の
物
権
的
請
求
権
の
解
釈
論
と
し
て
も
支
持
す
る
論
者
は
少
な
く
な
い
（
さ
し
あ
た
っ
て
は
、
拙
稿
（
前
注
４
、
広
島
法
学
二
二
巻
三
号
）
七
二
頁

の
注
82
参
照
。
な
お
、
近
時
の
論
稿
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
根
本
・
前
掲
論
文
及
び
同
「
差
止
請
求
権
の
発
生
根
拠
に
関
す
る
理
論
的
考
察
（
６
）」
早
稲

田
法
学
八
二
巻
三
号
（
二
〇
〇
七
年
）
一
六
七
頁
以
下
、
川
角
・
前
掲
論
文
（
前
注
39
）
一
〇
一
頁
以
下
も
あ
る
）。
さ
ら
に
、
前
掲
の
一
九
七
二
年
に
公

表
さ
れ
た
ピ
ッ
カ
ー
の
著
書
は
、
二
〇
〇
四
年
以
降
、
川
角
教
授
に
よ
っ
て
日
本
語
訳
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
川
角
由
和
訳
「
エ
ド
ア
ル
ト
・
ピ
ッ

カ
ー
著
『
物
権
妨
害
排
除
請
求
権
』」
と
し
て
龍
谷
法
学
三
七
巻
二
号
以
降
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
）。

（
48
）

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
、
す
で
に
多
数
の
先
行
業
績
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
さ
し
あ
た
り
、
拙
稿
（
前
注
４
、

広
島
法
学
二
二
巻
二
号
）
一
六
八
頁
以
下
参
照
。

（
49
）

V
gl.

etw
a

Picker,D
er

negatorische
B

eseitigungsanspruch

（
前
注
47
）,102 ff..

な
お
、
川
角
・
前
掲
論
文
（
前
注
39
）
一
一
七
頁
以
下
（
特
に
一
一
八

頁
の
注
46
）
も
参
照
。
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（
50
）

以
下
、
本
文
に
つ
い
て
は
、Picker,D

er
negatorische

B
eseitigungsanspruch

（
前
注
47
）,S.102 ff.

に
よ
る
。

（
51
）

つ
ま
り
、
当
該
状
態
を
法
的
に
評
価
す
る
と
、
他
人
の
土
地
上
で
当
該
岩
石
や
倒
木
の
所
有
権
を
主
張
す
る
場
合
に
は
、
土
地
所
有
権
と
当
該
妨
害
物
の

所
有
権
と
の
重
な
り
合
い
が
生
じ
る
と
評
価
さ
れ
、
侵
害
を
観
念
し
う
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

（
52
）

本
稿
一
、
及
び
前
注
７
参
照
。

（
53
）

例
え
ば
、
連
邦
通
常
裁
判
所
（
第
五
民
事
部
）
一
九
九
五
年
一
二
月
一
日
判
決
（N

JW
1996 ,845

）、
連
邦
通
常
裁
判
所
（
第
五
民
事
部
）
二
〇
〇
五
年

二
月
四
日
判
決
（N

JW
2005 ,366

）
等
が
あ
る
。

（
54
）

連
邦
通
常
裁
判
所
の
﹇
11
﹈
判
決
の
判
決
理
由
に
お
い
て
も
、
ヘ
ア
マ
ン
の
見
解
を
考
慮
し
て
い
る
こ
と
は
明
示
さ
れ
て
い
る
（B

G
H

,N
JW
2004 ,1039

）。

ま
た
、W

enzel,a.a.O
.

（
前
注
20
）,S.241 ff.

も
参
照
。

（
55
）

V
gl.W

enzel,a.a.O
.

（
前
注
20
）,S.242 .

（
56
）

な
お
、
ド
イ
ツ
の
判
例
・
通
説
の
到
達
点
に
つ
い
て
は
、
根
本
・
前
掲
論
文
（
前
注
32
）
九
三
頁
以
下
も
参
照
の
こ
と
。

三
　
若
干
の
検
討

前
項
で
は
、
自
然
力
を
原
因
と
す
る
妨
害
と
の
関
係
で
、
本
稿
の
第
一
の
目
的
で
あ
る
ド
イ
ツ
の
物
権
的
請
求
権
の
要
件
と
し
て
の
侵

害
及
び
請
求
の
相
手
方
（
妨
害
者
）
の
議
論
状
況
を
一
定
程
度
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
項
で
は
、

本
稿
の
第
二
の
目
的
（
自
然
力
を
原
因
と
す
る
土
地
所
有
権
の
妨
害
と
わ
が
国
に
お
け
る
物
権
的
請
求
権
の
有
用
性
と
そ
の
限
界
）
に
つ

い
て
、
ド
イ
ツ
の
議
論
状
況
を
参
考
と
し
て
、
若
干
の
検
討
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
１
）
ド
イ
ツ
に
お
け
る
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
〇
〇
四
条
の
請
求
権
と
そ
の
適
用
範
囲
　
　
ド
イ
ツ
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
の
結
果
か
ら
明
ら

か
な
よ
う
に
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
〇
〇
四
条
の
請
求
権
（
そ
れ
に
基
づ
く
妨
害
者
の
責
任
）
が
生
じ
る
範
囲
に
、
自
ず
と
限
界
が
あ
る
と
の
理
解

が
そ
の
根
底
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
限
界
を
画
し
て
い
る
の
が
、
従
来
か
ら
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
表
現
を
借
り
る
と
、
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も
っ
ぱ
ら
自
然
力
を
原
因
と
す
る
土
地
所
有
権
の
妨
害
で
あ
る
。
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
〇
〇
四
条
の
請
求
権
が
、
物
権
的
請
求
権
と
は
い
っ
て
も
、

民
法
上
の
請
求
権
で
あ
り
、
権
利
者
・
義
務
者
と
い
う
二
当
事
者
の
存
在
を
前
提
と
す
る
以
上
は
、
こ
の
こ
と
は
、
あ
る
意
味
、
当
然
の

こ
と
で
あ
ろ
う
（
と
い
う
の
が
、
請
求
の
相
手
方
と
な
る
者
が
い
な
け
れ
ば
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
る
が
、
物
権
的
請
求
権
の

問
題
は
生
じ
な
い
と
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
点
に
関
す
る
私
見
の
詳
細
は
、
改
め
て
後
述
す
る
）。

と
こ
ろ
で
、
自
然
力
の
関
与
す
る
土
地
所
有
権
の
妨
害
事
例
に
つ
い
て
も
、
物
権
的
請
求
権
が
生
じ
る
こ
と
を
認
め
る
場
合
に
は
、
そ

の
結
果
、
二
当
事
者
間
に
侵
害
の
除
去
等
に
関
す
る
権
利
・
義
務
関
係
が
生
じ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
こ
で
、
ド
イ
ツ
で
は
、
特
に
次
の
よ

う
な
法
制
度
上
の
背
景
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
妨
害
者
の
行
為
義
務
の
根
拠
付
け
が
必
要
に
な
っ
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る

（
57
）

。
つ
ま
り
、
Ｂ
Ｇ

Ｂ
に
よ
る
と
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
は
、
請
求
の
相
手
方
の
故
意
・
過
失
を
要
件
と
し
て
、
損
害
が
生
じ
な
か
っ
た
な

ら
ば
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
状
態
の
回
復
と
い
う
意
味
で
の
原
状
回
復
を
そ
の
内
容
と
す
る
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
二
三
条
、
二
四
九
条
一
項
）。
そ

の
一
方
で
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
〇
〇
四
条
の
侵
害
除
去
請
求
権
は
、
請
求
の
相
手
方
の
故
意
・
過
失
を
要
件
と
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
侵
害

が
な
か
っ
た
な
ら
ば
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
状
態
の
回
復
と
い
う
意
味
で
の
原
状
回
復
を
そ
の
請
求
内
容
と
す
る
と
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
ド
イ
ツ
で
は
、
両
請
求
権
が
「
原
状
回
復
」
と
い
う
点
で
重
な
り
合
う
こ
と
と
な
り
、
そ
の
結
果
、
両
者
の
境
界

付
け
が
、
そ
の
解
決
の
非
常
に
困
難
な
問
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る

（
58
）

。
要
す
る
に
、
ド
イ
ツ
で
は
、
行
為
請
求
権
と
解
さ
れ

る
こ
と
に
ほ
ぼ
異
論
の
な
い
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
〇
〇
四
条
の
請
求
権
の
相
手
方
（
妨
害
者
）
と
認
定
さ
れ
る
こ
と
は
、
そ
の
者
が
侵
害
の
除
去
等

に
必
要
な
行
為
義
務
を
負
担
す
る
こ
と
を
意
味
し
、
不
法
行
為
法
上
の
請
求
権
と
の
対
比
に
お
い
て
、
何
故
、
権
利
侵
害
に
対
す
る
故

意
・
過
失
が
要
件
と
さ
れ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
妨
害
者
が
そ
の
よ
う
な
義
務
を
課
さ
れ
る
の
か
と
い
う
根
拠
付
け
の
問
題
が
、
Ｂ
Ｇ

Ｂ
一
〇
〇
四
条
の
適
用
に
あ
た
り
、
非
常
に
重
要
視
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
〇
〇
四
条
の
適
用
範
囲
に
つ
い
て
は
、
請
求
の
相
手
方
に
侵
害
の
除
去
等
に
必
要
な
行
為
義
務
を
課
す



広島法学　34 巻４号（2011 年）－68

法
的
根
拠
を
見
い
だ
せ
な
い
土
地
所
有
権
の
妨
害
事
例
（
こ
れ
が
、
も
っ
ぱ
ら
自
然
力
を
原
因
と
す
る
妨
害
事
例
と
な
る
）
と
い
う
限
界

を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

（
２
）
わ
が
国
に
お
け
る
議
論
状
況
と
の
対
比
　
　
わ
が
国
で
も
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
の
と
同
様
、
物
権
的
請
求
権
の
要
件
と
し
て
、

請
求
の
相
手
方
の
故
意
・
過
失
は
、
要
件
で
は
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る

（
59
）

。
た
だ
し
、
こ
れ
に
関
連
し
て
、
特
に
わ
が
国
の
学
説
は
、
請
求

の
相
手
方
と
な
る
者
の
存
在
を
前
提
と
し
つ
つ
も
、
侵
害
の
原
因
如
何
を
問
わ
ず
、
自
然
力
や
不
可
抗
力
に
よ
る
物
権
侵
害
が
問
題
と
な

る
場
合
に
も
、
物
権
的
請
求
権
が
生
じ
る
と
解
し
て
い
る

（
60
）

。
こ
こ
で
、
わ
が
国
で
は
、
請
求
の
相
手
方
の
存
在
を
前
提
と
し
な
が
ら
も
、

何
故
、
そ
の
者
が
請
求
の
相
手
方
と
な
る
の
か
を
あ
ま
り
問
題
と
し
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
物
権
的
妨
害
排
除
請

求
権
の
相
手
方
に
つ
い
て
は
、「
現
在
妨
害
状
態
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
者
も
し
く
は
そ
の
妨
害
状
態
を
除
去
し
う
べ
き
地
位
に
あ
る
者
」

と
述
べ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り

（
61
）

、
そ
の
具
体
例
と
し
て
は
、
代
表
的
に
妨
害
物
の
所
有
者
が
挙
げ
ら
れ
る
。
確
か
に
、
妨
害
物
の
所
有
者
は
、

当
該
物
を
全
面
的
に
支
配
す
る
権
限
を
有
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
物
に
よ
る
妨
害
状
態
を
除
去
す
る
こ
と
が
で
き
る
地
位
に
あ
る
と
い
え

る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
権
限
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
直
ち
に
妨
害
排
除
請
求
権
の
相
手
方
と
し
て
の
義
務
を
負
う
と
い
う
こ
と
を
導
け

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
で
、
わ
が
国
の
議
論
状
況
は
、
少
な
く
と
も
ド
イ
ツ
の
判
例
が
、
自
然
力
を
原
因
と
す
る
妨
害
事
例
に
つ
き
、

請
求
の
相
手
方
が
妨
害
者
と
し
て
責
任
を
負
う
た
め
に
は
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
作
用
の
発
生
し
て
い
る
土
地
の
所
有
権
で
は
十
分
で
は

な
い
と
解
し
て
い
る
こ
と
と
非
常
に
対
照
的
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

確
か
に
、
わ
が
国
で
は
、
物
権
的
請
求
権
の
請
求
内
容
に
つ
き
、
そ
れ
を
行
為
請
求
権
と
解
す
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
を
中
心
と
し
て
、

学
説
が
対
立
し
て
い
る

（
62
）

。
し
た
が
っ
て
、
ど
の
説
を
と
る
か
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
の
問
題
状
況
と
異
な
る
前
提
が
あ
る
と
い
え
る
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
判
例
は
、
不
可
抗
力
に
よ
る
場
合
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
は
態
度
を
保
留
し
つ
つ
も
、
基
本
的
に
、
物
権
的
請
求
権

を
行
為
請
求
権
と
解
す
る
立
場
に
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
何
故
、
前
述
し
た
よ
う
な
物
権
的
請
求
権
の
相
手
方
の
理
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解
に
関
す
る
日
独
の
解
釈
論
の
相
違
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
も
改
め
て
問
い
直
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

（
３
）
自
然
力
を
原
因
と
す
る
土
地
所
有
権
の
妨
害
と
物
権
的
請
求
権
の
有
用
性
　
そ
れ
で
は
、
最
後
に
、
本
稿
の
本
来
の
目
的
に
つ

い
て
、
若
干
の
検
討
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
な
お
、
私
見
は
、
一
般
論
と
し
て
は
、
わ
が
国
の
物
権
的
請
求
権
に
つ
い
て
も
、
ド
イ

ツ
と
同
様
の
こ
と
が
妥
当
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
そ
の
内
容
及
び
理
由
を
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

わ
が
国
で
は
、
自
然
力
を
原
因
と
す
る
土
地
所
有
権
の
妨
害
と
物
権
的
請
求
権
が
問
題
と
さ
れ
る
場
合
に
、
上
記
に
示
し
た
図
の
よ
う

な
事
例
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
上
図
の
よ
う
に
高
低
差
の
あ
る
Ａ
・
Ｂ
所
有
地
に
つ
い

て
、
Ｂ
所
有
地
か
ら
そ
の
境
界
を
越
え
て
Ａ
所
有
地
に
土
砂
が
崩
れ
落
ち
て
き
た
と
い
う
事
例
で
あ
る
。

わ
が
国
で
は
、
こ
の
よ
う
な
状
態
が
自
然
力
に
よ
っ
て
生
じ
る
場
合
が
多
々
あ
り
、
そ
れ
は
、
大
雨
や
地

震
の
影
響
に
よ
り
日
本
各
地
で
起
こ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
ひ
と
ま
ず
、
物
権
的
請
求
権
の
衝
突
の
問
題
は
度
外
視
し
て
、
Ａ
所
有
地
に
Ｂ
所
有
地
か

ら
地
震
の
影
響
で
崩
落
し
た
土
砂
が
堆
積
し
て
Ａ
に
よ
る
土
地
利
用
を
妨
げ
て
い
る
、
つ
ま
り
Ａ
の
土
地

所
有
権
の
妨
害
が
問
題
と
な
る
と
の
前
提
で
考
察
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。
一
般
に
、
上
図
の
よ
う
な
状

態
で
は
、
次
の
よ
う
な
評
価
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
そ
こ
で
は
、
Ａ
の
土
地
所
有
権
の
効
力
の
及

ぶ
範
囲
が
確
定
可
能
で
（
Ａ
・
Ｂ
の
土
地
の
境
界
が
明
確
な
の
で
）、
そ
し
て
、
そ
の
支
配
領
域
内
に
Ｂ

の
土
砂
が
無
権
限
に
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
Ａ
の
土
地
所
有
権
が
Ｂ
所
有
の
土
砂
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
て

い
る
と
い
う
評
価
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
、
例
え
ば
、
同
じ
く
地
震
の
た
め
に
、
Ａ
・
Ｂ
所
有
地
の

地
盤
が
共
に
崩
壊
し
た
と
き
に
は
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
地
盤
の
崩
壊
の
た
め
、
Ａ
・
Ｂ
所
有
地
の
境
界
自
体
が
不
明
確

と
な
り
、
土
地
が
原
形
を
と
ど
め
て
い
な
い
と
い
う
場
合
に
も
、
民
法
上
物
権
的
請
求
権
の
問
題
は
生
じ
る
の
で
あ
ろ
う
か
（
ま
た
、
生
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じ
る
と
考
え
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か

（
63
）

）。
理
論
上
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
で
あ
っ
て
も
、
Ａ
の
（
従
前
の
）
土
地
所
有
権
の
内
容
に
反

す
る
状
態
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
の
で
あ
り
、
そ
の
原
因
は
地
震
と
い
う
自
然
力
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
見
方
に
よ
れ
ば
、
Ｂ
所
有

地
か
ら
の
土
砂
の
崩
落
は
小
規
模
な
地
盤
の
崩
壊
で
あ
り
、
そ
の
大
規
模
な
も
の
が
Ａ
・
Ｂ
所
有
地
の
地
盤
の
崩
壊
と
い
え
、
結
局
の
と

こ
ろ
、
両
者
は
地
震
と
い
う
自
然
力
を
原
因
と
す
る
地
盤
の
崩
壊
に
程
度
の
差
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
と
も
い
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
同
様
の
こ
と
は
、
河
川
に
お
け
る
土
石
流
災
害
を
例
に
し
て
も
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
前
示
の
図
の
よ
う
な
事

例
で
、
大
雨
の
影
響
で
、
Ｂ
所
有
地
か
ら
土
砂
が
Ａ
所
有
地
に
流
入
・
堆
積
し
、
Ａ
の
土
地
所
有
権
を
侵
害
し
て
い
る
と
す
る
。
こ
の
場

合
に
は
、
お
そ
ら
く
、
Ａ
の
Ｂ
に
対
す
る
妨
害
排
除
請
求
権
が
認
め
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
、
近
く
の
河
川
で
土
石
流

が
発
生
し
た
こ
と
に
よ
り
、
Ａ
所
有
地
に
土
砂
や
樹
木
が
堆
積
し
そ
の
土
地
利
用
を
妨
げ
ら
れ
る
と
い
う
状
態
が
生
じ
る
に
至
っ
た
と
す

る
。
こ
の
場
合
に
も
、
客
観
的
な
状
態
と
し
て
は
、
Ａ
所
有
地
が
土
砂
等
の
妨
害
物
に
よ
っ
て
そ
の
利
用
を
妨
害
さ
れ
て
い
る
状
態
に
あ

る
と
い
う
点
で
は
、
前
述
の
例
と
相
違
は
な
い
。
し
か
し
、
後
者
の
場
合
に
は
、
ま
ず
間
違
い
な
く
、
物
権
的
請
求
権
の
問
題
は
生
じ
な

い
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
と
い
う
の
も
、
妨
害
物
が
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
の
特
定
は
困
難
で
あ
り
、
そ
れ
に
関
連
し
て
、
妨
害
物
の
所
有
者

を
特
定
す
る
の
も
困
難
を
極
め
、
そ
の
結
果
、
請
求
の
相
手
方
が
定
ま
ら
な
い
以
上
は
、
物
権
的
請
求
権
の
問
題
も
事
実
上
生
じ
な
い
と

考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
、
自
然
力
を
一
つ
の
原
因
と
し
て
妨
害
状
態
が
生
じ
て
い
る
点
で
は
、
共
通
性
が
認
め

ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
物
権
的
請
求
権
が
実
際
的
に
機
能
し
う
る
か
ど
う
か
を
考
慮
し
て
、
自
然
力
を
原
因
と
す
る
土
地
所
有
権
の
妨
害
に
つ
い

て
考
え
て
み
る
と
、
物
権
的
請
求
権
の
有
用
性
が
発
揮
さ
れ
る
領
域
は
、
自
ず
と
限
界
が
あ
る
と
い
え
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の

こ
と
を
明
確
に
意
識
し
て
議
論
を
展
開
し
て
き
た
ド
イ
ツ
の
議
論
状
況
は
、
わ
が
国
で
同
様
の
問
題
を
考
え
る
上
で
も
、
示
唆
に
富
ん
だ

も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
意
味
で
、
私
見
は
、
一
般
論
と
し
て
は
、
ド
イ
ツ
の
議
論
の
到
達
点
は
、
わ
が
国
に
も
あ
る
程
度
妥
当
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す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
私
見
に
よ
っ
て
も
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
個
別
・
具
体
的
な
判
断
が
、
そ
の
ま
ま
わ
が
国
の
解
釈
論
に
あ
て
は
ま
る
と

は
考
え
て
い
な
い
。
と
い
う
の
も
、
自
然
力
を
原
因
と
す
る
土
地
所
有
権
の
妨
害
事
例
の
取
り
扱
い
に
関
し
て
は
、
各
々
の
国
の
気
候

的
・
地
理
的
状
況
や
土
地
及
び
そ
の
利
用
に
対
す
る
人
々
の
意
識
等
を
考
慮
し
て
、
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
具

体
的
に
は
、
わ
が
国
の
国
土
は
そ
の
四
分
の
三
が
山
地
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
の
結
果
、
人
が
傾
斜
地
を
所
有
・
利
用
す
る
場
面
が

多
々
あ
る
こ
と
、
気
候
的
に
は
台
風
・
梅
雨
等
の
影
響
で
大
雨
が
降
る
こ
と
も
多
々
あ
り
、
大
雨
に
よ
る
傾
斜
地
の
崩
落
も
特
別
視
で
き

る
状
況
の
な
い
こ
と
、
そ
し
て
、
地
震
も
大
規
模
な
も
の
を
含
め
日
本
の
い
つ
ど
こ
で
起
こ
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
状
況
が
あ
る
こ
と
、

等
々
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
わ
が
国
に
お
い
て
、
土
地
の
所
有
・
利
用
に
対
す
る
人
々
の
意
識
は
ド
イ
ツ
と
同
じ
で
あ

る
は
ず
も
な
く
、
そ
の
こ
と
が
例
え
ば
ド
イ
ツ
で
想
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
相
隣
地
所
有
者
間
の
相
互
配
慮
義
務
の
内
容
に
影
響
を
与
え

る
こ
と
は
、
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
が
国
で
一
般
論
の
レ
ベ
ル
で
仮
に
ド
イ
ツ
の
考
え
方
を
採
用
す
る
場
合
に
も
、
具

体
的
な
問
題
事
例
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
の
実
情
に
照
ら
し
て
判
断
を
下
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

な
お
、
よ
り
詳
細
な
検
討
は
今
後
の
課
題
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
例
え
ば
、
前
述
の
Ｂ
所
有
地
か
ら
地
震
や
大
雨
の
影
響
に
よ
り
土

砂
が
崩
落
し
、
Ａ
の
土
地
所
有
権
を
侵
害
し
て
い
る
場
合
の
妨
害
排
除
請
求
権
に
つ
い
て
、
Ｂ
が
請
求
の
相
手
方
と
さ
れ
る
一
つ
の
理
由

は
、
わ
が
国
で
は
、
Ｂ
が
妨
害
物
の
所
有
権
を
有
す
る
が
故
に
妨
害
物
を
除
去
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
に
あ
る
と
い
よ
う
が
、
ド

イ
ツ
の
判
例
の
到
達
点
を
借
用
し
て
、
あ
え
て
説
明
す
る
な
ら
ば
、
わ
が
国
で
は
傾
斜
地
を
所
有
す
る
者
で
あ
れ
ば
、
大
雨
や
地
震
に
よ

る
斜
面
の
崩
壊
に
配
慮
す
る
義
務
が
あ
り
、
そ
の
義
務
に
違
反
し
た
不
作
為
に
よ
り
土
砂
の
崩
落
が
顕
在
化
し
た
と
評
価
で
き
る
が
故
に
、

請
求
の
相
手
方
と
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
に
よ
る
場
合
、
当
該
危
険
に
対
す
る
法
的
義
務
が
根
拠

付
け
ら
れ
な
か
っ
た
り
、
あ
る
い
は
、
義
務
は
あ
る
と
し
て
も
そ
の
違
反
が
な
い
と
判
断
さ
れ
れ
ば
、
理
論
上
は
、
請
求
の
相
手
方
と
し
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て
責
任
を
負
う
こ
と
は
な
い
こ
と
と
な
る
（
そ
の
結
果
、
事
実
上
妨
害
を
受
け
て
い
る
土
地
の
所
有
者
は
、
他
人
に
そ
の
負
担
を
転
嫁
で

き
な
い
自
然
力
の
結
果
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
）。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
自
然
力
に
よ
る
土
地
所
有
権
の
妨
害
は
、

そ
も
そ
も
民
法
の
レ
ベ
ル
で
取
り
扱
う
べ
き
問
題
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
す
で
に
、
学
説
に
お
い
て
も
、
自
然
災
害
の
よ
う
な
天
災
に
よ

る
被
害
に
つ
い
て
は
、
民
事
的
処
理
に
よ
る
べ
き
で
な
い
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
本
稿
で
の
ド
イ
ツ
法
の
考
察

の
成
果
は
、
そ
の
点
で
も
、
有
益
な
示
唆
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

〈
注
〉

（
57
）

な
お
、
ド
イ
ツ
の
判
例
・
通
説
は
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
〇
〇
四
条
に
基
づ
く
請
求
権
を
行
為
請
求
権
と
解
す
る
（
こ
こ
で
は
、
ひ
と
ま
ず
、
田
中
・
前
掲
論
文
（
前

注
８
、
六
甲
台
論
集
三
四
巻
四
号
）
一
二
八
頁
、
同
・
前
掲
論
文
（
前
注
８
、
京
都
学
園
法
学
創
刊
号
）
五
五
頁
参
照
。
ま
た
、
川
角
・
前
掲
論
文
（
前
掲

39
）
一
〇
七
頁
以
下
等
も
参
照
）。

（
58
）

こ
の
問
題
の
概
要
に
つ
い
て
、
さ
し
あ
た
り
、
拙
稿
「
物
権
的
請
求
権
の
再
検
討
」
私
法
六
五
号
（
二
〇
〇
三
年
）
一
九
五
頁
以
下
を
参
照
。

（
59
）

本
稿
一
、
及
び
前
注
５
参
照
。

（
60
）

本
稿
一
、
及
び
前
注
６
参
照
。

（
61
）

大
審
院
の
判
例
等
。
な
お
、
こ
こ
で
は
、
舟
橋
諄
一
＝
徳
本
鎮
編
『
新
版
注
釈
民
法
（
６
）
物
権
（
１
）〔
補
訂
版
〕』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
九
年
）
二
〇

一
頁
〔
好
美
清
光
〕
を
参
照
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

（
62
）

本
稿
一
、
及
び
前
注
９
参
照
。

（
63
）

と
こ
ろ
で
、
従
来
、
文
献
に
お
い
て
も
ほ
と
ん
ど
例
に
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
な
「
Ａ
・
Ｂ
所
有
地
の
地
盤
が
共
に
崩
壊
し
た
」
と
い
う
あ
る
意

味
突
拍
子
も
な
い
例
を
挙
げ
た
理
由
を
若
干
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。
本
稿
末
尾
に
も
書
い
た
よ
う
に
、
本
稿
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
る
研
究

成
果
の
一
部
を
も
と
に
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
研
究
期
間
で
あ
る
平
成
一
六
〜
一
七
年
度
は
、
何
故
か
大
規
模
な
自
然
災
害
が
立
て
続
け
に
起
こ
っ
た
二
年

間
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
特
に
、
そ
こ
で
、
筆
者
に
前
述
の
よ
う
な
事
例
を
想
起
さ
せ
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
は
、
二
〇
〇
四
年
一
〇

月
二
三
日
の
新
潟
県
中
越
地
震
で
あ
る
。
当
時
の
ニ
ュ
ー
ス
、
新
聞
報
道
で
も
被
害
の
甚
大
さ
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
際
、
民
法
上
の
物
権
的
請
求
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権
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
地
盤
の
崩
壊
と
い
う
も
の
を
目
の
当
た
り
に
し
た
。
そ
れ
が
、
本
文
の
よ
う
な
例
を
挙
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
き
っ
か
け
で
あ
る

（
筆
者
が
物
権
的
請
求
権
の
限
界
を
考
え
る
こ
と
に
な
っ
た
被
災
地
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
新
潟
日
報
社
発
行
『
特
別
報
道
写
真
集
　
新
潟
県
中

越
地
震
』（
新
潟
日
報
社
・
二
〇
〇
四
年
）
を
参
照
の
こ
と
）。

四
　
今
後
の
課
題

以
上
、
こ
こ
ま
で
、
本
稿
で
は
、
自
然
力
に
よ
る
妨
害
を
め
ぐ
る
ド
イ
ツ
の
議
論
状
況
を
中
心
に
考
察
を
進
め
て
き
た
。
そ
し
て
、
本

稿
は
、
ド
イ
ツ
法
を
参
考
に
、
わ
が
国
で
今
度
同
様
の
問
題
を
ど
の
よ
う
な
視
点
か
ら
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
き
、

一
つ
の
方
向
性
（
可
能
性
）
を
示
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
今
後
の
課
題
の
第
一
は
、
本
稿
で
示
し
た
基
本

的
視
座
か
ら
、
わ
が
国
の
こ
れ
ま
で
の
判
例
・
学
説
の
状
況
を
再
検
討
す
る
こ
と
に
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
仮
に
、
ド
イ
ツ
の
よ
う
に

請
求
の
相
手
方
（
妨
害
者
）
の
帰
責
の
根
拠
に
つ
い
て
、
義
務
に
違
反
し
た
不
作
為
に
よ
る
原
因
性
と
い
う
基
準
を
わ
が
国
で
も
想
定
す

る
場
合
に
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
不
法
行
為
法
上
の
損
害
賠
償
請
求
権
と
の
関
係
を
問
題
と
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
わ
が
国
で
は
、
損
害
賠
償
請
求
権
と
物
権
的
妨
害
排
除
請
求
権
の
原
状
回
復
請
求
と
い
う
点
で
の
重
な
り
合
い
と
い
う
問
題
は
、

現
状
で
は
、
ド
イ
ツ
ほ
ど
に
は
問
題
と
な
る
ま
い
が
、
そ
の
一
方
で
、
不
法
行
為
の
成
立
要
件
と
の
関
係
が
非
常
に
大
き
な
問
題
と
な
っ

て
く
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
こ
れ
も
避
け
て
は
通
れ
な
い
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
そ
の
他
に
も
、
本
稿
に
は
、
す
で
に
本
文
中
で
示
し

た
よ
う
な
残
さ
れ
た
課
題
も
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
の
課
題
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
、
さ
ら
に
研
究
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

〈
追
記
〉
　
本
稿
は
、
平
成
16
〜
17
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
若
手
研
究
（
Ｂ
）、
課
題
番
号：

16730045

）「
被
災
者
救
済
に
お
け
る
物
権
的
請
求
権
の
有
用

性
に
関
す
る
研
究
」
の
研
究
成
果
の
一
部
を
も
と
に
執
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。




