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第
一
節　

は
じ
め
に

　

給
付
訴
訟
の
請
求
認
容
判
決
は
、
任
意
に
履
行
さ
れ
な
け
れ
ば
執
行
機
関
に
よ
り
強
制
的
に
実
現
さ
れ
る
。
し
か
し
、
訴
訟
は
判
決

を
得
る
ま
で
に
時
間
が
か
か
る
た
め
そ
の
間
に
債
務
者
の
財
産
が
移
転
さ
れ
た
り
、
散
逸
し
た
り
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
強

制
執
行
に
よ
る
権
利
の
実
現
が
確
実
に
な
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
民
事
訴
訟
手
続
が
始
ま
る
前
に
、
執
行
の
対
象
と
な
る
財
産

が
失
わ
れ
る
こ
と
を
防
ぐ
制
度
が
整
備
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
民
事
保
全
制
度
で
あ
る
。

　

民
事
保
全
制
度
の
目
的
は
、
遅
滞
に
よ
っ
て
生
ず
る
危
険
を
防
避
す
る
た
め
に
、
簡
易
迅
速
に
、
あ
る
処
置
な
い
し
処
分
を
講
ず
る

こ
と
で
あ
る
。
民
事
保
全
の
手
続
は
、
保
全
命
令
の
発
令
の
当
否
を
判
断
す
る
た
め
の
保
全
命
令
に
関
す
る
手
続
と
、
発
せ
ら
れ
た
保
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全
命
令
を
具
体
的
に
実
現
す
る
た
め
の
保
全
執
行
に
関
す
る
手
続
と
に
区
別
さ
れ
る
。
こ
れ
は
通
常
民
事
訴
訟
手
続
に
お
け
る
判
決
手

続
と
執
行
手
続
と
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
民
事
保
全
制
度
が
達
成
す
る
の
は
仮
の
救
済
で
あ
り
、
そ
の
あ
と
に
本
案
訴

訟
に
よ
る
本
格
的
な
権
利
の
確
定
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。

　

民
事
保
全
は
、
民
事
保
全
法
上
の
仮
差
押
え
と
二
種
類
の
仮
処
分
か
ら
な
る
。
仮
差
押
え
は
、
金
銭
の
支
払
い
を
目
的
と
す
る
債
権

に
つ
い
て
、
金
銭
債
権
の
一
般
的
担
保
と
な
っ
て
い
る
債
務
者
の
責
任
財
産
を
保
全
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
将
来
の
強
制
執
行
を
保
全
す

る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
係
争
物
に
関
す
る
仮
処
分
は
、
特
定
物
の
引
渡
し
請
求
権
等
に
つ
き
、
当
該
特
定
物
の
現
状
を
維
持
し
て
将

来
の
強
制
執
行
を
保
全
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
仮
の
地
位
を
定
め
る
仮
処
分
は
、
争
い
の
あ
る
権
利
関
係
に
つ
い
て
、

債
権
者
に
生
ず
る
著
し
い
損
害
又
は
急
迫
の
危
険
を
避
け
る
た
め
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
民
事
保
全
の
な
か
で
仮
の
地
位
を
定
め
る
仮
処
分
は
、
他
の
民
事
保
全
と
異
な
り
、
将
来
の
強
制
執
行
の
保
全
と
い
う
目

的
を
全
く
持
た
な
い
と
い
う
特
徴
を
も
っ
て
い
る
。
物
の
現
状
を
維
持
す
る
だ
け
で
は
争
わ
れ
て
い
る
権
利
を
保
全
し
た
こ
と
に
な
ら

な
い
よ
う
な
種
類
の
権
利
、
な
い
し
は
高
度
の
必
要
性
が
あ
る
場
合
に
つ
き
、
直
截
に
そ
の
権
利
が
仮
に
あ
る
も
の
と
し
て
そ
れ
に
応

じ
た
行
為
を
命
じ
、
ま
た
は
法
律
関
係
を
形
成
す
る
仮
処
分
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
仮
の
地
位
を
定
め
る
仮
処
分
は
、
債
権
者
に

事
実
上
権
利
の
満
足
を
与
え
て
し
ま
う
の
で
、
満
足
的
仮
処
分
と
よ
ば
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
ま
た
と
く
に
物
の
引
渡
し
や
建
物
収
去
な

ど
の
作
為
を
命
ず
る
も
の
は
断
行
の
仮
処
分
と
も
よ
ば
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

　

民
事
保
全
は
暫
定
的
な
救
済
制
度
で
あ
る
。
仮
の
地
位
を
定
め
る
仮
処
分
も
こ
の
暫
定
的
な
救
済
制
度
の
一
つ
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
事
実
上
、
申
立
人
の
目
的
を
実
現
さ
せ
て
し
ま
い
、
そ
の
後
に
予
定
さ
れ
て
い
る
は
ず
の
本
案
訴
訟
が
意
味
を
持
た
な
く
な
っ

て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
仮
の
地
位
を
定
め
る
仮
処
分
で
は
、
口
頭
弁
論
ま
た
は
当
事
者
双
方
を
審
尋
す
る
期
日
を
実
施
す
る
こ
と
が
原

則
と
さ
れ
る
（
民
事
保
全
法
二
三
条
四
項
本
文
）。
し
か
し
、
口
頭
弁
論
や
当
事
者
双
方
の
審
尋
を
経
た
の
で
は
仮
処
分
命
令
の
申
立

（
1
）

（
2
）
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て
の
目
的
を
達
成
で
き
な
い
と
き
は
、
例
外
的
に
、
相
手
方
の
審
尋
は
な
さ
れ
ず
に
仮
処
分
命
令
が
発
令
さ
れ
る
（
民
事
保
全
法
二
三

条
四
項
但
書
）。
す
な
わ
ち
、
仮
の
地
位
を
定
め
る
仮
処
分
で
は
、
債
務
者
の
審
尋
を
行
う
こ
と
な
く
、
債
務
者
へ
物
理
的
な
強
制
力

が
行
使
さ
れ
、
債
権
者
の
目
的
を
達
成
し
て
し
ま
う
こ
と
が
起
こ
り
う
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
の
債
権
者
の
目
的
を
事
実
上
達
成
し
て
し
ま
う
仮
の
地
位
を
定
め
る
仮
処
分
、
と
く
に
断
行
の
仮
処
分
の
強
力
な
働

き
に
ど
の
よ
う
な
機
能
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
紛
争
解
決
機
能
を
読
み
込
む
こ
と
が
妥
当
な
の
だ
ろ
う

か
。
さ
ら
に
、
断
行
の
仮
処
分
は
、
債
権
者
側
の
言
い
分
の
み
に
基
づ
い
て
債
務
者
に
対
し
て
強
制
力
を
行
使
す
る
場
合
に
、
手
続
的

に
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
関
心
か
ら
、
具
体
的
な
事
例
を
も
と
に
、
断

行
の
仮
処
分
に
つ
い
て
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
本
稿
の
基
本
的
な
視
角
を
設
定
す
る
（
第
二
節
）。
そ
し
て
、
そ
の
視
角
に

基
づ
い
て
、
あ
る
紛
争
事
例
を
検
討
す
る
（
第
三
節
）。

第
二
節　

当
事
者
の
紛
争
処
理
と
制
度
的
強
制

　

一
般
に
、
裁
判
は
個
別
紛
争
に
法
を
適
用
す
る
こ
と
で
解
決
を
は
か
る
制
度
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
た
し
か
に
民
事
訴
訟
に
は
紛
争
当

事
者
の
主
体
性
が
組
み
込
ま
れ
て
お
り
、
当
事
者
双
方
の
主
張
立
証
が
判
決
に
反
映
さ
れ
る
し
、
当
事
者
の
意
思
に
よ
り
和
解
や
訴
え

の
取
下
げ
で
終
了
す
る
こ
と
も
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
裁
判
所
の
判
断
に
よ
り
終
了
す
る
可
能
性
は
残
る
。
判
決
は
当
事
者
に
服
従
を
強

い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
民
事
訴
訟
は
紛
争
の
強
制
的
解
決
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　

原
理
的
に
は
、
裁
判
所
が
紛
争
当
事
者
に
対
し
て
法
的
判
断
を
示
す
行
為
が
秩
序
を
定
立
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
す
で
に
そ
れ
自
体

で
法
の
暴
力
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
裁
判
所
の
判
断
が
当
事
者
に
作
用
す
る
強
制
は
司
法
制
度

の
中
で
物
理
的
に
実
現
で
き
る
執
行
機
関
を
備
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。Cover
は
、
裁
判
所
の
法
的
判
断
を
法
執
行
と
関
連

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）
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さ
せ
て
、
次
の
三
つ
の
特
徴
を
指
摘
す
る
。
第
一
に
、
裁
判
所
の
法
解
釈
は
、
制
度
内
に
お
け
る
予
測
可
能
な
執
行
者
の
行
為
と
結
び

つ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
法
の
解
釈
適
用
と
い
う
実
践
に
は
、
執
行
者
が
そ
の
判
断
の
言
渡
し
で
何
を
す
る
の
か
に
つ
い
て

の
理
解
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
の
理
解
へ
の
適
応
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
法
解
釈
は
執
行
と
結
び
つ
い
た
実
践

的
活
動
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
こ
の
法
的
判
断
と
そ
の
執
行
と
は
、
暴
力
が
産
出
さ
れ
る
よ
う
に
設
計
さ
れ
た
制
度
に

お
い
て
分
離
さ
れ
て
い
る
。
法
の
執
行
は
、
債
務
者
の
生
活
に
物
理
的
に
介
入
し
抵
抗
を
排
除
す
る
。
も
し
執
行
者
が
自
律
的
に
判
断

す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
う
し
た
他
者
に
痛
み
を
与
え
る
行
為
の
実
施
は
た
め
ら
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
権
威
を
実
施
す
る
組

織
内
に
い
る
者
は
、
自
律
的
に
行
為
す
る
者
の
行
動
を
規
律
す
る
通
常
の
抑
止
を
経
験
す
る
こ
と
な
く
、
粛
々
と
暴
力
的
に
ふ
る
ま
え

る
の
で
あ
る
。
第
三
に
、
法
の
暴
力
は
そ
の
実
効
性
が
確
保
で
き
る
支
配
領
域
に
お
い
て
行
わ
れ
る
。
裁
判
所
の
解
釈
行
為
の
う
ち
に

は
、
実
効
的
な
支
配
の
諸
条
件
へ
の
関
心
が
見
出
さ
れ
る
。
執
行
が
達
成
さ
れ
な
け
れ
ば
裁
判
所
は
権
威
を
失
う
の
で
あ
り
、
理
念
的

な
法
と
現
実
的
な
法
と
の
二
項
対
立
は
、
こ
こ
で
は
望
ま
し
く
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
司
法
制
度
は
、
裁
判
所
と
執
行
機

関
と
が
分
離
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
相
応
の
環
境
条
件
に
お
い
て
実
行
す
る
こ
と
で
、
法
の
暴
力
が
効
果
的
に
貫
徹
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
民
事
保
全
制
度
で
は
、
緊
急
性
の
要
請
か
ら
、
裁
判
所
で
判
断
す
る
さ
い
に
は
保
全
執
行
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
よ
り
強
く
意

識
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
保
全
執
行
も
機
械
的
に
迅
速
に
進
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。Cover

の
指
摘
す
る
特
徴
は
よ
り
適
合
す
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
説
明
に
は
、Sarat

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
裁
判
所
の
法
的
判
断
に
お
け
る
解
釈
の
柔
軟
性
と
執
行
機
関
の

執
行
に
お
け
る
画
一
性
の
あ
い
だ
で
の
矛
盾
対
立
す
る
緊
張
関
係
も
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
お
そ
ら
く
現
実
に
は
、
こ
の
緊
張
関

係
を
反
映
す
る
よ
う
に
、
判
断
と
執
行
の
明
確
な
役
割
分
担
に
基
づ
い
て
進
め
ら
れ
る
民
事
保
全
手
続
で
も
、
裁
判
所
の
判
断
に
お
い

て
法
の
暴
力
が
発
動
さ
れ
る
執
行
の
場
面
に
つ
い
て
完
全
に
考
慮
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
執
行
機
関
に
お
い
て
も
命
令
の
遂
行
過

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
10
）
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程
で
機
械
的
な
実
現
に
当
事
者
か
ら
抵
抗
を
受
け
る
場
面
に
遭
遇
す
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
法
の
暴
力
は
、
司
法
制
度
の
組
織
に

内
在
的
な
論
理
の
み
で
は
十
分
に
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
ず
、
強
制
力
は
、
そ
れ
が
介
入
す
る
当
事
者
双
方
の
あ
い
だ
に
あ
ら
た
め
て

位
置
づ
け
な
お
す
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

　

法
に
は
、
究
極
的
に
は
、
そ
の
命
令
を
強
制
的
に
実
現
す
る
暴
力
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。K

ennedy

は
、
そ
の
こ
と
を
前
提
に
法

は
さ
ま
ざ
ま
な
当
事
者
間
の
取
引
交
渉
に
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
当
事
者
間
の
取
引
交
渉
は
、
こ
の
法
の
枠
組
を

背
景
と
し
て
と
り
お
こ
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
新
た
な
取
引
状
況
の
も
と
で
は
、
法
の
枠
組
に
つ
い
て
も
合
法
性
が
明
確
で

は
な
い
戦
略
を
と
る
可
能
性
が
出
て
く
る
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
影
響
は
け
っ
し
て
固
定
的
な
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
法
は
、
当
該

取
引
関
係
に
直
接
に
か
か
わ
る
も
の
だ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
労
使
関
係
に
つ
い
て
は
契
約
法
が
規
律
す
る
と
し
て
も
、
福
祉
受

給
の
整
備
、
犯
罪
活
動
の
可
能
性
、
独
立
営
業
の
可
能
性
、
結
婚
し
て
の
家
事
労
働
な
ど
が
、
代
替
的
な
方
策
と
し
て
賃
金
労
働
よ
り

も
望
ま
し
い
の
か
ど
う
か
考
慮
さ
れ
よ
う
。
こ
う
し
た
代
替
的
な
方
策
を
規
律
す
る
法
の
枠
組
も
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
当
事
者
間
の

交
渉
過
程
に
お
け
る
優
劣
は
、
こ
の
さ
ま
ざ
ま
な
法
の
枠
組
に
よ
っ
て
調
整
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
法
を
執
行
す
る
公
的
機
関
は

当
事
者
の
道
具
と
な
り
訴
訟
の
予
測
結
果
は
当
事
者
の
戦
略
の
背
景
の
一
部
と
な
る
。
こ
こ
で
、
法
は
交
渉
力
を
構
成
す
る
も
の
の
一

つ
で
あ
り
、
こ
の
交
渉
力
が
不
均
衡
な
資
源
配
分
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
そ
れ
に
適
合
し
た
世
界
理
解
の
知
識
を
生
み
出

す
と
い
う
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
世
界
理
解
に
支
え
ら
れ
た
当
事
者
間
の
関
係
性
も
交
渉
の
場
に
お
い
て
は
権
力

と
抵
抗
が
作
用
す
る
の
で
あ
り
、
交
渉
の
早
い
段
階
で
力
を
得
て
形
成
さ
れ
た
知
識
は
の
ち
の
交
渉
の
展
開
を
変
え
る
し
、
目
的
を
達

成
す
る
た
め
に
発
動
さ
れ
た
強
制
力
に
よ
っ
て
当
事
者
自
身
の
あ
り
方
が
変
容
し
た
り
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
交
渉
関
係
に
あ

る
当
事
者
は
、
一
般
的
な
法
の
作
動
の
理
解
の
影
響
も
受
け
な
が
ら
、
そ
れ
と
は
異
な
る
法
の
援
用
方
法
の
知
識
を
獲
得
し
、
そ
れ
を

行
使
す
る
こ
と
で
状
況
を
変
え
て
い
っ
た
り
、
そ
う
し
た
活
動
を
遂
行
し
て
い
く
な
か
で
自
身
の
交
渉
関
係
や
法
的
規
律
へ
の
あ
り
方

（
11
）（

12
）
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が
変
わ
っ
て
い
っ
た
り
す
る
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

　

法
の
強
制
力
は
、
紛
争
交
渉
関
係
に
あ
る
当
事
者
双
方
の
あ
い
だ
で
、
当
該
関
係
を
優
位
に
変
え
る
た
め
に
道
具
と
し
て
動
員
さ
れ

る
。
こ
の
よ
う
に
当
事
者
双
方
の
交
渉
関
係
に
視
野
を
拡
げ
る
と
、
裁
判
所
の
法
的
判
断
へ
の
相
手
方
の
反
発
は
、
法
の
実
現
を
は
か

る
執
行
機
関
に
対
し
て
だ
け
で
な
く
、
強
制
力
を
発
動
し
た
当
事
者
へ
も
む
け
ら
れ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
と
く
に
、
執
行
機
関
に

抵
抗
す
る
機
会
が
な
か
っ
た
よ
う
な
場
合
、
反
発
す
る
力
は
交
渉
関
係
に
あ
る
当
事
者
間
で
働
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

以
上
、
緊
急
を
要
す
る
民
事
保
全
手
続
で
は
、
強
く
執
行
を
意
識
し
た
判
断
が
な
さ
れ
、
ま
た
迅
速
か
つ
機
械
的
に
執
行
が
行
わ
れ

る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
民
事
保
全
も
、
当
事
者
間
の
交
渉
過
程
に
お
い
て
は
、
優
位
に
状
況
を
進
め
よ
う
と
す
る
複

数
あ
る
戦
略
手
段
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
う
し
た
当
事
者
の
関
心
か
ら
裁
判
所
の
想
定
外
の
制
度
利
用
も
生
み
出
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る

こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。第

三
節　

断
行
の
仮
処
分
の
事
例
分
析

（
1
）
事
例
分
析
の
方
法

　

こ
こ
で
取
り
上
げ
る
事
案
は
、
二
〇
〇
一
年
か
ら
二
〇
〇
二
年
に
か
け
て
関
係
者
間
で
争
わ
れ
た
相
続
に
関
連
す
る
紛
争
で
あ
る
。

黒
川
敦
子
氏
側
の
代
理
人
弁
護
士
か
ら
こ
の
事
案
に
関
連
す
る
記
録
を
見
せ
て
い
た
だ
い
た
。
ま
た
こ
の
事
案
に
つ
い
て
聞
き
取
り
を

行
っ
た
。
以
下
の
紛
争
の
経
緯
で
は
訴
訟
記
録
等
の
公
式
の
文
書
を
中
心
に
時
系
列
に
整
理
し
て
お
り
、
そ
の
か
ぎ
り
で
は
客
観
性
が

確
保
さ
れ
て
い
る
が
、
一
方
当
事
者
の
代
理
人
側
の
メ
モ
の
閲
覧
や
聞
き
取
り
の
内
容
も
補
充
的
に
使
わ
れ
て
お
り
、
相
手
方
か
ら
提

出
さ
れ
て
い
る
公
式
の
書
類
資
料
と
の
関
係
で
は
均
衡
を
欠
い
て
い
る
。
な
お
、
当
事
者
や
関
係
者
が
特
定
さ
れ
な
い
よ
う
に
匿
名
化

を
し
て
お
り
、
事
案
の
分
析
に
支
障
の
な
い
と
考
え
ら
れ
る
事
項
に
つ
き
若
干
の
変
更
も
行
っ
て
い
る
。

（
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（
2
）
紛
争
の
経
緯

　

二
〇
〇
一
年
八
月
上
旬
に
、
黒
川
明
夫
氏
が
死
亡
し
た
。
明
夫
氏
に
は
、
約
三
〇
億
程
度
の
相
続
財
産
が
あ
っ
た
（
た
だ
し
換
価
額

は
八
割
程
度
に
減
額
さ
れ
る
）。
明
夫
氏
に
は
離
婚
し
た
前
妻
と
の
間
に
娘
が
二
人
、
再
婚
し
た
妻
と
の
間
に
息
子
と
娘
が
い
た
。
し

た
が
っ
て
、
妻
と
四
人
の
子
供
が
明
夫
の
相
続
人
に
な
る
。
前
妻
と
の
子
供
が
、
黒
川
敦
子
氏
と
有
馬
雅
子
氏
で
あ
る
。
遺
言
に
よ
れ

ば
、
亡
黒
川
明
夫
氏
は
、
前
妻
の
二
人
の
娘
に
は
そ
れ
ぞ
れ
一
〇
〇
〇
万
円
と
都
内
の
甲
土
地
を
共
有
で
相
続
さ
せ
る
こ
と
に
し
て
い

た
。

　

遺
言
執
行
者
の
指
宿
弁
護
士
に
よ
れ
ば
、
明
夫
氏
か
ら
敦
子
氏
に
は
、
生
前
に
人
を
介
し
て
数
回
の
送
金
を
お
こ
な
っ
て
お
り
、
今

回
は
一
〇
〇
〇
万
円
か
ら
そ
の
分
を
生
前
贈
与
と
し
て
控
除
し
た
残
額
を
引
き
渡
す
と
い
う
。
し
か
し
、
そ
の
残
額
に
つ
い
て
、
指
宿

弁
護
士
の
主
張
と
、
黒
川
敦
子
氏
の
主
張
で
は
開
き
が
あ
っ
た
。
指
宿
弁
護
士
は
、
生
前
贈
与
は
八
五
〇
万
円
だ
っ
た
と
い
う
の
に
対

し
て
、
黒
川
敦
子
氏
は
四
五
〇
万
円
だ
と
い
う
。
黒
川
敦
子
氏
は
早
く
か
ら
城
崎
弁
護
士
に
依
頼
し
交
渉
及
び
調
整
を
し
て
き
た
が
ま

と
ま
ら
ず
、
二
〇
〇
一
年
一
二
月
二
〇
日
に
、
亡
黒
川
明
夫
氏
の
遺
言
執
行
者
の
指
宿
弁
護
士
に
対
し
て
四
〇
〇
万
円
の
相
続
財
産
引

渡
請
求
の
訴
え
を
提
起
し
た
。

　

ま
た
、
指
宿
弁
護
士
か
ら
提
出
さ
れ
た
遺
産
目
録
を
、
黒
川
敦
子
氏
の
側
で
も
公
認
会
計
士
に
調
べ
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
、
か
な
り

の
遺
留
分
が
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
黒
川
敦
子
氏
の
遺
留
分
は
、
亡
黒
川
明
夫
氏
の
全
相
続
財
産
の
う
ち
ト
ー
タ
ル
で
一
億
円
程

度
と
試
算
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
二
〇
〇
一
年
一
二
月
一
九
日
に
、
黒
川
敦
子
氏
か
ら
兄
弟
の
一
人
の
黒
川
悠
一
氏
に
対
し
て
、

遺
留
分
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
認
め
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
限
度
で
の
遺
留
分
減
殺
請
求
の
内
容
証
明
郵
便
を
送
付
す
る
。
こ
れ

に
よ
り
、
相
続
財
産
分
割
の
手
続
が
停
止
し
た
。
黒
川
悠
一
氏
と
有
馬
雅
子
氏
と
に
は
、
と
も
に
別
府
弁
護
士
が
代
理
人
と
な
っ
て
い

た
。
黒
川
悠
一
氏
の
側
で
は
、
多
額
の
相
続
税
を
期
限
ま
で
に
納
入
す
る
に
は
相
続
不
動
産
等
の
売
却
が
必
要
で
あ
り
、
遺
産
分
割
が

（
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で
き
な
い
と
そ
の
処
理
が
で
き
な
い
の
で
、
遺
留
分
減
殺
請
求
の
取
り
下
げ
を
求
め
て
き
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
先
述
の
よ
う
に
、
遺
言
に
よ
り
黒
川
敦
子
氏
は
有
馬
雅
子
氏
と
共
有
で
都
内
の
甲
土
地
の
相
続
も
受
け
て
い
る
。
こ
の

土
地
の
処
分
に
つ
い
て
、
黒
川
敦
子
氏
側
で
有
馬
雅
子
氏
と
連
絡
を
と
る
準
備
を
し
て
い
た
。
す
る
と
、
二
〇
〇
二
年
一
月
二
二
日
に
、

有
馬
雅
子
氏
の
代
理
人
で
あ
る
別
府
弁
護
士
か
ら
話
し
合
い
を
し
た
い
と
の
連
絡
が
あ
る
。
同
年
一
月
三
〇
日
に
、
城
崎
弁
護
士
は
別

府
弁
護
士
と
話
し
合
い
を
も
ち
、
土
地
を
半
分
に
分
け
る
こ
と
で
双
方
合
意
す
る
が
、
そ
の
分
け
方
に
つ
い
て
は
再
度
話
し
合
う
こ
と

に
な
る
。
ま
た
、
黒
川
悠
一
氏
の
側
の
利
害
と
し
て
は
、
黒
川
敦
子
氏
か
ら
の
遺
留
分
減
殺
請
求
に
よ
り
相
続
財
産
分
割
手
続
が
止
ま

っ
て
い
る
た
め
一
定
の
金
員
を
支
払
う
こ
と
で
請
求
を
取
り
下
げ
て
ほ
し
い
と
い
う
要
請
が
あ
っ
た
（
後
に
同
年
九
月
ま
で
に
一
億
円

を
支
払
う
と
申
し
出
る
）。
同
年
一
月
三
一
日
に
は
、
黒
川
敦
子
氏
か
ら
指
宿
弁
護
士
に
対
し
て
提
起
さ
れ
た
相
続
財
産
引
渡
請
求
訴

訟
の
第
一
回
口
頭
弁
論
期
日
が
開
か
れ
た
。

　

黒
川
敦
子
氏
か
ら
遺
言
執
行
者
で
あ
る
指
宿
弁
護
士
を
被
告
と
し
た
相
続
財
産
引
渡
請
求
訴
訟
は
、
そ
の
後
三
月
一
二
日
、
四
月
二

二
日
と
弁
論
準
備
手
続
期
日
が
開
催
さ
れ
、
五
月
二
三
日
で
口
頭
弁
論
が
終
結
す
る
。
ま
た
、
そ
れ
と
並
行
し
て
四
月
上
旬
に
は
、
黒

川
悠
一
氏
側
と
の
交
渉
も
進
展
し
、
約
一
億
円
を
悠
一
氏
が
支
払
う
と
い
う
和
解
案
で
調
整
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
亡
黒
川
明
夫
氏

の
公
正
証
書
遺
言
に
つ
い
て
も
、
二
〇
〇
二
年
四
月
に
、
甲
土
地
を
黒
川
敦
子
氏
と
有
馬
雅
子
氏
の
共
有
登
記
へ
変
更
手
続
を
お
こ
な

っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
持
ち
分
は
三
〇
〇
〇
万
円
程
度
に
な
る
と
思
わ
れ
た
。
こ
の
登
記
済
権
利
証
は
黒
川
敦
子
氏
の
代
理
人
で
あ
る
城

崎
弁
護
士
が
所
持
し
て
い
た
。
黒
川
敦
子
氏
は
持
ち
分
を
早
々
に
売
却
す
る
た
め
に
、
準
備
を
進
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
有

馬
雅
子
氏
の
代
理
人
で
あ
る
別
府
弁
護
士
か
ら
共
有
物
分
割
登
記
が
終
わ
る
ま
で
貸
し
て
ほ
し
い
と
の
求
め
が
あ
り
、
同
年
五
月
二
〇

日
に
登
記
済
権
利
証
を
預
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
共
有
物
分
割
登
記
は
、
有
馬
雅
子
氏
が
依
頼
し
た
湯
川
司
法
書
士
に
よ
っ

て
処
理
し
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
七
月
初
旬
に
城
崎
弁
護
士
か
ら
別
府
弁
護
士
に
登
記
済
権
利
証
の
返
却
を
求
め
た
。
別
府
弁
護
士

（
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が
依
頼
者
の
有
馬
雅
子
氏
に
そ
の
旨
を
伝
え
る
と
、
有
馬
氏
か
ら
突
然
解
任
さ
れ
て
し
ま
う
。
城
崎
弁
護
士
は
、
登
記
済
権
利
証
を
占

有
す
る
湯
川
司
法
書
士
に
約
束
ど
お
り
引
き
渡
す
よ
う
に
要
請
す
る
が
、
湯
川
司
法
書
士
は
、
有
馬
雅
子
氏
か
ら
預
か
っ
た
も
の
で
そ

の
よ
う
な
約
束
は
知
ら
な
い
と
い
う
。

　

他
方
、
黒
川
敦
子
氏
と
黒
川
悠
一
氏
の
間
で
の
交
渉
は
、
黒
川
悠
一
氏
が
一
億
円
を
分
割
し
て
支
払
う
こ
と
に
な
り
、
六
月
三
日
に

ま
ず
は
六
五
〇
〇
万
円
を
支
払
っ
て
い
る
。
残
額
は
、
翌
年
二
〇
〇
三
年
三
月
末
日
に
支
払
う
こ
と
に
な
っ
た
。
遺
言
執
行
者
の
指
宿

弁
護
士
を
相
手
と
し
た
訴
訟
も
、
六
月
二
〇
日
に
判
決
言
い
渡
し
が
あ
っ
た
。
こ
ち
ら
の
訴
訟
は
、
亡
黒
川
明
夫
氏
か
ら
の
複
数
回
の

送
金
は
生
前
贈
与
と
判
断
さ
れ
四
〇
〇
万
円
の
支
払
い
請
求
は
認
め
ら
れ
ず
、
原
告
の
請
求
棄
却
で
あ
っ
た
。

　

黒
川
敦
子
氏
は
、
現
在
は
配
偶
者
の
母
国
で
あ
る
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
で
生
活
し
て
お
り
、
相
続
し
た
土
地
は
売
却
す
る
こ
と
を
要
望
し

て
い
た
。
そ
の
た
め
、
土
地
を
売
却
す
る
目
的
で
、
同
年
七
月
上
旬
に
一
時
日
本
に
帰
国
し
て
い
た
の
だ
が
、
土
地
の
売
買
に
必
要
な

登
記
済
権
利
証
は
、
湯
川
司
法
書
士
が
預
か
っ
た
ま
ま
に
な
っ
て
お
り
、
有
馬
雅
子
氏
も
湯
川
司
法
書
士
も
返
却
し
よ
う
と
せ
ず
、
権

利
の
移
転
が
で
き
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
い
た
。
七
月
も
後
半
に
な
り
、
黒
川
敦
子
氏
が
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
に
戻
る
日
が
近
づ
い
て
き
た
。

黒
川
敦
子
氏
側
で
は
、
登
記
済
権
利
証
さ
え
そ
ろ
え
ば
土
地
売
却
決
済
で
き
る
状
況
に
な
っ
て
い
る
。
城
崎
弁
護
士
は
、
登
記
済
権
利

証
を
占
有
し
て
い
る
湯
川
司
法
書
士
か
ら
、
こ
れ
を
取
り
戻
す
こ
と
を
考
え
た
。
断
行
の
仮
処
分
を
お
こ
な
う
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。

　

二
〇
〇
二
年
七
月
二
五
日
、
城
崎
弁
護
士
は
、
湯
川
司
法
書
士
を
相
手
に
、
裁
判
所
に
断
行
の
仮
処
分
の
申
し
立
て
を
し
た
。
四
〇

万
円
を
供
託
し
、
債
務
者
審
尋
は
な
か
っ
た
が
、
城
崎
弁
護
士
は
債
権
者
の
黒
川
敦
子
氏
が
ま
も
な
く
帰
国
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
を
裁
判
所
に
説
明
し
た
。
申
し
立
て
の
翌
日
二
六
日
に
は
「
債
務
者
は
、
債
権
者
に
対
し
、
別
添
登
録
済
権
利
証
の
原
本
を
仮
に
引

き
渡
せ
」
と
い
う
仮
処
分
決
定
が
な
さ
れ
た
。
こ
れ
に
基
づ
き
同
年
三
一
日
に
、
仮
処
分
の
執
行
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
黒
川

敦
子
氏
は
、
申
請
書
類
が
そ
ろ
っ
た
の
で
、
帰
国
前
に
土
地
の
売
却
を
完
了
し
た
。

（
17
）
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と
こ
ろ
が
、
そ
の
す
ぐ
あ
と
に
、
こ
ん
ど
は
有
馬
雅
子
氏
が
、
黒
川
敦
子
氏
の
共
有
登
記
を
二
筆
の
土
地
に
分
割
登
記
を
お
こ
な
っ

た
島
原
司
法
書
士
に
対
し
て
、
当
該
権
利
証
の
占
有
移
転
禁
止
と
執
行
官
保
管
の
仮
処
分
の
申
し
立
て
を
お
こ
な
っ
た
。
二
〇
〇
二
年

八
月
八
日
に
は
、「
債
務
者
は
、
別
添
登
記
済
権
利
証
の
原
本
に
対
す
る
占
有
を
他
人
に
移
転
し
、
又
は
占
有
名
義
を
変
更
し
て
は
な

ら
な
い
。
債
務
者
は
、
別
添
登
記
済
権
利
証
の
原
本
に
対
す
る
占
有
を
解
い
て
、
こ
れ
を
執
行
官
に
引
き
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

執
行
官
は
、
上
記
登
記
済
権
利
証
の
原
本
を
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
等
の
決
定
が
な
さ
れ
た
。
そ
し
て
ま
も
な
く
の
同
年
八
月

一
二
日
に
は
執
行
官
保
管
の
仮
処
分
執
行
を
お
こ
な
っ
て
き
た
。

　

有
馬
雅
子
氏
は
、
新
た
に
霧
島
弁
護
士
を
代
理
人
に
立
て
て
、
同
年
八
月
一
四
日
に
、
自
分
の
ほ
う
で
取
得
分
の
土
地
売
却
の
た
め

に
登
記
済
権
利
証
が
必
要
な
の
で
返
却
し
て
ほ
し
い
と
連
絡
し
て
き
た
。
数
回
の
フ
ァ
ッ
ク
ス
で
の
や
り
取
り
の
後
、
一
〇
月
二
九
日

付
で
、
双
方
が
仮
処
分
で
暫
定
的
に
実
現
し
た
内
容
と
ほ
ぼ
同
様
の
和
解
書
の
作
成
に
い
た
っ
た
。

（
3
）
事
例
の
分
析

　

相
続
紛
争
に
関
連
し
て
仮
の
地
位
を
定
め
る
仮
処
分
の
事
例
を
み
て
き
た
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
仮
処
分
の
機
能
、
手
続
の
あ
り
方
を

中
心
に
検
討
し
よ
う
。

　

本
件
事
例
で
は
、
二
つ
の
仮
処
分
決
定
が
な
さ
れ
て
い
る
。
黒
川
敦
子
氏
か
ら
有
馬
雅
子
氏
側
に
対
す
る
登
記
済
権
利
証
の
原
本
の

引
渡
し
、
有
馬
雅
子
氏
か
ら
黒
川
敦
子
氏
側
に
対
す
る
同
権
利
証
の
原
本
の
執
行
官
保
管
が
発
令
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

黒
川
敦
子
氏
か
ら
有
馬
雅
子
側
氏
に
対
す
る
仮
処
分
は
七
月
二
七
日
に
発
令
さ
れ
て
四
日
後
の
七
月
三
一
日
に
は
執
行
さ
れ
て
お
り
、

有
馬
雅
子
氏
か
ら
黒
川
敦
子
氏
側
に
対
す
る
仮
処
分
も
八
月
八
日
に
発
令
さ
れ
て
四
日
後
の
八
月
一
二
日
に
は
執
行
さ
れ
て
い
る
。
い

ず
れ
に
仮
処
分
も
、
民
事
保
全
制
度
の
目
的
ど
お
り
に
、
迅
速
な
保
全
執
行
が
な
さ
れ
て
お
り
、
執
行
は
機
械
的
に
進
め
ら
れ
た
こ
と
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が
う
か
が
わ
れ
る
。

　

し
か
し
ま
た
、
こ
れ
ら
の
仮
処
分
は
、
紛
争
当
事
者
た
ち
に
と
っ
て
は
、
独
立
し
て
考
え
る
の
で
は
な
く
、
一
年
前
の
二
〇
〇
一
年

八
月
か
ら
続
い
て
い
る
父
親
死
亡
後
の
相
続
を
め
ぐ
る
紛
争
の
な
か
で
利
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
黒
川
敦
子
氏

側
は
、
有
馬
雅
子
氏
と
共
同
相
続
し
た
甲
土
地
に
つ
い
て
、
持
ち
分
の
売
却
を
希
望
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
話
し
合
い
に
お
い
て
有

馬
雅
子
氏
側
は
甲
土
地
の
分
割
手
続
に
必
要
な
登
記
済
権
利
証
を
返
却
し
よ
う
と
し
な
い
状
況
が
続
い
て
い
た
。
黒
川
敦
子
氏
が
申
立

て
た
仮
処
分
は
、
こ
う
し
た
膠
着
状
態
を
動
か
し
、
土
地
の
売
却
を
可
能
に
す
る
と
と
も
に
、
共
有
す
る
甲
土
地
の
処
分
に
つ
い
て
有

馬
雅
子
氏
と
の
関
係
を
動
か
す
こ
と
に
な
る
。
他
方
で
、
有
馬
雅
子
氏
側
に
と
っ
て
も
、
持
ち
分
を
処
分
す
る
に
は
黒
川
敦
子
氏
側
の

手
に
渡
り
、
分
割
登
記
さ
れ
た
土
地
の
権
利
証
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
そ
の
た
め
に
権
利
証
が
黒
川
敦
子
氏
に
よ
っ
て
勝
手
に
処
分

さ
れ
な
い
よ
う
に
執
行
官
保
管
の
仮
処
分
を
お
こ
な
い
、
交
渉
を
お
こ
な
っ
て
き
て
い
る
。
こ
ち
ら
の
仮
処
分
も
そ
の
後
の
交
渉
を
視

野
に
入
れ
た
状
況
を
整
え
る
た
め
の
手
段
な
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
有
馬
雅
子
氏
側
の
仮
処
分
か
ら
交
渉
へ
の
動
き
に
は
、
次
の
特
徴
が
重
要
性
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
第
一
に
、

有
馬
雅
子
氏
か
ら
の
仮
処
分
は
、
黒
川
敦
子
氏
か
ら
の
仮
処
分
の
す
ぐ
あ
と
に
な
さ
れ
た
対
応
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て

そ
れ
は
黒
川
敦
子
氏
側
の
や
り
方
を
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
動
員
し
て
切
り
返
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
こ
の
仮
処
分
は
、
黒
川

敦
子
氏
側
の
仮
処
分
に
よ
り
登
記
済
権
利
証
を
持
ち
出
さ
れ
た
湯
川
司
法
書
士
が
主
導
し
て
お
こ
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
に

続
い
て
す
ぐ
に
有
馬
雅
子
氏
側
か
ら
申
し
入
れ
が
あ
る
交
渉
は
、
新
た
な
代
理
人
の
霧
島
弁
護
士
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
黒
川
敦
子
氏
側
の
行
使
し
た
仮
処
分
は
、
と
り
わ
け
留
守
の
事
務
所
に
開
錠
し
て
入
り
、
登
記
済
権
利
証
を
も
ち
だ

し
て
い
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
事
務
所
の
湯
川
司
法
書
士
に
と
っ
て
は
暴
力
的
な
介
入
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
ん
ど
は

こ
の
暴
力
的
な
手
段
を
行
使
し
た
黒
川
敦
子
氏
側
の
島
原
司
法
書
士
に
対
し
て
、
湯
川
司
法
書
士
が
関
与
し
て
同
じ
仮
処
分
と
い
う
暴
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力
的
な
手
段
で
介
入
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
こ
で
の
有
馬
雅
子
氏
側
の
仮
処
分
の
行
使
は
、
有
馬
雅
子
氏
側
が
交
渉
に
応
じ
な

い
状
況
を
打
開
し
よ
う
と
す
る
黒
川
敦
子
氏
側
の
行
使
し
た
仮
処
分
と
は
異
な
り
、
黒
川
敦
子
氏
側
の
仮
処
分
へ
の
「
反
撃
」
と
み
る

こ
と
が
で
き
る
。
い
わ
ば
敵
対
的
な
暴
力
の
応
酬
に
な
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
有
馬
雅
子
氏
に
と
っ
て
、
こ
の
ま
ま
敵
対
的
な
本
案

訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
は
金
銭
的
に
も
時
間
的
に
も
負
担
が
大
き
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
紛
争
処
理
を
法
技
術
的
に
主
導
す
る
主
体

を
湯
川
司
法
書
士
か
ら
霧
島
弁
護
士
に
代
え
る
こ
と
で
そ
れ
ま
で
の
敵
対
的
な
流
れ
を
断
ち
切
り
、
交
渉
を
提
案
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

紛
争
当
事
者
間
に
お
い
て
、
一
連
の
紛
争
過
程
で
交
渉
の
手
段
と
し
て
仮
処
分
の
強
制
力
が
援
用
さ
れ
る
こ
と
を
見
て
き
た
。
一
見
、

申
立
人
の
目
的
を
実
現
し
て
し
ま
う
よ
う
に
見
え
る
断
行
の
仮
処
分
に
お
い
て
も
、
こ
の
仮
処
分
事
案
を
ふ
く
む
紛
争
全
体
の
経
緯
か

ら
見
直
す
と
、
仮
処
分
で
紛
争
解
決
が
達
成
さ
れ
る
と
ま
で
考
え
る
の
は
実
情
に
は
合
わ
な
い
。
当
事
者
間
の
一
連
の
紛
争
交
渉
過
程

に
お
い
て
、
お
そ
ら
く
は
そ
の
後
の
展
開
へ
向
け
て
有
利
な
状
況
を
整
備
す
る
た
め
に
活
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
そ
う
で

あ
る
。
し
か
し
、
制
度
の
強
制
力
に
そ
の
よ
う
な
機
能
が
あ
る
と
し
て
も
、
常
に
制
度
と
し
て
当
該
利
用
が
許
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い

だ
ろ
う
。
し
か
も
、
黒
川
敦
子
氏
が
援
用
し
た
断
行
の
仮
処
分
は
、
保
全
執
行
で
黒
川
敦
子
氏
の
要
求
が
満
た
さ
れ
て
一
定
の
決
着
が

つ
い
て
し
ま
う
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
有
馬
雅
子
氏
の
側
が
こ
れ
を
争
う
機
会
が
保
障
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
仮
の
地
位
を
定
め

る
仮
処
分
に
お
い
て
は
、
原
則
と
し
て
口
頭
弁
論
ま
た
は
債
務
者
審
尋
を
実
施
す
べ
き
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
も
密
行
性
の
要
求
が
あ

り
「
仮
処
分
命
令
の
申
立
て
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
情
が
あ
る
と
き
は
」
実
施
さ
れ
な
い
可
能
性
が
あ
る
（
民
事
保
全

法
二
三
条
四
項
但
書
）。
そ
し
て
、
本
件
事
案
に
お
い
て
は
、
口
頭
弁
論
お
よ
び
債
務
者
審
尋
は
実
施
さ
れ
ず
に
仮
処
分
の
判
断
が
な

さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

周
知
の
と
お
り
民
事
保
全
手
続
で
は
発
令
の
要
件
と
し
て
「
被
保
全
権
利
」
と
「
保
全
の
必
要
性
」
が
求
め
ら
れ
る
。
本
件
事
案
に

お
い
て
は
、
黒
川
敦
子
氏
が
現
在
海
外
に
居
住
し
て
お
り
、
一
週
間
後
に
予
定
し
て
い
る
帰
国
と
の
関
係
で
そ
れ
ま
で
に
土
地
の
売
却

（
18
）
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を
計
画
し
て
い
る
と
い
う
緊
急
性
、
つ
ま
り
「
保
全
の
必
要
性
」
が
発
令
の
可
否
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
仮
処
分
申
立
て
に
お
よ
ぶ
経
緯
が
密
接
に
か
か
わ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
当
初
は
黒
川
敦
子
氏
が
権
利
証

を
所
有
し
て
い
た
が
、
有
馬
雅
子
氏
が
共
有
物
分
割
す
る
た
め
に
五
月
に
別
府
弁
護
士
を
通
じ
て
貸
与
し
た
の
で
あ
り
、
湯
川
司
法
書

士
は
登
記
手
続
を
お
こ
な
う
た
め
に
そ
れ
を
預
か
っ
て
い
た
。
黒
川
敦
子
氏
側
で
は
七
月
下
旬
で
の
土
地
売
却
の
た
め
に
す
で
に
買
主

も
決
ま
り
契
約
の
準
備
は
で
き
て
い
る
。
そ
こ
で
黒
川
敦
子
氏
側
代
理
人
の
城
崎
弁
護
士
は
、
有
馬
雅
子
氏
側
の
湯
川
司
法
書
士
に
連

絡
を
と
り
何
度
か
登
記
済
権
利
証
の
返
却
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
湯
川
司
法
書
士
は
こ
れ
を
返
却
し
よ

う
と
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
ま
で
、
黒
川
敦
子
氏
側
で
、
有
馬
雅
子
氏
の
求
め
に
応
じ
て
登
記
済
権
利
書
を
貸
出
し
、
自
身
の
土
地
持
ち

分
の
売
却
の
準
備
も
進
め
、
直
接
に
も
湯
川
司
法
書
士
と
交
渉
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
経
緯
か
ら
、
密
行
性
と
緊
急
性
の
要
請
が
強
い

と
推
測
さ
れ
債
務
者
審
尋
を
せ
ず
に
、
仮
処
分
が
発
令
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

他
方
、
有
馬
雅
子
氏
側
の
湯
川
司
法
書
士
は
、
黒
川
敦
子
氏
側
の
申
立
て
た
断
行
の
仮
処
分
に
、
審
尋
の
機
会
を
与
え
ら
れ
ず
、
保

全
執
行
を
受
け
た
。
紛
争
の
経
緯
か
ら
有
馬
雅
子
氏
側
の
湯
川
司
法
書
士
に
は
手
続
保
障
が
な
く
暴
力
的
な
介
入
が
な
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
既
述
の
と
お
り
当
事
者
か
ら
見
る
と
同
様
の
暴
力
に
よ
る
反
撃
と
し
て
仮
処
分
が
動
員
さ
れ
た
と
み
る
こ
と

が
で
き
そ
う
で
あ
る
が
、
裁
判
所
と
し
て
は
損
害
の
大
き
い
断
行
の
仮
処
分
を
受
け
た
有
馬
雅
子
氏
側
か
ら
み
て
黒
川
敦
子
氏
へ
の
不

信
が
あ
り
、
密
行
性
の
要
請
か
ら
債
務
者
審
尋
を
せ
ず
に
、
登
記
済
権
利
証
が
占
有
移
転
さ
れ
な
い
よ
う
に
保
全
す
る
必
要
性
を
認
め

た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
ち
ら
で
も
そ
れ
ま
で
の
経
緯
が
保
全
の
必
要
性
を
判
断
す
る
重
要
な
要
素
に
な

っ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

民
事
保
全
手
続
は
、
こ
れ
ま
で
の
経
緯
を
ふ
ま
え
て
、
そ
の
あ
と
の
当
事
者
間
の
交
渉
関
係
が
適
切
に
進
め
ら
れ
る
よ
う
な
事
実
的

な
状
況
変
化
を
も
た
ら
す
機
能
を
果
た
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
申
立
人
の
要
求
を
満
た
し
て
し
ま
う
断
行
の
仮
処
分
で

（
19
）

（
20
）
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あ
っ
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
。
断
行
の
仮
処
分
が
な
さ
れ
た
と
き
で
も
、
そ
れ
で
当
事
者
間
の
交
渉
が
終
わ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。

仮
処
分
が
強
力
な
交
渉
推
進
手
段
で
あ
る
こ
と
を
体
験
し
て
「
学
ん
だ
」
有
馬
雅
子
氏
側
の
湯
川
司
法
書
士
は
、
経
緯
を
ふ
ま
え
て
今

度
は
自
分
の
側
が
負
担
を
は
た
し
て
交
渉
に
優
位
に
立
て
る
よ
う
に
仮
処
分
を
持
ち
出
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

第
四
節　

お
わ
り
に

　

暫
定
的
か
つ
付
随
的
な
性
質
を
も
つ
民
事
保
全
手
続
で
あ
り
な
が
ら
、
債
権
者
の
目
的
を
実
現
し
て
し
ま
う
断
行
の
仮
処
分
が
、
一

連
の
紛
争
過
程
に
お
い
て
は
、
当
事
者
に
よ
っ
て
交
渉
を
促
進
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
援
用
さ
れ
、
ま
た
そ
の
よ
う
に
機
能
す
る
こ

と
を
見
て
き
た
。
た
だ
し
、
こ
の
制
度
は
、
物
理
的
な
強
制
力
を
伴
う
に
も
か
か
わ
ら
ず
債
務
者
の
審
尋
を
経
な
い
で
発
令
さ
れ
る
場

合
が
あ
る
。
そ
の
際
の
判
断
基
準
は
被
保
全
権
利
及
び
保
全
の
必
要
性
で
あ
る
が
、
保
全
の
必
要
性
を
み
る
に
あ
た
り
紛
争
経
緯
、
す

な
わ
ち
そ
れ
ま
で
の
当
事
者
と
相
手
方
の
と
っ
て
き
た
紛
争
行
動
が
重
要
な
考
慮
要
素
に
な
っ
て
い
て
も
お
か
し
く
は
な
い
の
で
は
な

い
か
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
き
た
。
も
っ
と
も
、
本
稿
は
、
一
件
の
事
例
分
析
に
基
づ
く
限
ら
れ
た
知
見
に
す
ぎ
ず
、
よ
り
多
く
の
事

例
に
よ
る
検
証
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　

※
拙
い
論
稿
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
池
田
辰
夫
先
生
の
ご
退
職
を
お
祝
い
し
、
謹
呈
い
た
し
ま
す
。

最
近
の
体
系
書
と
し
て
松
本
博
之
『
民
事
執
行
保
全
法
』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
一
年
）
四
七
六
頁
、
瀬
木
比
呂
志
『
民
事
保
全
法　

新
訂

版
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
四
年
）、
平
野
哲
郎
『
実
践　

民
事
執
行
法　

民
事
保
全
法　

第
二
版
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
七
年
）
三
四
五

頁
等
。

（
1
）
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仮
の
地
位
を
定
め
る
仮
処
分
に
つ
い
て
は
、
瀬
木
比
呂
志
「
仮
の
地
位
を
定
め
る
仮
処
分
の
本
案
代
替
化
現
象
─
─
特
別
訴
訟
的
側
面
の
顕

在
化
に
伴
う
そ
の
紛
争
解
決
機
能
・
領
域
の
拡
大
、
保
全
と
本
案
の
役
割
分
担
の
流
動
化
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
〇
〇
一
号
（
一
九
九
九
年
）
四
頁

な
ど
で
、
旧
法
下
で
問
題
視
さ
れ
て
い
た
「
仮
処
分
の
本
案
化
」
と
は
異
な
り
、
当
事
者
双
方
へ
の
審
尋
を
行
い
、
実
質
的
に
審
理
を
尽
く
す
こ

と
で
紛
争
が
解
決
し
、
事
実
上
本
案
訴
訟
が
提
起
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
っ
て
い
る
と
す
る
実
務
の
試
み
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し

て
長
谷
部
由
起
子
「
保
全
訴
訟
と
本
案
訴
訟
─
─
両
者
の
機
能
分
担
を
中
心
と
し
て
─
─
」
学
習
院
大
学
法
学
会
雑
誌
三
五
巻
二
号
（
二
〇
〇
〇

年
）
一
頁
は
、
訴
訟
手
続
の
諸
原
則
の
も
つ
意
義
を
重
視
し
、
仮
処
分
手
続
が
本
案
手
続
に
代
替
す
る
と
い
う
考
え
の
一
般
化
を
批
判
す
る
。

田
中
成
明
「
法
に
お
け
る
強
制
の
特
質
と
位
置
」『
法
的
空
間
─
─
強
制
と
合
意
の
狭
間
で
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
三
年
）
一
三
七

─
一
八
八
頁
で
は
、
現
代
社
会
に
お
い
て
は
法
の
機
能
の
多
様
化
・
拡
大
の
な
か
で
、
実
力
行
使
に
よ
る
強
制
と
い
う
側
面
は
背
後
に
退
い
て
い

る
が
、
な
お
、
法
の
強
制
的
性
質
は
軽
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
。

安
西
明
子
「
集
団
拡
散
利
益
紛
争
に
お
け
る
仮
処
分
の
可
能
性
」『
民
事
訴
訟
に
お
け
る
争
点
形
成
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
六
年
）
二
二
〇
─

二
四
二
頁
及
び
「
座
談
会　

仮
の
地
位
を
定
め
る
仮
処
分
の
特
別
訴
訟
化　

そ
の
現
状
と
未
来
」
安
西
発
言
七
頁
に
よ
る
と
、
民
事
訴
訟
法
学
に

お
い
て
は
、
仮
処
分
の
機
能
を
高
め
る
方
向
で
、
非
保
全
権
利
の
疎
明
を
軽
減
し
て
相
対
的
に
保
全
の
必
要
性
に
重
心
を
お
い
て
審
理
を
す
る
と

す
る
見
解
（
松
浦
馨
「
日
照
権
紛
争
に
お
け
る
建
築
禁
止
の
仮
処
分
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
九
三
号
一
一
六
頁
な
ど
）
と
、
仮
処
分
の
み
の
実
体
権
で

あ
る
実
体
的
経
過
規
定
を
審
理
の
対
象
と
し
て
比
較
的
容
易
に
暫
定
的
救
済
を
与
え
よ
う
と
す
る
見
解
（
長
谷
部
由
起
子
「
仮
の
救
済
に
お
け
る

審
理
構
造
─
─
保
全
訴
訟
に
お
け
る
被
保
全
権
利
の
審
理
を
中
心
と
し
て
─
─
（
三
・
完
）」
法
学
協
会
雑
誌
一
〇
二
巻
九
号
九
二
頁
な
ど
」）
と

が
対
立
す
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
両
説
と
も
保
全
訴
訟
を
本
案
訴
訟
に
付
随
す
る
も
の
と
し
て
考
え
て
い
る
の
に
対
し
て
、
保
全
訴
訟
を
そ
れ
の
み

で
紛
争
解
決
を
は
か
る
本
案
代
替
化
現
象
が
顕
著
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
（
瀬
木
・
前
掲
（
注
2
）
な
ど
）。
そ
こ
で
は
、
保
全
訴
訟
で
は

当
事
者
双
方
の
審
尋
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
が
原
則
で
あ
り
、
実
質
的
な
口
頭
弁
論
と
も
い
え
る
慎
重
な
審
理
が
尽
く
さ
れ
る
こ
と
が
、
こ
う
し
た

議
論
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
筆
者
は
こ
う
し
た
民
事
訴
訟
法
学
と
関
心
を
共
有
す
る
点
は
多
い
が
、
本
稿
で
検
討
の
対
象
と
す
る
の
は
、
そ
れ

に
対
し
て
一
般
に
関
心
の
低
い
仮
の
地
位
を
定
め
る
仮
処
分
で
例
外
的
に
手
続
保
障
が
薄
く
な
る
民
事
保
全
法
二
三
条
四
項
但
書
の
場
面
で
あ
る
。

以
下
で
は
、
検
討
す
る
諸
論
稿
の
用
語
に
そ
っ
て
、
制
度
に
よ
る
物
理
的
強
制
の
場
面
を
「
暴
力
」
と
も
表
現
し
て
い
る
。
石
田
眞
「〈
暴

力
の
法
社
会
学
〉
に
向
け
て
」
法
社
会
学
第
五
四
号
（
二
〇
〇
三
年
）
三
頁
で
は
、
強
制
に
解
消
で
き
な
い
暴
力
の
特
殊
性
を
、「
他
者
に
痛
み

と
傷
を
与
え
、
言
葉
を
失
わ
せ
、
他
者
か
ら
体
を
介
し
て
外
界
と
つ
な
が
り
う
る
能
力
を
奪
う
力
の
行
使
」
で
あ
る
と
す
る
。

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）
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D
rucilla Cornell, 1989-1990, 

“The V
iolence of the M

asquerade: Law
 D

ressed U
p as Justice

” Cardozo Law
 R

eview
 V

ol. 
11, pp. 1047-1064 

は
、Bow

ers v. H
ardw

ick

事
件
で
の
、「
言
葉
の
文
字
通
り
の
意
味
」
に
立
脚
し
、「
国
家
の
歴
史
と
伝
統
に
深
く
根
差

し
た
」
も
の
と
し
て
、
男
性
間
の
同
性
愛
を
規
制
す
る
州
法
を
合
憲
と
す
る
、W
hite

判
事
の
多
数
意
見
に
よ
る
正
当
化
を
法
維
持
的
暴
力
の
例

で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
な
お
本
論
文
で
のCornell

の
立
場
は
デ
リ
ダ
の
脱
構
築
の
妥
当
性
を
擁
護
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
周
知
の
と
お
り

デ
リ
ダ
の
『
法
の
力
』（
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
九
年
）
は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
「
暴
力
批
判
論
」『
暴
力
批
判
論
他
十
篇
』（
岩
波
文
庫
、
一
九

九
四
年
）
を
下
敷
き
に
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
法
維
持
的
暴
力
は
本
稿
で
論
じ
る
強
制
執
行
を
も
ふ
く
む
概
念
と
思
わ
れ
る
が
、

Cornell

の
議
論
で
は
必
ず
し
も
そ
う
し
た
物
理
的
な
暴
力
を
自
覚
的
に
論
じ
て
は
い
な
い
。

Robert Cover, 1992, 

“Violence and the W
ord

”, in M
artha M

inow
, M

ichael Ryan, and A
ustin Sarat eds. N

arrative, V
io︲

lence, and the Law
: T

he E
ssays of R

obert Cover. T
he U

niversity of M
ichigan Press

。
こ
こ
で
のCover

の
「
暴
力
」
論
は
、
死

刑
制
度
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
般
に
法
の
暴
力
の
問
題
が
も
っ
と
も
深
刻
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
状
況
を
も
と
に
論
じ
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

法
解
釈
を
実
践
的
活
動
で
あ
る
と
い
う
場
合
、
た
し
か
にCover

が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
物
理
的
強
制
で
あ
る
執
行
が
そ
の
あ
と
に
ひ
か

え
て
い
る
と
い
う
特
徴
が
指
摘
さ
れ
る
が
、
事
案
の
判
断
そ
れ
自
体
も
あ
る
種
の
実
践
的
活
動
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

た
と
え
ば
、T

hom
as C. Grey, 1990, 

“Hear the O
ther Side: W

allace Stevens and Pragm
atist Legal T

heory,

” Southern Califor︲
nia Law

 R
eview

 V
ol. 63, pp. 1569-1595 

は
、W

allace Stevens

の
詩
を
援
用
し
な
が
ら
、
現
実
と
想
像
と
の
遠
近
法
態
度
の
必
要
性
を

説
き
つ
つ
も
、
予
定
調
和
的
な
弁
証
法
的
統
合
に
陥
る
こ
と
を
警
戒
し
、
法
律
家
に
と
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
理
論
は
現
行
の
実
践
に
お
け
る
自
省
で

あ
る
と
す
る
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
有
効
性
を
主
張
す
る
。
そ
し
て
、
理
論
に
つ
い
て
の
教
訓
と
し
て
、「
相
手
方
の
言
い
分
を
聞
け
」
に
言
及

す
る
。
こ
う
し
た
法
律
家
の
判
断
形
成
の
あ
り
方
も
実
践
的
活
動
と
い
え
よ
う
。

こ
こ
で
のCover

の
立
論
は
、
主
に
ス
タ
ン
レ
ー
・
ミ
ル
グ
ラ
ム
（
山
形
浩
生
訳
）『
服
従
の
心
理
』（
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
〇
八
年
）

の
〈
ア
イ
ヒ
マ
ン
実
験
〉
に
依
拠
し
て
い
る
。

A
ustin Sarat, 1992, 

“Robert Cover on Law
 and V

iolence

”,  in M
artha M

inow
, M

ichael Ryan, and A
ustin Sarat eds. 

N
arrative, V

iolence, and the Law
: T

he E
ssays of R

obert Cover. T
he U

niversity of M
ichigan Press, pp. 255-265.

西
川
佳
代
「
民
事
紛
争
処
理
過
程
に
お
け
る
執
行
制
度
の
機
能
（
二
・
完
）
─
─
判
断
手
続
・
執
行
手
続
峻
別
の
相
対
化
を
め
ざ
し
て

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
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）
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）
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─
─
」
民
商
法
雑
誌
一
〇
九
巻
四
・
五
号
（
一
九
九
四
年
）
七
六
六
─
七
七
一
頁
。

D
uncan K

ennedy, 1995, 

“The Stakes of Law
, or H

ale and Foucault !

” in Sexy D
ressing etc. H

arvard U
niversity Press.

pp. 83-125 

は
、
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
、
当
事
者
間
の
優
劣
関
係
の
一
部
を
法
が
構
成
す
る
と
す
るH

ale

の
議
論
を
、
労
使
関
係
だ
け
で
な

く
様
々
な
階
層
的
峻
別
に
つ
い
て
、
ま
た
裁
判
や
立
法
な
ど
の
制
度
の
場
面
に
お
い
て
も
拡
張
し
て
検
討
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
にK

ennedy

の
主
要
な
関
心
は
一
方
で
、
労
使
関
係
や
人
種
、
男
女
に
お
い
て
生
じ
て
い
る
「
明
確
な
」
階
層
間
の
富
の
配
分
の
不
均
衡
の

原
因
が
法
に
も
あ
る
こ
と
に
問
題
意
識
を
置
い
て
い
る
。
こ
う
し
た
視
点
に
一
定
の
重
要
性
を
感
じ
る
が
、
本
稿
で
は
社
会
階
層
論
を
ふ
ま
え
て

議
論
を
す
る
準
備
は
な
い
。
本
論
で
は
、
一
般
の
民
事
事
件
に
つ
い
て
、
と
く
に
階
層
的
な
属
性
に
限
定
し
な
く
て
も
、
当
事
者
間
の
関
係
の
優

劣
が
み
て
と
れ
る
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
論
考
に
お
い
てK

ennedy

は
も
っ
ぱ
らRobert H

ale

とM
ichael Foucault

の
見
解
を
素

材
に
立
論
し
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
立
論
全
体
をK
ennedy

の
見
解
と
し
て
扱
っ
て
お
り
、
こ
こ
に
言
及
す
る
か
ぎ
り
で
そ
の
見
解
に
本
稿
の

関
心
に
合
致
す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
な
お
、K

ennedy

の
理
論
を
包
括
的
に
検
討
し
そ
の
体
系
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
研
究
と
し
て

船
越
資
晶
『
批
判
法
学
の
構
図
』（
勁
草
書
房
、
二
〇
一
一
年
）。

K
ennedy

の
こ
こ
で
の
議
論
は
、Foucault

の
主
体
に
呼
び
か
け
て
作
用
す
る
規
律
権
力
の
ア
イ
デ
ア
に
基
づ
い
て
い
る
が
、K

ennedy

も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
にFoucault

自
身
は
法
の
領
域
で
規
律
権
力
論
を
展
開
し
て
は
い
な
い
。
規
律
権
力
を
法
に
も
適
用
し
、
当
事
者
間
の

交
渉
を
権
力
／
抵
抗
が
作
用
す
る
動
態
的
過
程
と
し
て
と
ら
え
る
興
味
深
い
視
点
で
あ
る
が
、Foucault

晩
年
の
成
果
も
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、

さ
ら
に
あ
ら
た
な
視
角
が
加
え
ら
れ
よ
う
。
こ
の
点
、
林
田
幸
広
「『
法
を
排
除
』
し
た
フ
ー
コ
ー
の
視
座
か
ら
法
を
見
る
」
法
社
会
学
第
八
三

号
（
二
〇
一
七
年
）
七
五
頁
以
下
は
、
後
期
フ
ー
コ
ー
が
中
心
に
据
え
た
「
統
治
性
」
＝
「
は
た
ら
き
か
け
て
ふ
る
ま
い
を
導
く
こ
と
」
と
「
パ

レ
ー
シ
ア
」
＝
「
自
分
自
身
に
関
す
る
〈
真
な
る
こ
と
を
語
る
こ
と
〉」
に
焦
点
を
あ
て
て
、
そ
こ
か
ら
法
の
場
を
み
て
い
く
可
能
性
を
示
唆
し

て
お
り
興
味
深
い
。

こ
う
し
た
法
の
「
支
配
」
に
対
す
る
一
般
の
紛
争
当
事
者
の
抵
抗
は
、
解
釈
主
義
法
社
会
学
の
経
験
的
研
究
で
具
体
的
に
示
さ
れ
て
き
た
。

た
と
え
ば
、Barbara Y

ngvesson, V
irtuous Citizens, D

isruptive Subjects: O
rder and Com

plaint in a N
ew

 E
ngland Court 

(Routledge, 1993).

故
黒
川
明
夫
氏
の
前
妻
と
の
も
う
一
人
の
子
供
、
有
馬
雅
子
氏
は
、
遺
留
分
減
殺
請
求
を
お
こ
な
っ
て
は
い
な
い
。

そ
の
さ
い
の
登
記
手
続
は
黒
川
敦
子
氏
側
の
城
崎
弁
護
士
の
知
人
で
あ
る
司
法
書
士
に
依
頼
す
る
が
、
有
馬
氏
は
費
用
を
下
げ
る
よ
う
要
求
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し
て
き
た
と
い
う
。

周
知
の
と
お
り
、
現
在
で
は
、
登
記
済
権
利
証
で
は
な
く
登
記
識
別
情
報
を
提
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

竹
下
守
夫
「
決
定
に
よ
る
裁
判
の
原
則
と
手
続
権
の
保
障
」
竹
下
守
夫
・
鈴
木
正
裕
編
『
民
事
保
全
法
の
基
本
構
造
』（
西
神
田
編
集
室
、

一
九
九
五
年
）
七
七
頁
で
は
、
同
項
但
書
を
「
主
と
し
て
、
密
行
性
の
要
求
が
あ
り
、
債
務
者
に
仮
処
分
の
申
立
て
の
あ
る
こ
と
を
知
ら
し
め
て

は
、
そ
の
目
的
を
達
し
え
な
く
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
合
を
指
す
が
、
債
務
者
を
審
尋
し
て
い
る
時
間
的
余
裕
の
な
い
ほ
ど
危
険
が
切
迫
し
て
い

る
場
合
も
含
ま
れ
る
」
と
す
る
。

森
鍵
一
「
大
阪
地
裁
民
事
保
全
事
件
に
お
け
る
現
況
と
課
題
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
三
八
一
号
（
二
〇
一
二
年
）
八
頁
で
は
、
仮
の
地
位
を
定

め
る
仮
処
分
の
担
当
裁
判
官
は
、「
予
想
さ
れ
る
争
点
及
び
こ
れ
に
対
す
る
双
方
の
主
張
の
骨
子
、
双
方
の
主
張
に
お
け
る
具
体
的
な
根
拠
法
令

及
び
疎
明
資
料
の
有
無
の
ほ
か
、
紛
争
に
至
る
背
景
事
情
や
、
最
終
的
に
志
向
す
る
解
決
の
方
向
性
な
ど
の
事
情
に
高
い
関
心
を
」
も
っ
て
い
る

と
す
る
。

井
上
治
典
「
民
事
保
全
へ
の
視
座
─
─
被
保
全
権
利
と
具
体
的
措
置
─
─
」『
民
事
手
続
の
実
践
と
理
論
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
三
年
）
三
二

一
頁
以
下
。
同
「
仮
の
地
位
を
定
め
る
仮
処
分
の
理
論
化
へ
の
視
点
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
一
七
二
号
（
二
〇
〇
五
年
）
二
六
頁
以
下
で
は
、
仮
処

分
が
紛
争
処
理
の
原
型
で
あ
る
理
由
の
一
つ
に
リ
タ
ー
ン
マ
ッ
チ
が
制
度
的
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
が
、
本
件
事
案
で
は
、

当
事
者
が
と
く
に
制
度
的
に
は
予
定
さ
れ
て
い
な
い
形
で
民
事
保
全
手
続
を
リ
タ
ー
ン
マ
ッ
チ
の
た
め
に
活
用
し
た
例
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。

（
17
）

（
18
）

（
19
）

（
20
）


