
一　

事
実
の
概
要

　

名
古
屋
市
中
区
に
住
民
票
上
の
住
所
を
有
す
る
原
告
の
夫
が
、
平
成
一

九
年
三
月
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
（
以
下
、「
米
国
」）
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州

（
以
下
、「
加
州
」）
所
在
の
不
動
産
（
以
下
、「
本
件
不
動
産
」）
に
つ
い

て
、
購
入
金
額
二
二
七
万
一
三
一
六
米
ド
ル
全
額
を
自
身
で
負
担
の
上
ジ

ョ
イ
ン
ト
・
テ
ナ
ン
シ
ー
（
合
有
不
動
産
権
）
の
形
態
で
取
得
し
、
原
告

及
び
そ
の
夫
（
以
下
、「
原
告
夫
妻
」）
が
ジ
ョ
イ
ン
ト
・
テ
ナ
ン
ツ
（
共

同
所
有
者
）
と
し
て
登
記
し
た
。
原
告
は
、
平
成
一
九
年
分
の
贈
与
税
の

申
告
書
を
、
法
定
申
告
期
限
内
に
提
出
し
た
が
、
昭
和
税
務
署
長
は
、
本

件
不
動
産
に
係
る
譲
渡
に
つ
い
て
は
同
申
告
書
に
記
載
が
な
か
っ
た
こ
と

か
ら
、
平
成
二
六
年
三
月
一
二
日
に
、
原
告
が
本
件
不
動
産
の
購
入
資
金

を
支
払
う
こ
と
な
く
そ
の
権
利
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
利
益
を
受
け
た

と
し
て
、
相
続
税
法
九
条
及
び
国
税
通
則
法
六
五
条
に
基
づ
き
、
本
件
不

動
産
の
取
得
価
額
の
二
分
の
一
の
金
額
を
財
産
評
価
基
本
通
達
に
基
づ
き

邦
貨
換
算
し
た
金
額
に
、
既
に
原
告
が
申
告
し
た
贈
与
税
の
対
象
と
な
る

財
産
の
価
額
の
合
計
額
加
え
た
金
額
か
ら
、
基
礎
控
除
額
を
除
く
な
ど
し

た
課
税
価
格
と
な
る
贈
与
税
に
係
る
更
正
処
分
及
び
過
少
申
告
加
算
税
の

賦
課
決
定
処
分
（
以
下
、「
本
件
各
処
分
」）
を
し
た
。

　

原
告
は
、
本
件
各
処
分
を
不
服
と
し
、
平
成
二
六
年
五
月
八
日
に
昭
和

税
務
署
長
に
対
し
意
義
申
立
て
を
行
い
、
平
成
二
六
年
九
月
八
日
に
は
国

税
不
服
審
判
所
所
長
に
対
し
審
査
請
求
を
し
た
が
、
い
ず
れ
も
棄
却
す
る

旨
の
決
定
及
び
裁
決
が
下
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
原
告
が
、
平
成
二
八
年
三

月
八
日
に
各
処
分
の
取
消
し
請
求
を
求
め
る
訴
訟
を
名
古
屋
地
裁
に
提
訴

し
た
。二　

判
旨

請
求
棄
却
。

本
件
更
生
処
分
の
適
法
性
（
争
点
一
）

「
…
…
原
告
及
び
夫
は
、
ジ
ョ
イ
ン
ト
・
テ
ナ
ン
シ
ー
の
要
件
を
満
た
す

方
法
に
よ
り
本
件
不
動
産
を
購
入
し
、
本
件
不
動
産
の
ジ
ョ
イ
ン
ト
・
テ

ナ
ン
ツ
と
し
て
登
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
二
分
の
一
の
持

分
を
有
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
本
件
不
動
産
の
取
得
に
際
し
、
そ
の
購
入
代

不
動
産
の
持
分
半
分
の
み
な
し
贈
与
が
あ
っ
た
と
認
定
し
た
事
例 

（
名
古
屋
地
判
平
成
二
九
年
一
〇
月
一
九
日
・
税
務
訴
訟
資
料
二
六
七
号
順
号
一
三
〇
七
九
、�

判
例
タ
イ
ム
ズ
一
四
一
五
号
二
八
三
頁
）
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金
の
全
額
を
夫
が
負
担
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
原
告
は
、
対
価
を

支
払
う
こ
と
な
く
本
件
不
動
産
の
二
分
の
一
相
当
の
経
済
的
利
益
を
得
た

と
い
う
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
贈
与
税
の
課
税
の
基
礎
と
な
る
み
な
し
贈
与

が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
更
正
処
分
に
つ
い
て
は
、

み
な
し
贈
与
に
係
る
規
定
の
適
用
に
関
す
る
違
法
は
認
め
ら
れ
な
い
。」

　

「
原
告
は
、
本
件
通
達
の
六
に
即
し
て
、
ジ
ョ
イ
ン
ト
・
テ
ナ
ン
シ
ー

の
形
式
に
す
る
こ
と
は
法
令
上
や
む
を
得
な
い
理
由
に
基
づ
く
も
の
で
あ

る
な
ど
と
主
張
す
る
。
し
か
し
、
仮
に
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
家
族
法
七

六
〇
条
が
原
告
に
適
用
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
と
し
て
も
、
夫
婦
共
有
財
産

に
関
す
る
同
条
の
規
定
は
、
名
義
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
婚
姻
中
に
得
ら

れ
た
財
産
は
共
有
財
産
と
し
て
扱
わ
れ
る
と
い
う
趣
旨
を
述
べ
る
も
の
に

と
ど
ま
る
と
解
さ
れ
る
か
ら
、
こ
の
規
定
が
あ
る
た
め
に
、
既
婚
者
が
不

動
産
を
取
得
す
る
際
に
は
、
対
外
的
に
表
示
さ
れ
る
持
分
を
夫
婦
で
等
し

く
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
す
な
わ
ち
ジ
ョ
イ
ン
ト
・
テ
ナ
ン
シ
ー
の
形

式
で
所
有
権
を
取
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
帰
結
が
生
ず
る
も
の

と
は
解
さ
れ
な
い
（
な
お
、
夫
が
平
成
二
五
年
八
月
頃
に
知
人
の
弁
護
士

か
ら
聞
い
た
内
容
も
、
こ
の
解
釈
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。）。
ま
た
、

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
家
族
法
一
五
〇
〇
条
は
、
夫
婦
間
で
制
定
法
と
異
な

る
合
意
を
す
る
余
地
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
同
法
七
六
〇
条
は

い
わ
ゆ
る
任
意
規
定
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
規
定
に
よ
っ
て
、
特
定

の
共
同
所
有
形
態
が
強
制
さ
れ
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
以

上
に
よ
れ
ば
、
原
告
の
主
張
は
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。」

　

「
…
…
原
告
は
、
本
件
通
達
の
五
に
即
し
て
、
本
件
不
動
産
に
原
告
の

共
有
持
分
が
設
定
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
過
誤
な
い
し
錯
誤
が
あ
っ
た

な
ど
と
主
張
す
る
…
…
こ
の
点
に
つ
い
て
、
前
記
前
提
事
実
及
び
認
定
事

実
に
よ
れ
ば
原
告
か
ら
本
件
不
動
産
の
取
得
に
関
し
て
包
括
的
な
委
任
を

受
け
て
い
た
と
認
め
ら
れ
る
夫
の
認
識
を
基
準
に
考
え
た
場
合
、
①
正
確

な
法
的
意
味
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
は
と
も
か
く
、
本
件
不
動
産
に
係
る

権
利
の
名
義
が
原
告
と
夫
の
共
同
名
義
に
な
る
こ
と
、
②
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
原
告
自
身
は
何
ら
取
得
代
金
の
負
担
を
負
わ
な
い
こ
と
に
つ
い

て
は
、
何
ら
錯
誤
な
く
認
識
し
て
い
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。
夫
は
、
共

同
所
有
の
形
態
、
す
な
わ
ち
ジ
ョ
イ
ン
ト
・
テ
ナ
ン
シ
ー
の
法
的
意
味
に

つ
い
て
は
正
確
な
認
識
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
が
、

上
記
①
及
び
②
に
つ
い
て
の
認
識
が
あ
れ
ば
、
み
な
し
贈
与
を
根
拠
と
す

る
課
税
の
基
礎
と
な
る
事
実
関
係
、
す
な
わ
ち
あ
る
者
が
出
捐
を
伴
う
こ

と
な
く
経
済
的
利
益
を
得
る
と
い
う
事
実
関
係
に
つ
い
て
の
認
識
に
食
い

違
い
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
か
ら
、
夫
の
認
識
が
正
確
で
は
な
か
っ
た
こ

と
は
、
課
税
の
基
礎
と
な
る
事
実
関
係
に
つ
い
て
の
錯
誤
に
結
び
付
く
も

の
で
は
な
い
。」

　

「
な
お
、
夫
は
…
…
登
記
の
制
度
に
つ
い
て
詳
し
く
知
ら
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
に
尽
き
る
の
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
経
済
的
利
益
が
も
た
ら
さ

れ
る
時
点
や
そ
の
内
容
等
に
つ
い
て
具
体
的
な
認
識
を
明
確
に
持
っ
て
い

た
と
ま
で
は
認
め
難
く
、
上
記
の
供
述
は
、
原
告
に
本
件
不
動
産
に
関
す

る
何
ら
か
の
経
済
的
利
益
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
の
認
識
を
否

定
す
る
根
拠
と
は
な
ら
な
い
。」

　

「
も
と
よ
り
、
夫
の
供
述
内
容
か
ら
は
、
仮
に
、
自
身
の
相
続
発
生
時

に
お
い
て
相
続
税
が
課
税
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
本
件
不
動
産
の
取
得
時

に
お
い
て
贈
与
税
が
課
税
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
な
ど
を
正
確
に
把
握
し
て

い
れ
ば
、
夫
自
身
の
単
独
名
義
の
登
記
と
す
る
こ
と
を
選
択
し
た
で
あ
ろ

う
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
か
ら
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
夫
、
ひ
い
て
は
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夫
が
代
理
し
た
原
告
に
思
い
違
い
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
し
難
い
。
し
か

し
、
こ
れ
は
、
課
税
の
基
礎
と
な
る
事
実
関
係
に
つ
い
て
の
錯
誤
で
は
な

く
、
当
該
事
実
関
係
を
前
提
と
し
た
場
合
の
税
法
の
適
用
に
関
す
る
錯
誤

に
と
ど
ま
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
錯
誤
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
み
な
し

贈
与
が
成
立
す
る
こ
と
は
左
右
さ
れ
な
い
。」

　

「
…
…
原
告
自
身
も
、
不
動
産
の
購
入
に
関
す
る
一
切
の
事
項
を
含
む

種
々
の
事
項
を
夫
に
委
任
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
本
件
委
任
状
に
署
名

す
る
際
、
本
件
不
動
産
の
持
分
を
取
得
す
る
こ
と
を
明
確
に
は
把
握
し
て

い
な
か
っ
た
な
ど
と
主
張
す
る
と
こ
ろ
、
本
件
不
動
産
の
購
入
に
実
質
的

に
も
携
わ
っ
た
夫
の
理
解
に
前
記
一
（
二
）
の
と
お
り
不
正
確
な
点
が
あ

っ
た
こ
と
等
か
ら
す
れ
ば
、
原
告
の
認
識
が
、
上
記
主
張
に
沿
っ
た
も
の

で
あ
っ
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
み
な
し
贈
与
に
よ
る
課

税
は
、
私
法
的
な
意
味
で
贈
与
契
約
が
成
立
し
て
い
る
か
否
か
を
問
わ
ず

行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
し
、
前
記
一
（
二
）
の
と
お
り
、
原
告
は
、
本
件

不
動
産
を
夫
が
そ
の
資
金
で
購
入
す
る
こ
と
を
認
識
し
た
上
で
、
そ
の
手

続
に
つ
い
て
夫
に
包
括
的
に
委
任
し
た
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
夫
の
単
独

名
義
で
、
夫
が
代
金
全
額
を
支
払
っ
て
購
入
す
る
だ
け
で
あ
れ
ば
、
原
告

の
委
任
状
が
必
要
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
難
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、

原
告
と
し
て
も
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
所
有
形
態
な
い
し
名
義
で
あ
る

か
は
と
も
か
く
、
自
身
が
何
ら
か
の
法
的
な
意
味
で
権
利
主
体
と
な
る
こ

と
に
つ
い
て
は
、
概
括
的
に
認
識
し
て
い
た
も
の
と
認
め
る
の
が
相
当
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
実
関
係
の
下
で
は
、
み
な
し
贈
与
の
成
立
を
前
提

と
す
る
課
税
を
妨
げ
る
に
足
り
る
事
情
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
な
お
、

原
告
は
、
贈
与
税
の
課
税
を
回
避
す
る
意
図
が
な
か
っ
た
旨
を
主
張
す
る

が
、
こ
の
点
の
み
で
は
、
み
な
し
贈
与
の
成
否
に
関
す
る
判
断
を
左
右
し

な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
」
と
し
て
、
原
告
の
請
求
を
棄
却
し
た
。

三　

評
釈

　

わ
が
国
に
お
け
る
相
続
税
法
九
条
に
お
け
る
規
定
の
適
用
（
所
謂
「
み

な
し
贈
与
」）
を
め
ぐ
る
係
争
事
例
は
少
な
く
な
い
も
の
の（

（
（

、
近
年
で
は
、

経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
伴
い
、
海
外
の
資
産
や
法
形
式
を
内
包
し
た
租

税
法
律
関
係
に
つ
い
て
の
判
断
が
散
見
さ
れ
つ
つ
あ
る（

（
（

。

　

本
稿
で
は
、
本
件
更
生
処
分
の
適
法
性
（
争
点
一
）
に
つ
い
て
取
り
上

げ
、
と
り
わ
け
通
達
を
中
心
に
検
討
す
る
。
な
お
、
本
判
決
は
、
賦
課
決

定
処
分
の
適
法
性
（
争
点
二
）
も
争
わ
れ
て
い
る
が
、
通
知
書
に
関
す
る

単
純
明
白
な
誤
記
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
り
、
税
額
の
算
出
過
程
に
も
齟
齬

が
生
じ
て
お
ら
ず
、
賦
課
決
定
処
分
に
何
ら
か
の
取
消
事
由
と
な
る
瑕
疵

が
あ
る
と
は
い
え
な
い
と
判
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
取
り

上
げ
な
い（

（
（

。

　

事
案
の
概
要
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
争
点
と
な
っ
た
の
は
、
原
告
が
対

価
を
支
払
わ
な
い
で
本
件
不
動
産
の
利
益
を
享
受
し
た
か
否
か
（
み
な
し

贈
与
の
成
立
の
可
否
）
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
連
し
、
相
続
税
法
基
本
通

達
に
対
す
る
例
外
的
な
取
扱
い
で
あ
る
通
達
を
め
ぐ
る
判
断
が
示
さ
れ
て

お
り
、
特
に
本
件
通
達
が
重
要
な
意
味
を
孕
ん
で
い
る
。

　

本
判
決
は
、
原
告
の
夫
の
本
件
不
動
産
の
購
入
及
び
登
記
に
つ
き
、
原

告
に
対
し
て
相
続
税
法
九
条
の
規
定
の
適
用
が
成
立
す
る
か
否
か
が
主
と

し
て
争
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
同
法
は
、
対
価
を
支
払
わ
な
い
で
利
益
を

受
け
た
場
合
に
、
当
該
利
益
を
受
け
た
時
に
お
い
て
、
当
該
利
益
を
受
け

た
者
が
、
当
該
利
益
を
受
け
た
時
に
お
け
る
当
該
利
益
の
価
額
に
相
当
す
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る
金
額
を
当
該
利
益
を
受
け
さ
せ
た
者
か
ら
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
も
の

と
み
な
す
旨
を
定
め
て
い
る
。

　

こ
れ
は
、
法
律
的
に
は
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
財
産
で
は
な
く
と
も
、

そ
の
取
得
し
た
事
実
に
よ
っ
て
実
質
的
に
贈
与
と
同
様
の
経
済
的
効
果
が

生
ず
る
場
合
に
お
い
て
は
、
租
税
回
避
行
為
を
防
止
す
る
た
め
、
税
負
担

の
公
平
の
見
地
か
ら
、
そ
の
取
得
し
た
財
産
を
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
も

の
と
み
な
す
趣
旨
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
関
し
、
相
続
税
法
基
本

通
達
（
昭
和
三
四
年
一
月
二
八
日
直
資
一
〇　

国
税
庁
長
官
通
達
）
九
―

九
は
、
他
の
者
の
名
義
で
新
た
に
不
動
産
、
株
式
等
を
取
得
し
た
場
合
に

お
い
て
は
、
原
則
と
し
て
贈
与
が
あ
っ
た
も
の
と
し
て
取
扱
う
も
の
と
す

る
旨
を
定
め
て
い
る
。

　

裁
判
で
は
、
相
続
税
法
基
本
通
達
に
対
す
る
例
外
的
な
取
扱
い
（「
名
義

変
更
等
が
行
わ
れ
た
後
に
そ
の
取
消
し
等
が
あ
っ
た
場
合
の
贈
与
税
の
取

扱
い
に
つ
い
て
」（
昭
和
三
九
年
五
月
二
三
日
直
審
（
資
）
二
二
、
直
資
六

八
、昭
和
五
七
年
五
月
一
七
日
直
資
二
―
一
七
七
・
徴
管
二
―
二
八
改
正
）

以
下
「
本
件
通
達
」
と
い
う
。）
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
本
件
通
達
は
、
贈

与
が
行
わ
れ
た
こ
と
の
事
実
の
認
識
に
つ
い
て
、
贈
与
の
性
質
及
び
贈
与

が
多
く
他
人
名
義
に
よ
り
親
族
間
等
の
特
別
関
係
が
あ
る
者
相
互
間
で
行

わ
れ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
か
な
り
の
困
難
を
伴
う
こ
と
が
多

い
た
め
、
対
価
の
支
払
い
が
な
い
場
合
又
は
他
人
名
義
に
よ
り
財
産
の
取

得
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
一
般
的
に
は
、
名
義
人
と
な
っ
た
者
が
当
該

財
産
又
は
そ
の
取
得
資
金
を
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
も
の
と
推
定
す
る
こ

と
と
す
る
が
、
例
外
的
に
、
他
人
名
義
に
よ
る
財
産
の
取
得
が
、
贈
与
の

意
思
に
基
づ
く
も
の
で
な
く
、
他
の
や
む
を
得
な
い
理
由
に
基
づ
い
て
行

わ
れ
る
場
合
又
は
権
利
者
の
錯
誤
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
場
合
等
に
お
い

て
は
、贈
与
と
推
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
本
件
通
達
の
五
は
、
他
人
名
義
に
よ
り
不
動
産
等
の
取
得
等

を
し
た
こ
と
が
過
誤
に
基
づ
き
、
又
は
軽
率
に
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
か

つ
、
そ
れ
が
取
得
者
等
の
年
齢
そ
の
他
に
よ
り
確
認
で
き
る
と
き
は
、
こ

れ
ら
の
財
産
に
係
る
最
初
の
贈
与
税
の
申
告
若
し
く
は
決
定
又
は
更
正
の

日
前
に
こ
れ
ら
の
財
産
の
名
義
を
取
得
者
等
の
名
義
と
し
た
場
合
に
限

り
、
贈
与
が
な
か
っ
た
も
の
と
し
て
取
扱
う
旨
を
定
め
て
い
る
。

　

ま
た
、
本
件
通
達
の
六
は
、
他
人
名
義
に
よ
り
不
動
産
等
の
取
得
等
が

行
わ
れ
た
こ
と
が
法
令
に
基
づ
く
所
有
の
制
限
そ
の
他
の
こ
れ
に
準
ず
る

真
に
や
む
を
得
な
い
理
由
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
お

い
て
は
、
そ
の
名
義
人
と
な
っ
た
者
と
の
合
意
に
よ
り
名
義
を
借
用
し
た

も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
事
実
が
確
認
で
き
る
と
き
に
限
り
、
贈
与
が

な
か
っ
た
も
の
と
し
て
取
扱
う
こ
と
が
で
き
る
旨
を
定
め
て
い
る
。

　

な
お
、
ジ
ョ
イ
ン
ト
・
テ
ナ
ン
シ
ー
と
は
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
法
上

認
め
ら
れ
て
い
る
不
動
産
の
共
同
所
有
の
一
形
態
で
あ
り
、〔
一
〕
ジ
ョ
イ

ン
ト
・
テ
ナ
ン
ツ
の
全
員
が
同
時
に
所
有
権
を
取
得
す
る
こ
と
、〔
二
〕
全

員
が
同
一
の
譲
渡
証
書
に
よ
っ
て
所
有
権
を
取
得
す
る
こ
と
、〔
三
〕
各
自

の
持
分
割
合
が
均
等
で
あ
る
こ
と
、〔
四
〕
各
自
が
財
産
全
体
を
占
有
し
て

い
る
こ
と
に
よ
り
成
立
し
、
ジ
ョ
イ
ン
ト
・
テ
ナ
ン
ツ
の
う
ち
の
い
ず
れ

か
の
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
相
続
に
よ
ら
ず
、
残
存
者
が
そ
の
権
利

を
承
継
す
る
こ
と
と
な
る
。

　

判
旨
に
も
あ
る
よ
う
に
、
原
告
は
、
対
価
を
支
払
う
こ
と
な
く
本
件
不

動
産
の
二
分
の
一
相
当
の
経
済
的
利
益
を
得
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
か

ら
、
贈
与
税
の
課
税
の
基
礎
と
な
る
み
な
し
贈
与
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ

る
と
し
た
。
そ
の
上
で
本
件
通
達
六
に
関
し
て
も
、
ジ
ョ
イ
ン
ト
・
テ
ナ
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ン
シ
ー
の
形
式
に
す
る
こ
と
は
法
令
上
や
む
を
得
な
い
理
由
に
基
づ
く
も

の
で
は
な
く
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
家
族
法
七
六
〇
条
は
任
意
規
定
で
あ

り
、
同
一
五
〇
〇
条
に
よ
れ
ば
特
定
の
共
同
所
有
形
態
が
強
制
さ
れ
て
い

る
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
本
件
各
更
正
処
分
に
つ
い
て

相
続
税
法
九
条
及
び
国
税
通
則
法
六
五
条
の
規
定
の
適
用
を
認
め
て
い
る
。

　

本
件
通
達
五
に
関
し
て
原
告
は
、
原
告
の
夫
は
、
本
件
不
動
産
の
購
入

を
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ジ
ョ
イ
ン
ト
・
テ
ナ
ン
シ
ー
の
概
念
を
理
解
で
き

て
い
な
か
っ
た
の
は
も
と
よ
り
、
登
記
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か

に
つ
い
て
も
正
確
な
理
解
を
有
し
て
お
ら
ず
、
原
告
も
平
成
二
六
年
六
月

二
日
に
税
務
調
査
が
行
わ
れ
る
ま
で
、
本
件
不
動
産
の
名
義
人
に
な
っ
て

い
る
こ
と
に
つ
き
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
過
誤
な
い
し
錯
誤
が
あ
っ
た

こ
と
を
主
張
し
た
が
、
本
判
決
で
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、「
前
記
前
提
事
実

及
び
認
定
事
実
に
よ
れ
ば
原
告
か
ら
本
件
不
動
産
の
包
括
的
な
委
任
を
受

け
て
い
た
と
認
め
ら
れ
る
夫
の
認
識
を
基
準
に
考
え
た
場
合
…
…
①
正
確

な
法
的
意
味
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
は
と
も
か
く
、
本
件
不
動
産
に
係
る

権
利
の
名
義
が
原
告
と
夫
の
共
同
名
義
に
な
る
こ
と
、
②
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
原
告
自
身
は
何
ら
取
得
代
金
の
負
担
を
負
わ
な
い
こ
と
に
つ
い

て
は
、
何
ら
錯
誤
な
く
認
識
し
て
い
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
」
と
し
て
、

原
告
の
錯
誤
に
つ
い
て
は
否
定
し
た
上
で
、
原
告
の
夫
が
ジ
ョ
イ
ン
ト
・

テ
ナ
ン
シ
ー
の
法
的
意
味
に
つ
い
て
正
確
な
認
識
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た

も
の
と
認
め
る
も
の
の
、
み
な
し
贈
与
を
根
拠
と
す
る
課
税
の
基
礎
と
な

る
事
実
関
係
に
つ
い
て
の
錯
誤
に
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
い
と
し
て
い
る（

（
（

。

　

本
件
通
達
の
五
は
、
取
得
者
等
が
誤
解
や
軽
率
な
判
断
で
資
産
移
転
登

記
を
し
た
場
合
の
除
外
的
な
取
扱
い
で
あ
る
と
こ
ろ
、
本
件
判
決
は
本
件

通
達
五
の
適
用
を
否
定
し
て
い
る
が
、
か
か
る
通
達
に
関
し
て
錯
誤
論
を

展
開
し
て
い
る
と
い
う
評
価
が
あ
る（

（
（

。

　

税
法
の
適
用
に
関
す
る
錯
誤
に
つ
い
て
は
、
最
判
昭
和
三
九
年
一
〇
月

二
二
日
判
決
（
民
集
一
八
巻
八
号
一
七
六
二
頁
）
に
お
い
て
、
錯
誤
無
効

に
つ
き
更
正
の
請
求
の
排
他
的
管
轄
が
論
じ
ら
れ
、
最
判
平
成
元
年
九
月

一
四
日
判
決
（
民
集
一
五
七
巻
五
五
五
頁
）
に
お
い
て
は
、
要
素
の
錯
誤

た
り
得
る
と
さ
れ
て
い
る
。
酒
井
克
彦
に
よ
れ
ば
、
最
判
平
成
元
年
九
月

一
四
日
判
決
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
本
判
決
が
税
法
の
適
用
に
関
す
る
錯

誤
を
錯
誤
論
の
対
象
か
ら
除
外
し
て
い
る
こ
と
の
意
味
が
判
然
と
し
て
い

な
い
と
評
し
て
お
り
、
か
か
る
判
決
と
の
整
合
的
で
あ
る
の
か
と
い
う
観

点
に
お
い
て
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
が
、
争
点
一
は
錯
誤
無
効
自
体
を

論
じ
る
も
の
で
は
な
く
、
本
件
通
達
の
適
用
問
題
で
あ
る（

（
（

。

　

し
か
し
な
が
ら
、
本
件
判
決
は
本
件
通
達
の
適
用
問
題
で
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
本
件
通
達
の
合
理
性
な
い
し
適
法
性
に
つ
い
て
は
論
じ
て
お

ら
ず
、
租
税
法
律
主
義
の
観
点
か
ら
は
疑
問
が
生
じ
う
る
で
あ
ろ
う（

（
（

。

　

他
方
で
、
本
判
決
の
よ
う
に
国
外
に
資
産
を
有
し
た
場
合
の
相
続
が
伴

う
事
例
は
、
そ
の
国
際
的
側
面
に
お
い
て
、
納
税
者
の
租
税
法
律
関
係
に

関
す
る
予
見
可
能
性
が
低
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い（

（
（

。
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
に
も
ジ
ョ
イ
ン
ト
・
テ
ナ
ン
シ
ー
に
関
す
る
質
疑
応
答
事
例
が
公
開

さ
れ
て
い
る（

（
（

が
、
限
定
的
な
事
例
に
と
ど
ま
る
た
め
、
国
外
に
資
産
を
有

し
た
場
合
の
相
続
全
般
に
お
け
る
納
税
者
の
予
見
可
能
性
が
担
保
さ
れ
て

い
る
と
は
言
い
難
い
。
ジ
ョ
イ
ン
ト
・
テ
ナ
ン
シ
ー
の
み
な
ら
ず
、
合
有

財
産
権
利
者
が
あ
る
場
合
に
そ
の
権
利
の
移
転
や
経
済
的
利
益
に
つ
い

て
、
わ
が
国
の
私
法
に
よ
る
取
扱
い
や
国
租
税
法
に
お
け
る
課
税
関
係
や

概
念
と
、
外
国
法
上
の
概
念
と
を
交
え
た
場
合
に
、
そ
の
海
外
に
所
有
す

る
財
産
の
準
拠
法
に
従
い
、
法
的
性
質
が
明
ら
か
に
な
る
べ
き
で
あ
り
、

不動産の持分半分のみなし贈与があったと認定した事例29
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よ
り
深
い
検
討
が
望
ま
れ
る（

（1
（

。

　

す
な
わ
ち
、
外
国
法
を
参
照
し
た
上
で
、
わ
が
国
に
お
い
て
の
個
別
の

事
例
を
一
般
化
す
る
こ
と
は
非
常
に
難
し
い
も
の
で
あ
る
が
、
グ
ロ
ー
バ

ル
化
の
進
展
す
る
今
日
に
お
い
て
、
国
外
で
資
産
を
取
得
す
る
ケ
ー
ス
が

増
加
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
相
続
の
場
面
に
お
い
て
わ
が
国
の
租
税
法

律
の
適
用
に
関
す
る
明
瞭
化
が
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
仮
に
明
瞭
化

が
さ
れ
な
け
れ
ば
、
本
判
決
の
よ
う
に
、
納
税
者
の
不
知
を
契
機
と
し
て
、

本
件
通
達
を
め
ぐ
る
問
題
や
、
ひ
い
て
は
錯
誤
論
に
よ
る
錯
誤
無
効
な
ど

の
問
題
が
生
じ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い（

（（
（

。

四　

お
わ
り
に

　

本
事
案
は
、
本
件
不
動
産
を
ジ
ョ
イ
ン
ト
・
テ
ナ
ン
シ
ー
の
形
式
に
登

記
さ
れ
た
も
の
に
関
し
て
、
外
国
の
法
律
を
参
照
し
つ
つ
も
、
相
続
税
法

九
条
の
適
用
が
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
原
告
の
共
有
持
分
が
設
定
さ

れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
過
誤
な
い
し
錯
誤
が
あ
っ
た
点
は
、
租
税
法
に
関

す
る
不
知
を
要
素
の
錯
誤
と
捉
え
る
判
例
も
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
、
本
判
決

は
厳
格
な
捉
え
方
を
し
て
い
る
と
理
解
で
き
る
。
対
価
を
支
払
う
こ
と
な

く
経
済
的
利
益
を
受
け
た
と
い
う
み
な
し
贈
与
に
つ
い
て
の
判
決
自
体
は

妥
当
な
も
の
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
が
、
繰
り
返
し
述
べ
た

よ
う
に
、
今
後
わ
が
国
納
税
者
が
国
外
で
資
産
を
取
得
し
た
相
続
を
念
頭

に
お
い
た
場
合
に
関
し
て
、
租
税
法
律
関
係
の
明
瞭
化
が
望
ま
れ
る
。

�

（
堀　

治
彦
）

（
１
）　

本
判
決
に
限
ら
ず
、
み
な
し
贈
与
の
事
例
は
典
型
的
な
問
題
で
あ
り
、

例
え
ば
、
喫
緊
で
は
国
税
不
服
審
判
所
令
和
三
年
七
月
一
二
日
裁
決
（
裁

決
事
例
集N

o.（（（

）
が
あ
る
。
同
裁
決
で
は
、
夫
の
預
金
口
座
か
ら
妻
の

証
券
口
座
に
入
金
さ
れ
た
金
員
に
相
当
す
る
金
額
に
つ
い
て
、
相
続
税
法

九
条
に
基
づ
く
対
価
を
支
払
わ
な
い
で
経
済
的
利
益
を
受
け
た
事
例
に
該

当
す
る
か
否
か
が
争
わ
れ
た
が
、
み
な
し
贈
与
で
は
な
い
と
し
、
本
件
決

定
処
分
及
び
本
件
に
基
づ
く
賦
課
決
定
処
分
は
違
法
で
あ
る
と
さ
れ
た
。

　
　
　

み
な
し
贈
与
の
課
税
要
件
に
つ
き
詳
細
に
検
討
を
加
え
た
も
の
と
し

て
、
酒
井
克
彦
「
相
続
税
法
九
条
に
規
定
す
る
み
な
し
贈
与
課
税
の
課
税

要
件
」
中
央
ロ
ー
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
第
一
六
巻
一
号
（
二
〇
一
九
年
）
四
七

頁
。

（
２
）　

国
税
不
服
審
判
所
平
成
二
七
年
八
月
四
日
採
決
（
裁
決
事
例
集

N
o.（00

）。
同
裁
決
は
、
米
国
に
お
け
る
ジ
ョ
イ
ン
ト
・
テ
ナ
ン
シ
ー
に
つ

き
、
被
相
続
人
の
死
亡
に
よ
り
生
存
者
の
権
利
の
帰
属
（
サ
バ
イ
バ
ー
・

シ
ッ
プ
）
分
が
増
加
し
た
こ
と
に
よ
る
事
案
で
あ
る
。
本
稿
で
取
り
上
げ

た
判
決
と
同
様
に
、
争
点
二
に
お
い
て
相
続
税
法
九
条
が
適
用
さ
れ
る
と

し
て
い
る
。

　
　
　

ま
た
、
税
制
の
側
面
か
ら
は
平
成
一
二
年
税
制
改
正
に
お
い
て
納
税
義

務
者
の
範
囲
が
見
直
さ
れ
、
累
次
の
改
正
が
行
わ
れ
て
き
た
う
え
、
国
外

財
産
調
書
制
度
（
内
国
税
の
適
正
な
課
税
の
確
保
を
図
る
た
め
の
国
外
送

金
等
に
係
る
調
書
の
提
出
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
、
第
五
条
及
び
第
六

条
）
や
国
外
転
出
時
課
税
制
度
（
所
得
税
法
六
〇
条
の
二
等
）
な
ど
が
導

入
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
国
税
庁
「
令
和
二
年
分
の
国
外
財
産
調
書
の
提

出
状
況
に
つ
い
て
」（
二
〇
二
二
年
二
月
）
に
よ
れ
ば
、
国
外
に
あ
る
総
財

産
額
は
四
兆
円
を
超
え
る
と
さ
れ
て
い
る
。

（
３
）　

本
件
賦
課
決
定
処
分
の
適
法
性
（
争
点
二
）
は
、「
…
…
前
提
事
実
に
よ

れ
ば
、本
件
賦
課
決
定
処
分
の
通
知
に
際
し
、本
件
通
知
書
の
一
部
に「
無

申
告
加
算
税
」
な
ど
と
の
表
記
が
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
」
た
点

が
争
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
尤
も
、「
…
…
本
件
通
知
書
の
二
枚
目
に
お
い

て
計
算
根
拠
を
示
し
て
い
る
部
分
に
は
、「
過
少
申
告
加
算
税
」
と
の
記
載
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が
あ
る
上
、
税
額
の
計
算
も
過
少
申
告
加
算
税
に
係
る
税
率
を
適
用
し
て

行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
上
記
の
表
記
は
単
純
明
白
な
誤
記
に
す
ぎ

ず
、
税
額
の
算
出
過
程
に
は
何
ら
の
そ
ご
も
生
じ
て
い
な
い
。
…
…
原
告

も
、
異
議
申
立
て
の
際
に
は
、
過
少
申
告
加
算
税
を
課
さ
れ
た
こ
と
を
前

提
と
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
原
告
と
し
て
も
本
件
賦
課
決
定
処
分
の
趣
旨

を
誤
解
し
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
…
…
上
記
の
誤
記
に

よ
っ
て
、
本
件
賦
課
決
定
処
分
に
何
ら
か
の
取
消
事
由
と
な
る
べ
き
瑕
疵

が
あ
る
と
ま
で
は
い
え
ず
、
本
件
賦
課
決
定
処
分
は
適
法
で
あ
る
」
と
の

判
断
が
下
さ
れ
て
い
る
。

（
４
）　

関
連
し
て
税
務
調
査
に
お
い
て
担
当
調
査
官
の
言
動
に
も
不
当
な
点
が

あ
る
と
原
告
は
述
べ
て
い
る
が
、判
決
で
は
こ
の
点
に
つ
い
て
も
不
当
な
点

は
な
い
と
し
て
い
る
。

（
５
）　

こ
の
点
を
指
摘
す
る
先
行
評
釈
と
し
て
、
酒
井
克
彦
「
ジ
ョ
イ
ン
ト
・

テ
ナ
ン
シ
ー
に
係
る
み
な
し
贈
与
」
税
務
事
例V

ol.（（�N
o.（（

（
二
〇
一
九

年
）
四
四
頁
。
酒
井
は
、
本
事
案
が
通
達
の
適
用
問
題
で
あ
っ
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
錯
誤
無
効
の
厳
格
な
解
釈
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
疑
問
が
起

こ
り
得
る
と
言
及
し
て
い
る
。
私
法
上
の
錯
誤
に
関
し
て
は
、
潮
見
佳
男

『
民
法
（
全
）』
有
斐
閣
（
二
〇
一
七
年
）
五
一
頁
以
下
。

（
６
）　

酒
井
・
前
掲
注
（
５
）、
酒
井
も
、
当
事
者
が
基
礎
と
し
て
い
た
本
件
通

達
の
妥
当
性
に
つ
い
て
は
疑
問
を
残
す
と
こ
ろ
で
あ
る
と
も
述
べ
る
。

（
７
）　

通
達
と
租
税
法
律
主
義
の
一
般
的
説
明
と
し
て
、
金
子
宏
『
租
税
法�
第

二
四
版
』
弘
文
堂
（
二
〇
二
二
年
）
一
一
五
―
一
一
六
頁
。

（
８
）　

本
判
決
の
他
、
外
国
の
法
律
を
参
照
し
た
相
続
の
事
例
と
し
て
、
共
同

所
有
者
で
あ
る
被
相
続
人
の
死
亡
に
関
連
し
た
相
続
財
産
該
当
性
を
め
ぐ

る
東
京
地
判
平
成
二
六
年
七
月
八
日
判
決
（
平
成
二
四
年
（
ワ
）
第
一
七

九
八
八
号
、
判
例
集
未
搭
載
）
が
あ
る
。
当
該
判
決
で
は
、
ジ
ョ
イ
ン
ト
・

ア
カ
ウ
ン
ト
（
共
同
口
座
）
は
個
別
準
拠
法
上
、
ハ
ワ
イ
州
法
に
よ
る
べ

き
で
、
相
続
の
客
体
と
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
、
相
続
財
産
非
該
当
と
な

っ
た
（
＊

当
該
判
決
の
参
照
条
文
は
法
の
適
用
に
関
す
る
通
則
法
七
条
及

び
三
六
条
で
あ
り
、
課
税
関
係
に
つ
い
て
は
示
唆
に
と
ど
ま
る
）。
他
方

で
、
同
判
決
に
よ
る
と
、
ハ
ワ
イ
州
に
お
い
て
ジ
ョ
イ
ン
ト
・
テ
ナ
ン
シ

ー
で
保
有
さ
れ
て
い
た
不
動
産
に
つ
い
て
は
、
死
亡
を
原
因
と
す
る
財
産

移
転
の
制
度
の
一
つ
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ジ
ョ
イ
ン

ト
・
ア
カ
ウ
ン
ト
と
は
異
な
り
、
日
本
に
お
い
て
も
、
遺
贈
に
よ
る
取
得

に
よ
る
法
律
構
成
を
と
る
こ
と
は
あ
り
得
る
と
し
て
い
る
。評
釈
と
し
て
、

嶋
拓
哉
「
相
続
財
産
の
構
成
を
め
ぐ
る
法
の
適
用
関
係
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一

四
八
五
号
（
二
〇
一
五
年
）
一
三
九
頁
、
林
仲
宣
、
谷
口
智
紀
「
共
同
名

義
の
海
外
ジ
ョ
イ
ン
ト
口
座
と
相
続
財
産
該
当
性
」
税
務
弘
報V

ol.（（���
N
o.（

（
二
〇
一
六
年
）
一
九
四
頁
。
関
連
す
る
国
税
庁
の
対
応
と
し
て
、

国
税
庁
・
後
掲
注
（
９
）。

（
９
）　

国
税
庁
「
ハ
ワ
イ
州
に
所
在
す
る
コ
ン
ド
ミ
ニ
ア
ム
の
合
有
不
動
産
権

を
相
続
税
の
課
税
対
象
と
す
る
こ
と
の
可
否
」https://w

w
w
.nta.go.jp/

law
/shitsugi/sozoku/0（/0（.htm

（
二
〇
二
二
年
六
月
現
在
）。

（
（0
）　

こ
れ
ら
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
山
本
英
樹
「
海
外
財
産
を
合
有
（
ジ

ョ
イ
ン
ト
・
テ
ナ
ン
シ
ー
）
に
よ
り
取
得
し
た
場
合
の
課
税
関
係
」
税
大

論
叢
第
六
五
号
（
二
〇
一
〇
年
）
三
五
六
頁
、
前
田
絢
加
「
米
国
の
合
有
・

共
有
財
産
権
に
対
す
る
わ
が
国
税
法
上
の
取
扱
い
」
立
命
館
法
政
論
集
第

一
六
号
（
二
〇
一
八
年
）
四
四
頁
。

（
（（
）　

本
稿
の
文
脈
か
ら
は
逸
れ
る
が
所
得
課
税
に
お
い
て
進
展
の
著
し
い
租

税
条
約
の
よ
う
に
、
資
産
税
の
分
野
で
も
国
家
間
の
課
税
の
調
整
の
観
点

か
ら
租
税
条
約
の
進
展
が
期
待
さ
れ
る
余
地
は
あ
る
。
資
産
税
の
分
野
に

お
い
て
も
、O

ECD

モ
デ
ル
相
続
税
条
約
が
存
在
し
、
日
米
に
お
い
て
も

二
国
間
条
約
が
締
結
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
二
国
間
条
約
が
締
結
さ
れ
て

い
る
国
が
そ
も
そ
も
少
な
く
、
法
体
系
が
国
家
間
で
異
な
る
財
産
に
つ
い

て
調
整
を
図
る
こ
と
が
所
得
課
税
の
文
脈
よ
り
も
難
し
い
こ
と
な
ど
か

ら
、
租
税
実
務
に
お
い
て
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
は
高
く
な
い
。
相
続
税
条
約
を

取
り
上
げ
た
先
行
研
究
と
し
て
、
小
林
尚
志
「
相
続
・
贈
与
に
係
る
国
際

的
二
重
課
税
」
税
大
論
叢
五
九
号
（
二
〇
〇
八
年
）
七
〇
六
頁
、
保
井
久

理
子
、
小
島
信
子
「
第
六
四
回�IFA

（
国
際
租
税
協
会
）
年
次
総
会
」
税

大
ジ
ャ
ー
ナ
ルV

ol.（（

（
二
〇
一
一
年
）
一
三
一
頁
等
。
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