
イ
ン
提
出
を
望
ま
な
い
旨
の
意
思
を
表
明
し
た
場
合
、
原
告
ら

は
ど
の
よ
う
な
立
場
に
置
か
れ
る
だ
ろ
う
か
。（
以
下
、
略
）

（
２
）
情
報
漏
洩
事
故
の
不
安
に
晒
さ
れ
る
。

　

患
者
は
、
医
療
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
、
医
師
・
歯
科
医

師
に
自
分
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
情
報
を
伝
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
し

た
が
っ
て
、
医
師
・
歯
科
医
師
が
必
ず
秘
密
を
守
っ
て
く
れ
る

と
い
う
確
信
が
な
い
限
り
、
患
者
は
安
心
し
て
医
療
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
医
師
・
歯
科
医
師
は
患
者
に

対
し
守
秘
義
務
を
負
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
特
に
医
師
に
つ
い

て
は
、
正
当
な
理
由
な
く
秘
密
を
漏
示
し
た
場
合
の
刑
事
罰
が

明
文
で
定
め
ら
れ
て
い
る
（
刑
法
第
１
３
４
条
１
項
）。
こ
れ

ら
の
こ
と
か
ら
、
さ
き
に
み
た
個
人
情
報
保
護
法
の
規
定
を
待

つ
ま
で
も
な
く
、
医
師
・
歯
科
医
師
が
患
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

情
報
の
漏
洩
を
防
ぐ
た
め
に
可
能
な
限
り
の
方
策
を
採
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
医
師
・
歯
科
医
師
で
あ
る
原
告
ら
は
、
医
療
の

プ
ロ
な
の
で
あ
り
、
Ｉ
Ｔ
の
プ
ロ
で
は
な
い
。
医
師
・
歯
科
医

師
の
中
に
は
、
Ｉ
Ｔ
関
係
は
全
く
不
得
手
で
あ
る
者
も
い
る
。

Ｉ
Ｔ
に
明
る
く
な
い
医
師
・
歯
科
医
師
と
し
て
は
、
自
分
の
不

得
意
分
野
で
情
報
漏
洩
事
故
を
起
こ
し
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
、

従
来
ど
お
り
レ
セ
プ
ト
の
提
出
を
、
紙
媒
体
や
フ
ロ
ッ
ピ
ー
デ

ィ
ス
ク
等
の
電
子
媒
体
で
物
理
的
に
提
出
す
る
方
法
で
行
い
た

い
と
考
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
件
改
正
省
令
は
、
そ
の

よ
う
な
医
師
・
歯
科
医
師
に
対
し
て
ま
で
、
レ
セ
プ
ト
の
オ
ン

ラ
イ
ン
提
出
を
強
制
す
る
。
そ
の
半
面
で
、
医
師
・
歯
科
医
師

の
情
報
漏
洩
防
止
義
務
は
変
わ
ら
ず
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
か

ら
、
本
件
改
正
省
令
は
、
医
師
・
歯
科
医
師
に
不
可
能
を
強
い

る
も
の
と
い
う
ほ
か
な
い
。

　

前
述
の
と
お
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
介
し
た
情
報
漏
洩
は

日
常
的
に
起
こ
っ
て
お
り
、
レ
セ
プ
ト
の
オ
ン
ラ
イ
ン
提
出
シ

ス
テ
ム
に
お
い
て
も
そ
の
危
険
は
常
に
存
在
す
る
。
万
一
、
レ

セ
プ
ト
の
オ
ン
ラ
イ
ン
提
出
に
起
因
し
て
患
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ

ー
情
報
が
漏
洩
し
た
場
合
、
医
師
・
歯
科
医
師
で
あ
る
原
告
ら

は
、
患
者
か
ら
損
害
賠
償
を
求
め
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
無

論
、
理
論
上
は
、
情
報
漏
洩
に
よ
る
損
害
賠
償
義
務
の
発
生
に

は
情
報
管
理
者
で
あ
る
医
師
・
歯
科
医
師
の
故
意
ま
た
は
過
失

の
存
在
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
昨
今
の
判
例
を
眺
め
て
も

分
か
る
よ
う
に
、
情
報
管
理
者
に
と
っ
て
、
自
ら
に
過
失
が
な

い
こ
と
を
主
張
立
証
（
反
証
）
す
る
こ
と
に
は
多
大
な
困
難
を

伴
う
。
Ｉ
Ｔ
が
不
得
意
な
医
師
・
歯
科
医
師
に
と
っ
て
の
労
苦

は
尚
更
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
情
報
漏
洩
事
故
が
発
生
す
れ
ば
、

医
師
と
し
て
の
信
用
に
も
傷
が
つ
き
、
最
悪
の
場
合
に
は
医
師

と
い
う
職
業
を
続
け
ら
れ
な
く
な
る
お
そ
れ
す
ら
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
本
件
改
正
省
令
に
よ
っ
て
、
医
師
・
歯
科

医
師
で
あ
る
原
告
ら
は
、
情
報
漏
洩
事
故
や
、
そ
の
結
果
と
し

て
の
患
者
か
ら
の
損
害
賠
償
請
求
を
防
ぐ
た
め
の
方
法
を
選
択

す
る
機
会
を
奪
わ
れ
、
い
つ
こ
れ
ら
の
事
態
が
発
生
す
る
か
も

知
れ
な
い
と
い
う
不
安
と
隣
り
合
わ
せ
の
状
態
に
常
に
置
か
れ

る
。
こ
の
よ
う
な
不
安
の
中
で
は
、
原
告
ら
は
、
自
己
実
現
と

し
て
の
医
療
活
動
を
全
う
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
幸
福
を
追
求

す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

　

し
た
が
っ
て
、
本
件
改
正
省
令
は
、
医
師
・
歯
科
医
師
で
あ

る
原
告
ら
の
、
憲
法
13
条
に
基
づ
く
幸
福
追
求
権
、
自
己
決
定

権
を
侵
害
す
る
。

第
７　

違
憲
・
違
法
性
そ
の
３　

法
律
に
よ
る
行

政
の
原
理
違
反

　

オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
制
度
は
、「
国
会
を
唯
一
の
立
法
機
関
」

と
定
め
た
憲
法
41
条
に
違
反
す
る
違
憲
・
違
法
な
制
度
で
あ
り

当
然
に
無
効
で
あ
る
。

１　

法
律
に
よ
る
行
政
の
原
理

（
１
）
日
本
国
憲
法
41
条

　

日
本
国
憲
法
第
41
条
は
「
国
会
は
、
国
権
の
最
高
機
関
で
あ

っ
て
、
国
の
唯
一
の
立
法
機
関
で
あ
る
。」
と
定
め
る
。
こ
こ

に
、「
唯
一
の
立
法
機
関
」
と
は
、「
国
の
立
法
」
権
は
国
会
が

独
占
す
る
こ
と
（
国
会
中
心
立
法
の
原
則
）
及
び
「
国
の
立

法
」
は
国
会
の
手
続
に
お
い
て
の
み
完
成
し
他
の
国
家
機
関
の

関
与
を
許
さ
な
い
こ
と
（
国
会
単
独
立
法
の
原
則
）
を
意
味
す

る
。
そ
し
て
、
立
法
に
は
形
式
・
実
質
の
両
意
味
が
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
実
質
的
意
味
の
立
法
、
す
な
わ
ち
「
法
規
」
の
定
立

を
意
味
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

　

法
規
の
意
義
に
つ
い
て
は
、「
国
民
の
権
利
自
由
を
直
接
に

制
限
し
、
義
務
を
課
す
る
法
規
範
」
と
限
定
的
に
理
解
さ
れ
て

き
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
今
日
で
は
「
広
く
直
接
ま
た
は
間
接

に
国
民
を
拘
束
し
、
あ
る
い
は
国
民
に
負
担
を
課
す
る
あ
ら
た

な
法
規
範
」
の
定
立
を
意
味
す
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）
法
律
に
よ
る
行
政
の
原
理
と
そ
の
内
容

　

日
本
国
憲
法
41
条
の
規
定
は
、「
法
律
に
よ
る
行
政
の
原

理
」
を
体
現
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

「
法
律
に
よ
る
行
政
の
原
理
」
と
は
行
政
の
諸
活
動
は
、
法

律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
法
律
に
従
っ
て
行
わ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
す
る
法
原
則
で
あ
る
。

こ
の
法
原
則
は
行
政
活
動
に
対
す
る
民
主
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の

要
請
の
理
念
に
基
づ
く
も
の
と
し
て
広
く
承
認
さ
れ
て
い
る
。

「
法
律
に
よ
る
行
政
の
原
理
」
の
内
容
と
さ
れ
る
も
の
は
次
の

通
り
で
あ
る
。

①
法
律
の
法
規
創
造
力
の
原
則

　

あ
ら
た
に
法
規
を
創
造
す
る
の
は
、
法
律
、
す
な
わ
ち
立
法

権
の
専
権
に
属
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
行
政
権
は
法
律
に
よ
る

授
権
が
無
い
限
り
法
規
を
創
造
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

こ
こ
に
法
規
と
は
前
記
の
通
り
国
民
の
権
利
義
務
に
変
動
を

及
ぼ
す
一
般
的
規
律
を
さ
す
。

②
法
律
の
優
位
の
原
則

　

行
政
活
動
は
、
存
在
す
る
法
律
の
定
め
に
違
反
し
て
行
わ
れ

て
は
な
ら
な
い
と
の
原
則
。

　

憲
法
41
条
の
国
権
の
最
高
機
関
性
が
こ
の
原
則
を
承
認
し
て

い
る
。

③
法
律
の
留
保
の
原
則

　

行
政
活
動
は
、
そ
れ
が
行
わ
れ
る
た
め
に
は
必
ず
法
律
の
根

拠
（
す
な
わ
ち
法
律
の
授
権
）
を
必
要
と
す
る
と
の
原
則
。

　

こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
法
律
の
積
極
的
授
権
が
必
要
な
こ

と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
要
求
さ
れ
る
法
律
の
根
拠
と
は
「
組

織
規
範
」
あ
る
い
は
目
的
規
範
・
手
続
規
範
等
の
い
わ
ゆ
る

「
規
制
規
範
」
で
は
足
り
ず
、「
根
拠
規
範
」
と
し
て
性
格
を

も
つ
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。（
藤
田
宙
靖
現
代
法
律
学

講
座
「
行
政
法
総
論
第
４
版
」
青
林
書
院
58
頁
）

（
３
）
立
法
の
委
任
と
そ
の
限
界

　

憲
法
第
73
条
６
号
は
「
こ
の
憲
法
及
び
法
律
の
規
定
を
実
施

す
る
た
め
」
に
、
内
閣
に
執
行
命
令
の
制
定
を
容
認
し
、
ま

た
、
同
条
６
号
但
書
か
ら
委
任
命
令
も
可
能
と
解
さ
れ
て
い

る
。

　

執
行
命
令
は
法
律
に
よ
っ
て
既
に
規
定
さ
れ
た
事
項
を
詳
細

に
説
明
す
る
命
令
で
あ
っ
て
、
既
に
排
他
的
に
形
成
さ
れ
た
立

法
者
の
意
思
を
実
現
し
、
完
成
す
る
た
め
の
も
の
に
す
ぎ
な
い

の
に
対
し
、
委
任
命
令
は
法
律
を
補
充
す
る
た
め
に
法
律
の
委

任
す
る
範
囲
に
お
い
て
命
令
を
定
立
す
る
機
関
た
る
内
閣
が
独

自
に
意
思
表
示
を
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

執
行
命
令
は
、
そ
の
性
質
上
当
然
に
法
律
の
規
定
を
実
施
す

る
た
め
に
必
要
な
細
目
的
事
項
に
か
か
る
も
の
に
限
ら
れ
る
。

ま
た
、
委
任
命
令
の
内
容
は
法
律
の
委
任
の
範
囲
内
に
限
ら
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
委
任
命
令
は
実
質
的
に
国
会
の
立
法
権
を
没

却
す
る
よ
う
な
抽
象
的
か
つ
包
括
的
な
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら

ず
、
手
続
的
な
事
項
・
技
術
的
な
事
項
等
に
関
す
る
個
別
的
具

体
的
な
も
の
に
限
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
原
則
に
違
反
す
る
命
令

は
、
憲
法
上
委
任
命
令
が
委
任
の
範
囲
を
逸
脱
す
る
こ
と
は
許

さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
当
該
授
権
法
律
の
違
反
に
と
ど
ま
ら
ず

違
憲
無
効
と
な
る
。

２　

オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
義
務
化
制
度
の
違
憲
・
違
法
性

（
１
）
結
論

　

オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
制
度
は
、
形
式
的
に
は
健
康
保
険
法
第
76

条
６
項
及
び
国
民
健
康
保
険
法
第
45
条
８
項
に
基
づ
く
厚
生
労

働
省
令
の
改
正
と
し
て
実
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
あ
え
て
「
形
式
的
に
」
と
述
べ
る
の
は
、
オ
ン
ラ

イ
ン
請
求
の
義
務
化
は
従
来
の
診
療
報
酬
請
求
方
式
の
単
な
る

手
続
的
変
更
の
範
囲
に
と
ど
ま
る
性
格
の
も
の
で
は
な
い
と
考

え
る
た
め
で
あ
る
。

　

保
険
医
療
機
関
等
の
診
療
報
酬
の
請
求
方
法
を
オ
ン
ラ
イ
ン

に
よ
る
方
法
に
限
定
し
、
他
の
請
求
方
式
を
認
め
な
い
今
回
の

「
省
令
改
正
」
は
、
国
民
の
権
利
（
こ
こ
で
は
保
険
医
療
機
関

等
の
診
療
報
酬
請
求
権
）
に
あ
ら
た
な
制
限
な
い
し
負
担
を
設

け
る
制
度
の
新
設
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
、「
省
令
改
正
」
は
健
康
保
険
法
76
条
６
項
及

び
国
民
健
康
保
険
法
45
条
８
項
の
委
任
の
範
囲
を
逸
脱
す
る
こ

と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
、
法
律
事
項
で
あ
る
べ
き
診

療
報
酬
請
求
権
に
対
す
る
あ
ら
た
な
制
限
を
「
省
令
改
正
」
に

名
を
借
り
て
法
律
に
よ
ら
ず
省
令
に
よ
り
直
接
実
現
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
憲
法
41
条
に
違
反
し
違
憲
・
無
効
で
あ

る
。

（
２
）
健
康
保
険
法
・
国
保
法
の
委
任
の
趣
旨

　

健
康
保
険
法
76
条
６
項
、
国
民
健
康
保
険
法
45
条
８
項
が

「
療
養
の
給
付
に
関
す
る
費
用
の
請
求
に
関
し
て
必
要
な
事

項
」
と
し
て
省
令
に
委
任
し
た
内
容
は
、
そ
の
条
文
の
構
成
上

明
ら
か
に
診
療
報
酬
請
求
の
申
請
様
式
等
の
技
術
的
・
手
続
的

事
項
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
健
康
保
険
法
76

条
１
項
、
国
保
法
45
条
１
項
の
保
障
す
る
診
療
報
酬
請
求
権
の

行
使
に
つ
い
て
、
法
が
定
め
る
事
項
以
外
の
あ
ら
た
な
制
約
を

課
す
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

　

命
令
等
の
委
任
立
法
は
法
律
を
改
廃
で
き
る
効
力
を
有
す
る

も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
前
記
し
た
「
国
会
中
心

立
法
の
原
則
」
か
ら
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

（
３
）
違
憲
・
違
法
性

　

オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
の
義
務
化
は
、
従
前
の
診
療
報
酬
請
求
の

方
式
が
、
紙
媒
体
、
光
デ
ィ
ス
ク
、
オ
ン
ラ
イ
ン
の
任
意
選
択

で
あ
っ
た
も
の
を
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
方
式
に
限
定
す
る
も
の
で

あ
る
。

　

オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
の
義
務
化
は
、
そ
れ
自
体
、
営
業
の
自
由

や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
等
を
侵
害
す
る
も
の
と
し
て
違
憲
・
違
法

で
あ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。

　

オ
ン
ラ
イ
ン
制
度
の
義
務
化
は
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
保
険
医

療
機
関
に
対
し
て
特
段
の
代
償
措
置
な
く
高
額
の
レ
セ
コ
ン
導

入
等
の
経
済
的
負
担
を
強
い
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
費
用
負
担
が
で
き
な
か
っ
た
り
、
あ
る
い
は
オ

ン
ラ
イ
ン
を
利
用
し
た
請
求
方
式
の
利
用
が
困
難
な
保
険
医
・

保
険
医
療
機
関
に
つ
い
て
は
事
実
上
保
険
診
療
に
基
づ
く
診
療

報
酬
の
請
求
を
不
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
重
大
な
国
民
の
権
利
に
対
す
る
あ
ら
た
な
制
限

は
、
行
政
立
法
た
る
厚
生
労
働
省
令
限
り
に
お
い
て
な
し
得
る

も
の
で
は
な
く
、
国
会
の
議
決
に
よ
る
法
律
に
よ
っ
て
定
め
ら

れ
る
べ
き
法
律
事
項
で
あ
る
。

　

し
か
る
に
、
本
件
改
正
後
の
請
求
省
令
に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン

請
求
義
務
化
制
度
は
、
法
律
の
定
め
が
な
い
事
項
に
つ
い
て
、

直
接
に
こ
れ
を
行
政
立
法
た
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
た
も
の

で
あ
る
か
ら
、
憲
法
41
条
に
違
反
す
る
。

　

ま
た
、
仮
に
そ
う
で
な
い
と
し
て
も
、
本
件
改
正
後
の
「
請

求
省
令
」
は
健
康
保
険
法
76
条
６
項
、
国
民
健
康
保
険
法
45
条

８
項
の
委
任
の
趣
旨
を
逸
脱
し
て
お
り
違
法
で
あ
る
。

第
８　

損
害
賠
償
及
び
弁
護
士
費
用

１　

損
害
賠
償

（
１
）
本
件
改
正
省
令
の
違
憲
性

　

原
告
ら
保
険
医
は
、
診
療
報
酬
を
請
求
す
る
に
際
し
、
自
ら

の
条
件
や
考
え
方
に
基
づ
き
、
紙
レ
セ
プ
ト
に
よ
る
請
求
、
電

子
媒
体
を
用
い
た
請
求
な
ど
の
選
択
が
可
能
で
あ
り
、
無
理
や

り
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
を
強
制
さ
れ
る
立
場
に
な
い
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
り
、
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
の
義
務
化
に
合
理
性
の
な
い
こ

と
は
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。

　

よ
っ
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
を
義
務

化
し
た
本
件
改
正
省
令
が
憲
法
22
条
、
13
条
、
41
条
等
に
違
反

し
、
違
憲
無
効
で
あ
る
も
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
レ

セ
プ
ト
の
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
そ
の
も
の
は
、
本
件
改
正
省
令
に

よ
っ
て
初
め
て
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
厚
生
労
働
大
臣

は
、
こ
れ
を
義
務
化
す
れ
ば
相
当
程
度
の
医
療
機
関
が
こ
れ
に

対
応
で
き
ず
廃
業
に
追
い
込
ま
れ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
医
師
、

歯
科
医
師
の
医
療
を
行
う
権
利
（
憲
法
22
条
・
25
条
・
13
条

等
）
を
侵
害
す
る
こ
と
に
な
る
こ
と
は
容
易
に
予
見
す
る
こ
と

が
で
き
た
し
、
予
見
し
て
い
た
。

　

ま
た
本
件
改
正
省
令
が
医
師
、
歯
科
医
師
の
診
療
報
酬
請
求

権
を
制
約
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
火
を
見
る
よ
り
明
ら
か
で

あ
り
、
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
の
義
務
化
は
法
律
事
項
で
あ
り
、
本

件
の
省
令
改
正
が
法
律
の
委
任
の
範
囲
を
超
え
て
い
た
こ
と

も
、
当
然
に
認
識
す
べ
き
で
あ
り
、
認
識
し
て
い
た
も
の
と
言

わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

よ
っ
て
、
厚
生
労
働
大
臣
は
本
件
省
令
が
違
憲
・
違
法
で
あ

る
こ
と
に
つ
い
て
故
意
、
ま
た
は
重
大
な
過
失
が
あ
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。

（
２
）
原
告
ら
の
損
害

　

原
告
ら
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
の
義
務
化
を
内
容
と
す
る
本

件
改
正
省
令
に
よ
っ
て
、
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
に
対
応
し
な
け
れ

ば
医
師
、
歯
科
医
師
と
し
て
の
営
業
が
で
き
な
い
状
態
に
追
い

込
ま
れ
た
。
そ
し
て
、
あ
る
も
の
は
廃
業
の
危
険
に
さ
ら
さ

れ
、
あ
る
も
の
は
多
大
な
経
費
支
出
の
捻
出
に
追
わ
れ
、
あ
る

も
の
は
意
に
反
し
て
実
際
に
多
大
な
経
費
支
出
を
余
儀
な
く
さ

れ
た
。
ま
た
、
患
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
守
る
こ
と
と
の
関
係

で
二
律
背
反
の
立
場
に
追
い
や
ら
れ
て
苦
慮
し
て
い
る
こ
と
も

先
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
原
告
ら
は
、
設
備
投
資
等
へ
の
支
出
を
強
い
ら

れ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
多
大
な
精
神
的
苦
痛
を
受
け
、
損
害
を

被
っ
た
も
の
で
あ
る
。

（
３
）
ま
と
め

　

こ
の
よ
う
に
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
を
義
務
化
す
る
本
件
省
令
改

正
は
違
憲
・
違
法
で
あ
り
、
こ
れ
は
厚
生
労
働
大
臣
の
故
意
又

は
重
大
な
る
過
失
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
被

告
国
は
原
告
ら
の
被
っ
た
精
神
的
損
害
を
賠
償
す
る
義
務
が
あ

る
。
そ
し
て
原
告
ら
の
被
っ
た
損
害
は
、
原
告
１
人
あ
た
り
金

１
０
０
万
円
を
下
ら
な
い
。

２　

弁
護
士
費
用

　

原
告
ら
は
、
被
告
国
の
違
法
行
為
に
よ
り
、
本
来
不
要
な
裁

判
の
提
起
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
本
件
訴
訟
を
強
い
ら
れ
た
原

告
ら
が
こ
の
訴
訟
に
要
し
た
費
用
の
う
ち
、
被
告
国
が
負
担
す

べ
き
原
告
ら
の
弁
護
士
費
用
は
、
各
原
告
に
つ
き
、
少
な
く
と

も
金
10
万
円
を
下
ら
な
い
。

第
９　

結
語

　

よ
っ
て
原
告
ら
は
、

（
１
）
被
告
国
に
対
し
て
、
公
法
上
の
法
律
関
係
の
確
認
の
訴

え
と
し
て
、
原
告
ら
が
自
ら
開
設
し
、
あ
る
い
は
保
険
医
と
し

て
従
事
す
る
保
険
医
療
機
関
が
、
保
険
者
に
対
し
療
養
の
給
付

の
費
用
を
請
求
す
る
に
つ
い
て
、
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
（
電
子
情

報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
、
電
子
計
算
機
か
ら
入
力
し
て
、
審

査
支
払
機
関
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ

イ
ル
に
記
録
し
て
行
う
方
法
）
に
よ
る
義
務
の
な
い
こ
と
の
確

認
と

（
２
）
被
告
国
に
対
し
、
厚
生
労
働
大
臣
が
故
意
ま
た
は
過
失

に
よ
り
違
憲
・
違
法
に
本
件
省
令
改
正
を
行
な
い
原
告
ら
に
損

害
を
与
え
た
こ
と
に
対
し
、
国
家
賠
償
法
１
条
１
項
に
よ
り
、

各
自
損
害
金
１
１
０
万
円
及
び
本
訴
状
送
達
の
日
の
翌
日
か
ら

支
払
済
ま
で
民
法
所
定
の
年
５
％
の
割
合
に
よ
る
遅
延
損
害
金

の
支
払
い
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
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