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鉄
道
建
設

｡
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
事
件
国
労
第

一
次
訴
訟
控
訴
審
判
演

東
京
高
裁
平
成
二
一
年
三
月
二
五
日
判
決
､
平

1
七

(ネ
)
五
〇
一
四
号

･
平
成

1
八

(ネ
)
五
四
二
六
号
､

各
雇
用
関
係
存
在
確
認
等
請
求
控
訴
､
民
事
訴
訟
法
二
六
〇
条
二
項
に
基
づ
く
申
立
事
件

労
判
九
八
四
号
四
八
頁
､
労
旬

1
七
〇
八
号
六
〇
頁
'
判
時
二
〇
五
三
号

1
二
七
頁
O

原
審

‥
東
京
地
判
平
成

1
七
年
九
月

一
五
日

本
件
は
､
国
鉄
民
営
化
時
の
組
合
差
別
に
よ
る
J
R
各
社
採
用
候
補
者
名
簿
へ
の
不
記

載
を
理
由
に
組
合
員
か
ら
Y

(鉄
道
建
設

｡
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
)
に
対
し
提
起
さ

れ
た

一
連
の
訴
訟
に
関
す
る
初
の
高
裁
判
決
で
あ
る
｡

本
件
で
は
争
点
の
1
つ
と
し
て
､
組
合
員
の
賠
償
請
求
権
の
時
効
起
算
点

(民
法
七
二

四
条
前
段
)
が
問
題
と
な
っ
た
｡
こ
の
問
題
は
損
害
を
如
何
に
把
握
す
る
か
､
さ
ら
に
加

害
行
為
と
不
採
用
の
因
果
関
係
を
認
め
る
べ
き
か
と
の
問
題
と
も
密
接
に
関
連
す
る
｡
本

稿
は
右
問
題
に
つ
き
民
事
実
体
法
の
視
点
か
ら
理
論
的
整
理
を
試
み
る
.
円
研
究
】
で
は
､

同
種
の
裁
判
例
を
概
観
し

(
こ
､
被
侵
害
利
益

｡
損
害
に
つ
き
加
え
た
考
察

(
二
)
を

基
に
､
本
件
で
の
起
算
点
に
つ
き
従
来
の
判
例
と
整
合
的
な
理
解
を
探
る

(
三
)
｡
因
果

関
係
論
等
に
も
若
干
触
れ
る

(
四
)
0

魯
～

事
実
の
概
要

昭
和
六
二
年
の
国
鉄
民
営
化
に
関
し
'
い

わ
ゆ
る
改
革
法
は
承
継
法
人
の
採
用
手
続
に

つ
き
､
国
鉄
が
採
用
を
希
望
す
る
国
鉄
職
員

か
ら
承
継
法
人
の
設
立
委
員
が
示
し
た
採
用

基
準
に
従
い
候
補
者
を
選
定
し
て
候
補
者
名

簿
を
作
成
す
る
､
名
簿
記
載
者
の
う
ち
設
立

委
員
か
ら
採
用
通
知
を
受
け
た
国
鉄
職
員
は

採
用
さ
れ
る
等
と
定
め
て
い
た
｡

国
労
組
合
員
Ⅹ
ら
は
'
各
々
希
望
す
る
1

R
北
海
道
､
1
R
東
日
本
'
1
R
九
州
の
名

簿
に
記
載
さ
れ
ず
不
採
用
と
な
り
､
清
算
事

業
団
職
員
と
な
っ
た
後
､
平
成
二
年
三
月
三

一
日
ま
で
に
再
就
職
し
な
か
っ
た
た
め
同
四

月

一
日
事
業
団
か
ら
解
雇
さ
れ
た
｡

そ
の
後
､
国
労
と
各
地
方
本
部
が
組
合
員

の
1
R
不
採
用
を
不
当
労
働
行
為
と
し
､
1

R
各
社
を
被
申
立
人
､
Ⅹ
ら
を
含
む
組
合
員

を
申
立
対
象
者
と
し
て
し
た
救
済
命
令
申
立

に
基
づ
き
､
地
労
委
乃
至
中
労
委
で
採
用
命

令
等
が
出
さ
れ
た
が
､
右
命
令
は
､
国
鉄
に

よ
る
名
簿
作
成
等
の
際
の
組
合
差
別
に
つ
き

l
R
は
労
組
法
上
使
用
者
に
当
ら
な
い
等
の

理
由
に
よ
り
取
消
訴
訟
で
取
消
さ
れ
､
最
高

裁
で
も
同
様
の
判
断
が
下
さ
れ
た

(最

一
小

判
平
成

一
五

｡
l
二
二

l二
民
集
五
七
巻

一

一
号
二
三
三
五
頁
及
び
労
判
八
六
四
号
五
頁

等
｡
以
下

｢
1
五
年
最
判
｣)
.

X
及
び
そ
の
相
続
人
が
国
鉄
及
び
事
業
団

を
承
継
し
た
Y
に
対
し
､
平
成

1
四
年

｢
月

か
ら
同

一
五
年
二

一月
､
事
業
団
に
よ
る
違

法
解
雇
等
を
理
由
に
授
訴
し
､
同

一
六
年
五

月
､
予
備
的
請
求
と
し
て
､
国
鉄
が
し
た
名

簿
不
記
載
に
よ
り
X
ら
は
事
業
団
に
配
属
さ

れ
た
等
と
主
張
し
'
不
法
行
為
に
基
づ
-
過

失
利
益

(
J
R
職
員
と
し
て
の
賃
金
等
相
当

額
)
及
び
慰
謝
料
を
求
め
る
訴
え
の
追
加
的

変
更
を
し
た
の
が
本
件
で
あ
る
｡

原
審
東
京
地
判
平
成

l
七

｡
九

｡
1
五

(判
時

一
九

〇
六
号

1
0
頁
)
は
'
解
雇
を

有
効
と
し
主
位
的
請
求
を
斥
け
､
予
備
的
請

求
に
つ
き
､
(採
用
辞
退
等
を
理
由
に
棄
却

さ
れ
た
五
名
に
関
す
る
請
求
を
除
き
)
X
ら

の
不
記
載
を
不
法
行
為
と
し
た
上
､
右
不
法

行
為
に
基
づ
-
賠
償
請
求
権
の
時
効
消
滅

法律時報82巻 7号--108



(民
法
七
二
四
条
前
段
)
を
､

一
五
年
最
判

時
を
起
算
点
と
し
て
否
定
し
た
｡

X
Y
双
方
が
控
訴
｡

尊
-

判
旨

Y
の
控
訴
を

1
部
認
容
｡
さ
ら
に
玉
名
に

関
す
る
請
求
を
棄
却
､
六
名
の
認
容
額
を
減

額
す
る
他
､
原
審
同
様
'
Y
の
不
法
行
為
を

認
め
Ⅹ
ら
各
人
五
〇
〇
万
円
の
慰
謝
料

(弁

護
士
費
用
等
を
除

-
)
を
認
容
｡

｢消
滅
時
効
の
起
算
点
に
つ
い
て
検
討
す

る
に
あ
た
っ
て
は
､
ま
ず
､
本
件
に
お
い
て

賠
償
が
認
め
ら
れ
る
損
害
の
内
容
を
明
ら
か

に
す
る
必
要
が
あ
る
｣
｡
X
ら
が
､
国
鉄
の

不
公
正
な
選
考
に
基
づ
-
不
記
載
に
よ
り

｢採
用
の
可
能
性
が
断
た
れ
た
こ
と
に
つ
き
､

当
該
可
能
性
侵
害
に
よ
る
精
神
的
損
害
が
賠

償
の
対
象
に
な
る
L
｡
｢
不
採
用
を
招
-
と
い

う
結
果
と
切
り
離
さ
れ
た
､
-
-
名
簿
に
記

載
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
そ
れ
自
体
に
よ
る
精

神
的
損
害
に
つ
い
て
賠
償
す
べ
き
｣
で
は
な

い
｡
｢
不
記
載
に
よ
り
不
採
用
と
い
う
結
果

を
制
度
上
不
可
避
的
に
招
-
か
ら
こ
そ
､
そ

れ
に
よ
り
慰
謝
料
支
払
い
の
対
象
と
な
る
ほ

ど
の
精
神
的
損
害
が
生
じ
る
-
‥
･｡
そ
う
す

る
と
､
損
害
発
生
を
認
識
す
る
に
あ
た
っ
て

は
､
-
-
不
記
載
に
よ
り
不
採
用
と
い
う
結

果
が
確
定
し
て
し
ま
う
こ
と
の
認
識
が
当
然

に
必
要
と
な
る
｣
｡
救
済
命
令
が
取
消
さ
れ

た
以
上
'
実
体
法
上
不
記
載
時
に
不
採
用
が

確
定
し
て
い
た
が
､
労
要
等
が
1
R
の
使
用

者
性
を
認
め
た
こ
と
等
に
照
ら
し
､
右
使
用

者
性
は

一
義
的
に
導
か
れ
得
な
か

っ
た
｡

｢
そ
う
す
る
と
､
結
果
的
に
名
簿
不
記
載
の

時
点
で
不
採
用
の
結
果
が
確
定
し
て
い
た
こ

と
に
な
る
と
し
て
も
､
X
ら
に
お
い
て
当
然

に
そ
の
旨
を
認
識
し
得
た
と
ま
で
は
い
い
難

い
｡
｣
X
ら
が
1
R
採
用
を
求
め
る
取
消
訴

訟
を
追
行
し
っ
つ
不
採
用
を
前
提
に
Y
に
賠

償
請
求
す
る
こ
と
は
､
｢
相
矛
盾
す
る
態
度

を
指
摘
さ
れ
る
な
ど
し
て
､
最
大
の
目
的
で

あ
る
1
R
採
用
を
求
め
る
取
消
訴
訟
に
お
い

て
､
国
労
ひ
い
て
は
Ⅹ
ら
に
不
利
益
を
与
え

る
お
そ
れ
が
あ
｣
り
'
救
済
命
令
取
消
に
備

え
た
中
断
措
置
を
Ⅹ
ら
に
期
待
で
き
な
か
っ

た
｡

一
五
年
最
判
で
｢命
令
の
取
消
が
確
定

す
る
ま
で
は
､
X
ら
が
､
Y
に
対
す
る
損
害

賠
償
請
求
が
事
実
上
可
能
な
状
況
の
下
に
､

そ
の
可
能
な
程
度
に
損
害
及
び
加
害
者
を
知

っ
て
い
た
と
は
い
い
難
い
｣
0

Ⅹ
ら
ほ
1
R
職
員
と
し
て

の
賃
金
等
を
請

求
す
る
が
t
X
ら
が
希
望
し
た
1
R
各
社
で

は
希
望
者
が
基
本
計
画
上
の
要
員
数
を
上
回

り
､
国
鉄
で
の
勤
務
成
績
が
正
当
に
評
価
さ

れ
た
と
し
て
も
Ⅹ
ら
全
員
が
記
載
さ
れ
た
と

は
認
め
ら
れ
ず
'
加
害
行
為
と
不
採
用
の
相

当
因
果
関
係
を
認
め
え
な
い
o
L
か
し
'

｢
Ⅹ
ら
に
は
希
望
す
る
l
R
に
採
用
さ
れ
る

相
当
程
度
の
可
能
性
は
な
お
あ

っ
た
-
‥
･

本
件
で
は
､
不
公
正
な
選
考
に
基
づ
-
-
-

不
記
載
に
よ
り
'
そ
の
よ
う
な
可
能
性
が
断

た
れ
た
-
-
採
用
の
可
能
性
が
侵
害
さ
れ
た

こ
と
に
つ
い
て
t
X
ら
は
そ
の
精
神
的
損
害

の
賠
償
を
求
め
｣

ぅ
る
｡
Y
は
､
判
例
上
期

待
権
侵
害
が
認
め
ら
れ
る
類
型
は
限
ら
れ
る

と
す
る
が
､
名
簿
記
載
の
有
無
は
､
長
年
従

事
し
て
き
た
地
元
の
鉄
道
業
務
に
引
続
き
従

事
で
き
る
か
膏
か
の
よ
う
に
Ⅹ
ら
の
人
生
設

計
等
に
直
接
影
響
し
､
保
護
法
益
は
重
大
と

い
え
る
こ
と
等
か
ら
､
本
件
で
は
賠
償
が
認

め
ら
れ
る
｡

魯
～

研
究

一

従
来
の
裁
判
例

同
種
訴
訟
の
公
表
裁
判
例
と
し
て
①
本
件

原
審

(弁
護
士
費
用
等
を
除
き
各
人
慰
謝
料

五
〇
〇
万
円
)
､
②
東
京
地
判
平
成
二
〇

｡

1
二

1三
労
旬

一
六
七
七
号
二
八
貢

(同(1)

着
)
'
③
東
京
地
判
平
成
二
〇

二
二
｡
二
二

(棄
却
)
が
あ
る
｡

③
は
不
公
正
な
評
価
及
び
不
記
載
と
不
採

用
の
因
果
関
係
を
判
断
せ
ず
､
消
滅
時
効
を

理
由
に
棄
却
す
る
｡
そ
れ
散
か
'
被
侵
害
利

益
及
び
損
害
は
専
ら

(不
法
行
為
の
成
立
及

び
)
右
因
果
関
係
を
仮
定
し
て
論
じ
ら
れ
､

1
R
職
員
と
し
て
の
賃
金
等
が
財
産
的
損

害
､
昭
和
六
二
年
四
月
以
降
l
R
勤
務
で
き

な
い
こ
と
に
よ
る
精
神
的
苦
痛
等
が
精
神
的

損
害
と
さ
れ
る
｡
対
し
て
､
①
②
ほ
右
因
果

関
係
及
び
賃
金
等
の
賠
償
を
否
定
す
る
が
'

①
は
正
当
な
評
価
を
受
け
る
機
会
又
は
採
用

等
の
期
待
権
を
､
②
は
公
平
な
取
扱
を
受
け

る
法
的
利
益
又
は
就
職
の
機
会
を
被
侵
害
利

益
と
す
る
｡

次
に
起
算
点
に
つ
き
､
③
は
前
記
因
果
関

係
を
仮
定
し
損
害
を
考
え
る
た
め
､
損
害
発

生
時
を
不
採
用
時

(
昭
和
六
二
年
四
月

一

日
)
と
す
る
｡
対
し
て
､
①
②
は

1
五
年
最

判
を
起
算
点
と
す
る
が
理
由
は
異
な
る
｡
①

は
損
害
を
不
記
載
に
よ
り
採
用
の
余
地
が
な

-
な
っ
た
こ
と
に
伴
う
損
害
と
し
､
そ
れ
故

不
採
用
確
定

(
一
五
年
最
判
)
時
を
起
算
点

と
す
る
｡
右
時
点
で
損
害
が
生
じ
た
と
の
発

想
に
馴
染
む
｡
他
方
､
②
は
不
記
載
又
は
就

職
機
会
の
喪
失
に
よ
る
精
神
的
打
撃
を
損
害

と
し
へ
右
打
撃
に
よ
る
慰
謝
料
は
不
採
用
等

を
も
掛
酌
し
定
め
ら
れ
る
と
し
て
､
自
ら
の

状
況
の
認
識
も
要
求
す
る
｡
右
打
撃
が
累
積

的
で
あ
る
と
の
発
想
に
馴
染
も
う
｡

本
判
決
は
､
採
用
可
能
性
を
被
侵
害
利

益
'
そ
の
侵
害
に
よ
る
精
神
的
損
害
を
賠
償

の
対
象
と
し
､
不
採
用
と
い
う
最
終
結
果
の

確
定
に
よ
り
初
め
て
賠
償
さ
れ
う
る
損
害
が

生
じ
る
と
す
る
｡
そ
し
て
､
不
記
載
時
を
実

体
法
上
の
不
採
用
確
定
時
と
し
つ
つ
損
害
発

生
の
認
識
に
つ
き
右
確
定
の
認
識
を
必
要
と

し
､

1
五
年
最
判
を
起
算
点
と
す
る
｡
①
②

い
ず
れ
と
も
異
な
る
｡

こ

被
侵
害
利
益
及
び
損
害
に
つ
い
て

-

因
果
関
係
が
否
定
さ
れ
る
場
合

Y
の
加
害
行
為
と
不
採
用
の
因
果
関
係
が

否
定
さ
れ
る
と
き
被
侵
害
利
益
た
り
う
る
期

待
権
'
機
会
は
㍉
従
来
医
療
過
誤
に
つ
き
論
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じ
ら
れ
､
最
高
裁
は
最
二
小
判
平
成

〓

1

(2)

九

二

1二

(以
下

｢
一
二
年
判
決
｣)
以
来
､

(3)

被
侵
害
利
益
と
し
て
の
可
能
性
を
認
め
る
｡

可
能
性
論
は
近
時
医
療
過
誤
外
で
も
見
ら
れ

る
が
､
い
か
な
る
場
合
に
侵
害
さ
れ
､
い
か

な
る
損
害
が
生
じ
る
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で

な
い
｡

前
者
に
つ
き
､
少
な
-
と
も
､
死
亡
等
の

最
終
結
果
を
伴
わ
な
い
可
能
性
自
体
の
侵
害

を
理
由
と
す
る
賠
償
を
認
め
る
裁
判
例
は
見

ら
れ
な
い
｡
右
賠
償
は
全
快
し
た
患
者
に
も

与
え
ら
れ
か
ね
な
い
｡
後
者
に
つ
い
て
は
､

最
高
裁
が
最
終
結
果
回
避
の
客
観
的
可
能
性

/-
I

に
よ
る
裏
付
け
を
前
提
と
す
る
こ
と
か
ら
､

最
終
結
果
に
関
連
付
け
ら
れ
た
損
害
も
考
え

(5)

ら
れ
る
｡
だ
が
'
可
能
性
侵
害
事
案
で
は
､

生
命
身
体
の
よ
う
な
高
次
の
法
益
の
外
延
と

し
て
の
､
救
命
可
能
性
等
に
伴
う
医
師
へ
の

信
頼
が
実
際
の
保
護
法
益
だ
と
も
言
え
､
そ

の
裏
切
り
に
よ
る
精
神
的
損
害
を
第

一
に
考

(6)

え
る
こ
と
も
で
き
る
｡

よ
っ
て
､
本
判
決
の
よ
う
に
可
能
性
侵
害

に
よ
る
損
害
を
第

一
に
精
神
的
損
害
と
す
る

と
き
､
そ
れ
は
不
採
用
確
定
に
よ
り
初
め
て

生
じ
う
る
｡
そ
し
て
'
損
害
発
生
自
体
に
つ

き
右
確
定
の
認
識
を
要
す
る
か
ら
､
発
生
時

は

1
五
年
最
判
時
と
な
る
0

2

因
果
関
係
が
肯
定
さ
れ
る
場
合

被
侵
害
利
益
た
る
1
R
職
員
の
地
位
の
喪

失
に
よ
る
損
害
発
生
時
は
区
別
を
要
す
る
｡

逸
失
利
益
は
'
③
判
決
も
言
う
よ
う
に
'

不
採
用
者
に
現
に
賃
金
支
給
が
な
い
以
上
不

採
用
時
に
現
実
に
生
じ
る
O

一
五
年
最
判
ま

で
救
済
命
令
是
認
の
可
能
性
が
あ
っ
た
と
し

て
も
､
生
じ
た
損
害
が
1
R
の
命
令
履
行
に

ょ
り
填
補
さ
れ
え
た
に
過
ぎ
な
い
｡

他
方
'
地
位
喪
失
に
伴
う
精
神
的
損
害

は
､
離
婚
慰
謝
料
が
婚
姻
関
係
破
綻
の
事
実(7)

か
ら
生
じ
る
慰
謝
料
と
異
質
な
の
と
同
様
､

地
位
喪
失
が
事
実
状
態
に
あ
る
と
き
と
法
的

に
確
定
し
た
と
き
で
質
が
異
な
る
｡
従

っ

て
､
②
判
決
の
よ
う
に
､
地
位
喪
失
確
定

(
一
五
年
最
判
)
時
に
新
た
な
損
害
が
生
じ

た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
不
採
用
時
か
ら

時
効
進
行
す
る
こ
と
に
よ
り
､
因
果
関
係
が

否
定
さ
れ
る
と
き
に
比
し
被
害
者
保
護
に
欠

け
る
と
い
う
不
均
衡
も
生
じ
な
い
｡

以
上
か
ら
､
本
件
で
は
逸
失
利
益
で
あ
れ

ば
昭
和
六
二
年
四
月

l
日
､
可
能
性
侵
害
又

は
不
採
用
確
定
に
よ
る
精
神
的
損
害
で
あ
れ

ば

一
五
年
叢
刊
時
に
発
生
し
た
と
言
え
る
｡

三

起
算
点
に
つ
い
て

本
件
で
は
t
X
ら
は
､
逸
失
利
益
は
賃
金

不
払
の
事
実
､
精
神
的
損
害
は
そ
の
性
質
か

ら
前
記
各
時
に
そ
の
発
生
を
現
実
に
認
識

(8)

(9)

し
､
ま
た
'
賠
償
義
務
者
の
人
物
は
明
白
で

(10)

あ
る
｡
し
か
し
､
｢
損
害
及
び
加
害
者
を
知

っ
た
時
｣
の
解
釈
で
は
起
算
点
を
被
害
者
の

･､〓㌧

主
観
的
態
様
に
係
ら
し
め
た
趣
旨
か
ら
､
右

の
事
実
認
識
に
加
え
被
害
者
が
そ
れ
ら
の
不

利
益
に
つ
き
行
為
者
の
賠
償
義
務
を
認
識
し

て
い
る
か
､
さ
ら
に
請
求
権
を
事
実
上
行
使

(12)

し
え
た
か
が
問
わ
れ

る

｡

-

違
法
性
の
認
識

本
件
で
は
1
R
を
被
申
立
人
と
し
救
済
申

立
が
さ
れ
て
い
た
が
､
J
R
が
労
組
法
上
責

任
を
負
う
と
し
て
も
､
現
実
に
バ
ッ
ク
ペ
イ

や
採
用
命
令
の
履
行
に
よ
る
損
害
填
補
が
な

い
限
り
T
X
ら
は
国
鉄
等
に
対
し
権
利
行
使

し
う
る
｡
そ
し
て
､
X
ら
も
遅
-
と
も
平
成

(13
)

四
年

一
一
月
頃
に
は
､
不
記
載
に
つ
き
国
鉄

等
が
不
法
行
為
責
任
を
負
う
こ
と
を

一
般
人

∴H＼

で
あ
れ
ば
認
識
し
う
る
事
実
を
認
識
し
て
い

た
と
推
認
し
う
る
O
従

っ
て
､
右
時
点
で
､

国
鉄
に
よ
る
不
記
載
の
違
法
性
の
X
ら
に
お

け
る
認
識
を
認
め
う
る
｡

2

請
求
権
行
使
の
事
実
上
の
可
能
性

し
か
し
､
X
ら
が
､
将
来
賃
金
の
填
補
を

求
め
国
鉄
等
に
対
し
賠
償
請
求
を
提
訴
し
､

救
済
命
令
前
に
認
容
判
決
が
確
定
し
た
場

合
､
採
用
に
代
わ
る
将
来
の
逸
失
利
益
の
賠

償
が
得
ら
れ
る
こ
と
を
理
由
に
救
済
利
益
が

否
定
さ
れ
､
申
立
の
う
ち
採
用
を
求
め
る
部

分
が
棄
却
さ
れ
る
虞
が
あ
る
｡
仮
に
判
決
確

定
後
採
用
命
令
が
さ
れ
た
と
し
て
も
'
取
消

訴
訟
が
提
起
さ
れ
れ
ば
同
様
の
理
由
か
ら
右

部
分
が
取
消
さ
れ
る
虞
が
あ
る
｡
こ
の
と
き

1
R
採
用
の
途
が
X
ら
に
閉
ざ
さ
れ
る
｡
命

令
後
判
決
が
確
定
し
た
場
合
も
同
様
で
あ

る
｡
本
判
決
が
Y
へ
の
請
求
が
取
消
訴
訟
で

X
ら
に
不
利
益
と
な
る
虞
が
あ
る
と
す
る
の

は
右
の
意
に
解
さ
れ
よ
う
｡

本
件
で
の
問
題
は
賠
償
訴
訟
の
判
決
が
他

の
手
続
に
与
え
る
影
響
如
何
で
あ
る
｡

Y
が
援
用
す
る
最

l
小
判
昭
和
四
三
二

ハ

(15)

｡
二
七
は
､
無
権
利
者
か
ら
土
地
買
受
後

所

有
者
A
か
ら
明
渡
請
求
を
受
け
敗
訴
し
た
B

が
登
記
官
の
過
失
を
理
由
に
し
た
国
賠
請
求

に
つ
き
､
B
が
代
金
相
当
額
を
求
め
授
訴
後

三
年
経
過
し
て
請
求
を
拡
張
L
t
建
物
取
去

に
よ
る
損
害
の
賠
償
を
求
め
た
部
分
に
関

し
､
救
済
の
途

(
A
B
間
訴
訟
)
が
残
さ
れ

て
い
る
と
し
て
も
損
害
を
知
り
う
る
と
し
'

最
初
の
提
訴
時
を
起
算
点
と
し
て
時
効
消
滅

を
認
め
た
｡
右
最
判
の
事
案
で
は
'
賠
償
判

決
が
先
に
確
定
し
て
も
､
そ
の
後
B
は
例
え

ば
A
と
の
和
解
に
よ
り
借
地
権
を
取
得
し
え

た
｡
対
し
て
､
本
件
で
は
､
賠
償
判
決
確
定

に
よ
り
他
の
救
済

(
1
R
採
用
)
の
途
が
閉

ざ
さ
れ
か
ね
な
か
っ
た
｡
だ
と
す
れ
ば
､
他

の
救
済
の
途
が
あ
る
と
き
に
不
法
行
為
に
基

づ
-
請
求
権
の
行
使
を
求
め
る
右
最
判
の
立

場
は
､
本
判
決
が
言
う
よ
う
に
'
本
件
で
は

妥
当
し
な
い
｡

以
上
よ
り
'
本
件
で
は
､
国
鉄
の
不
法
行

為
責
任
と
1
R
の
労
組
法
上
の
責
任
が
最
終

的
に
両
立
し
な
い
虞
が
あ
り
'
J
R
採
用
を

至
上
目
的
と
す
る
Ⅹ
ら
に
､
救
済
命
令
確
定

前
の
賠
償
請
求
を
期
待
し
え
な
い
｡
従

っ

て
､
Ⅹ
ら
が
､
損
害
及
び
加
害
者
を
賠
償
請

求
が
事
実
上
可
能
な
状
況
の
下
に
知

っ
た
の

は
'

1
五
年
最
判
時
と
言
う
べ
き
で
あ
る
O
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四

可
能
性
論
の
限
界

-

可
能
性
論
の
射
程

本
件
で
は
'
公
正
な
評
価
を
経
た
不
記
載

ま
で
不
法
行
為
と
し
え
な
い
た
め
､
不
公
正

な
評
価
か
ら
不
記
載
に
至
る
過
程
全
体
を
不

法
行
為
と
し
て
捉
え
る
必
要
が
あ
る
｡
こ
の

と
き
評
価
､
不
記
載
､
不
採
用
と
い
う
因
果

系
列
を
辿
る
が
､
不
公
正
な
評
価
と
不
記
載

の
因
果
関
係
認
定
は
容
易
で
な
い
｡
登
載
者

数
は
要
員
数
と
同
数
と
さ
れ
､
1
R
北
海
道

等
で
は
希
望
者
数
が
要
員
数
を
大
き
-
上
回

っ
た
｡
従

っ
て
､
不
公
正
評
価
な
-
ば
不
記

載
な
し
と
直
ち
に
言
え
な
い
｡
そ
れ
故
か
､

本
判
決
は
可
能
性
侵
害
を
認
め
る
に
止
ま

る
｡し

か
し
､

1
二
年
判
決
は
､
生
命
維
持
は

｢
人
に
と

っ
て
最
も
基
本
的
な
利
益
で
あ

っ

て
､
右
の
可
能
性
は
法
に
よ

っ
て
保
護
さ
れ

る
べ
き
利
益
で
あ
｣
る
こ
と
を
理
由
と
す

る
｡
本
件
で
も
同
様
に
言
え
る
｡

こ
の
点
に
つ
き
本
判
決
は
Ⅹ
ら
の
人
生
設

計
等

へ
の
影
響
を
指
摘
す
る
｡
少
な
-
と
も

当
時
ま
で

一
般
的
だ

っ
た
終
身
雇
用
制
の
下

で
は
､
長
年
従
事
し
て
き
た
職
を
離
れ
る
こ

と
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
は
､
人
と
し
て
存
立

す
る
た
め
の
基
本
的
利
益
た
る
労
働
者
と
し

て
の
安
定
し
た
収
入
や
環
境
を
終
生
奪
わ
れ

る
こ
と
を
意
味
す
る
と
も
言
え
る
｡
そ
の
限

り
で
､
労
働
者
た
る
地
位
の
維
持
は
人
に
と

っ
て
最
も
基
本
的
な
利
益
と
言
え
､
本
件
で

も
可
能
性
侵
害
を
認
め
得
よ
う
｡

2

因
果
関
係
推
定
の
是
非

水
野
教
授
は
､
義
務
違
反
に
よ
り
因
果
関

係
解
明
が
不
能
と
な
り
'
義
務
設
定
規
範
の

目
的
に
照
ら
し
当
該
規
範
が
回
避
し
よ
う
と

す
る
危
険
が
現
に
生
じ
た
と
き
､
因
果
関
係

を
推
認
す
る
こ
と
が
規
範
の
趣
旨
に
適
う
と

(16
)

す
る
｡
だ
が
､
義
務
違
反
に
よ
り
右
解
明
が

不
能
と
な
り
､
規
範
が
回
避
し
よ
う
と
す
る

危
険
が
現
に
生
じ
る
点
は
､
可
能
性
侵
害
事

案
で
も
同
様
で
あ
る
｡
右
見
解
の
前
提
に
は

最
終
結
果
も
差
当
た
り
行
為
者
に
負
わ
せ
る

べ
き
と
の
判
断
が
あ
る
｡

第

1
に
､
迷
走
神
経
反
射
に
続
-
心
停
止

を
も
た
ら
す
抽
象
的
危
険

(
血
圧
不
明
)
を

防
止
す
る
血
圧
測
定
義
務
の
違
反
と
右
機
序

の
因
果
関
係
を
認
定
し
た
最
三
小
判
平
成
八

(17
)

二

二

一三
で
は
'
先
行
行
為

(麻
酔
剤
注

入
)
に
よ
る
危
険

(迷
走
神
経
反
射
)
の
医

師
に
よ
る
制
御
の
可
否
が
問
題
と
な

っ
た
｡

他
方
､

二

一年
判
決
で
は
､
患
者
自
身
が
有

す
る
危
険

(不
安
定
狭
心
症
)
の
制
御
が
問

題
と
な
り
､
損
害
を
直
接
も
た
ら
し
う
る
危

険
が
加
害
者
､
被
害
者
い
ず
れ
に
由
来
す
る

か
が
両
事
案
で
異
な

っ
た
｡
そ
れ
故
､
後
者

で
は
可
能
性
侵
害
を
認
め
る
に
止
ま

っ
た
と

も
言
え
る
｡
本
件
で
は
､
X
ら
に
つ
き
公
正

な
評
価
が
さ
れ
ず
不
採
用
と
な
る
危
険
を
国

鉄
が
制
御
し
え
た
か
が
問
題
と
な
る
｡
右
危

険
は
国
鉄
に
由
来
し
､
そ
れ
故
そ
の
実
現

(
1
R
磯
貝
の
地
位
の
喪
失
)
に
よ
る
損
害

を
差
当
た
り
国
鉄
に
負
わ
せ
う
る
｡

第
二
に
'
右
危
険
は
不
公
正
な
評
価
と
い
(18)

う
国
鉄
の
作
為
に
由
来
す
る
と
も
見
う
る
｡

こ
の
と
き
､
公
正
な
評
価

(適
法
な
手
続
)

を
経
て
も
Ⅹ
ら
は
不
採
用
で
あ

っ
た
と
の
Y

の
主
張
は
適
法
行
為
選
択
の
抗
弁
と
な
る
｡

改
革
法
が
手
続
保
障
に
よ
る
法
益
保
障
を
企

図
す
る
限
り
t
Y
の
主
張
に
沿
う
判
断
を
設

立
委
員
に
代
わ
り
裁
判
所
が
す
る
こ
と
は
手

i.,

続
保
障
の
観
点
か
ら
許
さ
れ
な
い
｡
こ
の
と

き
'
不
採
用
と
の
因
果
関
係
は
推
定
を
超
え

認
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

五

お
わ
り
に

可
能
性
侵
害
等
に
よ
る
慰
謝
料
額
が
低
額

(20
)

と
の
批
判
が
あ

る

が

'
従
来
､
右
侵
害
を
認

め
る
医
療
過
誤

(死
亡
)
事
案
で
認
容
額
が

概
ね
六
〇
〇
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と
に
照
ら

し
'

一
概
に
低
額
と
言
え
な
い
｡
但
し
､
前

述
の
よ
う
に
財
産
損
害
乃
至
そ
れ
に
準
ず
る

損
害
の
賠
償
を
認
め
る
余
地
は
残
る

(民
訴

法
二
四
八
条
の
活
用
が
考
え
ら
れ
る
)
｡

(
-
)

東
京
地
裁
平
成
〓
ハ年

(
ワ
)
第
二
五
三

五

七

号
｡
L
E
X
/
D
B
文
献
番
号
二
五
四
四
1

〇
五
三
｡

(2
)

民
集
五
四
巻
七
号
五
七
八
貫
｡

(3
)

最
三
小
判
平
成
1
五
･
二

･
二

判
夕

二

四
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