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第
二
章
　
訴
訟
法
的
価
値

Ⅰ
　
価
値
基
準
と
し
て
の
訴
訟
目
的

１
　
目
的
を
考
察
す
る
こ
と
の
正
当
化

　
訴
訟
法
を
実
体
法
か
ら
区
別
す
る
の
に
適
し
た
訴
訟
法
概
念
は
、
わ
れ

わ
れ
が
み
て
き
た
よ
う
に
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
の
表
現
力
（A

ussagekraft
）

を
も
つ
に
す
ぎ
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
、こ
の
区
別
の
た
め
に
訴
訟
法
を「
訴

訟
」
と
い
う
生
活
領
域
を
整
序
す
る
法
と
定
義
す
る
場
合
に
は
、
わ
れ
わ

れ
は
訴
訟
法
の
内
容
に
つ
い
て
の
単
な
る
形
式
的
な
基
準
の
み
を
獲
得
す

る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
場
合
に
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
生
活
領
域
が
一
定
の

法
的
目
的
を
獲
得
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
技
術
的
形
成
物
で
あ
る
と
い
う

こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
訴
訟
法
は
、
そ
れ
自
体
に
お
い
て
、
こ
の
構
成
物

の
論
理
的
に
一
貫
し
た
整
序
を
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か

し
、
こ
の
整
序
が
い
か
な
る
内
容
を
も
つ
べ
き
で
あ
る
か
は
、
訴
訟
法
を

実
体
法
か
ら
区
別
す
る
こ
と
か
ら
は
演
繹
さ
れ
え
な
い
。
け
だ
し
、
適
切

な
訴
訟
法
の
内
容
は
、
実
体
法
に
対
す
る
訴
訟
法
の
特
性
に
よ
っ
て
は
予

め
示
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
の
価
値
評
価
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
わ
れ
わ
れ
が
訴
訟
法
と
実
体
法
と
の
間
に
引
い
た
境
界
線
は
、
実
体

法
上
の
価
値
が
訴
訟
法
へ
と
波
及
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
両
法
域
が
共
通

の
価
値
原
理
を
基
礎
に
置
く
こ
と
を
排
除
し
て
は
い
な
い
。

　
こ
の
価
値
原
理
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、個
々
の
手
続
法
上
の
規
範
、

と
り
わ
け
実
体
的
法
状
態
か
ら
逸
脱
し
た
判
断
を
も
た
ら
す
結
果
に
な
る

も
の
の
分
析
を
必
要
と
す
る
。
そ
の
際
に
、
例
え
ば
、
原
告
の
請
求
権
が

存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
訴
え
を
棄
却
し
、
ま
た
は
被
告
が
義
務
を
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負
っ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
者
を
敗
訴
と
す
る
欠
席
判
決
が
い

か
な
る
目
的
に
奉
仕
す
る
の
か
、
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ

ら
の
判
決
の
目
的
は
、
整
然
と
し
た
訴
訟
に
対
す
る
公
益
の
た
め
に
、
意

識
的
に
実
体
的
法
状
態
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
な
の
か
、
そ
れ
と
も
実
体
法

を
も
支
配
す
る
価
値
判
断
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
う
る
の
か
？

　
規
範
の
目
的
は
、
人
が
目
的
を
規
範
内
容
か
ら
演
繹
し
、
そ
の
た
め
に

規
範
内
容
を
再
び
目
的
に
よ
っ
て
決
定
す
る
と
い
う
取
り
返
し
の
つ
か
な

い
循
環
論
法
に
陥
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
規
範
そ
れ
自
体
か
ら

は
獲
得
さ
れ
な
い
。
個
々
の
規
範
の
目
的
は
、
よ
り
大
き
な
機
能
的
関
連

に
お
け
る
そ
の
位
置
づ
け
か
ら
の
み
探
求
さ
れ
う
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
そ
れ
を
一
つ
の
例
で
示
す
な
ら
ば
、
裁
判
官
に
担
保
提
供
な
く

仮
執
行
が
可
能
と
す
る
欠
席
判
決
を
命
じ
て
い
る
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
〇
八
条
三
号

の
目
的
は
、
こ
の
規
定
の
、
欠
席
手
続
お
よ
び
そ
れ
以
外
の
仮
執
行
宣
言

の
あ
ら
ゆ
る
規
律
と
の
関
連
か
ら
の
み
説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

欠
席
判
決
は
、
一
方
当
事
者
が
出
席
し
な
か
っ
た
こ
と
ま
た
は
弁
論
し
な

か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
こ
の
サ
ン
ク
シ
ョ
ン

に
よ
っ
て
、
立
法
者
は
、
争
う
意
思
の
あ
る
当
事
者
が
出
席
し
、
弁
論
す

る
よ
う
に
勧
め
て
い
る
。
欠
席
判
決
が
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
と
感
じ
ら
れ
る
た

め
に
は
、
欠
席
判
決
が
欠
席
当
事
者
に
不
利
益
を
も
た
ら
す
べ
き
だ
と
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
。
異
議
（Einspruch

）
は
、
訴
訟
を
欠
席
発
生
前
の

状
態
に
復
す
る
の
で
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
四
二
条
）、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
四
四
条
の
費
用

負
担
〔
＝
欠
席
判
決
で
要
し
た
費
用
の
負
担
〕
の
効
果
と
並
び
Ｚ
Ｐ
Ｏ

七
〇
八
条
三
号
に
よ
る
仮
執
行
が
な
さ
れ
る
点
で
重
要
な
不
利
益
が
欠
席

当
事
者
に
生
じ
る（

（訳

（
訳
注

。
こ
の
不
利
益
の
重
み
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
一
〇
条
、
同

七
一
七
条
、
同
七
一
九
条
か
ら
明
ら
か
に
な
る
。
欠
席
当
事
者
は
、
こ
の

者
が
対
審
の
弁
論
に
お
け
る
法
的
争
訟
が
裁
判
に
熟
し
た
状
態
と
な
る
前

に
執
行
に
さ
ら
さ
れ
、
ま
た
、
債
権
者
は
、
た
と
え
こ
れ
に
対
応
す
る
対

席
判
決
に
も
と
づ
く
場
合
に
は
担
保
提
供
と
引
換
え
に
執
行
が
許
さ
れ
る

に
す
ぎ
な
い
と
し
て
も
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
一
〇
条
）、
担
保
提
供
な
し
に
執
行

す
る
こ
と
が
で
き
る
限
り
で
は
、出
席
当
事
者
よ
り
も
悪
い
状
態
に
あ
る
。

し
か
し
、
債
権
者
は
み
ず
か
ら
の
リ
ス
ク
に
基
づ
い
て
執
行
す
る
（
Ｚ
Ｐ

Ｏ
七
一
七
条
二
項
）。
し
た
が
っ
て
、欠
席
判
決
が
対
審
的
な
弁
論
に
よ
っ

て
破
棄
さ
れ
る
場
合
に
は
、
債
務
者
は
少
な
く
と
も
損
害
賠
償
請
求
権
を

有
す
る
。
欠
席
当
事
者
が
異
議
を
述
べ
る
場
合
に
は
、Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
一
七
条
、

同
七
〇
七
条
に
よ
っ
て
強
制
執
行
が
停
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。し
か
し
、

こ
の
停
止
は
、
そ
れ
が
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
〇
八
条
三
号
お
よ
び
欠
席
手
続
の
規
律

目
的
に
適
合
す
る
場
合
に
は
じ
め
て
命
じ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
に
す
ぎ
な

い
。
あ
ら
ゆ
る
異
議
に
基
づ
い
て
強
制
執
行
が
担
保
提
供
な
し
に
停
止
さ

れ
る
と
す
れ
ば
、Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
〇
八
条
三
号
の
効
果
を
も
排
除
す
る
た
め
に
、

欠
席
者
は
単
に
異
議
申
立
て
を
行
う
だ
け
で
よ
い
こ
と
に
な
る
の
で
、
欠

席
判
決
は
、
い
か
な
る
重
大
な
執
行
法
上
の
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
も
持
つ
こ

と
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
で
は
欠
席
手
続
の
目
的
は
危
険
に
晒
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
訴
訟
遅
延
の
試
み
に
対
す
る
適

切
な
手
段
で
は
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
欠
席
手
続
の
目
的
は
、
ま
た

訴
訟
促
進
と
い
う
目
的
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
限
定
さ

れ
て
い
る
。
訴
訟
促
進
が
事
実
関
係
の
徹
底
的
な
解
明
に
対
し
て
優
先
権
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を
持
つ
の
か
が
問
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
か
く
し
て

わ
れ
わ
れ
は
既
に
、
訴
訟
が
全
体
と
し
て
い
か
な
る
目
的
に
奉
仕
す
る
の

か
と
い
う
問
題
に
直
面
し
て
い
る
。

　
よ
り
大
な
る
機
能
の
関
連
に
お
け
る
位
置
か
ら
探
求
さ
れ
る
規
範
の
目

的
は
、
当
該
規
範
の
基
礎
に
置
か
れ
る
べ
き
価
値
に
つ
い
て
の
情
報
を
与

え
る
。
か
く
し
て
そ
れ
は
、そ
の
価
値
が
正
し
い
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
、

そ
し
て
そ
の
規
範
が
そ
の
価
値
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
目
的
を
達
成
す
る

の
に
適
切
な
手
段
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
、
法
批
判
的
か
つ
法
政

策
的
な
判
断
を
明
ら
か
に
す
る
。
同
時
に
、
規
範
の
目
的
は
、
そ
の
内
容

と
限
界
が
規
範
の
目
的
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
解
釈
の
補
助
手

段
で
あ
る（
１
（。

か
く
し
て
、
目
的
論
的
な
方
法
か
ら
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
〇
八
条
三

号
に
つ
き
生
じ
た
、
同
条
は
欠
席
判
決
が
異
議
後
に
対
席
弁
論
に
基
づ
い

て
維
持
さ
れ
た
場
合
に
も
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
争
い

の
あ
る
問
題（
２
（に

つ
い
て
、
以
下
の
考
慮
が
導
か
れ
る
。
す
な
わ
ち
―
―

　
こ
れ
が
請
求
を
欠
席
判
決
よ
り
も
大
き
な
安
定
性
を
も
っ
て
確
認
し
て

い
る
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
認
容
判
決
は
と
も
か
く
仮
執
行
で
き
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
対
席
判
決
へ
の
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
〇
八
条
三
号
の
適
用

に
と
っ
て
プ
ラ
ス
の
材
料
を
提
供
す
る
も
の
で
は
な
い（
３
（。
け
だ
し
、
対
席

判
決
は
、
そ
の
高
度
の
正
当
性
の
保
障
に
も
関
わ
ら
ず
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
〇
八

条
三
号
の
優
先
権
を
享
受
し
て
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
四
三

条
の
文
言（

（訳

（
訳
注

も
ま
た
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
〇
八
条
三
号
の
適
用
を
正
当
化
し
な
い
。

Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
四
三
条
か
ら
も
、
欠
席
判
決
の
仮
執
行
宣
言
に
つ
い
て
の
裁
判

が
変
更
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
の
帰
結
は
引
き
出
さ
れ
な
い
し（
４
（、

ま
た
、

Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
四
三
条
の
「〔
欠
席
判
決
が
〕
維
持
さ
れ
る
こ
と
」
も
、
対
席

の
裁
判
が
、
仮
執
行
に
関
し
て
欠
席
判
決
と
同
様
に
取
り
扱
わ
れ
る
べ
き

こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
も
な
い
。
欠
席
判
決
が
対
席
判
決
と
し
て
維
持

さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
判
決
が
、
争
わ
れ
た
弁
論
に
お
い
て

も
本
案
に
つ
い
て
の
結
論
に
お
い
て
も
正
当
で
あ
る
こ
と
が
裏
付
け
ら
れ

た
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、
債
権
者
が
一
個
の
同
一
の
請
求
権
に
つ
い
て
二

つ
の
債
務
名
義
を
得
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る（
５
（。
し
か
し
そ
れ
は
、
だ

か
ら
と
い
っ
て
欠
席
判
決
が
仮
に
執
行
可
能
だ
と
い
う
の
と
同
じ
だ
と
い

う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

　
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
〇
八
条
三
号
を
対
席
判
決
に
適
用
す
る
こ
と
に
反
対
し
、
仮

執
行
に
関
す
る
欠
席
判
決
の
維
持
に
反
対
す
る
見
解
は
、
欠
席
者
が
異
議

の
後
に
口
頭
弁
論
に
出
頭
し
た
こ
と
を
挙
げ
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
対
席
判

決
は
も
は
や
欠
席
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
。
欠
席
判
決
の
サ
ン
ク
シ
ョ

ン
は
、
そ
の
基
礎
を
欠
席
し
た
当
事
者
が
、
そ
も
そ
も
も
う
争
お
う
と
欲

し
な
い
か
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
彼
の
権
利
を
ま
じ
め
に
防
御
し
よ
う
と

せ
ず
、
訴
訟
を
長
く
引
き
ず
ろ
う
と
す
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
呼
び
起
こ

す
点
に
あ
る
。
当
事
者
が
、
争
お
う
と
し
な
い
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
Ｚ
Ｐ

Ｏ
七
〇
八
条
三
号
の
帰
結
は
認
諾
判
決
が
仮
執
行
可
能
だ
と
宣
言
さ
れ
る

と
同
じ
根
拠
で
正
当
化
さ
れ
る
。
相
手
方
の
請
求
を
争
わ
な
い
者
は
、
異

議
ま
た
は
上
訴
期
間
に
よ
り
執
行
の
猶
予
を
う
る
必
要
は
な
い
し
、
ま
た

何
ら
か
の
執
行
に
よ
る
損
害
に
つ
い
て
の
担
保
も
必
要
と
し
な
い
。
も
し

も
当
事
者
が
争
お
う
と
し
て
お
り
、
過
失
で
出
頭
し
な
か
っ
た
の
で
あ
れ

ば
、
そ
の
た
め
に
そ
の
当
事
者
は
、
そ
の
威
嚇
的
効
果
（abschreckende 
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W
irkung

）
が
当
事
者
に
注
意
深
い
訴
訟
追
行
を
促
し
て
い
る
と
さ
れ
る

不
利
益
を
甘
受
す
べ
き
こ
と
に
な
ろ
う
。
同
時
に
、
相
手
方
は
、
訴
訟
遅

延
の
結
果
か
ら
保
護
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
欠
席
当
事
者
が

異
議
を
申
し
立
て
た
場
合
、
そ
の
当
事
者
が
争
お
う
と
し
て
い
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
欠
席
判
決
の
第
一
の
正
当
化
理
由
は
考

慮
さ
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
判
決
は
、
敗
訴
判
決
を
受
け
た
者
が
欠

席
判
決
を
そ
の
よ
う
に
望
ん
だ
が
ゆ
え
に
担
保
な
し
に
仮
執
行
が
可
能
で

あ
る
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
当
該
当
事
者
が
、
過
失
ま
た
は
訴
訟
遅
延
の

意
図
で
適
時
に
彼
の
権
利
を
行
使
し
な
か
っ
た
と
い
う
可
能
性
が
残
さ
れ

る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
全
て
の
場
合
に
欠
席
者
は
、
彼
の
欠
席
に
つ

い
て
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
も
し
も
そ
の
欠

席
が
、
当
事
者
に
責
め
を
負
わ
せ
ら
れ
得
な
い
と
す
れ
ば
、
サ
ン
ク
シ
ョ

ン
の
継
続
は
不
適
当
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
当
事
者
が
当
該
期
日
に
避

け
る
こ
と
の
で
き
な
い
不
慮
の
事
由
に
よ
り
欠
席
し
た
場
合
に
は
、
欠
席

判
決
の
費
用
負
担
の
効
果
が
除
去
さ
れ
る
だ
け
で
な
く（
６
（、

こ
の
場
合
に
は

強
制
執
行
も
ま
た
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
一
九
条
、
同
七
〇
七
条
（
（訳

（
訳
注

に
よ
り
停
止
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
の
欠
席
の
効
果
が
、
当
事
者
に

対
し
て
、
当
面
そ
の
者
の
欠
席
の
動
機
の
〔
そ
れ
の
み
に
つ
い
て
の
〕
完

結
し
た
審
査
な
し
に（
７
（課

さ
れ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
法
が
〔
行
為
〕

誘
導
原
則
（Veranlassungsprinzip

）
に
従
お
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
は

な
く（
８
（、

あ
る
い
は
ま
た
立
法
者
が
訴
訟
遅
延
の
推
測
か
ら
出
発
し
て
い
る

の
で
は
な
い
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る（
９
（。

む
し
ろ
、
異
議
の
後
に
は
、
全
て
の

欠
席
の
不
利
益
な
結
果
は
そ
の
欠
席
の
責
任
を
課
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
当

事
者
か
ら
除
去
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
欠
席

の
動
機
は
〔
そ
れ
の
み
に
つ
い
て
の
〕
完
結
し
た
解
明
が
な
さ
れ
な
い
の

で
あ
る
。
異
議
の
後
に
行
わ
れ
る
対
席
裁
判
に
は
、
こ
の
こ
と
は
同
じ
よ

う
に
は
妥
当
し
な
い
。
も
し
も
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
〇
八
条
三
号
を
、
欠
席
の
動

機
を
考
慮
せ
ず
に
こ
の
対
席
判
決
に
適
用
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の

欠
席
に
責
任
を
負
わ
せ
る
べ
き
で
な
い
当
事
者
は
、
不
利
な
欠
席
の
結
果

を
除
去
す
る
た
め
に
控
訴
を
提
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
ろ
う
。

Ｚ
Ｐ
〇
七
〇
八
条
三
号
の
適
用
は
、
強
制
執
行
の
結
果
を
求
め
る
た
め
に

訴
訟
を
上
級
審
へ
持
ち
込
む
と
い
う
余
計
な
誘
惑
を
与
え
る
こ
と
に
も
な

り
か
ね
な
い
。
と
い
う
の
も
、責
任
の
な
い
欠
席
者
は
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
一
九
条
、

同
七
〇
七
条
が
要
求
す
る
強
制
執
行
の
停
止
は
、
対
席
判
決
が
な
さ
れ
る

や
否
や
、
そ
の
効
果
を
失
う
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
事
者
が
そ

の
欠
席
に
つ
き
責
任
が
あ
る
場
合
に
、
欠
席
判
決
を
維
持
し
た
対
席
判
決

が
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
〇
八
条
三
号
に
よ
り
仮
執
行
宣
言
が
付
さ
れ
る
か
否
か
の
検

討
が
残
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
〇
八
条
三
号
は
、

そ
の
よ
う
な
細
分
化
を
す
る
〔
検
討
〕
に
は
何
ら
の
余
地
も
な
い
。
そ
れ

を
対
席
判
決
に
適
用
す
る
者
は
皆
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
を
欠
席
に
つ
き
責

め
を
負
う
場
合
に
限
定
せ
ず
、
責
め
を
負
わ
な
い
欠
席
者
に
と
っ
て
は
、

た
だ
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
一
三
条
（
（訳

（
訳
注

一
項
お
よ
び
二
項
の
援
助
を
求
め
よ
う
と
し
て
い

る（
（訳
（

。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
〇
八
条
三
号
は
、
仮
執
行
宣
言
に
つ

い
て
の
そ
の
他
の
規
律
と
は
合
致
し
な
い
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
ろ
う
。

Ｚ
Ｐ
Ｏ
は
、
た
だ
訴
訟
遅
延
の
ゆ
え
に
の
み
仮
執
行
宣
言
が
な
さ
れ
う
る

よ
う
な
対
席
判
決
を
知
ら
な
い
。
も
し
も
、
欠
席
の
場
合
に
の
み
は
み
出
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し
た
扱
い
を
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
異
常
な
価
値
判
断
に
行
き
着

く
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
け
だ
し
、
そ
の
ほ
か
の
自
ら
の
悪
意
の
訴
訟

遅
延
の
全
て
の
場
合
に
は
、
そ
れ
に
対
応
し
た
執
行
の
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
は

な
し
で
済
ま
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
〇
八
条

三
号
は
、
対
席
判
決
に
は
類
推
適
用
さ
れ
得
な
い
。
そ
れ
は
、
単
に
欠
席

判
決
の
み
に
妥
当
す
る
の
で
あ
り
、
欠
席
が
当
事
者
の
責
め
に
課
さ
れ
得

な
い
場
合
に
な
お
同
一
審
級
で
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
一
九
条
、
同
七
〇
七
条
で
修
正

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
一
時
的
な
欠
席
の
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
含
む
に

す
ぎ
な
い
。

　
対
席
判
決
に
お
い
て
仮
執
行
宣
言
が
担
保
の
提
供
に
依
拠
せ
し
め
ら
れ

て
い
る
と
す
れ
ば
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
〇
八
条
三
号
の
規
範
目
的
が
誤
り
な
の
で

は
な
い
か
と
い
う
こ
と
は
、
も
し
も
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
〇
八
条
三
号
が
、
欠
席
し

た
当
事
者
が
濫
用
的
な
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
を
阻
止
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
い
る
場
合
に
限
り
、
正
し
い
こ
と
に
な
ろ
う（

（（
（

。
け
だ
し
、
こ
の

場
合
に
は
、
そ
の
異
議
は
欠
席
し
た
当
事
者
に
と
っ
て
執
行
法
上
の
状

態
を
改
善
す
る
こ
と
に
は
導
い
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
Ｚ
Ｐ
Ｏ

七
〇
八
条
三
号
は
、
わ
れ
わ
れ
の
欠
席
手
続
の
現
行
規
定
の
領
域
で
は
こ

の
目
的
を
直
接
に
は
追
求
し
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
立
法
者
は
権
利
防
御

の
た
め
に
確
実
な
も
の
を
何
も
陳
述
し
な
か
っ
た
者
に
も
、
そ
の
者
が

争
っ
て
い
る
限
り
、
対
席
判
決
の
権
利
が
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
出
発
し

て
い
る
。
欠
席
し
た
当
事
者
に
は
、こ
の
よ
う
な
可
能
性
は
認
め
ら
れ
ず
、

た
か
だ
か
異
議
の
効
果
は
単
に
〔
異
議
提
出
の
〕
期
間
を
順
守
し
た
こ
と

を
示
し
た
に
す
ぎ
ず
、
し
た
が
っ
て
異
議
は
何
ら
の
理
由
づ
け
を
も
必
要

と
し
て
い
な
い
こ
と
が
、
こ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
異
議

そ
れ
自
体
は
な
お
決
し
て
濫
用
で
は
な
く
、
当
事
者
が
訴
訟
を
遅
延
さ
せ

る
目
的
で
欠
席
し
た
と
し
て
も
そ
う
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ

七
〇
八
条
三
号
を
対
席
判
決
に
も
適
用
す
る
こ
と
は
、
濫
用
的
異
議
を
困

難
に
す
る
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
欠
席
判
決
手
続
の
現
行
規
定
と
は
適
合
し

て
い
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
た
し
か
に
、
人
は
こ
の
規
定
を
あ
ま
り
に
も

緩
す
ぎ
る
と
考
え
る
こ
と
も
あ
り
え
よ
う
が
、
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て

強
制
執
行
の
結
果
を
修
正
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
欠
席
手
続

の
形
態
に
は
対
応
し
て
い
な
い
促
進
の
効
果
を
得
よ
う
と
す
る
の
は
適
当

で
な
い
。
立
法
者
は
、
あ
り
う
べ
き
濫
用
を
異
議
に
み
て
い
る
の
で
は
な

く
、
欠
席
に
み
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
欠
席
は
―
―
も
ち
ろ
ん
弱
い
―

―
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
課
さ
れ
て
い
る
が
、
異
議
は
困
難
に
は
さ
れ
て
い
な

い
し
阻
止
も
さ
れ
て
は
い
な
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
欠
席
者
は
、
対
席
判

決
を
得
る
と
い
う
彼
に
存
す
る
可
能
性
を
利
用
す
る
の
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
、
法
は
、
見
込
み
の
な
い
訴
訟
で
異
議
を
申
し
立
て
る
と
い

う
余
計
な
誘
惑
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ

の
よ
う
な
誘
惑
は
、
対
席
判
決
は
担
保
を
提
供
し
た
場
合
に
の
み
仮
に
執

行
で
き
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
既
に
与
え
ら
れ
て
は
い
な
い（

（（
（

。
通
常
は
、
債

権
者
は
担
保
を
提
供
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
そ
の
判
決
は
仮
に
執

行
で
き
る
に
と
ど
ま
る
。
こ
の
場
合
、
欠
席
者
に
と
っ
て
唯
一
の
有
利
な

点
は
、
あ
り
得
る
損
害
賠
償
請
求
権
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
る
点
に
あ

る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
担
保
に
関
し
て
は
、
見
込
み
の

な
い
訴
訟
で
異
議
を
提
起
し
た
債
務
者
は
何
の
利
益
も
持
た
な
い
。
け
だ
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し
、
彼
は
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
一
七
条
二
項
の
要
件（

（（

（
訳
注

は
生
じ
得
な
い
こ
と
を
知
っ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
債
権
者
が
担
保
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

で
も
、
強
制
執
行
の
中
止
が
債
権
者
に
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
か
、
ま
た

は
填
補
す
る
こ
と
の
困
難
な
損
害
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
場
合
に
も
、
担

保
の
提
供
な
し
に
仮
執
行
宣
言
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ

七
一
〇
条
二
項
）。
そ
れ
ゆ
え
、
債
務
者
は
、
債
権
者
が
担
保
を
提
供
す

る
こ
と
が
で
き
ず
、
か
つ
債
権
者
に
生
じ
る
不
利
益
が
填
補
困
難
な
も
の

で
な
く
、
ま
た
は
調
査
困
難
な
場
合
に
の
み
、
強
制
執
行
の
回
避
を
達
成

す
る
こ
と
が
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
。こ
の
事
例
が
生
じ
て
い
る
か
否
か
は
、

債
務
者
は
、異
議
の
時
点
で
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
な
い
に
等
し
い
。
ま
さ
に
、

悪
意
の
債
務
者
が
、
債
権
者
が
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
一
〇
条
二
項
の
恩
恵
を
受
け
る

こ
と
を
予
想
す
る
に
す
ぎ
な
い
に
違
い
な
い
。
け
だ
し
、
悪
意
の
債
務
者

に
対
し
て
は
債
権
者
は
常
に
強
制
執
行
の
引
き
延
ば
し
の
危
険
に
さ
ら
さ

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
対
席
判
決
に
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
〇
八
条

三
号
で
は
な
く
、
同
七
一
〇
条
を
適
用
す
る
場
合
、
欠
席
者
に
異
議
へ
の

誘
惑
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
は
正
し
く
な
い
。

　
し
か
し
、
た
と
え
そ
の
よ
う
な
誘
惑
が
欠
席
者
に
生
じ
、
彼
の
強
制
執

行
法
上
の
状
況
が
異
議
に
よ
っ
て
改
善
さ
れ
る
と
し
て
も
、
欠
席
者
は
こ

こ
で
全
て
を
行
っ
た
限
り
、
し
た
が
っ
て
で
き
る
限
り
速
や
か
に
対
席
判

決
に
至
る
限
り
で
、
有
利
な
結
果
を
う
る
こ
と
が
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
。

こ
れ
に
よ
っ
て
は
、
債
務
者
に
よ
り
さ
ら
に
訴
訟
を
遅
延
さ
せ
る
こ
と
に

対
し
て
、
手
を
貸
す
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
か（

（1
（

。

　
こ
う
し
て
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
〇
八
条
三
号
の
趣
旨
は
、
欠
席
当
事
者
が
当
面

は
、
彼
が
争
お
う
と
し
な
い
こ
と
あ
る
い
は
彼
が
そ
の
法
的
救
済
を
失
権

す
る
か
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
る
点
に
存
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
債
権
者
は

た
だ
ち
に
あ
る
い
は
担
保
の
提
供
な
し
に
強
制
執
行
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
債
務
者
は
、強
制
執
行
の
結
果
に
関
し
て
は
攻
撃
者
の
役
割
に
移
る
。

彼
は
、そ
の
異
議
に
よ
っ
て
執
行
可
能
性
を
除
去
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
こ
と
は
、
彼
に
そ
の
欠
席
が
、
そ
の
責
め
を
帰
し
え
な
い
場
合
に
は

Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
一
九
条
、
同
七
〇
七
条
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
は
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
一
七

条
一
項
に
よ
り
、
彼
が
対
席
手
続
で
勝
訴
し
た
場
合
に
獲
得
さ
れ
る
。
彼

が
異
議
後
の
手
続
に
お
い
て
も
訴
訟
に
敗
れ
た
場
合
に
も
、
債
権
者
が
未

だ
強
制
執
行
を
終
了
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
一
七
条
二
項
に

よ
り
、あ
り
得
る
損
害
賠
償
請
求
権
に
つ
い
て
の
担
保
を
取
得
し
得
る
が
、

そ
れ
は
控
訴
審
が
〔
訴
訟
に
つ
き
〕
全
く
見
込
み
が
な
い
と
は
判
断
し
な

か
っ
た
利
益
が
債
務
者
に
存
在
す
る
場
合
に
限
ら
れ
る
。
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
一
〇

条
二
項
の
場
合
を
除
き
、
当
該
判
決
が
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
〇
八
条
、
同
七
〇
九
条

の
カ
タ
ロ
グ
に
該
当
し
な
い
場
合
に
全
て
の
対
席
の
給
付
判
決
に
付
与
さ

れ
る
こ
の
担
保
が
、
債
務
者
に
認
め
ら
れ
な
い
の
は
、
彼
が
一
度
欠
席
を

し
た
か
ら
で
は
な
く
、
彼
が
訴
訟
遅
延
の
意
図
に
お
い
て
も
期
日
に
出
頭

し
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
〇
八

条
三
号
の
要
点
は
、
そ
の
予
防
的
作
用
（vorbeugende W

irkung

）
に
あ

る
。
こ
の
規
定
は
、
当
事
者
に
期
日
に
出
頭
す
る
こ
と
を
遵
守
せ
し
め
る

点
に
あ
る
。
け
だ
し
、
そ
れ
は
そ
う
し
な
け
れ
ば
当
事
者
は
相
手
方
が
た

だ
ち
に
そ
し
て
担
保
な
く
し
て
執
行
を
す
る
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
か
ら
で
あ
る
。
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こ
れ
ら
の
例
が
示
す
よ
う
に
、
訴
訟
法
の
あ
る
規
範
の
目
的
論
的
解
釈

が
、
そ
の
規
定
が
わ
れ
わ
れ
に
示
し
て
い
る
意
味
連
関
か
ら
そ
の
目
的
が

規
定
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
に
す
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
全
て
民
事
訴
訟
法
の

規
範
の
解
釈
は
、
民
事
訴
訟
法
が
わ
れ
わ
れ
の
法
秩
序
の
中
で
果
た
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
目
的
に
合
致
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
そ
の
価
値
基
準
と
正
当
性
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
べ
き
訴
訟
規

定
の
個
別
的
分
析
は
、
常
に
法
秩
序
の
中
で
の
訴
訟
の
目
的
を
問
う
こ
と

を
命
じ
て
い
る
。
こ
の
問
い
に
対
す
る
解
答
は
、
い
か
に
し
て
訴
訟
が
正

当
な
社
会
的
秩
序
に
貢
献
す
る
の
か
、
そ
し
て
、
正
義
を
実
現
せ
し
め
る

た
め
に
い
か
な
る
価
値
原
理
を
そ
れ
が
追
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か

を
わ
れ
わ
れ
に
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
わ
れ
わ
れ
が
訴
訟
の
目
的
を
問
う
場
合
、
わ
れ
わ
れ
は
そ

れ
を
、
訴
訟
目
的
か
ら
全
て
の
訴
訟
法
上
の
問
題
に
対
す
る
解
答
を
こ
の

目
的
か
ら
演
繹
す
る
た
め
に
行
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
「
お
手

軽
な
民
事
訴
訟
法
の
法
哲
学
」
に
対
し
て
は
、
フ
リ
ッ
ツ
・
フ
ォ
ン
・
ヒ
ッ

ペ
ル
（Fritz v. H

ippel

（
（1
（

）
が
、正
当
に
も
異
議
を
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

概
念
法
学
的
な
演
繹
手
法
を
目
的
論
的
な
解
釈
に
転
用
し
た
こ
と
に
ほ
か

な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
訴
訟
の
目
的
に
関

す
る
問
題
が
全
面
的
に
適
当
で
な
い
こ
と
に
は
な
ら
な
い（

（1
（

。
た
し
か
に
そ

れ
は
、「
規
律
さ
れ
る
べ
き
さ
ま
ざ
ま
な
事
実
関
係
に
統
一
的
な
受
け
皿（

（1
（

」

を
提
示
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
は
個
々
の
規
範
の
目
的
と
価
値
と

を
法
秩
序
の
全
体
と
の
そ
の
機
能
的
関
連
に
お
い
て
決
定
す
る
た
め
に
は

必
要
不
可
欠
で
あ
る（

（訳
（

。

２
　
訴
訟
目
的
の
定
義

　
わ
れ
わ
れ
が
訴
訟
目
的
に
関
し
て
目
の
当
た
り
に
す
る
見
解
の
多
様
性

は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
は
た
し
て
そ
れ
が
確
た
る
学
問
的
言
説
に
達
し
て

い
た
の
か
、
特
に
、
さ
ま
ざ
ま
に
分
か
れ
た
見
解
が
、
哲
学
的
、
人
間
学

的
あ
る
い
は
政
策
的
観
念
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
稀
で
な

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
、
深
刻
な
疑
念
を
基
礎
づ
け
て
い
る（

（訳
（

。
し

か
し
、
ま
さ
に
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
関
連
を
明
ら
か
に
す
る
な
ら
ば
、
わ
れ

わ
れ
の
法
秩
序
内
部
に
お
け
る
訴
訟
の
意
義
と
訴
訟
法
お
よ
び
訴
訟
法
の

脅
威
と
機
会
の
印
象
深
い
像
を
獲
得
す
る
。

　
諸
見
解
の
き
わ
め
て
広
い
多
様
性
を
一
個
の
見
通
し
や
す
い
秩
序
へ
と

も
た
ら
す
あ
ら
ゆ
る
試
み
は
、
こ
こ
で
は
考
え
ら
れ
る
限
り
の
代
替
案
を

そ
の
背
景
の
も
と
で
得
ら
れ
る
べ
き
独
自
の
結
論
を
問
題
と
す
る
こ
と
の

方
が
、
従
来
主
張
さ
れ
て
き
た
解
決
策
の
全
て
と
対
決
す
る
こ
と
よ
り
も

重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
正
当
化
さ
れ
る
べ
き
単
純
化
を

必
要
と
す
る
。

　
こ
の
よ
う
な
留
保
を
付
し
て
、
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
を
作
る
こ
と
が
で

き
る（

（訳
（

。
第
一
は
、
実
体
法
か
ら
訴
訟
法
を
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
区
別
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
ゴ
ー
ル
ド
シ
ュ
ミ
ッ
ト

（G
oldschm

idt

）
の
理
論
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
。
第
二
の
も
の
は
、
実

体
法
を
訴
訟
の
中
で
初
め
て
そ
の
完
全
な
実
効
性
を
展
開
さ
せ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
訴
訟
法
と
実
体
法
の
二
元
論
を
克
服
し
よ
う
と
試
み
る
。
そ
れ

は
、
ザ
ウ
ア
ー
（Sauer

）
と
パ
ヴ
ロ
フ
ス
キ
ー
（Paw

low
ski

）
の
テ
ー

ゼ
に
よ
っ
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
第
三
の
グ
ル
ー
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プ
は
、
最
後
に
、
ま
ず
実
体
法
と
訴
訟
法
と
い
う
独
自
の
存
在
か
ら
出
発

し
、
両
方
の
領
域
を
、
客
観
的
な
実
体
法
秩
序
の
確
証
ま
た
は
主
観
的
な

実
体
権
の
保
護
の
い
ず
れ
か
に
奉
仕
す
べ
き
と
い
う
訴
訟
の
目
的
を
介
し

て
接
続
し
よ
う
と
試
み
る
。

　
ゴ
ー
ル
ド
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
訴
訟
目
的
を
い
わ
ば
訴
訟
内
的
に
規
定
し

よ
う
と
試
み
る
。
彼
は
、
訴
訟
は
既
判
力
あ
る
判
決
の
実
現
に
奉
仕
す
る

と
述
べ
る
か
ら（

（訳
（

、
訴
訟
に
対
し
て
そ
の
目
的
を
そ
れ
自
体
か
ら
引
き
出
し

て
い
る
。
け
だ
し
、
既
判
力
を
ゴ
ー
ル
ド
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は（

（（
（

、
純
訴
訟
的
に

規
定
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
訴
訟
目
的
は
訴
訟
上
の
要

素
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。
訴
訟
は
自
己
目
的
な
の
で
あ
る
。
た
し

か
に
ゴ
ー
ル
ド
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
既
判
力
を
訴
訟
上
の
制
度
と
と
ら
え
て

い
る
こ
と
か
ら
、
既
判
力
の
目
的
と
い
う
問
題
は
、
訴
訟
の
目
的
と
い
う

問
題
の
中
に
含
め
ざ
る
を
得
な
い
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ま
さ
に
こ

れ
に
反
対
し
て
、
ゴ
ー
ル
ド
シ
ュ
ミ
ッ
ト（

（（
（

は
、
あ
ら
ゆ
る
「
形
而
上
学
的

訴
訟
把
握
」
に
対
す
る
攻
撃
で
も
っ
て
反
撃
し
た
。
し
か
し
、
彼
は
こ
う

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
単
に
既
判
力
前
に
存
在
す
る
訴
訟
上
の
諸
経
過
に

一
つ
の
目
的
、
す
な
わ
ち
既
判
力
あ
る
判
決
を
実
現
す
る
と
い
う
目
的
を

設
定
で
き
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
彼
は
、
既
判
力
と
い

う
目
的
を
彼
の
立
場
か
ら
規
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、既
判
力
を「
裁

判
所
の
力
（G

erichtskraft

（
（1
（

）」
と
称
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
そ
う

す
る
つ
も
り
も
全
く
な
い
の
だ
ろ
う
。
既
判
力
は
、
ゴ
ー
ル
ド
シ
ュ
ミ
ッ

ト
に
よ
れ
ば
自
己
目
的
な
の
で
あ
っ
て
、
実
体
法
に
も
公
共
の
福
祉
に
も

向
け
ら
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
裁
判
官
は
、
既
判
力
に
よ
っ
て
第
二

の
秩
序
を
作
り
出
し
、
そ
し
て
そ
れ
は
「
法
秩
序
と
並
ん
で
発
生
し
、
矛

盾
す
る
場
合
に
は
、
社
会
学
的
な
権
力
の
原
則
に
よ
り
そ
れ
に
優
先
す

る（
（1
（

」
秩
序
を
形
成
す
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
こ
に
な
お
目
的
規
定
は
み
ら
れ

る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
今
や
た
し
か
に
ゴ
ー
ル
ド
シ
ュ
ミ
ッ
ト（

（1
（

の
意
味
に

お
い
て
「
形
而
上
学
的
」、
す
な
わ
ち
、
メ
タ
法
的
〔
＝
法
超
越
的
な
も

の
〕
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
け
だ
し
、
既
判
力
の
目
的
は
、
ま
さ
し
く
こ

の
第
二
の
秩
序
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
し
か
し
決
し
て
法
秩
序
で
は
な

く
、
純
粋
に
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
理
解
さ
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
訴
訟
法
と
実
体
法
の
こ
れ
以
上
強
い
区
別
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
そ
れ
ゆ
え
ゴ
ー
ル
ド
シ
ュ
ミ
ッ
ト（

（1
（

は
、
既
判
力
を
裁
判
所
の
力
だ
と

す
る
彼
の
解
釈
か
ら
そ
の
孤
立
的
な
訴
訟
法
的
考
察
方
法
を
引
き
出
し

た
。
し
か
し
、
ゴ
ー
ル
ド
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
証
明
は
一
貫
し
て
い
な
い
。
と

い
う
の
も
、
裁
判
所
の
力
と
し
て
の
既
判
力
定
義
は
、
訴
訟
法
と
実
体
法

の
区
別
と
、
さ
ら
に
は
ゴ
ー
ル
ド
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
既
判
力
の
定
義
か
ら
初

め
て
演
繹
し
よ
う
と
し
た
訴
訟
法
的
考
察
方
法
を
前
提
と
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ゴ
ー
ル
ド
シ
ュ
ミ
ッ
ト
も
ま
た
訴
訟
目
的
を
訴

訟
法
と
実
体
法
の
関
係
に
つ
い
て
の
先
行
判
断
に
基
い
て
規
定
し
て
い

る
。

　
ゴ
ー
ル
ド
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
訴
訟
目
的
を
さ
ま
ざ
ま
な
訴
訟
の
種
類
に
つ

い
て
統
一
的
に
決
定
で
き
た
こ
と
、
し
た
が
っ
て
刑
事
訴
訟
の
目
的
と
民

事
訴
訟
の
目
的
の
間
で
違
い
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ

の
訴
訟
法
的
考
察
方
法
か
ら
生
じ
る
。
全
て
の
法
的
要
素
を
訴
訟
法
か
ら

除
去
す
る
な
ら
ば
、
実
際
上
さ
ま
ざ
ま
な
訴
訟
類
型
の
異
な
っ
た
考
察
に
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と
っ
て
も
は
や
何
等
の
基
準
も
存
在
し
な
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
た
し
か

に
一
つ
の
一
般
的
訴
訟
法
論
に
基
礎
が
用
意
さ
れ
、
ま
た
確
か
に
訴
訟
法

の
統
一
化
へ
の
努
力
に
対
し
て
も
広
く
対
応
し
て
き
た
。し
か
し
他
方
で
、

ま
さ
に
実
体
的
な
法
素
材
か
ら
訴
訟
類
型
の
違
い
が
引
き
出
さ
れ
な
く
て

は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
看
過
さ
れ
て
い
る
。
ど
こ
に
一
般
的
訴
訟
法

論
の
限
界
が
あ
り
、ど
の
範
囲
で
訴
訟
の
統
一
が
進
め
ら
れ
う
る
の
か
は
、

も
は
や
ゴ
ー
ル
ド
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
立
場
か
ら
は
決
定
さ
れ
な
い
。

　
こ
の
こ
と
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
ゴ
ー
ル
ド
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
訴
訟
法
的
考

察
方
法
が
も
は
や
訴
訟
上
の
評
価
の
内
容
に
と
っ
て
の
基
準
を
提
供
し
な

い
点
に
あ
る
。
裁
判
官
が
、
裁
判
所
の
力
に
よ
っ
て
第
二
の
秩
序
を
設
定

す
る
権
限
を
有
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
裁
判
官
は
訴
訟
法
的
考
察
方
法
に

と
っ
て
は
法
を
超
え
て
そ
の
外
に
い
る
こ
と
に
な
る（

（訳
（

。
だ
と
す
る
と
し
か

し
、
不
当
判
決
は
、
訴
訟
法
的
考
察
方
法
に
よ
れ
ば
決
し
て
誤
り
で
は
な

い
。
判
決
の
正
当
性
と
い
う
の
は
、
訴
訟
法
的
考
察
方
法
で
は
な
く
て
実

体
法
的
考
察
方
法
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
範カ
テ
ゴ
リ
ー疇で

あ
る
。
し
か
し
、
考
察
者

に
と
っ
て
、
正
当
ま
た
は
不
当
な
判
決
と
い
う
範カ
テ
ゴ
リ
ー疇が
訴
訟
法
に
つ
い
て

排
除
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
に
し
て
人
は
正
当
ま
た
は
不
当
な
判

決
を
も
た
ら
す
適
切
さ
を
は
か
る
べ
き
な
の
か
？
人
が
あ
る
判
決
の
正
当

性
を
問
題
に
す
る
場
合
に
は
じ
め
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
訴
訟
法
が
整
序
さ

れ
う
る
価
値
基
準
を
展
開
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。し
た
が
っ
て
、ゴ
ー

ル
ド
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
思
考
過
程
に
お
け
る
誤
り
は
、
訴
訟
法
の
範カ
テ
ゴ
リ
ー疇と

実

体
法
の
範カ
テ
ゴ
リ
ー疇の

間
の
区
別
の
必
然
性
か
ら
訴
訟
法
の
基
礎
に
置
か
れ
る
価

値
が
、
実
体
法
か
ら
独
立
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
帰
結
を

引
き
出
し
た
点
に
あ
る
。

　
も
っ
と
も
ゴ
ー
ル
ド
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
理
論
は
、
訴
訟
法
を
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
的
要
素
の
侵
入
か
ら
防
御
し
、
か
く
し
て
訴
訟
法
の
政
治
的
濫
用
を

も
排
除
し
た
と
い
う
長
所
を
提
供
し
て
い
る
。
け
だ
し
、
ゴ
ー
ル
ド
シ
ュ

ミ
ッ
ト
は
、
訴
訟
目
的
を
全
て
の
外
的
基
準
点
か
ら
抽
象
化
し
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
彼
の
訴
訟
法
は
「
没
道
徳
的（

（訳
（

」
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は

か
く
し
て
あ
ら
ゆ
る
価
値
を
剥
奪
さ
れ
、
最
終
的
に
は
裁
判
官
の
人
格
の

み
に
依
っ
て
い
る
。
ゴ
ー
ル
ド
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
、
裁
判
官
を
法
の
上
に
置

い
た
の
で
、
裁
判
官
こ
そ
が
、
彼
が
裁
判
官
に
付
与
し
た
そ
の
独
自
の
権

限
の
濫
用
に
対
す
る
唯
一
の
保
証
人
で
あ
る
。ゴ
ー
ル
ド
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
、

倫
理
と
、
お
そ
ら
く
ま
た
訴
訟
法
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
化
と
戦
っ
た
程
度
に

は
、
彼
は
裁
判
官
に
対
す
る
倫
理
的
要
求
を
高
め
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ

た
。
訴
訟
法
の
政
策
的
か
つ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
虚
弱
性
に
代
え
て
、
ゴ
ー

ル
ド
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
裁
判
官
の
虚
弱
性
を
置
い
て
い
る
。
裁
判
官
は
、
た

し
か
に
法
に
拘
束
さ
れ
る
が
、
し
か
し
、
彼
が
そ
れ
を
正
し
く
適
用
し
な

い
場
合
、
彼
は
訴
訟
法
的
考
察
方
法
に
よ
れ
ば
職
務
義
務
に
違
反
し
て
い

る
の
で
は
な
く
て
、「
道
具
の
取
扱
い
に
際
し
て
職
人
の
過
誤
」
が
あ
る

に
す
ぎ
な
い
の
だ
と
い
う（

（訳
（

。
し
た
が
っ
て
、
記
述
的
方
法
と
し
て
の
訴
訟

法
的
考
察
方
法
は
、
訴
訟
と
裁
判
官
を
そ
の
国
法
上
の
基
礎
か
ら
も
切
り

離
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
は
、
訴
訟
法
は
も
は
や
法
で
は
な

く
、
訴
訟
は
法
秩
序
の
中
で
の
機
能
を
有
し
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
戦
争

の
ご
と
く
当
事
者
に
襲
い
か
か
る
出
来
事
、
運
命
な
の
で
あ
る
。

　
ゴ
ー
ル
ド
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
同
様
に
、
ザ
ウ
ア
ー
も
訴
訟
目
的
を
さ
ま
ざ
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ま
な
訴
訟
の
種
類
に
つ
き
統
一
的
に
規
定
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
し
か

し
、
彼
は
原
則
的
に
ゴ
ー
ル
ド
シ
ュ
ミ
ッ
ト
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
。
ザ

ウ
ア
ー
は
、
訴
訟
の
本
質
を
法
の
本
質
か
ら
引
き
出
そ
う
と
試
み
て
い

る（
1訳
（

。
彼
に
と
っ
て
、
訴
訟
の
目
標
は
、「
生
活
関
係
を
正
義
に
近
づ
け
る

こ
と
」
で
あ
る（

1（
（

。
正
義
の
下
で
、
ザ
ウ
ア
ー
は（

1（
（

、「
妥
当
し
て
い
る
共
同

体
意
思
と
の
個
別
的
価
値
の
調
和
」
を
理
解
し
て
い
る
。
し
か
し
、
も

し
訴
訟
が
「
調
整
、
矯
正
、
望
ま
し
い
目
標
へ
の
操
縦（

11
（

」、
す
な
わ
ち
正

義
〔
へ
の
操
縦
〕
に
奉
仕
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
か
く
し
て
訴
訟
な
し
に
か

つ
訴
訟
の
前
に
、
未
完
成
の
、「
調
整
の
」
必
要
が
存
在
す
る
と
い
う
こ

と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
訴
訟
前
の
「
共
同
体
に
反
す
る
、
少
な
く
と

も
不
明
瞭
か
つ
混
乱
し
た
状
況（

11
（

、
訴
訟
の
中
で
正
義
に
接
近
す
る
で
あ
ろ

う
矯
正
と
調
整
を
必
要
と
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
ザ
ウ
ア
ー（

11
（

は
、
訴
訟

物
を
要
求
（B

egehren

）
ま
た
は
権
利
主
張
（R

echtsbehauptung

）
で

は
な
く
、「
事
件
（Sache

）」
と
み
な
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
訴
訟

の
対
象
は
「
生
活
関
係
」
で
あ
り
、
訴
訟
の
任
務
は
、
こ
の
対
象
を
正
義

に
向
け
て
方
向
づ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
訴
訟
の
目
的
は
一
回
限

り
の
「
事
件
（Fall

）
に
と
っ
て
の
正
義
で
あ
る
の
で
、
裁
判
官
の
活
動

は
、
単
に
確
定
さ
れ
た
事
実
関
係
へ
の
抽
象
的
実
体
法
命
題
の
適
用
に

あ
る
の
で
は
な
い（

11
（

。
け
だ
し
、
実
体
法
の
抽
象
的
命
題
は
、
個
別
事
例

に
と
っ
て
「
正
当
な
も
の
」
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
法
は
、
裁
判
官
に
よ
っ
て
未
完
成
の
抽
象
的
な
法
秩
序
か

ら
、「
形
成
、
創
造
、
創
設
」
さ
れ
る
の
で
あ
る（

1訳
（

。
こ
の
い
わ
ゆ
る
「
創

造
説
（K

reationstheorie

）」
は
、
も
ち
ろ
ん
訴
訟
前
に
、
そ
し
て
訴
訟

な
し
に
は
そ
も
そ
も
権
利
は
存
在
し
て
い
な
い
と
す
る
と
こ
ろ
ま
で
踏

み
出
る
も
の
で
は
な
い
が
、
し
か
し
、
ザ
ウ
ア
ー
は
、
そ
れ
で
も
実
体

法
、
す
な
わ
ち
「
抽
象
的
秩
序
」
を
「
そ
の
内
部
で
、
生
き
た
（
す
な
わ

ち
訴
訟
の
中
で
形
成
さ
れ
た
）
権
利
が
展
開
す
る
外
枠
」
と
し
か
み
て

い
な
い
。
し
か
し
、「
こ
の
生
き
た
法
（das lebende R

echt

）」
は
「
現

実
の
法
（das w

irkliche R
echt

）」
で
あ
る（

1訳
（

。
既
判
力
を
も
っ
た
裁
判
官

の
宣
言
は
、
法
命
題
と
理
解
さ
れ
、「
具
体
的
な
法
規
の
設
定
（konkrete 

Satzung

）」、「
社
会
倫
理
的
な
内
容
の
論
理
的
定
式
（logische Form

el 
sozialethischen G

ehaltes

）」、「
生
活
の
断
片
（Staatllichennorm

）」
に

と
っ
て
の「
国
家
規
範（staatliche N

orm

）」と
し
て
訴
訟
の
対
象
で
あ
っ

た（
1訳
（

。「
既
判
力
は
、
こ
こ
で
は
共
同
生
活
に
と
っ
て
の
新
た
な
法
状
態
の

形
成
を
意
味
し
、
既
判
力
は
法
形
成
力
（R

echtsgestaltungskraft

（
1訳
（

）、
社

会
化
す
る
力
（Sozialisierungskraft

）、
社
会
的
感
覚
に
対
す
る
最
上
の

教
育（m

öglichste Erziehung zum
 G

em
einschaftssinn

）を
意
味
す
る（

1（
（

」。

か
く
て
、
既
判
力
が
、
関
係
人
の
具
体
的
な
生
活
状
態
に
と
っ
て
の
法
を

作
り
出
す
の
で
あ
れ
ば
、
や
は
り
他
方
で
、
判
決
は
確
定
的
に
作
用
す
る

は
ず
で
あ
る（

1（
（

。
判
決
は
、
具
体
的
生
活
事
実
関
係
に
つ
い
て
の
法
を
形
成

し
、
か
く
し
て
事
件
を
正
義
に
適
合
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
関
係
人
の

権
利
を
確
定
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
訴
訟
の
第
一
次
的
な
任
務
は
、
権
利

を
実
現
す
る
こ
と
で
あ
り（

11
（

、
か
く
し
て
関
係
人
を
社
会
的
感
覚
へ
と
育
て

る
こ
と
で
あ
る
と
い
う（

11
（

。
か
く
て
訴
訟
は
主
観
的
権
利
の
保
護
に
奉
仕
す

る
の
で
は
な
く
て
、
当
事
者
に
訴
訟
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
（
客
観
的
）

法
の
下
で
生
活
す
る
可
能
性
を
与
え
る
の
で
あ
る（

11
（

。
し
た
が
っ
て
、
共
同
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体
的
諸
価
値
が
強
調
さ
れ
、
個
人
の
権
利
保
護
は
訴
訟
に
お
け
る
客
観
的

法
の
実
現
の
単
な
る
反
射
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　
既
に
別
の
箇
所
で（

11
（

、
ザ
ウ
ア
ー
の
創
造
説
は
、
的
を
射
た
も
の
た
り
え

な
い
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
け
だ
し
、
ザ
ウ
ア
ー
の
意
味
に
お
け
る

法
の
形
成
は
、
訴
訟
と
裁
判
官
に
よ
る
判
決
に
お
い
て
だ
け
で
な
く
、
法

律
行
為
に
よ
る
取
引
に
お
い
て
も
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

ザ
ウ
ア
ー
の
定
義
に
お
け
る
特
別
な
点
は
、
訴
訟
で
は
裁
判
官
が
形
成
す

る
と
い
う
点
に
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
裁
判
官
の
形
成
は
、
実
体
私
法
の

適
用
で
は
な
い
。
裁
判
官
は
、
当
事
者
た
ち
に
も
そ
の
主
観
的
な
私
権
の

た
め
の
保
護
を
付
与
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
形
成
に
お
い
て
共
同

体
の
諸
価
値
を
実
現
し
て
お
り
、
客
観
的
法
が
形
成
さ
れ
る
。
か
く
し
て

ザ
ウ
ア
ー
の
理
論
は
、
外
部
的
私
法
的
価
値
を
訴
訟
法
へ
組
み
入
れ
る
と

い
う
大
き
な
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。
彼
の
一
般
的
訴
訟
法
論
は
、
そ
の

中
で
彼
は
個
別
の
訴
訟
の
種
類
の
区
別
を
強
調
す
る
よ
り
も
む
し
ろ
曖
昧

に
し
て
い
る
が
、
訴
訟
法
上
の
価
値
が
広
く
実
体
民
事
法
か
ら
独
立
し
て

い
る
と
い
う
前
提
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
。

　
ザ
ウ
ア
ー
と
同
様
に
、
パ
ヴ
ロ
フ
ス
キ
ー（

1訳
（

も
訴
訟
に
対
し
て
、
訴
訟
外

や
訴
訟
前
に
み
ら
れ
る
法
の
不
確
定
性
を
克
服
す
る
と
い
う
任
務
を
与
え

て
い
る
。
訴
訟
は
、「
何
が
今
日
〔
＝
現
在
〕
に
お
い
て
―
―
何
が
こ
の

事
件
に
お
い
て
―
―
具
体
的
な
法
で
あ
る
の
か
を
確
定
す
る
の
だ
と
い

う
。
し
た
が
っ
て
、
訴
訟
は
、
初
め
か
ら
確
定
し
て
い
る
実
体
的
、
主
観

的
権
利
を
貫
徹
し
、
実
現
す
る
こ
と
に
奉
仕
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ

そ
れ
に
よ
っ
て
法
が
―
―
主
観
的
か
つ
客
観
的
に
―
―
決
定
（
確
定
）
さ

れ
る
た
め
に
不
可
欠
な
の
で
あ
る（

1訳
（

。

　
た
し
か
に
パ
ヴ
ロ
フ
ス
キ
ー
は（

1訳
（

、
訴
訟
法
と
実
体
法
の
統
一
を
打
ち
立

て
、
手
続
法
上
の
合
目
的
性
と
正
当
な（
実
体
的
）権
利
の
二
元
論
を
克
服

す
る
た
め
に
、
ま
さ
に
こ
の
訴
訟
像
を
利
用
し
よ
う
と
意
図
し
て
い
る
。
し

か
し
、
彼
は
こ
れ
を
訴
訟
外
の
実
体
権
が
不
特
定
―
―
不
明
確
―
―
か
つ

確
定
し
て
い
な
い
も
の
と
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
代
価
を
払
っ

て
達
成
す
る
の
で
あ
る
が（

1訳
（

、
判
決
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
現
在
そ
し
て
今

日
妥
当
し
て
い
る
法
が
明
ら
か
に
な
る
、と
い
う
。
パ
ヴ
ロ
フ
ス
キ
ー
は
、

そ
の
テ
ー
ゼ
を
、
一
方
で
判
決
に
お
け
る
法
の
確
認
は
、
両
当
事
者
が
出

発
し
た
の
と
は
異
な
る
事
実
関
係
に
関
係
し
て
い
る
と
い
う
考
察
に
も
と

づ
い
て
い
る（

1（
（

。
他
方
で
、
訴
訟
の
中
で
法
が
継
続
形
成
し
、
そ
れ
ゆ
え
過

去
の
法
は
も
は
や
現
在
の
法
で
は
な
い
と
い
う
経
験
に
基
づ
い
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
前
提
の
下
で
の
み
、
法
は
、
単
な
る
個
人
ま
た
は
集
団
の
人

的
支
配
請
求
（persönliche H

errschaftsansprüche

）
の
持
続
以
上
の
も

の
と
な
り
う
る
と
い
う
の
で
あ
る（

1（
（

。

　
判
決
の
構
成
要
件
が
現
実
の
、
あ
る
い
は
当
事
者
た
ち
に
よ
っ
て
観
念

さ
れ
た
事
実
関
係
と
し
ば
し
ば
一
致
し
な
い
と
い
う
最
初
の
考
察
は
、
た

し
か
に
正
し
い
が
、
し
か
し
訴
訟
目
的
に
つ
い
て
何
か
を
述
べ
る
の
に
適

切
で
は
な
い
。
け
だ
し
、
こ
の
帰
結
に
到
達
す
る
可
能
性
の
あ
る
証
拠
法

の
規
律
は
、
訴
訟
法
の
構
成
部
分
で
あ
り
、
か
く
し
て
そ
の
内
容
に
よ
れ

ば
訴
訟
目
的
に
よ
っ
て
も
、
条
件
づ
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
常
に
現
実
の

経
過
に
合
致
し
な
い
事
実
関
係
に
基
づ
い
て
法
が
宣
言
さ
れ
る
こ
と
が
訴

訟
の
目
的
に
対
応
し
て
い
る
と
は
、
人
は
ほ
と
ん
ど
い
う
こ
と
は
で
き
な
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い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
善
き
証
拠
法
の
傾
向
は
、
事
実
関
係
を
で
き
る
だ

け
真
実
に
忠
実
に
再
生
す
る
点
に
あ
る
。
こ
の
証
拠
法
の
目
的
は
、
人
が

証
拠
法
の
規
範
を
全
体
と
し
て
の
訴
訟
目
的
を
決
定
す
る
た
め
に
あ
わ
せ

て
援
用
す
る
場
合
に
の
み
基
準
と
な
る
。
掲
げ
ら
れ
て
い
る
証
拠
法
の
目

的
が
達
成
さ
れ
な
い
可
能
性
が
あ
り
、
そ
し
て
〔
現
実
に
〕
し
ば
し
ば
達

成
さ
れ
な
い
こ
と
は
、
訴
訟
目
的
を
記
述
す
る
こ
と
に
と
っ
て
意
義
を
有

し
な
い
。
け
だ
し
、
訴
訟
目
的
は
、
訴
訟
が
ど
う
か
と
い
う
〔
現
実
の
〕

考
察
か
ら
で
は
な
く
て
、
訴
訟
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
と
い
う
考
察
か
ら
明

ら
か
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
判
決
は
、
証
拠
が
訴
訟
法
に
沿
っ
て
提
出
さ
れ
た
場
合
に

も
、
現
実
の
事
実
関
係
に
背
馳
し
う
る
。
証
明
の
禁
止
は
、
事
象
の
完
全

な
解
明
を
妨
げ
う
る
。
し
か
し
ま
た
、
そ
こ
か
ら
訴
訟
が
捏
造
さ
れ
た
事

実
関
係
の
構
成
を
狙
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
引
き
出
さ
れ
る
わ
け
で
は

な
い
。
む
し
ろ
こ
の
証
拠
禁
止
か
ら
は
、
真
実
に
即
し
た
事
象
の
再
構
成

の
追
求
が
当
事
者
ま
た
は
第
三
者
の
保
護
さ
れ
た
利
益
に
対
立
し
う
る
の

で
あ
り
、
立
法
者
は
こ
れ
ら
の
利
益
を
考
慮
す
る
た
め
に
真
実
の
追
求
を

後
退
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
の
み
が
明
ら
か
に
な
る
。
こ

の
こ
と
は
立
法
者
が
原
則
的
に
真
の
事
実
関
係
の
解
明
を
欲
し
て
い
な
い

と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
立
法
者
自
身
は
現
実
に
即
し
た
事
象
の
再
構
成

に
努
め
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
個
々
的
な
真
実
調
査
の
障
碍
を
甘
受

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ

れ
ゆ
え
、
訴
訟
は
、
正
し
く
確
定
さ
れ
た
事
実
関
係
に
つ
い
て
の
法
を
発

見
す
る
と
い
う
目
的
を
是
が
非
で
も
追
求
し
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
い

と
い
う
こ
と
、
し
か
し
よ
り
高
次
の
利
益
に
反
し
な
い
場
合
に
は
こ
の
目

標
を
い
ず
れ
に
せ
よ
追
い
求
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
み
を
い
い
う
る
に

す
ぎ
な
い
。

　
パ
ヴ
ロ
フ
ス
キ
ー
の
目
的
決
定
が
依
拠
す
る
第
二
の
考
察
は
、
訴
訟

の
中
で
生
じ
る
法
の
継
続
的
形
成
で
あ
る
。
そ
れ
が
Ｇ
Ｖ
Ｇ
一
三
七
条
（
（（

（
訳
注

で
上
告
審
の
任
務
と
し
て
承
認
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が

訴
訟
目
的
の
定
義
に
と
っ
て
と
り
わ
け
適
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
け

だ
し
、
正
当
に
も
パ
ヴ
ロ
フ
ス
キ
ー
は（

11
（

、
法
の
継
続
的
形
成
（
法
創
造
。

R
echtsfortw

irdung

）
が
そ
も
そ
も
裁
判
所
に
託
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
上
告
審
の
み
の
任
務
で
は
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
し
か
し
、
立
法
者
が
Ｇ
Ｖ
Ｇ
一
三
七
条
に
よ
っ
て
裁
判
所
に
期
待
し

た
法
の
継
続
的
形
成
は
、
全
体
と
し
て
の
訴
訟
の
目
的
全
体
を
決
定
す
る

た
め
に
十
分
な
基
礎
を
な
し
て
は
い
な
い
。
き
っ
と
、
い
か
に
し
て
法
の

継
続
的
形
成
に
も
奉
仕
す
る
手
続
が
形
成
さ
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
熟
考

す
る
こ
と
は
、
意
義
深
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
パ
ヴ
ロ
フ
ス
キ
ー
は（

11
（

、
ま
さ

に
こ
の
観
点
の
下
で
法
的
審
尋
請
求
権
に
つ
い
て
価
値
あ
る
新
た
な
視
点

を
開
い
た
。
し
か
し
、
訴
訟
を
、
た
だ
法
の
継
続
的
形
成
と
い
う
目
的
に

対
応
す
る
た
め
に
の
み
形
成
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
や
は
り
一
面

的
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
ど
こ
か
の
あ
る
裁
判
所
に
よ
っ
て
下
さ
れ

た
判
決
す
べ
て
が
法
を
継
続
的
に
形
成
す
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
す
る

こ
と
に
な
ろ
う
。
実
際
、
そ
れ
が
、
そ
の
根
拠
を
訴
訟
外
の
法
の
不
特
定

性
と
い
う
テ
ー
ゼ
の
中
に
み
る
パ
ヴ
ロ
フ
ス
キ
ー
の
見
解
な
の
で
あ
る
。

彼
は
そ
の
テ
ー
ゼ
を
深
め
る
た
め
に
そ
れ
に
合
っ
た
人
間
像
を
提
示
し
、
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こ
れ
を
他
の
、
訴
訟
を
既
存
の
実
体
法
の
適
用
と
理
解
す
る
通
説
に
付
与

さ
れ
た
人
間
像
に
対
置
す
る（

11
（

。
し
か
し
仮
に
通
説
が
、「
自
然
な
人
間
」

で
何
か
う
ま
く
い
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
、

そ
れ
が
修
正
を
必
要
と
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
権
力
主
義
的
に
よ
り
高
い

目
的
に
向
け
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
正
し
い
と
し
て
も
、

や
は
り
こ
れ
と
は
別
の
、
パ
ヴ
ロ
フ
ス
キ
ー
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
人
間

像
が
訴
訟
と
い
う
事
柄
に
よ
り
有
益
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
。
も
し
人

間
を
そ
の
性
質
上
善
な
る
も
の
と
み
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
そ
の
性
質

に
よ
れ
ば
正
し
く
、
す
な
わ
ち
こ
こ
で
は
正
し
く
行
動
し
よ
う
と
し
て
い

る
と
み
な
す
の
で
あ
れ
ば
、
訴
訟
に
と
っ
て
は
た
だ
ち
に
、
誰
が
そ
の
場

合
に
当
事
者
の
一
方
ま
た
は
他
方
が
法
的
に
行
動
し
た
の
か
を
決
定
す
る

の
か
が
問
題
と
な
る
。
訴
訟
法
に
よ
れ
ば
、
こ
の
判
断
が
帰
せ
ら
れ
る
の

は
裁
判
官
で
あ
る
。
も
し
裁
判
官
に
、
当
事
者
は
本
性
上
理
性
的
で
あ
り

法
的
に
行
動
せ
ん
と
す
る
者
で
あ
る
と
み
な
せ
と
要
求
す
る
な
ら
ば
、
こ

の
こ
と
は
、
当
事
者
が
そ
の
「
現
実
の
」、
す
な
わ
ち
理
性
的
な
法
的
意

思
に
従
っ
て
行
動
し
た
と
す
れ
ば
ど
う
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

か
、
を
当
事
者
に
対
し
て
語
る
た
め
に
、
ま
さ
に
裁
判
官
が
そ
の
理
性
と

法
把
握
を
当
事
者
に
強
制
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
以
外
の
何
物
で
も
な
い

こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
、
裁
判
官
が
当
事
者
に
彼
の
見
解

を
そ
れ
が
そ
の
当
事
者
た
ち
の
真
の
理
性
に
合
致
す
る
と
い
う
理
由
で
強

制
す
る
な
ら
ば
、
ち
ょ
っ
と
権
威
主
義
的
で
は
な
い
か
が
問
題
に
な
る
。

も
し
パ
ヴ
ロ
フ
ス
キ
ー
が
当
事
者
に
、
判
決
を
当
事
者
自
身
の
法
的
意
思

に
合
致
す
る
も
の
と
し
て
甘
受
し
、
法
へ
の
一
致
と
し
て
た
た
え
る
こ
と

を
期
待
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
訴
訟
に
お
い
て
少
な

く
と
も
当
事
者
の
う
ち
の
一
方
は
判
決
に
満
足
し
て
い
な
い
と
い
う
経
験

に
か
ん
が
み
る
と
、
そ
れ
は
夢
想
（U

topie

）
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
判
決
を
敗
訴
当
事
者
の
理
性
的
意
思
に
合
致
す
る
も
の

と
い
い
切
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
強
制
さ
れ
た
理
性
以
外
の
何
物
で
も

な
い
。
こ
れ
は
、
人
が
強
制
さ
れ
た
こ
と
を
理
性
的
だ
と
考
え
、
彼
が
そ

の
独
自
の
前
提
に
よ
れ
ば
判
決
に
示
さ
れ
た
よ
う
に
行
動
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
が
強
制
で
あ
る
こ
と
を
失
う

わ
け
で
は
な
い
。
け
だ
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
は
、
彼
が
そ
の
よ
う
に
は

行
動
せ
ず
、
判
決
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
正
し
い
行
動
を
続
け
ら
れ
る
に
違

い
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
片
付
け
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
裁
判
官
が
敗

訴
者
に
、
法
律
に
よ
る
裁
判
は
、
彼
が
理
性
的
に
望
も
う
と
し
た
に
違
い

な
い
こ
と
と
合
致
す
る
の
だ
と
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
敗
訴
者
が
よ
り

賢
く
な
る
わ
け
で
も
、
ま
た
よ
り
自
由
に
な
る
わ
け
で
も
、
ま
た
分
別
の

あ
る
も
の
に
な
る
わ
け
で
も
な
い
。

　
パ
ヴ
ロ
フ
ス
キ
ー
が（

11
（

、裁
判
官
は
彼
自
身
の
意
思
を
持
っ
て
は
な
ら
ず
、

そ
れ
ゆ
え
彼
で
は
な
く
、
訴
訟
に
お
い
て
発
見
さ
れ
た
法
が
当
事
者
を
強

制
す
る
の
だ
と
い
っ
て
こ
れ
に
対
抗
す
る
と
き
、
一
体
い
か
に
し
て
こ
の

法
が
裁
判
官
に
よ
る
裁
判
と
は
別
に
発
見
さ
れ
う
る
の
か
が
問
わ
れ
る
。

け
だ
し
、
実
体
法
は
、
パ
ヴ
ロ
フ
ス
キ
ー
に
よ
っ
て
想
定
さ
れ
た
不
特
定

性
の
結
果
と
し
て
、
パ
ヴ
ロ
フ
ス
キ
ー
が
い
う
よ
う
に
、
過
去
の
法
は
現

在
の
法
で
は
な
い
の
で
、
裁
判
に
と
っ
て
拘
束
力
の
あ
る
基
準
を
与
え
る

も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
裁
判
官
は
そ
の
判
決
の
中
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で
現
在
の
法
を
定
め
る
。
パ
ヴ
ロ
フ
ス
キ
ー
は
、
こ
の
帰
結
を
、
訴
訟
の

弁
証
法
に
お
い
て
何
が
合
理
的
で
、
し
た
が
っ
て
ま
た
個
別
事
例
に
妥
当

す
る
法
で
あ
る
の
か
が
明
ら
か
に
な
る
と
い
う
テ
ー
ゼ
に
よ
っ
て
中
和
し

よ
う
と
試
み
て
い
る
。
も
し
裁
判
官
が
、
当
事
者
を
彼
の
法
を
追
求
し
、

法
的
に
行
動
し
よ
う
と
欲
す
る
人
間
だ
と
み
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
訴
訟

で
は
陳
述
と
反
対
陳
述
に
よ
っ
て
、議
論
と
、将
来
に
関
す
る
合
致
に
よ
っ

て
判
断
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
権
力
の
行
為
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
の
で

は
な
い
こ
と
に
な
ろ
う（

1訳
（

。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
に
は
、
訴

訟
に
過
大
な
要
求
が
な
さ
れ
、
理
想
化
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
法
を
作
り
出
し
、
正
し
い
結
論
を
保
障
す
る
手
続
は

存
在
し
え
な
い
よ
う
に
、
訴
訟
は
そ
れ
自
体
か
ら
合
理
性
を
生
み
出
す
こ

と
は
で
き
な
い
。

　
パ
ヴ
ロ
フ
ス
キ
ー
は
、
そ
の
人
間
像
を
、
陳
述
と
反
対
陳
述
に
よ
っ
て

一
致
に
至
り
、
裁
判
官
は
こ
の
弁
証
法
的
な
手
続
に
お
い
て
純
化
さ
れ
た

合
理
性
と
し
て
獲
得
さ
れ
た
も
の
の
み
を
宣
言
す
る
と
い
う
訴
訟
の
見
方

に
組
み
込
む
の
で
、
法
律
家
に
と
っ
て
は
、
は
た
し
て
こ
の
よ
う
な
訴
訟

の
見
方
が
現
行
法
に
合
致
し
て
い
る
か
ど
う
か
が
問
題
に
な
る
。
パ
ヴ
ロ

フ
ス
キ
ー
は
自
身
で（

1訳
（

、
訴
訟
の
目
的
に
つ
い
て
決
定
す
る
た
め
に
法
的
基

準
が
必
要
で
あ
る
と
さ
え
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
に
人
は
、

訴
訟
の
意
義
の
解
明
に
は
、
そ
の
よ
う
な
型
に
は
ま
っ
た
人
間
像
を
い
わ

ば
完
全
に
放
棄
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
日
常
的
な
作
業
と
し
て
の
訴
訟
が

哲
学
的
昇
華
に
値
す
る
余
地
が
な
い
か
ら
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
は
、
訴

訟
に
お
い
て
人
間
と
関
わ
る
が
、
そ
れ
は
人
間
で
あ
る
が
ゆ
え
に
皆
が
お

互
い
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
人
間
の
善
と
、
そ
の
利
益

の
み
を
求
め
る
悪
が
あ
り
、
他
方
で
、
ま
ず
は
常
に
正
し
く
行
動
し
よ
う

と
す
る
者
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
者
全
て
に
訴
訟
は
合
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
し
、
適
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
訴
訟
目
的
を
法
的
に

推
論
す
る
こ
と
は
、
一
定
の
人
間
像
に
対
す
る
信
仰
告
白
を
取
り
込
む
こ

と
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
、
訴
訟
に
お
い
て
は
法
が
陳
述
と

反
対
陳
述
、
議
論
と
一
致
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
る
か
ど
う
か
、
そ
の
中
で

当
事
者
が
そ
の
法
的
意
思
を
妥
当
さ
せ
よ
う
と
す
る
手
続
が
そ
れ
自
体
、

法
を
生
み
出
し
う
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
パ
ヴ

ロ
フ
ス
キ
ー
は
、
こ
の
訴
訟
観
の
み
が
、
何
が
今
日
法
と
し
て
妥
当
し
て

い
る
か
の
確
認
が
裁
判
官
に
よ
る
権
威
的
な
も
の
に
関
連
し
な
い
の
で
、

民
主
的
な
国
家
形
態
に
適
合
す
る
の
だ
と
い
う
。
パ
ヴ
ロ
フ
ス
キ
ー
は（

1訳
（

、

訴
訟
当
事
者
を
あ
た
か
も
そ
の
意
見
に
民
主
的
な
決
定
が
方
向
づ
け
ら
れ

て
き
た
国
民
の
代
表
だ
と
み
る
。
実
際
、
も
し
裁
判
官
が
当
事
者
間
に
何

が
今
日
法
と
し
て
妥
当
し
て
い
る
か
を
権
威
的
に
判
断
し
う
る
と
し
た
場

合
、
そ
れ
は
民
主
的
憲
法
体
制
へ
の
侵
害
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
、
こ
う
し
た
侵
害
は
、
民
主
主
義
原
則
が
訴
訟
当
事
者
の
協
同
に
お
い

て
若
干
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
緩
和
さ
れ
る
も
の
で
は

な
か
ろ
う
。
ど
こ
か
ら
訴
訟
当
事
者
は
、
法
の
継
続
形
成
に
協
力
す
る
た

め
の
民
主
的
正
当
性
を
受
け
取
る
の
か
？
民
主
主
義
は
、
人
が
そ
の
時
々

の
対
立
す
る
利
益
を
秩
序
だ
っ
た
手
続
の
中
に
持
ち
込
み
、
そ
し
て
こ
の

手
続
が
自
動
的
に
法
を
生
み
出
し
、
こ
れ
が
係
争
人
に
一
致
を
も
た
ら
す

と
い
う
こ
と
を
期
待
す
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
む
し
ろ
民
主
主
義
的
国
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家
は
、
そ
の
機
関
と
代
表
者
が
、
そ
の
正
統
性
を
国
民
か
ら
取
得
し
、
自

己
に
正
統
性
を
賦
与
し
た
者
に
対
し
て
責
任
を
負
う
と
い
う
こ
と
に
よ
っ

て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　
制
定
さ
れ
た
法
は
常
に
過
去
の
法
で
あ
る
が
、
訴
訟
に
お
い
て
は
常
に

現
在
の
法
が
確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
ゆ
え
に
訴
訟
前
お
よ
び
訴

訟
外
に
実
体
法
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
訴
訟

に
お
け
る
法
の
継
続
的
形
成
は
、
し
た
が
っ
て
民
主
主
義
的
に
は
正
統
化

し
え
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
は
、
立
法
府
の
立
法
と
競
合
す
る
法
制

定
行
為
で
あ
ろ
う
か
。
か
く
し
て
訴
訟
の
外
に
実
体
法
は
存
在
し
な
い
と

い
う
パ
ヴ
ロ
フ
ス
キ
ー
の
テ
ー
ゼ
は
疑
わ
し
く
な
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
、

法
の
継
続
的
形
成
の
誇
張
と
Ｇ
Ｖ
Ｇ
一
三
七
条
が
裁
判
所
に
与
え
る
委
託

の
過
大
評
価
に
依
拠
す
る
。
憲
法
に
適
合
し
た
裁
判
官
の
任
務
は
、
争
訟

を
司
法
の
形
式
で
確
定
さ
れ
た
具
体
的
事
実
関
係
へ
の
現
行
法
の
適
用
に

よ
っ
て
判
断
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
際
に
、
裁
判
官
は
法
律
と
法
に
拘

束
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
訴
訟
外
に
は
制
定
さ
れ
た
実
体
法
が
存

在
す
る
と
い
う
前
提
が
存
在
す
る
が
、
そ
の
理
由
は
、
そ
う
で
な
け
れ
ば

〔
法
が
〕
裁
判
官
を
拘
束
す
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
だ
と
い
う
こ

と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
わ
れ
わ
れ
の
憲
法
が
そ
の
基
礎
を
置
く

法
理
解
は
、
日
常
の
経
験
の
中
で
も
確
証
さ
れ
る
。
多
数
の
事
件
に
お
い

て
、
法
上
存
在
す
る
請
求
権
が
履
行
さ
れ
て
い
る
。
他
者
の
所
有
権
は
尊

重
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
法
秩
序
が
訴
訟
な
し
に
も
作
用
し
て
い
る

適
法
行
為
（rechtsm

äßige Verhalten

）
は
、
関
係
人
の
意
思
の
合
致
の

み
に
依
拠
し
て
い
る
。
債
務
者
は
、
債
権
者
の
意
思
に
従
お
う
と
す
る
か

ら
で
は
な
く
、
債
権
者
の
権
利
を
承
認
し
、
尊
重
す
る
か
ら
支
払
い
を
す

る
。
彼
は
そ
の
行
態
を
法
に
適
合
さ
せ
る
の
で
あ
っ
て
、
他
人
の
事
実
上

の
意
思
の
み
に
適
合
さ
せ
る
の
で
は
な
い（

1訳
（

。一
方
の
当
事
者
に
助
言
を
し
、

ま
た
は
法
的
に
正
式
な
形
成
物
を
用
い
て
将
来
を
計
画
す
る
者
は
、
拘
束

力
の
な
い
意
見
を
知
ら
せ
て
意
思
の
合
致
の
み
を
得
よ
う
と
尽
力
し
て
い

る
の
で
は
な
く
、
既
存
の
法
を
適
用
し
、
生
活
関
係
を
現
行
法
が
提
供
し

て
い
る
法
的
に
正
式
な
形
成
物
を
用
い
て
整
序
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
法
が
裁
判
官
に
前
も
っ
て
与
え
ら
れ
て
お
り
、
裁
判
官
は
こ

の
法
の
適
用
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
法
の

継
続
的
創
造
と
呼
ん
で
い
る
も
の
も
ま
た
現
行
法
の
適
用
で
あ
る
。
た
し

か
に
、
立
法
者
は
考
え
う
る
対
立
（K

onflikte

）
の
全
て
を
も
経
済
的
お

よ
び
社
会
的
前
提
条
件
を
も
予
見
し
う
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
あ
ら
ゆ

る
法
律
は
欠
缺
（Lücken

）
を
含
ん
で
い
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
裁

判
所
が
既
判
力
の
あ
る
判
断
を
し
な
い
限
り
こ
の
欠
缺
に
は
法
は
な
い
と

い
う
こ
と
や
、
当
該
裁
判
の
法
は
も
は
や
将
来
の
裁
判
に
は
該
当
し
な
い

の
で
、
あ
ら
ゆ
る
裁
判
の
後
に
新
た
な
欠
缺
が
生
じ
る
こ
と
を
意
味
し
な

い
。
法
律
の
解
釈
と
適
用
は
単
な
る
法
律
の
文
言
へ
の
事
実
関
係
の
包
摂

を
超
え
た
も
の
な
の
で
、
具
体
的
な
争
訟
や
訴
訟
が
な
く
と
も
〔
法
の
〕

欠
缺
は
補
充
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
法
の
継
続
的
形
成
は
裁
判
所
の
事
柄
に

と
ど
ま
ら
ず
、
全
て
の
、
学
問
と
実
務
に
お
い
て
法
律
の
解
釈
に
努
力
す

る
者
の
事
柄
で
あ
る
。
こ
の
法
律
の
欠
缺
を
も
充
足
す
る
解
釈
は
、
法
律

家
の
技
術
的
規
律
に
基
い
て
行
わ
れ
る
。
こ
の
規
律
は
、
法
の
継
続
的
形

成
が
法
律
と
一
致
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
を
保
障
す
る
。
法
律
家
の
技
術
的
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規
律
は
、
そ
れ
自
体
現
行
法
で
あ
り
、
裁
判
官
を
拘
束
す
る
。
そ
れ
ゆ
え

裁
判
官
の
宣
告
は
、
権
威
に
よ
る
絶
対
者
の
宣
告
で
は
な
い
し
、
既
存
の

支
配
権
の
要
求
（H

errschaftsansprüche

）
の
堅
持
で
も
な
い
。
け
だ
し
、

裁
判
官
は
、
彼
が
具
体
的
な
事
件
に
つ
い
て
変
更
さ
れ
た
状
況
に
対
応
し

て
適
用
す
る
法
律
の
権
威
に
よ
り
裁
判
す
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
国
民
の

名
に
お
い
て
裁
く
が
、
そ
れ
は
彼
が
そ
の
正
統
性
を
民
主
的
に
決
定
さ
れ

た
、
彼
が
拘
束
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
法
律
か
ら
引
き
出
す
か
ら
で
あ
っ
て
、

彼
が
当
事
者
を
疑
似
民
主
的
な
代
表
と
し
て
審
問
し
た
か
ら
で
は
な
い
。

　
こ
の
こ
と
は
裁
判
官
が
当
事
者
を
法
律
問
題
に
つ
い
て
聴
聞
し
、
当
事

者
と
法
的
討
論
を
行
う
と
い
う
こ
と
を
排
斥
し
て
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ

か
裁
判
官
は
こ
の
討
論
を
極
力
推
進
し
た
方
が
よ
い
と
い
え
よ
う
。
け
だ

し
、
勝
訴
し
た
い
当
事
者
は
、
裁
判
官
同
様
、
法
律
の
解
釈
と
継
続
形
成

に
取
り
組
む
か
ら
で
あ
る
。
裁
判
官
は
、
彼
の
み
が
法
に
つ
い
て
熟
考
す

る
資
格
を
有
し
、そ
う
す
る
こ
と
が
で
き
う
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
。

全
て
の
経
験
豊
か
な
人
は
、
法
律
の
正
し
い
適
用
は
し
ば
し
ば
そ
の
き
っ

か
け
を
当
事
者
に
対
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
見
し
た
と
い
う
こ
と
を
知
っ

て
い
る
。
し
か
し
、
討
論
は
そ
れ
自
体
か
ら
依
然
と
し
て
法
を
生
み
出
す

こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
よ
り
良
い
議
論
に
よ
る
確
信〔
の
獲
得
〕を
ね
ら
っ

て
い
る
。
裁
判
官
に
は
、
両
者
の
議
論
を
聴
き
、
審
理
し
、
法
的
に
正
し

い
者
に
勝
訴
の
裁
判
を
す
る
義
務
が
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
訴
訟
と
実
体
法
の
統
一
は
、
訴
訟
外
の
実
体
権
を
全
て

否
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
回
復
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
人
が
、
訴
訟
が
な

い
も
の
と
考
え
た
場
合
に
実
体
法
に
欠
け
る
も
の
は
、
そ
の
存
在
で
は
な

く
て
、
通
例
、
権
利
を
尊
重
し
な
い
、
対
立
的
な
相
手
方
に
対
す
る
実
体

権
行
使
の
可
能
性
で
あ
る
。
け
だ
し
、
人
は
ほ
ん
の
稀
な
場
合
に
の
み
、

そ
の
よ
う
な
相
手
方
に
対
し
て
権
利
を
裁
判
所
の
助
力
な
し
に
行
使
で
き

る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
し
か
に
あ
る
一
定
の
形
成
権
は
、
個
人

に
独
立
し
た
行
使
を
許
し
て
い
る
が
、
既
に
形
成
の
効
果
、
例
え
ば
解
除

（
告
知
）
の
効
果
は
、
裁
判
所
の
助
力
を
も
っ
て
は
じ
め
て
相
手
方
の
意

思
に
反
し
て
貫
徹
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
あ
る
権
利
が
訴
訟
外
で
は
原
則

と
し
て
相
手
方
の
意
思
に
反
し
て
行
使
さ
れ
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
し

か
し
、
権
利
を
否
認
す
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ

え
、
訴
訟
が
必
要
な
の
は
、
権
利
を
そ
れ
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
成
立
さ
せ

る
た
め
に
で
は
な
く
、
あ
る
者
に
既
存
の
権
利
が
割
り
当
て
て
い
る
こ
と

を
享
受
す
る
た
め
に
必
要
な
の
で
あ
る
。

　
も
し
人
が
実
体
権
を
訴
訟
外
に
も
存
在
す
る
も
の
と
し
て
前
提
と
し
、

ま
た
、
ま
さ
に
民
事
訴
訟
の
特
性
を
顧
慮
す
る
な
ら
ば
、
主
観
的
な
私
権

の
保
護
を
訴
訟
の
目
的
と
み
な
す
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。そ
の
場
合
、

訴
訟
は
明
ら
か
に
こ
の
権
利
の
貫
徹
に
奉
仕
す
る（

1（
（

。こ
の
理
解
に
よ
っ
て
、

実
体
権
と
の
訴
訟
法
の
調
和
が
最
も
容
易
に
回
復
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

主
観
的
私
権
は
訴
訟
の
中
で
確
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
主
観
的
権

利
を
有
す
る
者
が
勝
訴
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
敗
訴
し
た
場
合
に
は
、
実

体
権
と
一
致
し
な
い
こ
と
か
ら
判
決
は
誤
り
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
一
見
す
る
と
非
常
に
も
っ
と
も
な
よ
う
に
も
み
え
る
が
、

人
が
訴
訟
法
の
詳
細
に
つ
い
て
検
討
す
る
場
合
に
は
、
や
は
り
こ
の
理
解

は
疑
わ
し
い
。
け
だ
し
、
そ
の
場
合
に
わ
れ
わ
れ
は
実
体
権
が
貫
徹
さ
れ
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な
い
多
数
の
事
例
を
見
い
だ
す
か
ら
で
あ
る（

1（
（

。
原
告
が
期
日
に
欠
席
し
欠

席
判
決
に
対
し
て
適
時
に
異
議
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
彼
の

実
体
権
は
既
判
力
を
も
っ
て
剥
奪
さ
れ
、
そ
れ
を
そ
れ
ゆ
え
い
か
な
る
訴

訟
で
も
も
は
や
貫
徹
し
え
な
い
の
で
、
原
告
は
そ
の
実
体
権
を
実
際
上
失

う
こ
と
に
な
る
。
原
告
が
請
求
を
理
由
づ
け
る
事
実
を
適
時
に
陳
述
せ

ず
、
時
機
に
後
れ
た
提
出
で
も
っ
て
却
下
さ
れ
る
場
合
に
は
、
現
実
の
実

体
法
状
況
と
合
致
し
な
い
判
決
が
下
さ
れ
る
。
被
告
が
原
告
の
主
張
を
争

い
、
原
告
が
主
張
を
証
明
で
き
な
け
れ
ば
、
原
告
は
、
現
実
の
、
し
か
し

証
明
で
き
な
い
事
実
関
係
に
よ
れ
ば
被
告
に
対
す
る
実
体
的
請
求
権
を
有

し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
敗
訴
す
る
。
人
が
訴
訟
の
目
的
を
主
観
的
私

権
の
保
護
に
み
る
な
ら
ば
、
た
っ
た
今
述
べ
た
訴
訟
上
の
効
果
は
、
こ
の

目
的
と
合
致
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
秩
序
構
造
の
外
に
あ
り
、
明

白
に
訴
訟
の
一
般
的
正
義
の
原
則
（allgem

eine G
erechtigkeitsprinzip

）

と
合
致
し
な
い
価
値
に
依
拠
し
、
そ
れ
ゆ
え
過
小
評
価
の
危
険
に
と
り
わ

け
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
法
的
安
定
性
ま
た
は
訴
訟
の
外
面
的

秩
序
の
た
め
に
正
義
を
排
除
す
る
「
単
な
る
」
形
式
的
権
利
（form

elles 
R

echt

）
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
考
え
に
従
う
裁
判
官
は
、
訴
訟
法

の
適
用
に
お
い
て
不
安
に
な
ろ
う
。
彼
は
、
原
状
回
復
を
許
可
す
る
こ
と

に
寛
大
に
な
り
、
そ
の
こ
と
で
も
っ
て
実
体
権
と
、
そ
れ
と
同
時
に
真
の

正
義
を
貫
徹
し
よ
う
と
試
み
る
。
彼
は
、
法
律
が
訴
訟
の
促
進
の
た
め
に

提
供
し
て
い
る
可
能
性
を
ほ
と
ん
ど
利
用
せ
ず（

11
（

、
一
方
当
事
者
に
重
要
か

つ
証
明
可
能
か
も
し
れ
ぬ
陳
述
を
排
除
す
る
こ
と
を
嫌
が
る
で
あ
ろ
う
。

訴
訟
法
の
善
い
部
分
を
、
そ
の
独
自
の
目
的
に
違
反
す
る
も
の
と
し
て
描

く
よ
う
な
訴
訟
理
論
は
、
裁
判
官
に
と
っ
て
ほ
と
ん
ど
助
け
と
な
り
え
な

い
。

　
特
に
こ
の
理
由
か
ら
訴
訟
を
他
の
や
り
方
で
実
体
法
と
結
び
付
け
、
そ

の
目
的
を
客
観
的
法
秩
序
の
確
証
に
み
る
こ
と
が
繰
り
返
し
試
み
ら
れ
て

き
た（

11
（

。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
法
秩
序
は
、
単
な
る
実
体
法
の
形
成
と
は
異
な

る
、
訴
訟
の
形
成
の
た
め
の
基
準
を
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
全
て
の
主

観
的
権
利
が
全
て
の
訴
訟
に
お
い
て
保
護
を
見
い
だ
す
わ
け
で
は
な
い
。

権
利
保
護
は
、
客
観
的
法
秩
序
に
合
わ
せ
て
、
主
観
的
私
権
に
対
し
て
拒

絶
が
な
さ
れ
う
る
。
し
た
が
っ
て
、
実
体
私
法
の
評
価
の
観
点
と
は
合
致

し
な
い
評
価
の
観
点
が
民
事
訴
訟
へ
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た

が
っ
て
、
ゴ
ー
ル
ド
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
訴
訟
法
的
考
察
方
法
と
同
様
に
、
こ

の
理
論
は
実
体
私
法
か
ら
民
事
訴
訟
法
を
解
放
す
る
。
そ
れ
は
単
に
孤
立

し
た
、
あ
ら
ゆ
る
実
体
的
価
値
か
ら
解
放
さ
れ
た
訴
訟
法
的
考
察
方
法
で

満
足
す
る
の
で
は
な
く
、
実
体
民
事
法
か
ら
の
区
別
で
亀
裂
の
開
い
た
価

値
の
欠
缺
を
公
法
的
観
点
で
補
充
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
そ
の
効
力
を

訴
訟
の
中
に
限
定
す
る
の
で
、
実
体
私
法
に
は
間
接
的
に
作
用
す
る
。
人

は
、
ス
ロ
ー
ガ
ン
的
に
民
事
訴
訟
法
の
独
立
に
よ
る
私
法
の
社
会
化
と
そ

の
公
法
的
価
値
に
よ
る
補
充
に
つ
い
て
論
じ
う
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
ぶ

ん
わ
れ
わ
れ
の
民
法
に
欠
け
た
も
の
が
、
こ
の
展
開
を
助
長
し
て
き
た
の

か
も
し
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
例
え
ば
裁
判
官
に
よ
る
執
行
保
護
の
形

成
は
、
わ
れ
わ
れ
の
民
法
が
―
―
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
二
条
を
除
外
す
る
と
―
―

債
権
者
の
権
利
行
使
に
債
務
者
の
利
益
の
た
め
に
命
じ
ら
れ
る
制
約
を
定

め
て
い
な
い
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
と
も
い
え
よ
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う
。「
権
利
保
護
の
必
要
（R

echtsschutzbedürfnis

）」
の
キ
ー
ワ
ー
ド

の
下
に
訴
訟
に
持
ち
込
ま
れ
た
多
く
の
事
柄
は
、
主
観
的
権
利
の
無
制
約

の
効
力
と
い
う
理
念
へ
の
反
作
用
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な

い
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
で
も
人
は
、
訴
訟
法
の
独
自
性
を
要
求
し
、

訴
訟
の
公
的
性
格
に
基
い
て
、
実
体
私
法
を
訴
訟
に
よ
っ
て
変
更
す
る
こ

と
で
も
っ
て
実
体
民
事
法
の
現
実
の
、
あ
る
い
は
想
定
上
の
瑕
疵
を
修
正

す
る
場
合
に
、
そ
れ
が
正
し
い
道
で
あ
る
の
か
ど
う
か
を
問
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
人
は
そ
の
こ
と
で
、
実
体
私
法
を
、
外
型
的
規
範
構
成
要
素

は
保
持
し
つ
つ
、
公
法
的
観
点
と
い
う
迂
回
路
に
よ
っ
て
歪
曲
す
る
危
険

を
冒
し
て
い
る
。
人
が
公
法
の
他
の
領
域
、
例
え
ば
行
政
ま
た
は
さ
ら
に

は
刑
事
訴
訟
ま
た
は
行
政
訴
訟
に
も
と
づ
く
検
討
を
経
て
い
な
い
価
値
を

民
事
訴
訟
へ
移
植
し
よ
う
と
欲
す
る
な
ら
ば
、
公
法
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
規

律
素
材
の
特
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
一
般
に
通
用
性
を
要
求
し
う
る
か
の
よ

う
な
統
一
性
ド
グ
マ
の
基
礎
を
有
さ
な
い
と
い
う
こ
と
を
看
過
し
て
い
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
公
法
に
お
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
そ
の
時
々
の
事

項
領
域
に
適
合
し
た
価
値
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い（

11
（

と
い
う

認
識
に
鑑
み
る
と
、
包
括
的
な
民
事
訴
訟
法
の
公
法
的
評
価
ま
た
は
事
柄

に
即
さ
な
い
公
法
的
価
値
観
点
の
受
容
は
、
古
臭
く
か
つ
危
険
な
方
法
で

あ
る
と
い
え
よ
う（

11
（

。
そ
れ
は
、
た
だ
、
公
益
と
い
う
概
念
と
実
体
民
事
法

に
対
す
る
訴
訟
法
の
独
自
性
と
い
う
言
い
逃
れ
で
訴
訟
法
と
実
体
法
へ
の

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
侵
入
が
隠
蔽
さ
れ
る
結
果
に
容
易
に
な
り
う
る
に
す
ぎ

な
い
と
も
い
え
よ
う
。「
民
族
共
同
体
」
に
と
っ
て
必
要
な
場
合
に
、
そ

し
て
そ
の
限
度
で
の
み
個
人
に
対
し
て
権
利
保
護
を
付
与
し
よ
う
と
欲
し

た
ナ
チ
ス
的
な
訴
訟
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー（

1訳
（

は
、
わ
れ
わ
れ
に
警
告
と
し
て
役
立

つ
で
あ
ろ
う
。

　
最
後
に
、
主
観
的
な
私
権
の
保
護
を
法
秩
序
の
保
護（

1訳
（

あ
る
い
は
法
的
平

和
の
保
持
と
結
び
付
け
よ
う
と
す
る（

1訳
（

理
論
は
、
い
つ
一
方
ま
た
は
他
方
の

目
的
に
優
位
が
与
え
ら
れ
る
の
か
に
つ
い
て
の
情
報
を
与
え
る
基
準
を
見

い
だ
す
の
が
困
難
な
状
態
に
あ
る
。
も
し
人
が
実
体
的
な
法
状
況
に
矛
盾

す
る
判
決
を
命
じ
る
規
律
か
ら
、
法
的
平
和
の
保
持
と
い
う
考
え
が
手
続

の
支
配
的
目
的（

訳訳
（

を
な
し
て
い
る
と
い
う
原
則
を
引
き
出
す
場
合
、
実
体
的

法
律
問
題
に
合
致
し
た
裁
判
を
命
じ
る
訴
訟
上
の
規
律
か
ら
主
観
的
権
利

の
保
護
の
優
位
を
理
由
づ
け
る
と
い
う
反
対
の
推
論
と
同
様
に
一
面
的
で

あ
る
。
リ
ン
メ
ル
ス
パ
ッ
ハ
ー
（R

im
m

elspacher

（
訳（
（

）
は
、
両
方
の
目
的

の
比
較
検
討
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
示
す
こ
と
を
試
み
た
。
そ
れ

は
、
法
的
平
和
の
保
持
に
奉
仕
す
べ
き
訴
訟
は
、
そ
れ
が
法
秩
序
の
依
拠

す
る
手
段
を
保
護
す
る
場
合
に
は
じ
め
て
、
こ
の
目
的
を
達
成
し
う
る
と

い
う
考
え
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
手
段
が
主
観
的
私
権
で
あ

り
、
そ
の
保
護
が
訴
訟
の
現
実
の
目
的
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
こ
の
保
護
は
主
観
的
私
権
に
そ
れ
自
体
の
た
め
に
で
は
な
く
、
訴
訟

の
理
念
的
目
的
で
あ
る
法
的
平
和
の
保
持
の
た
め
に
与
え
ら
れ
て
い
る
と

い
う
。
し
た
が
っ
て
、
法
的
平
和
は
主
観
的
私
権
の
保
護
に
よ
っ
て
回
復

さ
れ
る
が
、
し
か
し
こ
の
保
護
は
そ
れ
に
よ
っ
て
法
的
平
和
が
危
険
に
さ

ら
さ
れ
な
い
限
度
で
の
み
及
ぶ
の
だ
と
い
う
。

　
こ
の
具
体
化
も
私
に
は
未
だ
十
分
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
法
的

平
和
と
い
う
目
的
だ
け
で
は
、
訴
訟
が
は
じ
め
か
ら
唯
一
の
権
利
行
使
の
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手
段
と
し
て
考
慮
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
そ
も
そ
も
法
が
訴
訟
上
の
保
護
な

し
に
―
―
自
力
救
済
に
よ
っ
て
も
―
―
保
障
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
諸
事
例

を
正
当
に
評
価
し
て
い
な
い
。
パ
ヴ
ロ
フ
ス
キ
ー（

訳（
（

は
、
そ
れ
に
適
し
た
設

例
を
提
供
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
無
体
財
産
権
は
自
力
救
済
と
い
う
手

段
で
は
貫
徹
さ
れ
え
な
い
こ
と
が
多
い
し
、
法
律
行
為
を
な
す
こ
と
を
求

め
る
請
求
も
そ
う
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
、
そ
れ
を
超
え
て
法
的
平
和

と
い
う
考
え
方
は
、
主
観
的
権
利
が
訴
訟
に
お
い
て
貫
徹
さ
れ
な
い
事
例

の
全
て
に
つ
い
て
利
用
す
る
に
は
容
易
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
法
的
平

和
は
実
体
的
正
当
性
を
犠
牲
に
し
て
ま
で
も
迅
速
な
訴
訟
終
了
を
も
促
進

す
る
の
だ
ろ
う
か
、〔
ま
た
、〕
そ
れ
は
上
告
の
た
め
の
許
可
制
限
を
正
当

化
す
る
の
だ
ろ
う
か
？

３
　
権
利
行
使
の
手
続
と
し
て
の
訴
訟

　
具
体
的
な
訴
訟
経
過
に
可
能
な
限
り
近
い
結
論
に
到
達
す
る
た
め
に
、

わ
れ
わ
れ
は
、
何
が
訴
訟
の
中
で
実
体
権
に
関
し
て
生
じ
て
お
り
、
ま
た

生
じ
う
る
の
か
を
思
い
浮
か
べ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
原
告
は
、
被
告
に

対
し
て
そ
の
主
観
的
権
利
を
貫
徹
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
被
告
は
そ
の
権

利
ま
た
は
権
利
領
域
を
原
告
の
攻
撃
か
ら
守
ろ
う
と
し
て
い
る
。双
方
は
、

そ
の
実
体
法
状
況
の
一
定
の
観
点
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
法
的
主
張
を
し
て

い
る
。
裁
判
所
は
、
双
方
の
い
ず
れ
の
言
い
分
が
正
し
い
の
か
を
確
定
す

べ
き
で
あ
る
。
一
方
ま
た
は
他
方
の
当
事
者
の
実
体
権
が
貫
徹
さ
れ
る
か

否
か
は
、
単
に
そ
れ
が
実
際
に
存
在
す
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
だ

け
で
は
な
い
。
原
告
は
、
そ
の
訴
え
が
不
適
法
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ

の
訴
訟
に
お
い
て
彼
に
対
す
る
本
案
に
対
す
る
権
利
保
護
が
正
当
に
も
拒

否
さ
れ
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
そ
の
権
利
追
求
に
失
敗
す
る
可
能
性
が
あ

る
。
彼
は
、
ま
た
、
期
日
に
欠
席
し
、
期
間
を
遵
守
せ
ず
、
重
要
な
事
実

を
沈
黙
し
、
証
人
を
示
さ
ず
、
文
書
を
提
出
し
な
い
等
々
の
理
由
で
敗
訴

す
る
可
能
性
が
あ
る
。
彼
が
も
し
そ
の
よ
う
な
理
由
で
彼
の
実
体
権
そ
れ

自
体
は
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
請
求
を
棄
却
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、

判
決
の
既
判
力
で
も
っ
て
、彼
の
権
利
を
貫
徹
す
る
可
能
性
を
喪
失
す
る
。

権
利
は
彼
に
と
っ
て
無
価
値
で
あ
り
、
彼
は
そ
れ
を
あ
き
ら
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
実
体
的
既
判
力
説
が
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
権
利
は
消

滅
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
た
し
か
に
存
在
し
続
け
て
は
い
る
が
、
し
か

し
訴
訟
法
上
も
は
や
存
在
す
る
と
確
定
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
か
ど
う
か

は
、
こ
の
関
連
に
お
い
て
は
ど
う
で
も
よ
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
れ
は

経
済
的
に
原
告
に
と
っ
て
は
失
わ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
主
観
的
権

利
は
当
然
な
が
ら
貫
徹
し
て
い
な
い
。
訴
訟
は
彼
の
〔
権
利
の
〕
貫
徹
に

限
界
を
設
け
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
当
事
者
が
彼
の
権
利
を
処
分
し
う

る
と
い
う
限
り
に
お
い
て
は
、
そ
れ
を
当
事
者
が
望
ん
だ
の
だ
と
い
う
こ

と
か
ら
説
明
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
、
権
利
が
存
在

し
、
あ
る
い
は
債
務
を
負
っ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
欠
席
判
決
を
甘

受
し
、
真
実
で
あ
る
と
考
え
る
主
張
に
つ
き
何
ら
証
明
し
よ
う
と
せ
ず
、

誤
っ
た
判
決
に
対
し
て
上
訴
を
提
起
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、
相
手
方
と
合
意
し
て
訴
訟
外
で
権
利
を
放
棄
し
、
あ
る
い
は

真
の
法
状
況
を
知
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
存
在
し
な
い
債
務
を
承
認

す
る
と
き
と
何
ら
異
な
ら
な
い
こ
と
が
訴
訟
で
生
じ
て
い
る
。当
事
者
は
、

62

ヴォルフラム・ヘンケル『訴訟法と実体法』（二）

55 （熊本法学150号 ’20）



も
は
や
彼
の
権
利
を
貫
徹
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
債
務
を
否
認
す
る

こ
と
も
で
き
な
い
。
し
か
し
訴
訟
法
は
、
当
事
者
が
彼
の
訴
訟
上
の
可
能

性
と
資
格
を
正
し
く
利
用
し
な
い
と
き
に
、
権
利
の
貫
徹
と
権
利
の
防
衛

に
限
界
を
設
定
す
る
。
も
し
も
当
事
者
が
、
管
轄
権
の
な
い
裁
判
所
に
訴

え
を
提
起
し
た
場
合
、
彼
は
そ
こ
で
権
利
保
護
を
得
る
こ
と
は
な
い
。
も

し
彼
が
不
注
意
か
ら
期
日
に
出
頭
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
欠
席
判
決
が
下

さ
れ
る
。
彼
が
不
注
意
で
期
間
内
に
異
議
申
立
て
を
し
な
け
れ
ば
、
欠
席

判
決
に
は
既
判
力
が
発
生
す
る
。
も
し
わ
れ
わ
れ
が
訴
訟
外
の
領
域
に
お

け
る
類
似
物
を
問
う
と
す
れ
ば
、
不
適
法
な
権
利
行
使
と
権
利
失
効
と
い

う
思
想
に
思
い
至
る
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
ち
ょ
う
ど
訴
訟
外
で
処
分
権
限
を
有
す
る
者
の
意
思
に

よ
っ
て
権
利
が
消
滅
す
る
可
能
性
が
あ
り
、
彼
の
不
注
意
に
よ
っ
て
失
効

し
、
彼
の
権
利
行
使
の
態
様
、
ま
た
は
相
手
方
の
期
待
可
能
性
の
不
存
在

に
よ
っ
て
権
利
の
有
効
性
が
全
体
的
に
、
ま
た
部
分
的
に
あ
る
い
は
一
時

的
に
失
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
、
当
事
者
自
身
が
争
お
う
と
し
な
い

場
合
、
訴
訟
上
の
権
限
を
失
効
し
て
し
ま
う
場
合
、
あ
る
い
は
相
手
方
に

と
っ
て
法
律
上
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
方
法
で
訴
訟
を
追
行

す
る
場
合
に
は
、
訴
訟
内
で
の
権
利
の
貫
徹
あ
る
い
は
権
利
の
防
御
は
失

敗
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
わ
れ
わ
れ
は
、
訴
訟
は
主
観
的

権
利
を
貫
徹
し
、
防
衛
す
る
と
い
う
目
的
を
追
求
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

は
で
き
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
よ
り
適
切
に
い
う
な
ら
ば
、
訴
訟
に
お
い
て

権
利
が
行
使
さ
れ
う
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
が
許
さ
れ
て
お
り
、
そ
し

て
、
わ
れ
わ
れ
の
訴
訟
法
は
、
こ
の
権
利
行
使
に
そ
の
効
力
に
お
い
て
実

体
法
上
の
権
利
行
使
の
制
限
に
比
肩
し
う
る
限
界
を
設
定
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
も
し
そ
の
効
果
が
比
較
可
能
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ

れ
が
比
較
可
能
な
行
為
態
様
に
還
元
さ
れ
う
る
の
で
あ
れ
ば
、
訴
訟
法
の

評
価
も
ま
た
こ
の
訴
訟
外
の
権
利
行
使
の
そ
れ
と
一
致
す
る
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
一
方
当
事
者
が
手
続
形
成
に
よ
っ
て
他
方
の
負
担
に

よ
っ
て
達
成
す
る
利
益
は
、
公
益
の
観
点
か
ら
は
理
由
づ
け
ら
れ
な
い
。

そ
れ
は
、
主
観
的
私
権
に
適
合
し
た
評
価
に
依
拠
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
訴
訟
を
主
観
的
私
権
の
行
使
の

た
め
の
手
続
と
し
て
、
し
た
が
っ
て
私
法
上
保
護
さ
れ
た
利
益
を
裁
判
所

の
面
前
で
、
そ
し
て
裁
判
所
の
助
力
に
よ
る
手
続
と
み
る
し
、
ま
た
こ
れ

に
対
応
し
て
訴
訟
法
を
こ
の
よ
う
な
権
利
行
使
の
秩
序
と
制
限
と
し
て
み

る
。
し
た
が
っ
て
、訴
訟
法
は
特
別
な
〔
性
質
を
も
っ
た
〕（Q

ualifiziert

）

権
利
行
使
と
い
う
目
的
に
奉
仕
す
る（

訳1
（

。
こ
の
目
的
を
満
足
す
る
た
め
に
、

訴
訟
法
は
、
そ
の
権
利
行
使
を
主
観
的
権
利
に
適
合
し
た
よ
う
に
、
す
な

わ
ち
訴
訟
外
の
権
利
行
使
に
一
致
す
る
評
価
原
理
に
し
た
が
っ
て
、
整
序

し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
権
利
行
使
の
訴
訟
上
の
限
界
づ
け
と
い
う
概
念
に
は
、
個
々
の
訴
訟
規

範
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
充
足
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
留
保
が
存
在
す
る

の
で
、
こ
の
目
的
定
式
に
よ
っ
て
多
く
は
達
成
さ
れ
な
い
と
の
異
議
は
、

重
要
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
定
式
は
、
た
だ
実
体
権
の
貫
徹
に
つ
い
て

の
適
性
が
問
題
と
な
る
に
す
ぎ
な
い
訴
訟
規
範
の
解
釈
を
禁
止
す
る
に
す

ぎ
な
い
と
い
う
長
所
を
提
供
す
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
訴
訟
法
と
実
体
法
を

統
一
的
価
値
に
帰
せ
し
め
る
た
め
の
道
を
開
く
こ
と
に
な
る
。
最
後
に
、
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そ
れ
は
規
範
の
内
容
を
簡
単
に
所
与
の
も
の
と
し
て
甘
受
す
る
こ
と
は
し

な
い
の
で
、
個
々
の
訴
訟
法
規
範
の
法
批
判
的
判
断
お
よ
び
そ
の
解
釈
の

基
準
を
与
え
る
。む
し
ろ
そ
れ
は
、個
々
の
規
範
が
、民
事
訴
訟
の
対
象
に
、

し
た
が
っ
て
実
体
私
法
に
適
合
し
た
規
律
を
有
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
し

た
が
っ
て
評
価
し
、
解
釈
す
る
こ
と
を
命
じ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
目
的
決
定

か
ら
は
個
々
の
訴
訟
の
状
況
に
特
殊
な
評
価
が
演
繹
さ
れ
え
な
い
と
い
う

こ
と
は
、
短
所
な
の
で
は
な
く
て
、
わ
れ
わ
れ
が
目
的
設
定
に
与
え
た
任

務
に
対
応
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
訴
訟
法
の
目
的
関
連
を
解
明
し
、
個
々

の
ケ
ー
ス
に
と
っ
て
決
定
的
な
評
価
の
フ
ァ
ク
タ
ー
へ
と
導
く
は
ず
で
あ

る（
訳1
（

。
　
人
は
、
訴
訟
が
司
法
機
関
の
面
前
で
の
権
利
行
使
に
奉
仕
す
る
と
い
う

テ
ー
ゼ
に
対
し
て
、
そ
れ
は
訴
訟
目
的
の
問
題
に
十
分
に
答
え
て
い
な
い

と
の
異
議
を
唱
え
る
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
権
利
行
使
が
い
か
な
る
目
的

に
役
立
つ
か
の
か
、
権
利
主
体
の
実
体
的
ま
た
は
観
念
的
利
益
を
満
足
す

る
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
中
で
客
観
法
を
確
証
す
る
の
か
を
さ
ら
に
尋
ね

る
こ
と
は
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
こ
の
問
い
は
、
訴
訟
の
目
的
を
越
え
る

こ
と
に
な
る
し
、
主
観
的
な
私
権
と
そ
の
訴
訟
外
で
の
権
利
行
使
を
共
に

取
り
込
ん
で
問
う
て
い
る
。
人
が
そ
れ
を
訴
訟
目
的
の
み
の
関
連
で
〔
問

題
を
〕
立
て
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
再
び
民
事
訴
訟
が
実
体
法
か
ら

孤
立
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
危
険
に
直
面
す
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
民
事

訴
訟
の
目
的
の
み
を
問
う
の
で
あ
れ
ば
、
し
た
が
っ
て
権
利
行
使
の
目
的

を
問
う
こ
と
は
不
適
当
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
の
、
同
時
に
実
体
民
事

法
の
目
的
を
も
決
定
し
な
い
よ
う
な
言
明
は
全
て
、
民
事
訴
訟
と
実
体
民

事
法
の
関
係
を
誤
ら
せ
る
に
違
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
訴
訟
と
実
体
法
の
間

の
相
互
関
係
に
捧
げ
ら
れ
、
両
者
の
共
通
の
目
的
を
問
題
と
し
な
い
わ
れ

わ
れ
の
研
究
に
と
っ
て
、
民
事
訴
訟
は
権
利
行
使
の
た
め
の
手
続
を
提
供

し
て
い
る
、
し
た
が
っ
て
そ
の
目
的
は
権
利
行
使
で
あ
る
と
い
う
回
答
で

満
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
さ
ら
な
る
研
究
の
た
め
の
帰
結

　
訴
訟
を
権
利
行
使
の
た
め
の
手
段
と
し
て
特
徴
づ
け
る
こ
と
は
、
実
体

私
法
上
の
価
値
を
訴
訟
規
範
の
解
釈
に
た
め
に
利
用
可
能
に
し
、
等
し
く

実
体
法
と
訴
訟
法
に
共
に
適
し
た
価
値
を
明
ら
か
に
し
、
か
く
し
て
民
事

訴
訟
を
私
法
秩
序
の
中
に
有
意
義
に
接
合
す
る
こ
と
を
許
容
す
る
こ
と
に

な
る
。
こ
の
こ
と
は
、一
九
世
紀
へ
の
後
退
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、

自
由
主
義
的
な
訴
訟
観
念
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
も
な
い
。
わ

れ
わ
れ
が
ま
ず
第
一
に
、
訴
訟
の
実
体
私
法
的
な
基
礎
を
問
う
場
合
に
、

こ
の
こ
と
は
司
法
に
対
す
る
公
益
を
否
定
し
た
り
、
あ
る
い
は
司
法
機
関

の
公
法
上
の
義
務
を
無
視
し
、
あ
る
い
は
全
く
当
事
者
と
裁
判
所
の
間
の

法
律
関
係
を
私
法
的
に
把
握
す
る
と
い
う
目
的
で
行
わ
れ
て
い
る
の
で
は

な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
両
当
事
者
が
民
事
訴
訟
に
お
い
て
も
私
権
の
主

体
と
し
て
対
立
し
、
そ
の
私
的
法
律
関
係
を
め
ぐ
っ
て
争
い
、
そ
れ
ゆ
え

に
そ
の
権
利
の
訴
訟
上
の
帰
趨
も
ま
た
私
法
的
に
動
機
づ
け
ら
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
べ
き
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
相

手
方
ま
た
は
公
的
な
司
法
の
利
益
を
考
慮
す
る
と
不
適
法
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
訴
訟
上
の
行
態
は
、
実
体
法
上
そ
の
対
応
物
を
不
適
法
な
権
利
行
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使
の
中
に
見
い
だ
す
。
わ
れ
わ
れ
は
実
体
法
中
で
確
立
さ
れ
た
権
利
行
使

の
制
約
を
、
私
法
上
の
規
律
だ
と
理
解
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と

は
そ
れ
が
相
手
方
の
利
益
の
た
め
に
の
み
立
て
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
公
共
の
利
益
は
、
こ
こ
で
は
そ
れ
が
実
体

私
法
上
相
当
で
あ
る
場
合
に
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
同
じ
く
顧
慮
さ
れ

る
。
し
た
が
っ
て
、
自
力
救
済
の
限
界
は
、
実
力
行
使
か
ら
保
護
さ
れ
る

と
い
う
相
手
方
の
必
要
性
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
法
的
平
和
に
対
す
る
公

共
の
利
益
か
ら
も
明
ら
か
に
な
る
。
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
二
条
（
（1

（
訳
注

か
ら
不
適
法
な
権

利
行
使
に
つ
い
て
展
開
さ
れ
た
規
律
は
、そ
も
そ
も
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
二
条
が
、

わ
れ
わ
れ
の
法
秩
序
お
よ
び
社
会
秩
序
の
基
本
原
理
を
、
そ
れ
が
私
法
の

形
成
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
実
体
私
法
の
中
に
取
り
込

む
と
い
う
任
務
を
も
果
た
し
た
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
部
分
的
に
は
正
直

な
、
公
共
の
確
信
に
対
応
し
た
行
動
様
式
を
と
る
こ
と
の
要
求
に
基
づ
い

て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、
一
面
的
な
自
由
主
義
的
な

訴
訟
法
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
時
々
の
わ
れ
わ
れ

の
実
体
私
法
の
状
況
に
合
致
し
た
訴
訟
法
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。わ
れ
わ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
実
体
権
が
訴
訟
法
の
迂
回
路
で
歪
曲
さ
れ
、

実
体
法
上
の
諸
問
題
が
手
続
法
的
に
の
み
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
を
阻
止
す

る
こ
と
、
そ
し
て
同
時
に
、
あ
ら
ゆ
る
実
体
権
の
継
続
形
成
も
ま
た
適
切

な
訴
訟
法
上
の
帰
結
に
よ
っ
て
引
き
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
担
保
す
る

こ
と
を
欲
し
て
い
る
。

　
も
し
以
下
に
お
い
て
実
体
法
と
の
訴
訟
法
の
結
び
付
き
を
明
ら
か
に
す

る
試
み
が
企
て
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
こ
と
は
、
た

だ
個
別
事
例
に
即
し
て
の
み
行
わ
れ
う
る
に
す
ぎ
な
い
。
訴
訟
法
全
体
を

こ
の
観
点
か
ら
再
検
討
す
る
こ
と
は
こ
の
叙
述
の
任
務
た
り
え
な
い
。
そ

れ
は
刺
激
を
与
え
、
原
則
を
説
明
す
る
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ

の
こ
と
か
ら
、
多
か
れ
少
な
か
れ
恣
意
的
な
事
例
の
選
択
と
限
定
が
説
明

さ
れ
る
。

註

 

（
訳
注
17
）	

Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
〇
八
条
〔
担
保
を
付
さ
な
い
仮
執
行
宣
言
〕「
以

下
の
も
の
に
は
担
保
を
付
さ
ず
に
仮
執
行
宣
言
を
す
る
。

　
　
一	

　
請
求
認
諾
又
は
放
棄
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
る
判
決

　
　
二	

　
欠
席
判
決
及
び
訴
訟
の
現
状
に
基
づ
き
欠
席
し
た
当
事
者
に
対

す
る
第
三
三
一
ａ
条
に
よ
る
判
決

　
　
三
　
第
三
四
一
条
に
よ
り
異
議
を
不
適
法
と
し
た
判
決
、〔
以
下

略
〕」。

　
　
　
ま
た
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
四
一
条
は
以
下
の
通
り
。「
⑴
　
裁
判
所
は
、

職
権
で
、
異
議
自
体
が
承
認
さ
れ
る
か
、
そ
れ
が
法
律
の
定
め
る
形

式
及
び
期
間
を
遵
守
し
て
い
る
か
を
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
ら
の
要
件
の
一
つ
が
欠
け
て
い
れ
ば
、
異
議
は
不
適
法
と
し
て

却
下
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
⑵
　
判
決
は
、
口
頭
弁
論
を
経
ず

に
な
す
こ
と
が
で
き
る
。」

　
　
　
欠
席
判
決
に
対
し
て
欠
席
者
に
は
異
議
（Einspruch

）
の
申
立

て
が
で
き
る
が
、
こ
れ
は
判
決
の
確
定
を
遮
断
す
る
に
す
ぎ
ず
、
事

件
は
上
訴
審
に
移
審
し
な
い
。
な
お
、
わ
が
国
で
も
明
治
民
訴
法
に
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は
欠
席
判
決
の
制
度
が
あ
っ
た
が
、
そ
こ
で
は
欠
席
判
決
に
対
す
る

救
済
は「
故
障
ノ
申
立
」と
称
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
に
つ
き
、河
野（
正
）

前
掲
書
四
二
〇
頁
注
四
四
参
照
。

 

（
１
）Larenz, M

ethodenlehre der R
echtsw

issenschaft 2, S.311 ff.;	

訴
訟
法
の
目
的
論
的
解
釈
に
つ
い
て
は
、H

egler, Zum
 A

ufbau 
der System

atik des Zivilprozeßrechts in: Festgabe für H
eck, 

R
üm

elin und Schm
idt

（1931

）, S.232 ff.	

で
、
こ
れ
は	 S.233 

A
nm

.1 

に
古
い
文
献
か
ら
の
論
証
が
あ
る
。
さ
ら
に
、Baum

gärtel, 
W

esen und B
egriff der Prozeßhandlung, S.92 ff.; Fenn, D

ie 
A

nschlußbeschw
erde im

 Z
ivilprozeß und im

 V
erfahren 

der freiw
illigen G

erichtsbarkeit
（1961

）, S.146 ff.; G
aul, 

G
rundlagen des W

iederaufnahm
erechts und die A

usdehnung 
der W

iederaufnahm
egründe

（1956

）, S.45 ff.; F. W
eber, Zur 

M
ethodik des Prozeßrechts, Studium

 G
enerale 1960,183 

ff.

（192 

）; A. Blom
eyer, Zivilprozeßrecht, §

2
IV

2
S. 12; G

aul, 
Zur Frage nach dem

 Zw
eck des Zivilprozesses, A

cP 168,27 ff.

 

（
２
）
こ
う
述
べ
る
の
は
、LG

 B
erlin N

JW
 1961, 226; O

LG
 Stuttgart 

N
JW

 1966, 1520; G
olzen N

JW
 1954, 948; K

retschm
er N

JW
 

1962, 1283; M
ünzberg, D

ie W
irkungen des Einspruchs im

 
Versäum

nisverfahren

（1959

）, S.133 f.; Rosenberg, Lehrbuch
9, 

§
106 V

I2
c β S. 518; Taeger N

JW
 1966, 584; W

ieczorek § 
343A

nm
. A

 I a 2; 

こ
れ
に
反
対
す
る
の
は
、K

G
 JW

 1930, 168; 
Baum

bach-Lauterbach
29 §

343 A
nm

.1 B
; Baum

gärtel A
cP 159, 

376; Furtner N
JW

 1962, 1283, 1900 ff., 1966, 1495; M
ünzel 

N
JW

 1954, 1434; Stein-Jonas Schönke-Pohle
18 §

343 A
nm

.1; 
Thom

as-Putzo
3 §

343 A
nm

.2 c.

 

（
３
）
こ
う
述
べ
る
の
は
、K

retschm
er N

JW
 1962, 1284,

 

（
訳
注
18
）
Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
四
三
条
〔
異
議
後
の
裁
判
）〕「
新
た
な
弁
論
に
基

づ
い
て
下
さ
れ
る
べ
き
裁
判
が
、
欠
席
判
決
に
包
ま
れ
る
裁
判
と
一

致
す
る
場
合
、
こ
の
〔
欠
席
〕
裁
判
が
維
持
さ
れ
る
こ
と
を
宣
告
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
要
件
に
該
当
し
な
い
場
合
、
欠
席
判
決

は
新
た
な
判
決
に
お
い
て
取
り
消
さ
れ
る
。」

 

（
４
）M

ünzberg, a.a.O
., S.141 ff.;

異
な
る
の
は
、Golzen N

JW
 1954, 

948.

 

（
５
）Furtner N

JW
 1962, 1901.

 

（
６
）Baum

bach-Lauterbach
29 §

344 A
nm

. 1, 

後
記
111
頁
も
み
よ
。

 

（
訳
注
19
）
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
一
九
条
は
、
仮
執
行
宣
言
付
判
決
に
対
す
る
上
訴

及
び
異
議
の
場
合
の
強
制
執
行
の
一
時
停
止
に
関
す
る
規
定
。
Ｚ
Ｐ

Ｏ
七
〇
七
条
は
、
強
制
執
行
の
一
時
停
止
に
関
す
る
一
般
規
定
。

 

（
７
）
後
記
111
頁
を
み
よ
。

 

（
８
）
こ
う
述
べ
る
の
は
、Taeger N

JW
 1966, 585.

 
（
９
）
こ
う
述
べ
る
の
は
、M

ünzberg, a.a.O
., S. 151, 160. 

こ
の
こ
と

は
い
ず
れ
に
せ
よ
一
九
二
四
年
改
正
以
来
妥
当
し
な
い
の
で
あ
り
、

以
前
は
第
二
の
欠
席
判
決
が
担
保
提
供
な
し
に
仮
執
行
宣
言
を
さ

れ
た
の
に
対
し
て
、
そ
れ
は
最
初
の
欠
席
判
決
に
つ
い
て
Ｚ
Ｐ
Ｏ

七
〇
八
条
三
号
の
効
果
を
認
め
た
。
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（
訳
注
20
）
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
一
二
条
の
誤
り
。

　
　
　
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
一
二
条
〔
債
務
者
の
保
護
申
立
て
）〕「
⑴
　
執
行
が
債

務
者
に
回
復
し
が
た
い
不
利
益
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ
る
場
合
、
裁

判
所
は
債
務
者
に
対
し
て
、
申
立
て
に
よ
り
、
担
保
提
供
又
は
供
託

に
よ
り
、
債
権
者
の
担
保
提
供
を
顧
慮
す
る
こ
と
な
く
執
行
を
中
止

す
る
こ
と
を
許
容
す
る
。
第
七
〇
九
条
第
二
文
は
、
第
七
〇
九
条
第

一
項
の
場
合
に
準
用
さ
れ
る
。
債
務
者
が
そ
の
よ
う
な
状
態
に
な
い

場
合
に
は
、
判
決
は
、
仮
執
行
し
え
な
い
旨
宣
言
す
る
か
又
は
執
行

は
、
第
七
二
〇
ａ
条
第
一
項
、
第
二
項
に
示
さ
れ
た
基
準
に
限
定
さ

れ
る
。

　
　
⑵
　
債
務
者
の
申
立
て
は
、
債
権
者
の
優
越
す
る
利
益
が
こ
れ
に
対

抗
す
る
場
合
に
は
認
め
ら
れ
な
い
。
第
七
〇
八
条
の
場
合
、
裁
判
所

は
、
判
決
が
担
保
を
提
供
し
た
場
合
に
の
み
仮
に
執
行
す
る
こ
と
が

で
き
る
旨
を
命
じ
る
。」

 

（
10
）LG

 B
erlin N

JW
 1961, 226; O

LG
 Stuttgart N

JW
 1966, 1520; 

K
retschm

er N
JW

 1962, 1284; M
ünzberg, a.a.O

., S. 161.

 

（
11
）
こ
う
述
べ
る
の
は
、M

ünzberg, a.a.O
., S. 152, 158, 160.

 

（
12
）
異
な
る
の
は
、M

ünzberg, a.a.O
., S. 152, 162.

 

（
訳
注
21
）
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
一
七
条
〔
取
り
消
さ
れ
た
判
決
又
は
変
更
さ
れ
た

判
決
の
効
力
〕「
⑵
　
仮
執
行
宣
言
が
付
さ
れ
た
判
決
が
取
り
消
さ

れ
た
場
合
又
は
変
更
さ
れ
た
場
合
…
…
」

 

（
13
）K

G
 JW

 1930, 168.

　
債
権
者
が
、
で
き
る
限
り
長
い
間
、
担
保

提
供
な
し
に
執
行
可
能
性
を
利
用
す
る
た
め
に
、
訴
訟
を
引
き
延
ば

す
利
益
を
持
つ
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
（M

ünzberg, a.a.O
., S. 

163,155	 A
nm

.339

参
照
）
は
、
欠
席
者
が
甘
受
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
帰
結
で
あ
る
。
執
行
法
上
の
観
点
か
ら
は
、
債
務
者
は
欠
席

判
決
に
よ
っ
て
攻
撃
者
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
彼
は
攻
撃
さ
れ
た
者
が

引
き
延
ば
し
の
利
益
を
持
ち
う
る
と
い
う
訴
訟
に
と
っ
て
典
型
的
な

リ
ス
ク
を
引
き
受
け
る
。

 

（
14
）W

ahrheitspflicht, S.171 A
nm

. 13; G
oldschm

idt

（Prozeß als 
R

echtslage, S.187 ff.

）
の
「
形
而
上
学
的
訴
訟
概
念
」
に
対
す
る

攻
撃
も
こ
れ
に
類
似
。

 

（
15
）し
か
し
、こ
う
述
べ
る
の
は
、F. v. H

ippel, W
ahrheitspflicht, S.171 

A
nm

. 13.

 

（
16
）F. v. H

ippel, a. a.O
.

 

（
17
）
フ
リ
ッ
ツ
・
フ
ォ
ン
・
ヒ
ッ
ペ
ル
も
真
実
義
務
の
内
容
と
範
囲
を

訴
訟
の
目
的
を
顧
慮
す
る
こ
と
な
く
決
定
し
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
彼
は
、
法
秩
序
の
保
持
に
配
慮
す
べ
き
任
務
を
裁
判
官
に
割

り
当
て
て
い
る
（a. a.O

., S.155

）。
手
続
は
、「
正
し
い
実
体
法

の
保
持
と
貫
徹
の
た
め
の
…
…
場
所
で
あ
る
」
と
い
う
（a. a.O

., 
S.332

）。
フ
ォ
ン
・
ヒ
ッ
ペ
ル
は
、
仮
想
訴
訟
（Scheinprozeß

）

を
「
そ
れ
に
そ
の
よ
う
な
権
利
保
護
に
明
白
に
は
属
し
な
い
関
係
に

つ
い
て
の
訴
訟
上
の
権
利
保
護
の
濫
用
的
主
張
と
み
な
し
て
い
る
。

し
か
し
、
濫
用
的
な
主
張
は
目
的
に
違
背
し
た
利
用
で
あ
り
、
訴
訟

の
目
的
決
定
を
前
提
と
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
フ
ォ
ン
・
ヒ
ッ
ペ
ル

（a. a.O
., S.155 N

ote
9

）
も
、
真
実
義
務
が
訴
訟
の
目
的
と
合
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致
す
る
と
い
う
ヘ
ル
ヴ
ィ
ヒ
（Lehrbuch II, §

71 III S.44

）
の
理

解
に
賛
成
す
る
。Rim

m
elspacher, Zur Prüfung von A

m
ts w

egen 
（1966
）, S.171 

お
よ
びG

aul, Zur Frage nach dem
 Zw

eck des 
Zivilprozesses, A

cP 168,27 ff.

（	 33 f.,45 f.

）

 

（
18
）
裁
判
に
お
け
る
個
々
の
目
的
論
議
に
対
す
る	 G

aul（A
cP 168,39 

ff.

）
の
適
切
な
批
判
を
参
照
。

 

（
19
）Paw

low
ski ZZP 80,345 ff.

，Rim
m

elspacher, Zur Prüfung von 
A

m
ts w

egen

（1966
）, S.10 ff. 

お
よ
び G

aul A
cP 168,27 ff.

に
よ

る
学
説
状
況
の
叙
述
も
参
照
。

 

（
20
）G

oldschm
idt, D

er Prozeß als R
echtslage, S. 151.

 

（
21
）A

. a. O
., S.211 f.

 

（
22
）A

. a. O
., S. 150,187 f.

 

（
23
）G

oldschm
idt, a. a. O

., S. 211.

 

（
24
）G

oldschm
idt, a. a. O

., S. 213, 246.

 

（
25
）A

. a. O
., S. 266.

 

（
26
）A

. a. O
., S.227 ff., bes. S. 246.

 

（
27
）G

oldschm
idt, a. a. O

., S. 246.

 

（
28
）G

oldschm
idt, a. a. O

., S. 292, 342.

 

（
29
）G

oldschm
idt, a. a. O

., S. 247.

 

（
30
）A

rchiv für Rechts-und W
irtschaftsphilosophie Bd.19 （1925/26

）, 
S. 272.

 

（
31
）Sauer, A

llgem
eine Prozeßrechtslehre, S. 1.

 

（
32
）A

. a. O
.

（N
.31

）,S. 1.

 

（
33
）A

. a. O
.

（N
.31

）,S. 1.
 

（
34
）Sauer, a. a. O

.

（N
.31

）, S. 2.
 

（
35
）A

. a. O
.

（N
.31

）,S. 103.
 

（
36
）Sauer, a. a. O

.

（N
.31

）,S. 2.
 

（
37
）Sauer, a. a. O

.

（N
.31

）,S. 2.
 

（
38
）Sauer, a. a. O

.

（N
.31

）,S. 18, 19.
 

（
39
）Sauer, a. a. O

.

（N
.31

）,S. 2.
 

（
40
）
こ
こ
で
は
ゴ
ー
ル
ド
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
既
判
力
論
と
の
確
か
な
親

近
性
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
（Sauer, A

rchiv für R
echts-und 

W
irtschaftsphilosophie B

d. 19, S.276

参
照
）。
し
か
し
、
ザ
ウ

ア
ー
は
、
ゴ
ー
ル
ド
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
裁
判
所
の
力
の
概
念
を
非
常
に

狭
く
か
つ
一
面
的
に
す
ぎ
る
と
考
え
て
い
る
。
彼
は
既
判
力
の
本

質
（W

esen

）
に
つ
い
て
何
一
つ
述
べ
る
こ
と
は
な
く
、
か
の
第
二

の
法
秩
序
を
作
り
出
す
権
限
（B

ehörde

）
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る

に
す
ぎ
な
い
と
い
う
（a. a. O

., S.276

）。
ザ
ウ
ア
ー
も
ま
た
、
既

判
力
を
ゴ
ー
ル
ド
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
対
比
に
お
い
て
請
求
の
裁
判
上
の

妥
当
と
み
な
す
の
で
は
な
く
て
、
事
件
の
形
成
と
み
な
し
て
お
り
、

ゴ
ー
ル
ド
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
理
解
は
静
止
的
か
つ
実
体
法
的
で
あ
る
と

い
い
、
そ
れ
は
事
件
の
形
成
と
法
の
形
成
が
既
に
判
決
の
前
に
全
体

と
し
て
の
訴
訟
の
過
程
で
あ
ら
ゆ
る
事
件
形
成
お
よ
び
法
形
成
を
目

的
と
し
た
活
動
を
無
視
し
て
い
る
と
い
う
（a. a. O

., S.278

）。
し

か
し
、
ザ
ウ
ア
ー
は
、
な
ぜ
訴
訟
の
終
結
で
も
っ
て
訴
訟
関
係
が
再

び
静
止
的
に
考
察
さ
れ
え
な
い
の
か
に
つ
い
て
反
論
を
し
な
け
れ
ば
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な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

 
（
41
）Sauer, a. a. O

.

（N
.31

）,S.19, 233.
 

（
42
）Sauer, a. a. O

.

（N
.31

）,S.249 f.
 

（
43
）Sauer, a. a. O

.

（N
.31

）,S.7.
 

（
44
）Sauer, a. a. O

.

（N
.31

）,S.19, 233.
 

（
45
）Sauer, a. a. O

.
（N

.31

）,S.7.
 

（
46
）
前
記
６
頁
。

 

（
47
）ZZP 80, S.345 ff.
（368 
）.

 

（
48
）Paw

low
ski ZZP 80,345 ff.

（368 

）.
 

（
49
）A

. a. O
., S. 361, 369.

 

（
50
）Pawlowski, a. a. O

. S. 363.

こ
こ
で
はBinder, Prozeß und Recht

（1927

）
お
よ
びBülow

, G
esetz und R

ichteram
t

（1885

）
に
対
す

る
類
似
が
は
っ
き
り
す
る
。

 

（
51
）Pawlowski, a. a. O

. S.364 f.,368 N
ote 102; 

同
様
に
既
に
、Binder, 

Prozeß und R
echt

（1927

）, S.165 f.
 

（
52
）Paw

low
ski, a. a. O

. S.365 ff., A
R

SP 50,515 ff.

 

（
訳
注
22
）
Ｇ
Ｖ
Ｇ
旧
一
三
七
条
。
Ｇ
Ｖ
Ｇ
は
、
一
九
七
五
年
に
全
面
改

正
さ
れ
た
。
そ
れ
以
前
の
、
一
九
五
〇
年
制
定
の
Ｇ
Ｖ
Ｇ
一
三
七
条

は
、
連
邦
通
常
裁
判
所
（
Ｂ
Ｇ
Ｈ
）
の
拡
大
部
（G

roße Senate;	

各

八
人
で
構
成
、
な
お
一
般
の
部
［Senat

］
は
五
人
で
構
成
）
に
よ

る
事
件
判
断
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
た
。「
事
件
が
係

属
す
る
部
の
意
見
に
よ
れ
ば
、
法
の
継
続
的
形
成
又
は
判
例
の
統
一

の
確
保
に
不
可
欠
の
場
合
に
は
、
当
該
基
本
的
意
義
を
有
す
る
問
題

に
お
い
て
、
拡
大
部
の
判
断
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。」、
と
。
こ

の
規
定
は
、
一
九
七
五
年
法
に
お
い
て
は
拡
大
部
に
関
す
る
一
三
二

条
四
項
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
現
在
、
民
事
部

一
二
、
刑
事
部
五
、
民
事
拡
大
部
一
、
刑
事
拡
大
部
一
、
民
刑
事
部

連
合
部
一
、
カ
ル
テ
ル
事
件
部
一
、
州
の
裁
判
官
服
務
事
件
部
一
、

公
証
人
部
一
、
経
済
事
件
審
査
部
一
、
税
理
士
等
に
関
す
る
部
一
、

農
業
事
件
部
一
よ
り
な
る
。

 

（
53
）Rechtsgeschäftliche Folgen nichtiger W

illenserklärungen

（1966

）, 
S. 285, ZZP 80, 358.

 

（
54
）ZZP 80,388 f.

 

（
55
）Paw

low
ski, ZZP 80,371 ff.

 

（
56
）Rechtsgeschäftliche Folgen nichtiger W

illenserklärungen

（1966

）, 
S. 285.

 

（
57
）Paw

low
ski, ZZP 80,388.

 

（
58
）ZZP 80,375 f.

 

（
59
）ZZP 80,383.

 

（
60
）Larenz, A

llgem
einer Teil des deutschen bürgerlichen R

echts

（1967

）, §
10 III S.127 N

ote 3.

 
（
61
）W

ach, H
andbuch I, §

1 III1 S. 6, §
9 II S. 115; H

ellw
ig, 

Lehrbuch 1, §
1  I S.2

; Baum
bach-Lauterbach

291 C
 vor § 300; 

Baur, R
ichterm

acht und Form
alism

us im
 Verfahrensrecht in: 

sum
m

um
 ius, sum

m
a iniuria, Tübinger rechtsw

issenschaftliche 
A

bhandlungen, B
d. 9, S.97 ff.

（98,103 f.

）; G
aul, D

ie 

翻　　　訳

62（熊本法学150号	’20） （熊本法学150号	’20）



G
rundlagen des W

ideraufnahm
erechts

（1956

）, S.45 f.; 
G

runsky Z
Z

P
76

49 ff.

（	 56

）.; N
iese, D

oppelfunktionelle 
Prozeßhandlungen

（1950

）, S. 31; Pohle, Festschrift für Lent, S. 
197; Verhandlungen des 44. D

eutschen Juristentages 1962, B
d.1

（G
utachten

）, 3. Teil H
eft B

. S. 10; Stein-Jonas-Schönke-Pohle
19 

Einl. C
; B

ericht der K
om

m
ission zur Vorbereitung einer R

eform
 

der Zivilgerichtsbarkeit, hergg. v. B
undesjustizm

inisterium
 

（1961

）, S. 167. 

こ
れ
に
つ
き
、G

aul A
cP 168,37

参
照
。

 

（
62
）F. v. H

ippel, W
ahrheitspflicht, S. 171, N

. 13;	

ま
た
、Sax ZZP 

67,27 ff.

も
参
照
。

 

（
63
）Baur ZZP 66,209 ff.;

（	 210
）; Riedel D

R
iZ 1952, 113; Staud 

D
J 1938,373

参
照
。

 

（
64
）D

e Boor, D
ie A

uflockerung des Zivilprozesses
（1939

）, S. 35; Schönke 
A

cP 150,216 ff., R
echtsschutzbedürfnis, S.11 ff.; Stein-Jonas-

Schönke-Pohle
18 Einl.C

;	

ま
た
、Paw

low
ski ZZP 80,345 ff.

お
よ

びRim
m

elspacher, Zur Prüfung von A
m

ts w
egen

（1966
）, S.10 

ff.

に
よ
る
学
説
状
況
の
叙
述
も
参
照
。

 

（
65
）Badura, Verw

altungsrecht im
 liberalen und sozialen Rechtsstaat, 

R
echt und Staat, H

eft328

（1966

）S.22 ff.
 

（
66
）H

enckel, Vom
 G

erechtigkeitsw
ert verfahrensrechtlicher N

orm
en

（1966

）, S.17 f.

も
参
照
。

 

（
67
）D

e Boor, D
ie A

uflockerung des Zivilprozesses

（1939

）, S.35

に
よ
る
「
国
家
社
会
主
義
的
民
事
訴
訟
」
の
目
的
の
叙
述
も
参
照
。

す
な
わ
ち
、「
わ
れ
わ
れ
は
訴
訟
を
民
族
共
同
体
に
対
す
る
職
務
、

法
秩
序
の
保
護
と
い
う
意
味
に
お
け
る
司
法
と
み
る
。
…
…
わ
れ
わ

れ
は
も
は
や
そ
れ
を
第
一
次
的
に
で
は
な
く
、
第
二
次
的
に
、
す
な

わ
ち
こ
の
権
利
保
護
が
民
族
共
同
体
に
と
っ
て
必
要
で
あ
る
限
り

で
、
個
人
に
と
っ
て
の
権
利
保
護
の
制
度
で
あ
る
と
み
る
」。

 

（
68
）
最
新
の
も
の
は
、Rim

m
elspacher, Zur Prüfung von A

m
ts w

egen

（1966

）, S.19 ff.

（
論
証
あ
り
）

 

（
69
）G

aul A
cP 168, 467.

 

（
70
）D

egenkolb, Beiträge zum
 Zivilprozeß

（1905

）, S. 26, A
cP 103, 

411.

 

（
71
）A

. a. O
., S. 23.

 

（
72
）ZZP 80, 390.

 

（
73
）
同
旨
、N

euner, Privatrecht und Prozeßrecht

（1925

）, S. 172.
 

（
74
）F. v. H

ippel, W
ahrheitspflicht, S.171- 173,ZZP 65,425

（432
f.

）

お
よ
び  G

aul, Zur Frage nach dem
 Zw

eck des Zivilprozesses, A
cP 

168,27 ff.

（62 

）
参
照
。

 

（
訳
注
23
）
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
二
条
は
「
債
権
者
は
、
給
付
を
信
義
誠
実
が
取

引
倫
理
を
考
慮
し
て
要
求
す
る
如
く
に
行
う
義
務
を
負
う
。」
と
定

め
る
。
従
来
学
説
は
、
①
現
存
す
る
契
約
上
の
義
務
を
補
充
す
る
機

能
、
②
権
利
行
使
を
制
限
す
る
機
能
（
濫
用
的
権
利
行
使
の
禁
止
、

矛
盾
挙
動
の
禁
止
［
そ
の
下
位
事
例
と
し
て
権
利
失
効
］）、
③
権
利

修
正
機
能
の
三
類
型
を
発
展
さ
せ
て
き
た
。
な
お
、
二
〇
〇
一
年
債

務
法
改
正
法
は
、
信
義
則
の
機
能
類
型
の
う
ち
、
権
利
修
正
機
能
を
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Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
一
三
条
（
行
為
基
礎
の
消
滅
）
で
明
文
化
し
た
。
こ
こ
で

は
特
に
②
が
問
題
と
さ
れ
る
。
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