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件

１
　
有
効
な
当
事
者
行
為
の
人
的
要
件

　
訴
訟
に
お
け
る
有
効
な
行
為
の
人
的
要
件
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
に
お
い
て
は
実

体
法
に
緊
密
に
依
存
し
て
定
式
化
さ
れ
て
い
る
。〔
す
な
わ
ち
〕「
権
利
能

力
を
有
す
る
者
は
当
事
者
能
力
を
有
す
る
」（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
〇
条
一
項
）。「
裁

判
所
に
お
い
て
行
為
を
す
る
当
事
者
の
能
力
…
…
は
、
民
法
の
規
定
に
よ

り
定
ま
る
」（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
一
条
）。「
人
は
、
契
約
に
よ
り
義
務
を
負
担
す

る
こ
と
が
で
き
る
範
囲
に
お
い
て
訴
訟
能
力
を
有
す
る
」（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
二

条
）。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
逸
脱
を
も
見
出
す
。
す
な
わ
ち
、
権
利
能

力
の
な
い
社
団
も
ま
た
、
訴
え
ら
れ
る
場
合
に
は
当
事
者
能
力
を
有
す
る

（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
〇
条
二
項
）（
（訳

（
訳
注

。
制
限
行
為
能
力
者
は
、
法
定
代
理
人
の
同
意
に

よ
っ
て
実
体
法
上
有
効
に
義
務
を
負
担
し
う
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の

者
が
同
意
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
訴
訟
能
力
を
持
た
な
い
。

　
し
か
し
、
こ
の
訴
訟
法
上
の
要
件
の
独
自
性
か
ら
訴
訟
法
の
独
立
性
を

も
引
き
出
す
こ
と
は
、
早
計
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
実
体
的
要
件

の
根
底
に
あ
る
価
値
評
価
が
ま
さ
に
こ
の
逸
脱
を
要
求
し
て
い
な
い
の
か

ど
う
か
を
問
う
べ
き
で
あ
る
。

ａ
）
当
事
者
能
力

　
も
し
訴
訟
に
お
い
て
当
事
者
の
義
務
と
当
事
者
の
権
利
と
が
存
在
し
な

い
と
い
う
こ
と
か
ら
出
発
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
権
利
能
力
を
有
す
る
者

が
当
事
者
能
力
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
は
必
然
的
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
訴
訟
的
考
察
方
法
は
、
訴
訟
を
実
体
法
か
ら
孤
立
さ
せ
よ
う
と
す

る
の
で
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
〇
条
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
孤
立
化
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を
架
橋
す
る
諸
規
定
は
、
そ
れ
に
と
っ
て
は
異
物
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
に

違
い
な
い
。
も
し
も
当
事
者
が
訴
訟
に
お
い
て
何
ら
の
権
利
を
有
し
な
い

の
で
あ
れ
ば
、
な
ぜ
訴
訟
が
権
利
能
力
を
前
提
と
し
て
い
る
の
か
よ
く
理

解
し
得
な
い
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
〇
条
は
、
訴
訟
的
考
察

方
法
が
訴
訟
法
を
把
握
す
る
の
に
十
分
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
人
が
、
訴
訟
そ
れ
自
体
を
越
え
る
効
果
を
考
慮
し
た
場
合
に
初
め

て
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
〇
条
の
意
義
が
よ
く
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　
給
付
判
決
は
、
債
権
者
の
満
足
と
い
う
結
果
に
導
く
べ
き
強
制
執
行
の

基
礎
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
れ
は
、
実
体
法
に
よ
れ
ば
そ
れ
を
持
ち

う
る
者
に
の
み
請
求
権
を
言
い
渡
す
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
。
確
定
さ

れ
た
請
求
権
は
債
務
者
に
向
け
ら
れ
て
お
り
、
給
付
判
決
は
、
債
務
者
の

給
付
へ
の
義
務
付
け
を
宣
告
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
れ
は
実
体
法

に
よ
れ
ば
債
務
者
た
り
う
る
者
、
し
た
が
っ
て
権
利
能
力
を
有
す
る
も
の

に
対
し
て
の
み
下
さ
れ
う
る（
（7
（

。
こ
の
こ
と
は
原
則
と
し
て
金
銭
給
付
請
求

の
場
合
に
も
妥
当
す
る
。
た
し
か
に
こ
こ
で
は
、
執
行
は
債
務
を
負
っ
た

給
付
行
為
を
強
要
し
て
は
い
な
い
。
そ
れ
は
責
任
（H

aftung

）
を
実
現

す
る
の
み
で
あ
る
。
ど
の
財
産
が
責
任
を
負
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題

は
、
し
か
し
、
債
務
者
の
財
産
が
強
制
執
行
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
答
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
責
任
を
負
っ
た
財
産
〔
の
処
分
〕

は
、
原
則
と
し
て
、
こ
の
財
産
の
権
利
主
体
で
あ
る
者
に
よ
っ
て
決
定
さ

れ
、
例
外
的
場
合
に
お
い
て
は
、
他
人
（R

echtsfrem
de

）
と
し
て
特
別

財
産
（Sonderverm

ögen

）
を
処
分
し
う
る
者
に
よ
る
こ
と
に
な
る
。
し

た
が
っ
て
、
管
理
者
た
る
遺
言
執
行
者
に
対
す
る
〔
債
務
〕
名
義
は
、
遺

産
へ
の
強
制
執
行
を
開
始
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
財
産
管
理
人
た
り

う
る
の
は
、
権
利
能
力
を
有
す
る
者
に
限
ら
れ
て
い
る
。

　
確
認
判
決
は
、
原
則
と
し
て
実
体
的
法
律
関
係
を
確
認
す
る
。
こ
れ
は

人
と
人
の
間
に
の
み
存
在
し
う
る
に
す
ぎ
な
い
。
た
と
え
権
利
者
ま
た
は

義
務
者
と
は
異
な
る
あ
る
者
が
確
認
訴
訟
を
追
行
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
た

と
し
て
も
、
彼
は
、
や
は
り
そ
の
有
す
る
実
体
的
利
益
の
主
体
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
か
か
る
者
と
し
て
、
彼
は
権
利
能
力
を
有
し
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
け
だ
し
、
実
体
法
上
も
法
秩
序
に
よ
っ
て
人
と

し
て
認
め
ら
れ
た
者
の
み
が
自
己
の
利
益
そ
れ
自
体
を
主
張
す
る
こ
と
が

許
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
同
様
の
こ
と
が
形
成
判
決
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
。
形
成
判
決
の
対
象

と
し
て
実
体
的
形
成
権
を
み
る
者
は
、
既
に
そ
れ
ゆ
え
に
当
事
者
に
権
利

能
力
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
そ
の
よ
う
な

権
利
を
否
定
し
、
提
訴
権
（K

lagebefugnis

）
を
形
成
の
利
益
、
場
合
に

よ
っ
て
は
形
成
さ
れ
る
べ
き
法
律
関
係
に
つ
い
て
の
処
分
権
を
前
提
と
し

た（
（7
（

形
成
の
利
益
に
結
び
付
け
る
者
は
、
こ
の
利
益
の
主
張
を
権
利
能
力
者

の
み
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
れ
ら
全
て
の
こ
と
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
〇
条
二
項
の
例
外
が
実
体
的
考
慮

か
ら
は
説
明
さ
れ
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
見
え

る
。
そ
れ
で
も
見
か
け
は
あ
て
に
な
ら
な
い
。
登
記
の
な
い
社
団
の
差
別

は
、
立
法
者
が
こ
の
社
団
に
権
利
能
力
を
与
え
な
い
と
い
う
、
彼
の
追
求

し
た
目
的
で
あ
っ
た
。
こ
の
目
的
は
、
人
が
登
記
の
な
い
社
団
に
法
律
行

為
に
よ
る
取
引
へ
の
参
加
を
困
難
に
さ
せ
る
場
合
に
達
成
さ
れ
る
。
そ
の
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を
架
橋
す
る
諸
規
定
は
、
そ
れ
に
と
っ
て
は
異
物
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
に

違
い
な
い
。
も
し
も
当
事
者
が
訴
訟
に
お
い
て
何
ら
の
権
利
を
有
し
な
い

の
で
あ
れ
ば
、
な
ぜ
訴
訟
が
権
利
能
力
を
前
提
と
し
て
い
る
の
か
よ
く
理

解
し
得
な
い
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
〇
条
は
、
訴
訟
的
考
察

方
法
が
訴
訟
法
を
把
握
す
る
の
に
十
分
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
人
が
、
訴
訟
そ
れ
自
体
を
越
え
る
効
果
を
考
慮
し
た
場
合
に
初
め

て
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
〇
条
の
意
義
が
よ
く
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　
給
付
判
決
は
、
債
権
者
の
満
足
と
い
う
結
果
に
導
く
べ
き
強
制
執
行
の

基
礎
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
れ
は
、
実
体
法
に
よ
れ
ば
そ
れ
を
持
ち

う
る
者
に
の
み
請
求
権
を
言
い
渡
す
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
。
確
定
さ

れ
た
請
求
権
は
債
務
者
に
向
け
ら
れ
て
お
り
、
給
付
判
決
は
、
債
務
者
の

給
付
へ
の
義
務
付
け
を
宣
告
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
れ
は
実
体
法

に
よ
れ
ば
債
務
者
た
り
う
る
者
、
し
た
が
っ
て
権
利
能
力
を
有
す
る
も
の

に
対
し
て
の
み
下
さ
れ
う
る（
（7
（

。
こ
の
こ
と
は
原
則
と
し
て
金
銭
給
付
請
求

の
場
合
に
も
妥
当
す
る
。
た
し
か
に
こ
こ
で
は
、
執
行
は
債
務
を
負
っ
た

給
付
行
為
を
強
要
し
て
は
い
な
い
。
そ
れ
は
責
任
（H

aftung
）
を
実
現

す
る
の
み
で
あ
る
。
ど
の
財
産
が
責
任
を
負
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題

は
、
し
か
し
、
債
務
者
の
財
産
が
強
制
執
行
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
答
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
責
任
を
負
っ
た
財
産
〔
の
処
分
〕

は
、
原
則
と
し
て
、
こ
の
財
産
の
権
利
主
体
で
あ
る
者
に
よ
っ
て
決
定
さ

れ
、
例
外
的
場
合
に
お
い
て
は
、
他
人
（R

echtsfrem
de

）
と
し
て
特
別

財
産
（Sonderverm

ögen

）
を
処
分
し
う
る
者
に
よ
る
こ
と
に
な
る
。
し

た
が
っ
て
、
管
理
者
た
る
遺
言
執
行
者
に
対
す
る
〔
債
務
〕
名
義
は
、
遺

産
へ
の
強
制
執
行
を
開
始
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
財
産
管
理
人
た
り

う
る
の
は
、
権
利
能
力
を
有
す
る
者
に
限
ら
れ
て
い
る
。

　
確
認
判
決
は
、
原
則
と
し
て
実
体
的
法
律
関
係
を
確
認
す
る
。
こ
れ
は

人
と
人
の
間
に
の
み
存
在
し
う
る
に
す
ぎ
な
い
。
た
と
え
権
利
者
ま
た
は

義
務
者
と
は
異
な
る
あ
る
者
が
確
認
訴
訟
を
追
行
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
た

と
し
て
も
、
彼
は
、
や
は
り
そ
の
有
す
る
実
体
的
利
益
の
主
体
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
か
か
る
者
と
し
て
、
彼
は
権
利
能
力
を
有
し
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
け
だ
し
、
実
体
法
上
も
法
秩
序
に
よ
っ
て
人
と

し
て
認
め
ら
れ
た
者
の
み
が
自
己
の
利
益
そ
れ
自
体
を
主
張
す
る
こ
と
が

許
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
同
様
の
こ
と
が
形
成
判
決
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
。
形
成
判
決
の
対
象

と
し
て
実
体
的
形
成
権
を
み
る
者
は
、
既
に
そ
れ
ゆ
え
に
当
事
者
に
権
利

能
力
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
そ
の
よ
う
な

権
利
を
否
定
し
、
提
訴
権
（K

lagebefugnis

）
を
形
成
の
利
益
、
場
合
に

よ
っ
て
は
形
成
さ
れ
る
べ
き
法
律
関
係
に
つ
い
て
の
処
分
権
を
前
提
と
し

た（
（7
（

形
成
の
利
益
に
結
び
付
け
る
者
は
、
こ
の
利
益
の
主
張
を
権
利
能
力
者

の
み
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
れ
ら
全
て
の
こ
と
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
〇
条
二
項
の
例
外
が
実
体
的
考
慮

か
ら
は
説
明
さ
れ
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
見
え

る
。
そ
れ
で
も
見
か
け
は
あ
て
に
な
ら
な
い
。
登
記
の
な
い
社
団
の
差
別

は
、
立
法
者
が
こ
の
社
団
に
権
利
能
力
を
与
え
な
い
と
い
う
、
彼
の
追
求

し
た
目
的
で
あ
っ
た
。
こ
の
目
的
は
、
人
が
登
記
の
な
い
社
団
に
法
律
行

為
に
よ
る
取
引
へ
の
参
加
を
困
難
に
さ
せ
る
場
合
に
達
成
さ
れ
る
。
そ
の
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限
り
に
お
い
て
、
権
利
能
力
を
与
え
な
い
こ
と
は
一
つ
の
意
味
を
持
つ
。

同
様
の
こ
と
は
、
立
法
者
が
、
権
利
能
力
が
欠
缺
し
て
い
る
こ
と
の
結
果

と
し
て
意
図
し
た
構
成
員
の
連
帯
債
務
的
な
責
任
に
つ
い
て
も
い
え
る
。

こ
の
帰
結
は
、
も
ち
ろ
ん
判
例
に
よ
っ
て
克
服
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
、
し

か
し
、
こ
こ
で
は
触
れ
ず
に
お
く
こ
と
が
で
き
る
。
不
法
行
為
の
領
域
に

関
し
て
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
四
条
が
民
法
上
の
組
合
に
関
す
る
諸
規
定
の
参
照

を
指
示
し
て
い
る
こ
と（
（7

（
訳
注

が
、
こ
こ
で
も
ま
た
構
成
員
が
連
帯
債
務
的
に
責

任
を
負
う
と
さ
れ
る
限
り
で
は
不
利
に
作
用
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ

に
対
し
て
、
民
法
上
の
組
合
の
法
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
る
Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
一

条
の
排
除
は
、
全
く
有
利
に
働
く
可
能
性
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
構
成

員
は
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
三
一
条（
（7

（
訳
注

に
よ
っ
て
免
責
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
通
説
は（
（（
（

、
正
当
に
も
Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
一
条
を
権
利
能
力
の
な
い
社
団
に
類
推

適
用
す
る
。
社
団
財
産
へ
の
責
任
の
限
定
も
ま
た
そ
れ
と
結
び
付
け
ら
れ

な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ど
う
か
は
、
こ
こ
で
は
言
及
を
留
保
し
う
る
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
は
い
ず
れ
に
し
ろ
別
の
観
点
か
ら
説
明
さ
れ
な
く
て
は
な
る

ま
い
。

　
し
た
が
っ
て
、
既
に
実
体
法
は
、
権
利
能
力
の
な
い
社
団
を
民
法
上
の

組
合
と
等
置
す
る
こ
と
は
、
権
利
能
力
の
な
い
社
団
が
権
利
能
力
の
あ
る

社
団
よ
り
も
そ
れ
で
も
っ
て
よ
り
悪
い
状
態
に
置
か
れ
る
限
り
で
は
、
立

法
者
の
目
的
に
合
致
す
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
さ
に
こ
の
観

点
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
〇
条
二
項
に
と
っ
て
も
決
定
的
で
あ
る
。
も
し
人
が
被

告
と
し
て
の
権
利
能
力
の
な
い
社
団
を
、
訴
訟
に
お
い
て
民
法
上
の
組
合

と
同
様
に
取
り
扱
お
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
当
該
社
団
を
で

は
な
く
、
社
団
財
産
が
責
任
を
負
う
は
ず
の
債
権
者
を
不
利
益
に
扱
う
こ

と
に
な
ろ
う
。
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
三
六
条
は
〔
執
行
〕
名
義
を
全
て
の
合
有
（
合

手
）
権
者
（G

esam
thänder

）
に
対
し
て
求
め
て
い
る
の
で
、
そ
の
差
押

え
は
ま
る
で
排
除
さ
れ
た
も
同
様
に
な
ろ
う
。
そ
れ
で
は
権
利
能
力
の
な

い
社
団
の
財
産
は
、
権
利
能
力
の
あ
る
社
団
の
財
産
に
対
し
て
優
遇
さ
れ

て
し
ま
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
目
的
に
反
す
る
効
力
を
排
除
す
る
た
め

に
、Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
三
五
条
に
よ
れ
ば
、権
利
能
力
の
な
い
社
団
に
対
す
る
〔
執

行
〕
名
義
は
、
そ
の
構
成
員
の
総
有
（
合
手
）
財
産
へ
の
強
制
執
行
を
開

始
し
、
し
た
が
っ
て
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
〇
条
二
項
は
、
そ
の
よ
う
な
執
行
名
義

を
訴
訟
で
獲
得
す
る
可
能
性
を
付
与
し
て
い
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
〇
条
は
、
そ
の
二
つ
の
項
に
お
い
て
、
Ｂ
Ｇ

Ｂ
五
四
条
の
価
値
評
価
の
考
え
方
（W

ertungsgedanken

）
を
首
尾
一
貫

し
て
進
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
〇
条
の
解
釈
も
ま
た
、
Ｂ

Ｇ
Ｂ
五
四
条
の
法
創
造
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
判
例
と
学
説

が
権
利
能
力
の
な
い
社
団
に
氏
名
権
と
人
格
権
と
を
権
利
能
力
の
あ
る
社

団
と
同
じ
程
度
に
付
与
す
る
、
し
た
が
っ
て
そ
の
限
度
で
登
記
の
な
い
社

団
の
権
利
主
体
た
る
べ
き
能
力
を
承
認
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
Ｚ
Ｐ

Ｏ
五
〇
条
の
解
釈
に
際
し
て
も
顧
慮
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
判
例
が

長
い
こ
と
、
権
利
能
力
の
な
い
社
団
が
そ
の
氏
名
権
を
争
っ
て
い
る
場
合

に
、
そ
れ
が
能
動
的
当
事
者
能
力
を
持
つ
と
み
な
す
の
を
躊
躇
し
、
そ
の

結
果
、
と
り
あ
え
ず
は
授
権
ま
た
は
任
意
的
訴
訟
担
当
と
い
う
不
適
切
な

手
段（
（7
（

で
も
っ
て
し
の
い
で
き
た
こ
と
は
、
訴
訟
法
と
実
体
法
の
関
連
の
誤

解
に
関
連
し
て
い
る
。
そ
の
限
り
で
当
事
者
能
力
を
肯
定
す
る
Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
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裁
判（

（7
（

は
、
権
利
能
力
と
当
事
者
能
力
の
間
の
正
し
い
関
係
を
回
復
さ
せ
て

い
る
。

ｂ
）
訴
訟
能
力

　
訴
訟
能
力
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
四
条
一
項
に
よ
れ
ば
、
行
為
能
力
を
前
提
と

し
て
い
る
。
制
限
行
為
能
力
は
十
分
で
は
な
い
。
こ
の
行
為
能
力
と
の
結

合
は
、
訴
訟
に
お
け
る
権
利
行
使
の
特
殊
性
か
ら
明
ら
か
に
な
る
。
Ｂ
Ｇ

Ｂ
に
お
い
て
規
律
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
訴
訟
外
で
の
権
利
行
使
は
、
例

え
ば
自
己
の
形
成
権
の
行
使
と
し
て
の
告
知
（K

ündigung

）
の
ご
と
く

例
外
的
に
法
律
行
為
に
よ
る
行
為
を
要
求
す
る
こ
と
を
し
な
い
限
り
は
、

行
為
能
力
を
前
提
と
は
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
自
力
救
済
は
責
任

無
能
力
者
に
も
許
さ
れ
る（
78
（

。
自
力
救
済
行
為
は
権
利
主
体
を
権
利
喪
失
の

危
険
に
は
さ
ら
さ
な
い
の
で
、
行
為
無
能
力
者
の
保
護
は
、
こ
の
者
に
自

力
救
済
権
の
行
使
を
拒
絶
し
て
い
な
い
。
行
為
無
能
力
者
は
、
こ
の
者
と

並
ん
で
法
定
代
理
人
に
も
自
力
救
済
権
の
行
使
を
許
せ
ば
十
分
に
保
護
さ

れ
る（
78
（

。

　
訴
訟
に
お
け
る
権
利
行
使
は
、
権
利
主
体
が
そ
の
者
に
不
利
な
判
決
に

よ
っ
て
そ
の
権
利
を
い
ず
れ
に
せ
よ
事
実
上
失
う
可
能
性
が
あ
る
と
い
う

こ
と
に
よ
っ
て
、
自
力
救
済
か
ら
区
別
さ
れ
る
。
不
十
分
な
訴
訟
外
で
の

自
力
救
済
行
為
が
、
最
悪
の
場
合
、
権
利
の
実
現
を
挫
折
さ
せ
る
の
に
対

し
て
、
拙
く
追
行
さ
れ
、
か
つ
敗
訴
し
た
訴
訟
は
、
権
利
主
体
か
ら
後
に

ま
だ
こ
の
権
利
に
依
拠
す
る
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
を
奪
う
。
し
か
し
、
民
事

訴
訟
の
結
果
は
、
著
し
い
範
囲
に
お
い
て
当
事
者
の
行
態
に
よ
り
左
右
さ

れ
る
。
も
し
こ
の
行
態
が
権
利
の
喪
失
を
帰
結
し
う
る
の
で
あ
れ
ば
、
行

為
無
能
力
者
と
制
限
行
為
能
力
者
の
保
護
は
、
こ
の
者
を
そ
の
よ
う
な
危

険
の
あ
る
行
態
か
ら
引
き
離
し
、
ま
た
は
そ
の
行
態
か
ら
不
利
益
な
訴
訟

上
の
効
果
を
奪
う
こ
と
を
必
要
と
す
る
。

　
訴
訟
行
為
と
不
作
為
に
よ
る
行
為
は
、
行
為
者
が
そ
の
よ
う
に
意
図
し

た
と
い
う
理
由
で
、
敗
訴
へ
導
き
う
る
。
原
告
が
主
張
し
て
い
た
請
求
を

放
棄
し
、
ま
た
は
判
決
が
不
当
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
上
訴
を
放
棄
す
る

場
合
、
こ
の
者
は
そ
の
権
利
を
犠
牲
に
す
る
の
で
あ
る
。
被
告
が
請
求
を

認
諾
し
、
確
認
さ
れ
た
請
求
権
が
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
上
訴
を
放
棄
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
者
は
権
利
の
防

衛
を
断
念
し
、
か
つ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
彼
の
財
産
の
対
象
を
債
権
者
の
攻

撃
の
犠
牲
に
す
る
こ
と
に
な
る
。
原
告
が
意
図
的
に
期
日
に
出
頭
し
な
い

場
合
、
彼
の
訴
え
は
棄
却
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
彼
の
あ
る
い
は
存
在
す
る

か
も
し
れ
ぬ
権
利
は
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
意
図
的
に
出
頭
し
な
い
被

告
は
、
原
告
の
主
張
に
対
す
る
防
御
を
放
棄
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
原
告
の

攻
撃
を
防
ぐ
権
利
を
失
う
。
こ
れ
ら
全
て
の
行
為
お
よ
び
不
作
為
は
、
法

律
行
為
に
よ
る
処
分
に
等
し
い
「
結
果
」
に
至
る
。
そ
れ
ゆ
え
、そ
れ
は
、

当
事
者
が
行
為
能
力
を
有
す
る
場
合
に
は
じ
め
て
こ
の
結
果
を
生
じ
さ
せ

る
と
い
う
実
体
法
の
価
値
に
適
合
し
、
か
つ
対
応
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
訴
訟
行
為
ま
た
は
不
作
為
に
よ
る
行
為
は
、
不
注
意
ま
た
は

予
見
の
欠
如
か
ら
も
敗
訴
に
至
る
可
能
性
が
あ
る
。
請
求
の
放
棄
・
認
諾
、

上
訴
の
放
棄
お
よ
び
自
白
は
、
た
だ
ち
に
敗
訴
し
ま
た
は
相
手
方
の
主
張

が
正
当
で
あ
る
と
い
う
誤
っ
た
見
解
の
も
と
で
陳
述
さ
れ
る
可
能
性
が
あ

68
翻　　　訳

4（熊本法学152号 ’21） （熊本法学152号 ’21）



裁
判（

（7
（

は
、
権
利
能
力
と
当
事
者
能
力
の
間
の
正
し
い
関
係
を
回
復
さ
せ
て

い
る
。

ｂ
）
訴
訟
能
力

　
訴
訟
能
力
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
四
条
一
項
に
よ
れ
ば
、
行
為
能
力
を
前
提
と

し
て
い
る
。
制
限
行
為
能
力
は
十
分
で
は
な
い
。
こ
の
行
為
能
力
と
の
結

合
は
、
訴
訟
に
お
け
る
権
利
行
使
の
特
殊
性
か
ら
明
ら
か
に
な
る
。
Ｂ
Ｇ

Ｂ
に
お
い
て
規
律
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
訴
訟
外
で
の
権
利
行
使
は
、
例

え
ば
自
己
の
形
成
権
の
行
使
と
し
て
の
告
知
（K

ündigung

）
の
ご
と
く

例
外
的
に
法
律
行
為
に
よ
る
行
為
を
要
求
す
る
こ
と
を
し
な
い
限
り
は
、

行
為
能
力
を
前
提
と
は
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
自
力
救
済
は
責
任

無
能
力
者
に
も
許
さ
れ
る（
78
（

。
自
力
救
済
行
為
は
権
利
主
体
を
権
利
喪
失
の

危
険
に
は
さ
ら
さ
な
い
の
で
、
行
為
無
能
力
者
の
保
護
は
、
こ
の
者
に
自

力
救
済
権
の
行
使
を
拒
絶
し
て
い
な
い
。
行
為
無
能
力
者
は
、
こ
の
者
と

並
ん
で
法
定
代
理
人
に
も
自
力
救
済
権
の
行
使
を
許
せ
ば
十
分
に
保
護
さ

れ
る（
78
（

。

　
訴
訟
に
お
け
る
権
利
行
使
は
、
権
利
主
体
が
そ
の
者
に
不
利
な
判
決
に

よ
っ
て
そ
の
権
利
を
い
ず
れ
に
せ
よ
事
実
上
失
う
可
能
性
が
あ
る
と
い
う

こ
と
に
よ
っ
て
、
自
力
救
済
か
ら
区
別
さ
れ
る
。
不
十
分
な
訴
訟
外
で
の

自
力
救
済
行
為
が
、
最
悪
の
場
合
、
権
利
の
実
現
を
挫
折
さ
せ
る
の
に
対

し
て
、
拙
く
追
行
さ
れ
、
か
つ
敗
訴
し
た
訴
訟
は
、
権
利
主
体
か
ら
後
に

ま
だ
こ
の
権
利
に
依
拠
す
る
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
を
奪
う
。
し
か
し
、
民
事

訴
訟
の
結
果
は
、
著
し
い
範
囲
に
お
い
て
当
事
者
の
行
態
に
よ
り
左
右
さ

れ
る
。
も
し
こ
の
行
態
が
権
利
の
喪
失
を
帰
結
し
う
る
の
で
あ
れ
ば
、
行

為
無
能
力
者
と
制
限
行
為
能
力
者
の
保
護
は
、
こ
の
者
を
そ
の
よ
う
な
危

険
の
あ
る
行
態
か
ら
引
き
離
し
、
ま
た
は
そ
の
行
態
か
ら
不
利
益
な
訴
訟

上
の
効
果
を
奪
う
こ
と
を
必
要
と
す
る
。

　
訴
訟
行
為
と
不
作
為
に
よ
る
行
為
は
、
行
為
者
が
そ
の
よ
う
に
意
図
し

た
と
い
う
理
由
で
、
敗
訴
へ
導
き
う
る
。
原
告
が
主
張
し
て
い
た
請
求
を

放
棄
し
、
ま
た
は
判
決
が
不
当
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
上
訴
を
放
棄
す
る

場
合
、
こ
の
者
は
そ
の
権
利
を
犠
牲
に
す
る
の
で
あ
る
。
被
告
が
請
求
を

認
諾
し
、
確
認
さ
れ
た
請
求
権
が
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
上
訴
を
放
棄
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
者
は
権
利
の
防

衛
を
断
念
し
、
か
つ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
彼
の
財
産
の
対
象
を
債
権
者
の
攻

撃
の
犠
牲
に
す
る
こ
と
に
な
る
。
原
告
が
意
図
的
に
期
日
に
出
頭
し
な
い

場
合
、
彼
の
訴
え
は
棄
却
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
彼
の
あ
る
い
は
存
在
す
る

か
も
し
れ
ぬ
権
利
は
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
意
図
的
に
出
頭
し
な
い
被

告
は
、
原
告
の
主
張
に
対
す
る
防
御
を
放
棄
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
原
告
の

攻
撃
を
防
ぐ
権
利
を
失
う
。
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は
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と
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は
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る
。
こ
の
種
の
行
態
は
、
た
だ
ち
に
は
法
律
行
為
に
よ
る
処
分
と
は
等
置

さ
れ
え
な
い
。
け
だ
し
、
承
認
さ
れ
た
法
律
状
態
を
変
更
す
る
意
思
を
欠

い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
訴
訟
能
力
を
有
す
る
当
事
者
は
、
こ

の
者
が
拘
束
力
を
持
っ
て
、
権
利
行
使
か
ら
最
終
的
に
距
離
を
置
く
陳
述

を
し
た
が
ゆ
え
に
、
そ
の
行
為
に
拘
束
さ
れ
る
。
そ
の
権
利
の
防
衛
の
た

め
に
こ
れ
を
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
状
況
に
お
い
て
、
そ
の
よ

う
な
陳
述
を
な
す
者
は
、
実
体
的
価
値
評
価
に
よ
っ
て
も
ま
た
そ
の
権
利

を
失
う
。
矛
盾
挙
動
禁
止
の
原
則
に
対
す
る
類
似
性
が
存
在
す
る
。
こ
の

実
体
法
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
権
利
濫
用
の
構
成
要
件
は
、
放
棄
が
権
利
の

認
識
を
前
提
と
す
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
矛
盾
挙
動
禁
止
の
法
律
効
果
は

こ
の
認
識
な
し
に
発
生
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
放
棄
と
は
ま
さ
に
区
別
さ

れ
る（
7（
（

。
権
利
者
が
あ
る
権
利
を
、
そ
れ
が
存
在
し
な
い
と
み
な
し
て
い
る

た
め
に
も
は
や
行
使
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
判
明
す
る
事
実
上
の
通
知
お

よ
び
推
断
的
な
行
為
態
様
は
、相
手
方
に
、こ
の
行
態
が
そ
の
裁
判
に
と
っ

て
重
要
な
状
況
の
中
で
知
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
者
が
そ
れ
に
基
づ

い
て
準
備
を
す
る
場
合
に
保
護
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
信
頼
を
理
由
づ
け
る（
78
（

。

し
か
し
、
実
体
法
に
よ
れ
ば
、
作
出
さ
れ
た
構
成
要
件
へ
の
信
頼
は
、
人

が
権
利
者
に
そ
の
行
態
を
帰
責
し
う
る
場
合
、
す
な
わ
ち
、
権
利
者
が
行

為
能
力
を
有
す
る
場
合
に
は
じ
め
て
保
護
さ
れ
る
。そ
の
限
度
で
も
ま
た
、

実
体
法
上
の
価
値
と
訴
訟
上
の
価
値
は
一
致
す
る
。

　
意
図
せ
ざ
る
欠
席
や
時
機
に
後
れ
た
こ
と
は
、
敗
訴
、
お
よ
び
そ
れ
に

伴
っ
て
事
実
上
の
権
利
喪
失
と
い
う
結
果
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
過
っ

て
期
日
に
出
頭
せ
ず
、
陳
述
期
間
ま
た
は
上
訴
期
間
を
徒
過
し
、
訴
訟
上

重
要
な
事
実
を
適
時
に
提
出
し
な
い
者
は
、
訴
訟
上
の
不
利
益
を
課
さ
れ

る
。
人
は
こ
れ
を
刑
罰
と
理
解（
7訳
（

す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
。
け
だ
し
、
訴
訟

上
の
不
利
益
は
、
国
家
の
司
法
機
関
に
対
す
る
不
服
従
の
効
果
で
は
な
い

か
ら
で
あ
る
。
稀
有
な
事
例
に
お
い
て
の
み
、
民
事
の
裁
判
官
は
服
従
を

強
制
し
、
不
服
従
を
罰
す
る
こ
と
を
指
示
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
通

常
、
一
方
当
事
者
の
消
極
性
ま
た
は
不
注
意
は
、
権
利
喪
失
に
至
る
ま
で

の
さ
ら
な
る
権
利
行
使
に
つ
い
て
の
不
利
益
を
課
す
こ
と
で
十
分
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
の
不
利
益
は
刑
罰
で
は
な
い
。
け
だ
し
、
刑
罰
と
い
う

考
え
は
、
付
与
さ
れ
た
不
利
益
の
範
囲
で
訴
訟
の
相
手
方
に
利
益
を
う
む

こ
と
を
正
当
化
し
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。こ
の
不
利
益
の
実
体
的
基
礎
は
、

む
し
ろ
権
利
失
効（Verw

irkung

）と
い
う
考
え
で
あ
る
。「
権
利
失
効
は
、

不
誠
実
に
遅
延
し
た
権
利
行
使
に
よ
る
権
利
濫
用
で
あ
る
」（
77
（

。
相
手
方
が
、

権
利
行
使
を
も
は
や
計
算
に
入
れ
る
必
要
が
な
い
と
手
は
ず
を
整
え
て
よ

い
場
合
に
は
、
時
機
後
れ
〔
の
権
利
行
使
〕
は
不
誠
実
で
あ
る（
77
（

。
実
体
法

に
お
い
て
は
、
こ
の
要
件
の
具
体
的
形
成
は
困
難
を
も
た
ら
す
が
、
訴
訟

の
特
別
な
状
況
は
、
そ
の
限
り
で
は
あ
ま
り
問
題
を
提
示
す
る
こ
と
は
な

い
。
訴
訟
の
進
展
の
中
で
は
、
相
手
方
が
特
定
の
権
利
行
使
を
す
る
こ
と

を
当
て
に
し
、
か
つ
当
て
に
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
一
定
の
段
階
が
存
在

す
る
。
訴
訟
を
開
始
す
る
者
ま
た
は
訴
訟
へ
引
き
込
ま
れ
る
者
は
、
こ
こ

で
か
つ
今
、
そ
の
者
の
権
利
を
追
求
し
、
ま
た
は
防
衛
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
こ
か
ら
、
訴
訟
以
外
に
典
型
的
な
権
利
行
使
の
状
況
は
な
く
、

む
し
ろ
特
別
な
状
況
の
み
が
、
な
さ
れ
な
か
っ
た
権
利
行
使
へ
の
信
頼
の

保
護
を
正
当
化
す
る
に
す
ぎ
な
い
の
だ
か
ら
、
実
体
法
が
そ
の
権
利
失
効
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の
理
論
に
お
い
て
欠
い
て
い
る
に
違
い
な
い
、
訴
訟
上
の
権
利
行
使
の
た

め
の
短
期
の
厳
格
な
期
間
が
説
明
さ
れ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
意
図
的
で
な
い
欠
席
ま
た
は
時
機
後
れ

の
訴
訟
上
の
結
果
を
、
具
体
的
に
示
さ
れ
た
権
利
失
効
だ
と
理
解
す
る（
7（
（

。

し
か
し
、
実
体
法
上
は
、
権
利
失
効
の
効
果
は
、
権
利
主
体
が
作
り
出
し

た
信
頼
の
構
成
要
件
が
こ
の
者
に
も
帰
責
さ
れ
う
る
場
合
に
は
じ
め
て
発

生
す
る
。
こ
の
要
件
は
、
実
体
法
に
お
い
て
は
一
般
に
は
問
題
が
な
い
。

け
だ
し
、
不
作
為
の
帰
責
が
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。
行
為
無
能
力
者
の
法

定
代
理
人
は
、
行
為
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
か
つ
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
は
ず
だ
か
ら
、
そ
れ
は
通
常
は
行
為
無
能
力
者
に
も
負
わ
さ
れ

る
。
法
定
代
理
人
の
不
作
為
は
、
本
人
に
帰
責
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し

か
し
、
行
為
無
能
力
者
が
法
定
代
理
人
を
持
た
な
い
場
合
に
は
、
他
の
者

が
さ
ら
な
る
権
利
の
不
行
使
を
信
頼
し
た
場
合
に
も
、
行
為
無
能
力
者
に

は
権
利
行
使
を
し
な
か
っ
た
こ
と
は
帰
責
さ
れ
え
な
い
。
け
だ
し
、
か
か

る
信
頼
は
、
そ
れ
が
帰
責
可
能
な
形
で
生
じ
た
場
合
に
は
じ
め
て
保
護
さ

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
相
手
方
が
、
権
利
者
は
行
為
無
能
力
で
あ
り
、
代
理

人
が
つ
い
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
、
ど
う
で

も
よ
い（
77
（

。
ま
た
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
訴
訟
法
的
評
価
と
実
体
法
的
価

値
は
連
関
し
て
い
る
。
行
為
無
能
力
者
の
欠
席
と
遅
延
は
、
こ
の
者
が
法

律
の
規
定
に
よ
っ
て
代
理
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
こ
の
者
に
は
帰
責

さ
れ
な
い
。
瑕
疵
が
訴
訟
上
発
見
さ
れ
な
い
ま
ま
で
い
る
場
合
に
は
、
瑕

疵
は
、無
効
の
訴
え
（N

ichtigkeitsklage

）
で
も
っ
て
主
張
さ
れ
う
る
（
Ｚ

Ｐ
Ｏ
五
七
九
条
四
号
）（
（（

（
訳
注

。
こ
れ
に
対
し
て
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
八
六
条
三
項
の
期

間
の
懈
怠
は
、
こ
の
期
間
が
法
定
代
理
人
が
存
在
す
る
場
合
に
は
じ
め
て

進
行
す
る
の
で
、
行
為
無
能
力
者
に
帰
責
さ
れ
う
る
。

　
か
く
て
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
二
条
一
項
と
い
う
訴
訟
上
の
規
定
が
実
体
的
評
価
の

首
尾
一
貫
し
た
帰
結
だ
と
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、こ
の
こ
と
は
ま
た
、

行
為
能
力
に
お
い
て
制
限
さ
れ
た
者
は
、
法
定
代
理
人
が
同
意
し
、
ま
た

は
当
該
取
引
が
こ
の
者
に
法
的
利
益
の
み
を
も
た
ら
す
場
合
に
は
、
実
体

法
に
よ
り
法
律
行
為
を
な
し
う
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
者
が
全
く
訴

訟
無
能
力
で
あ
る
限
り
で
こ
の
こ
と
が
妥
当
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う

か
。
も
し
も
こ
こ
で
訴
訟
法
と
実
体
法
の
間
の
架
橋
で
き
な
い
矛
盾
を
確

認
す
る
こ
と
に
満
足
し
よ
う
と
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
逸
脱
は
、
実

体
的
評
価
原
理
の
適
切
な
帰
結
だ
と
説
明
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
訴
訟
行
為
は
、
圧
倒
的
に
、
一
方
的
な
受
け
取
り
を
要
す
る
陳
述

（einseitige em
pfangsbedürftige Erklärungen

）
で
あ
る
。
も
し
訴
訟
行

為
が
制
限
行
為
能
力
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
な
ら
ば
、
た
と
え
法
定
代
理

人
の
同
意
を
も
っ
て
な
さ
れ
て
も
、
そ
れ
は
無
効
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ

れ
は
同
意
に
よ
っ
て
有
効
に
な
り
う
る
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
七
九
条
四
号
類
推
）。

し
か
し
、
も
し
訴
訟
が
ま
だ
終
了
し
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
同
意

は
法
定
代
理
人
が
さ
ら
な
る
訴
訟
追
行
を
引
き
受
け
て
い
る
と
い
う
こ
と

を
前
提
と
す
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
そ
れ
に
対
応
す
る
法
律
行
為
に
よ
る
表
示
は
、
そ
れ

が
制
限
行
為
能
力
者
に
単
に
法
的
利
益
を
も
た
ら
す
に
す
ぎ
な
い
場
合
、

あ
る
い
は
法
定
代
理
人
が
同
意
す
る
場
合
に
は
有
効
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
こ
で
は
同
意
は
こ
の
無
効
を
除
去
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
同
意
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の
理
論
に
お
い
て
欠
い
て
い
る
に
違
い
な
い
、
訴
訟
上
の
権
利
行
使
の
た

め
の
短
期
の
厳
格
な
期
間
が
説
明
さ
れ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
意
図
的
で
な
い
欠
席
ま
た
は
時
機
後
れ

の
訴
訟
上
の
結
果
を
、
具
体
的
に
示
さ
れ
た
権
利
失
効
だ
と
理
解
す
る（
7（
（

。

し
か
し
、
実
体
法
上
は
、
権
利
失
効
の
効
果
は
、
権
利
主
体
が
作
り
出
し

た
信
頼
の
構
成
要
件
が
こ
の
者
に
も
帰
責
さ
れ
う
る
場
合
に
は
じ
め
て
発

生
す
る
。
こ
の
要
件
は
、
実
体
法
に
お
い
て
は
一
般
に
は
問
題
が
な
い
。

け
だ
し
、
不
作
為
の
帰
責
が
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。
行
為
無
能
力
者
の
法

定
代
理
人
は
、
行
為
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
か
つ
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
は
ず
だ
か
ら
、
そ
れ
は
通
常
は
行
為
無
能
力
者
に
も
負
わ
さ
れ

る
。
法
定
代
理
人
の
不
作
為
は
、
本
人
に
帰
責
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し

か
し
、
行
為
無
能
力
者
が
法
定
代
理
人
を
持
た
な
い
場
合
に
は
、
他
の
者

が
さ
ら
な
る
権
利
の
不
行
使
を
信
頼
し
た
場
合
に
も
、
行
為
無
能
力
者
に

は
権
利
行
使
を
し
な
か
っ
た
こ
と
は
帰
責
さ
れ
え
な
い
。
け
だ
し
、
か
か

る
信
頼
は
、
そ
れ
が
帰
責
可
能
な
形
で
生
じ
た
場
合
に
は
じ
め
て
保
護
さ

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
相
手
方
が
、
権
利
者
は
行
為
無
能
力
で
あ
り
、
代
理

人
が
つ
い
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
、
ど
う
で

も
よ
い（
77
（

。
ま
た
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
訴
訟
法
的
評
価
と
実
体
法
的
価

値
は
連
関
し
て
い
る
。
行
為
無
能
力
者
の
欠
席
と
遅
延
は
、
こ
の
者
が
法

律
の
規
定
に
よ
っ
て
代
理
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
こ
の
者
に
は
帰
責

さ
れ
な
い
。
瑕
疵
が
訴
訟
上
発
見
さ
れ
な
い
ま
ま
で
い
る
場
合
に
は
、
瑕

疵
は
、無
効
の
訴
え
（N

ichtigkeitsklage

）
で
も
っ
て
主
張
さ
れ
う
る
（
Ｚ

Ｐ
Ｏ
五
七
九
条
四
号
）（
（（

（
訳
注

。
こ
れ
に
対
し
て
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
八
六
条
三
項
の
期

間
の
懈
怠
は
、
こ
の
期
間
が
法
定
代
理
人
が
存
在
す
る
場
合
に
は
じ
め
て

進
行
す
る
の
で
、
行
為
無
能
力
者
に
帰
責
さ
れ
う
る
。

　
か
く
て
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
二
条
一
項
と
い
う
訴
訟
上
の
規
定
が
実
体
的
評
価
の

首
尾
一
貫
し
た
帰
結
だ
と
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、こ
の
こ
と
は
ま
た
、

行
為
能
力
に
お
い
て
制
限
さ
れ
た
者
は
、
法
定
代
理
人
が
同
意
し
、
ま
た

は
当
該
取
引
が
こ
の
者
に
法
的
利
益
の
み
を
も
た
ら
す
場
合
に
は
、
実
体

法
に
よ
り
法
律
行
為
を
な
し
う
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
者
が
全
く
訴

訟
無
能
力
で
あ
る
限
り
で
こ
の
こ
と
が
妥
当
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う

か
。
も
し
も
こ
こ
で
訴
訟
法
と
実
体
法
の
間
の
架
橋
で
き
な
い
矛
盾
を
確

認
す
る
こ
と
に
満
足
し
よ
う
と
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
逸
脱
は
、
実

体
的
評
価
原
理
の
適
切
な
帰
結
だ
と
説
明
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
訴
訟
行
為
は
、
圧
倒
的
に
、
一
方
的
な
受
け
取
り
を
要
す
る
陳
述

（einseitige em
pfangsbedürftige Erklärungen

）
で
あ
る
。
も
し
訴
訟
行

為
が
制
限
行
為
能
力
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
な
ら
ば
、
た
と
え
法
定
代
理

人
の
同
意
を
も
っ
て
な
さ
れ
て
も
、
そ
れ
は
無
効
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ

れ
は
同
意
に
よ
っ
て
有
効
に
な
り
う
る
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
七
九
条
四
号
類
推
）。

し
か
し
、
も
し
訴
訟
が
ま
だ
終
了
し
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
同
意

は
法
定
代
理
人
が
さ
ら
な
る
訴
訟
追
行
を
引
き
受
け
て
い
る
と
い
う
こ
と

を
前
提
と
す
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
そ
れ
に
対
応
す
る
法
律
行
為
に
よ
る
表
示
は
、
そ
れ

が
制
限
行
為
能
力
者
に
単
に
法
的
利
益
を
も
た
ら
す
に
す
ぎ
な
い
場
合
、

あ
る
い
は
法
定
代
理
人
が
同
意
す
る
場
合
に
は
有
効
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
こ
で
は
同
意
は
こ
の
無
効
を
除
去
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
同
意
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は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
新
た
に
な
し
た
も
の
と
し
て
解
釈
さ
れ
直
さ
れ
う

る
。

　
個
々
の
訴
訟
行
為
は
、
手
続
に
お
い
て
一
時
的
な
状
況
を
作
り
出
す
に

す
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
裁
判
の
準
備
に
奉
仕
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
実
体
法
の
訴

訟
行
為
の
効
果
に
比
較
で
き
る
の
は
、
訴
訟
の
最
終
結
論
、
す
な
わ
ち
裁

判
所
の
裁
判
の
み
で
あ
る
。
個
々
の
訴
訟
行
為
の
主
観
的
要
件
は
、
こ
れ

ら
個
々
の
行
為
が
訴
訟
の
結
末
に
と
っ
て
重
要
で
あ
り
え
、
法
律
行
為
的

な
効
果
に
比
較
可
能
な
判
決
と
い
う
結
果
の
直
接
の
原
因
と
な
る
が
ゆ
え

に
、
実
体
法
に
向
け
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
個
々
の
訴
訟
行
為

は
そ
れ
自
体
で
こ
の
効
果
を
依
然
自
ら
生
じ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

は
な
く
て
、判
決
を
介
し
て
は
じ
め
て
受
け
取
る
が
、判
決
は
、通
例
個
々

の
訴
訟
行
為
に
で
は
な
く
、
両
当
事
者
の
多
数
の
訴
訟
行
為
に
依
拠
す
る

わ
け
で
あ
る
か
ら
、
訴
訟
に
お
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
当
事
者
が
訴
訟
の
終

了
に
至
る
ま
で
有
効
な
行
為
を
な
し
う
る
と
い
う
こ
と
が
担
保
さ
れ
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
制
限
行
為
能
力
者
の
場
合
に
は
当
て
は
ま

ら
な
い
。
個
々
の
訴
訟
行
為
、
例
え
ば
訴
状
の
提
出
が
、
法
定
代
理
人
が

同
意
し
た
か
ら
有
効
で
あ
る
と
し
て
も
、
訴
訟
の
経
過
は
、
は
た
し
て
法

定
代
理
人
が
さ
ら
な
る
訴
訟
行
為
に
も
同
意
す
る
の
か
と
い
う
リ
ス
ク
の

下
に
立
つ
こ
と
に
な
ろ
う
。
全
て
の
新
た
な
訴
訟
状
態
は
、
法
定
代
理
人

に
周
知
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
つ
ど
、
彼
が
今
命
じ
ら
れ
か
つ
実

施
さ
れ
た
当
事
者
の
行
為
に
同
意
す
る
か
ど
う
か
の
彼
の
判
断
が
得
ら
れ

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
訴
訟
の
続
行
は
、
耐
え
が
た
い

ほ
ど
に
困
難
に
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
当
事
者
の
後
行
す
る
行
為
ま
た

は
不
作
為
が
帰
責
さ
れ
う
る
か
ど
う
か
は
、不
確
実
な
ま
ま
に
残
さ
れ
る
。

目
的
に
向
け
ら
れ
た
経
過
と
し
て
の
訴
訟
に
と
っ
て
、
は
じ
め
に
与
え
ら

れ
た
要
件
が
持
続
す
る
場
合
に
そ
の
目
標
が
達
成
さ
れ
う
る
の
だ
と
い
う

こ
と
が
、
初
め
か
ら
確
定
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

個
々
の
訴
訟
行
為
に
対
す
る
同
意
と
い
う
の
は
、
訴
訟
に
と
っ
て
は
耐
え

難
い
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
訴
訟
に
と
っ
て
は
、
せ
め
て
制
限
行
為
能
力
者
が
手
続

中
で
行
う
全
て
の
訴
訟
行
為
に
対
し
て
の
法
定
代
理
人
の
包
括
的
同
意
が

必
要
だ
と
も
い
え
な
く
は
な
い
。
た
し
か
に
実
体
法
に
お
い
て
は
包
括
的

同
意
は
有
効
と
み
な
さ
れ
る
。
し
か
し
、
か
か
る
同
意
は
予
見
可
能
か
つ

識
別
可
能
な
取
引
の
範
囲
に
限
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
こ

と
は
、
例
え
ば
未
成
年
者
が
親
元
を
離
れ
て
勉
学
を
す
る
た
め
に
必
要
な

あ
ら
ゆ
る
法
律
行
為
に
対
す
る
法
定
代
理
人
の
同
意
に
つ
い
て
妥
当
す

る（
77
（

。
し
か
し
、
あ
る
当
事
者
が
訴
訟
に
お
い
て
遭
遇
し
う
る
状
況
は
、
こ

こ
で
包
括
的
同
意
を
許
す
の
に
十
分
に
予
見
可
能
な
も
の
で
は
な
い
。
も

し
法
定
代
理
人
が
全
て
の
、
訴
訟
上
生
じ
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
の
全
て

に
つ
き
、そ
の
同
意
を
前
も
っ
て
表
示
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、

同
意
を
要
す
る
こ
と
の
保
護
機
能
は
も
は
や
果
た
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
わ
な
い
だ
ろ
う
か
。
制
限
行
為
能
力
者
が
一
定
の
類
型
の
法
律
行

為
に
対
す
る
法
定
代
理
人
の
包
括
的
同
意
を
持
つ
場
合
で
さ
え
、
こ
の
者

に
、
包
括
的
同
意
に
よ
っ
て
カ
ヴ
ァ
ー
さ
れ
た
取
引
に
関
す
る
法
的
争
訟

に
お
い
て
訴
訟
行
為
を
許
容
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
し
か
に
制
限
行

為
能
力
者
は
、
訴
訟
に
お
い
て
こ
れ
に
対
応
す
る
法
律
行
為
に
よ
る
以
上
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の
も
の
を
―
―
費
用
の
リ
ス
ク
を
度
外
視
す
れ
ば
―
―
失
う
こ
と
は
あ
り

得
な
い
。
彼
が
、
そ
の
家
具
付
き
の
部
屋
に
つ
い
て
の
賃
貸
借
契
約
を
解

除
す
る
場
合
、
彼
が
賃
貸
借
契
約
の
有
効
性
を
め
ぐ
る
争
い
で
敗
れ
る
以

上
に
有
利
な
立
場
に
立
ち
う
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
包
括
的
同
意

が
契
約
の
終
了
ま
で
常
に
そ
の
取
消
や
契
約
上
の
請
求
権
の
放
棄
を
含
む

も
の
で
は
な
い
こ
と
は
と
も
か
く
、敗
訴
を
欲
し
た
者
ば
か
り
で
は
な
く
、

と
り
わ
け
訴
訟
を
不
手
際
で
追
行
す
る
者
も
ま
た
敗
訴
す
る
と
い
う
こ
と

を
顧
慮
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
訴
訟
上
の
行
態
の
結
果
は
、

法
律
行
為
的
な
行
為
よ
り
も
ず
っ
と
見
通
し
が
利
か
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
権

利
を
喪
失
す
る
リ
ス
ク
は
、
訴
訟
に
お
い
て
は
、
実
体
法
に
お
け
る
よ
り

も
は
る
か
に
大
き
い
。
そ
の
他
に
も
、
法
律
行
為
に
つ
い
て
の
包
括
的
な

同
意
は
自
由
に
撤
回
で
き
る
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
八
三
条
）。
し
か
し
、
訴
訟
は

撤
回
で
き
な
い
行
為
の
要
件
を
要
求
し
て
い
る
。
し
か
し
、
撤
回
し
え
な

い
同
意
と
い
う
の
は
、
既
に
実
体
的
法
律
行
為
に
関
し
て
制
限
行
為
能
力

者
の
保
護
の
必
要
と
法
定
代
理
人
の
配
慮
義
務
と
は
相
い
れ
な
い
の
で
、

そ
れ
は
訴
訟
に
お
い
て
は
な
お
さ
ら
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
ま
た
、
訴
訟
と
い
う
特
別
の
状
況
は
、
制
限
行
為
能
力
者
の
訴
訟
行
為

を
、
そ
れ
が
こ
の
者
に
法
的
利
益
の
み
を
も
た
ら
す
限
り
に
お
い
て
の
み

有
効
と
み
な
す
こ
と
を
許
容
す
る
も
の
で
も
な
い
。
け
だ
し
、訴
訟
で
は
、

個
々
の
訴
訟
行
為
が
、
結
局
利
益
の
み
を
も
た
ら
す
か
ど
う
か
は
、
た
い

て
い
見
通
し
が
立
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
広
く
、
後
の
訴
訟
の
展

開
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
。
そ
の
上
、
も
し
人
が
個
々
の
行
為
を
有
効

で
、
別
な
行
為
を
無
効
と
み
な
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
訴
訟

の
統
一
性
は
破
壊
さ
れ
て
し
ま
お
う
。
法
定
代
理
人
が
有
利
な
行
為
を
怠

り
、
ま
た
は
適
時
に
実
施
し
な
い
場
合
に
制
限
行
為
能
力
者
が
さ
ら
さ
れ

る
危
険
を
、
訴
訟
法
は
別
な
や
り
方
で
考
慮
し
て
い
る
、
す
な
わ
ち
Ｚ
Ｐ

Ｏ
五
六
条
二
項（
（7

（
訳
注

に
よ
る
仮
の
許
可
に
よ
っ
て
で
あ
る
。

　
訴
訟
に
お
い
て
一
方
的
な
行
為
が
許
可
に
よ
っ
て
有
効
に
な
り
う
る
と

い
う
こ
と
は
、
同
じ
く
特
別
な
状
況
か
ら
説
明
さ
れ
る
。
訴
訟
行
為
は
そ

れ
自
体
が
単
独
で
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
判
決
を
目
的
と
し
、
こ
れ

を
準
備
す
る
の
で
、
当
該
行
為
が
判
決
に
至
る
ま
で
に
有
効
に
な
っ
た
か

ど
う
か
が
重
要
で
あ
る
。
明
確
な
法
律
状
態
へ
の
相
手
方
の
利
益
は
、
制

限
的
行
為
能
力
者
の
一
方
的
意
思
表
示
の
実
体
法
上
の
効
果
に
と
っ
て
は

決
定
的
で
あ
る
が
、
訴
訟
で
は
同
じ
よ
う
に
は
存
在
し
な
い
。
け
だ
し
、

法
律
状
態
は
、
判
決
に
至
る
ま
で
は
っ
き
り
と
し
て
お
ら
ず
、
か
つ
判
決

に
お
い
て
は
じ
め
て
そ
の
解
明
が
得
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
訴
訟
の
本

質
だ
か
ら
で
あ
る
。
他
方
当
事
者
の
利
益
は
、
そ
の
者
の
行
為
が
訴
訟
を

進
展
さ
せ
る
は
ず
の
な
い
当
事
者
を
相
手
取
っ
て
、
訴
訟
を
す
る
必
要
が

な
い
と
い
う
点
の
み
に
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
既
に
実
施

さ
れ
た
行
為
の
無
効
が
変
更
不
能
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る
利
益
は
、
全
て

の
訴
訟
行
為
の
有
効
性
が
事
後
的
に
も
た
ら
さ
れ
、
法
定
代
理
人
の
介
入

に
よ
っ
て
さ
ら
な
る
訴
訟
行
為
が
有
効
に
な
る
こ
と
が
保
障
さ
れ
る
場
合

に
は
、
も
は
や
存
在
し
な
い
。

　
制
限
行
為
能
力
が
訴
訟
中
に
気
づ
か
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
そ
の
判
決

は
有
効
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
同
様
に
、
実
体
法
の
価
値
か
ら
の
逸
脱

を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
人
が
、
こ
の
判
決
の
有
効
性
を
理
由
づ
け
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の
も
の
を
―
―
費
用
の
リ
ス
ク
を
度
外
視
す
れ
ば
―
―
失
う
こ
と
は
あ
り

得
な
い
。
彼
が
、
そ
の
家
具
付
き
の
部
屋
に
つ
い
て
の
賃
貸
借
契
約
を
解

除
す
る
場
合
、
彼
が
賃
貸
借
契
約
の
有
効
性
を
め
ぐ
る
争
い
で
敗
れ
る
以

上
に
有
利
な
立
場
に
立
ち
う
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
包
括
的
同
意

が
契
約
の
終
了
ま
で
常
に
そ
の
取
消
や
契
約
上
の
請
求
権
の
放
棄
を
含
む

も
の
で
は
な
い
こ
と
は
と
も
か
く
、敗
訴
を
欲
し
た
者
ば
か
り
で
は
な
く
、

と
り
わ
け
訴
訟
を
不
手
際
で
追
行
す
る
者
も
ま
た
敗
訴
す
る
と
い
う
こ
と

を
顧
慮
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
訴
訟
上
の
行
態
の
結
果
は
、

法
律
行
為
的
な
行
為
よ
り
も
ず
っ
と
見
通
し
が
利
か
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
権

利
を
喪
失
す
る
リ
ス
ク
は
、
訴
訟
に
お
い
て
は
、
実
体
法
に
お
け
る
よ
り

も
は
る
か
に
大
き
い
。
そ
の
他
に
も
、
法
律
行
為
に
つ
い
て
の
包
括
的
な

同
意
は
自
由
に
撤
回
で
き
る
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
八
三
条
）。
し
か
し
、
訴
訟
は

撤
回
で
き
な
い
行
為
の
要
件
を
要
求
し
て
い
る
。
し
か
し
、
撤
回
し
え
な

い
同
意
と
い
う
の
は
、
既
に
実
体
的
法
律
行
為
に
関
し
て
制
限
行
為
能
力

者
の
保
護
の
必
要
と
法
定
代
理
人
の
配
慮
義
務
と
は
相
い
れ
な
い
の
で
、

そ
れ
は
訴
訟
に
お
い
て
は
な
お
さ
ら
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
ま
た
、
訴
訟
と
い
う
特
別
の
状
況
は
、
制
限
行
為
能
力
者
の
訴
訟
行
為

を
、
そ
れ
が
こ
の
者
に
法
的
利
益
の
み
を
も
た
ら
す
限
り
に
お
い
て
の
み

有
効
と
み
な
す
こ
と
を
許
容
す
る
も
の
で
も
な
い
。
け
だ
し
、訴
訟
で
は
、

個
々
の
訴
訟
行
為
が
、
結
局
利
益
の
み
を
も
た
ら
す
か
ど
う
か
は
、
た
い

て
い
見
通
し
が
立
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
広
く
、
後
の
訴
訟
の
展

開
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
。
そ
の
上
、
も
し
人
が
個
々
の
行
為
を
有
効

で
、
別
な
行
為
を
無
効
と
み
な
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
訴
訟

の
統
一
性
は
破
壊
さ
れ
て
し
ま
お
う
。
法
定
代
理
人
が
有
利
な
行
為
を
怠

り
、
ま
た
は
適
時
に
実
施
し
な
い
場
合
に
制
限
行
為
能
力
者
が
さ
ら
さ
れ

る
危
険
を
、
訴
訟
法
は
別
な
や
り
方
で
考
慮
し
て
い
る
、
す
な
わ
ち
Ｚ
Ｐ

Ｏ
五
六
条
二
項（
（7

（
訳
注

に
よ
る
仮
の
許
可
に
よ
っ
て
で
あ
る
。

　
訴
訟
に
お
い
て
一
方
的
な
行
為
が
許
可
に
よ
っ
て
有
効
に
な
り
う
る
と

い
う
こ
と
は
、
同
じ
く
特
別
な
状
況
か
ら
説
明
さ
れ
る
。
訴
訟
行
為
は
そ

れ
自
体
が
単
独
で
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
判
決
を
目
的
と
し
、
こ
れ

を
準
備
す
る
の
で
、
当
該
行
為
が
判
決
に
至
る
ま
で
に
有
効
に
な
っ
た
か

ど
う
か
が
重
要
で
あ
る
。
明
確
な
法
律
状
態
へ
の
相
手
方
の
利
益
は
、
制

限
的
行
為
能
力
者
の
一
方
的
意
思
表
示
の
実
体
法
上
の
効
果
に
と
っ
て
は

決
定
的
で
あ
る
が
、
訴
訟
で
は
同
じ
よ
う
に
は
存
在
し
な
い
。
け
だ
し
、

法
律
状
態
は
、
判
決
に
至
る
ま
で
は
っ
き
り
と
し
て
お
ら
ず
、
か
つ
判
決

に
お
い
て
は
じ
め
て
そ
の
解
明
が
得
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
訴
訟
の
本

質
だ
か
ら
で
あ
る
。
他
方
当
事
者
の
利
益
は
、
そ
の
者
の
行
為
が
訴
訟
を

進
展
さ
せ
る
は
ず
の
な
い
当
事
者
を
相
手
取
っ
て
、
訴
訟
を
す
る
必
要
が

な
い
と
い
う
点
の
み
に
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
既
に
実
施

さ
れ
た
行
為
の
無
効
が
変
更
不
能
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る
利
益
は
、
全
て

の
訴
訟
行
為
の
有
効
性
が
事
後
的
に
も
た
ら
さ
れ
、
法
定
代
理
人
の
介
入

に
よ
っ
て
さ
ら
な
る
訴
訟
行
為
が
有
効
に
な
る
こ
と
が
保
障
さ
れ
る
場
合

に
は
、
も
は
や
存
在
し
な
い
。

　
制
限
行
為
能
力
が
訴
訟
中
に
気
づ
か
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
そ
の
判
決

は
有
効
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
同
様
に
、
実
体
法
の
価
値
か
ら
の
逸
脱

を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
人
が
、
こ
の
判
決
の
有
効
性
を
理
由
づ
け
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る
た
め
に
、
制
限
行
為
能
力
者
の
保
護
が
、
国
家
行
為
と
し
て
の
判
決
に
、

そ
の
後
ろ
に
隠
れ
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
の
権
威
を
帰
す
る
の
で
あ

る
な
ら
ば
、
評
価
の
関
連
は
い
ず
れ
に
し
ろ
曖
昧
に
な
る
。
法
律
の
規
律

の
基
礎
は
別
な
も
の
で
あ
る
。
判
決
は
、
訴
訟
資
料
が
裁
判
所
に
手
続
上

知
ら
れ
た
ご
と
く
に
、
こ
の
訴
訟
資
料
に
つ
い
て
判
断
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
も
し
も
そ
の
判
決
が
欠
陥
を
含
ん
で
い
る
場
合
に
は
、
欠
陥
を

理
由
付
け
る
確
定
は
、
同
様
に
、
司
法
の
形
式
に
よ
る
手
続
の
中
で
行
わ

れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
け
だ
し
、
判
決
の
拘
束
性
が
、
手
続
の
中
で
確

定
さ
れ
て
い
な
い
事
実
の
主
張
に
よ
っ
て
疑
わ
し
く
思
わ
れ
う
る
の
で
あ

れ
ば
、
判
決
の
目
的
が
ゆ
る
が
せ
に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
司

法
の
形
式
で
の
手
続
（justizförm

igen Verfahren

）
に
お
い
て
過
誤
が
審

査
で
き
る
た
め
に
は
、
判
決
は
原
則
的
に
有
効
で
あ
り
、
新
た
な
手
続
に

お
い
て
の
み
攻
撃
可
能
で
あ
る（
78
（

。
瑕
疵
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
争
い
を
排

除
す
る
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
に
明
ら
か
で
あ
る
場
合
に
は
じ
め
て
、
人
は
司

法
に
よ
る
確
定
を
放
棄
し
、
判
決
を
無
効
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る（
78
（

。
立

法
者
が
訴
訟
能
力
の
瑕
疵
を
常
に
司
法
手
続
に
お
い
て
明
ら
か
に
す
る
つ

も
り
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
七
九
条
四
号
か
ら
明
ら
か
で
あ

る
。

　
わ
れ
わ
れ
は
結
論
と
し
て
、
訴
訟
に
お
け
る
制
限
行
為
能
力
者
の
保
護

が
、
ま
さ
し
く
実
体
法
に
お
け
る
保
護
に
対
応
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を

確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
実
体
法
に
お
け
る
よ
り
も
僅
少
で
は

な
い
が
、
よ
り
強
力
で
も
な
い
。
そ
れ
は
単
に
判
決
に
向
け
ら
れ
た
手
続

の
特
性
と
し
て
の
訴
訟
の
特
性
に
適
合
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
訴
訟
能
力
の
規
律
は
行
為
能
力
の
規
律
と
同
様
の
評
価
に
依
拠

し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
評
価
は
、
し
か
し
、
訴
訟
に
お
い
て
そ
の

規
範
の
内
容
が
手
続
の
特
性
に
適
合
す
る
場
合
に
は
じ
め
て
実
証
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
実
体
法
的
評
価
と
訴
訟
法
的
評
価
の
一
致
は
、
訴
訟
に
関
し

て
は
、こ
れ
が
手
続
の
特
性
に
よ
っ
て
命
ぜ
ら
れ
る
限
り
に
お
い
て
の
み
、

特
別
の
規
範
内
容
を
要
求
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
実
体
法
上
の
規
律
に

よ
る
制
限
行
為
能
力
者
の
保
護
が
、
訴
訟
上
も
無
制
限
に
実
現
さ
れ
得
る

し
、
相
手
方
の
利
益
に
対
立
し
な
い
限
り
で
は
、
訴
訟
行
為
に
と
っ
て
も

制
限
行
為
能
力
と
法
定
代
理
人
の
同
意
ま
た
は
許
可
は
十
分
な
も
の
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
直
接
に
手
続
に
作
用
し
な
い
諸
行
為
に
つ
い
て
妥
当
す

る
。

　
積
極
的
管
轄
の
合
意
は
、
そ
の
締
結
の
事
実
が
訴
訟
内
に
持
ち
込
ま
れ

て
は
じ
め
て
訴
訟
に
と
っ
て
重
要
な
も
の
と
な
る
。こ
の
時
点
に
お
い
て
、

そ
れ
が
有
効
で
あ
る
か
否
か
が
、
明
示
的
に
確
定
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
積
極
的
管
轄
の
合
意
は
、
そ
れ
が
手
続
自
体
の
中
で

締
結
さ
れ
た
場
合
に
は
、
訴
訟
能
力
を
前
提
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

管
轄
の
合
意
が
訴
訟
外
で
な
さ
れ
る
場
合
に
は
、
制
限
行
為
能
力
と
法
定

代
理
人
の
同
意
ま
た
は
許
可
が
訴
訟
資
料
に
な
る
時
点
ま
で
に
与
え
ら
れ

る
限
り
に
お
い
て
、
そ
れ
で
十
分
で
あ
る（
7（
（

。
そ
れ
で
も
っ
て
、
不
安
定
な

要
素
は
、
訴
訟
に
と
っ
て
存
在
し
な
い
。
制
限
行
為
能
力
者
の
保
護
の
必

要
も
ま
た
、
民
法
上
の
要
件
の
修
正
を
必
要
と
は
し
な
い
。
同
意
が
関
連

す
る
行
為
は
明
確
に
区
別
さ
れ
る
。そ
の
効
果
は
見
通
す
こ
と
が
で
き
る
。
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訴
訟
を
自
ら
追
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
の
み
が
、
ど
の
よ
う
な
管
轄

規
制
が
当
事
者
の
利
益
に
一
番
合
致
す
る
の
か
を
判
断
し
う
る
と
い
う
反

対
の
見
解
は（
78
（

、
同
意
ま
た
は
許
可
を
与
え
た
法
定
代
理
人
が
こ
の
判
断
を

ま
さ
に
行
っ
た
の
だ
か
ら
、
何
一
つ
証
明
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

　
仲
裁
契
約
に
関
し
て
は
、
通
説
は
、
行
為
能
力
に
関
す
る
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
規

律
を
適
用
す
る（
7訳
（

。通
説
に
よ
れ
ば
、仲
裁
契
約
は
制
限
行
為
能
力
者
に
よ
っ

て
法
定
代
理
人
の
同
意
ま
た
は
許
可
を
伴
っ
て
有
効
に
締
結
さ
れ
う
る
。

仲
裁
契
約
の
実
体
法
上
の
効
力
に
関
し
て
は
、
こ
れ
は
特
段
の
理
由
付
け

を
必
要
と
し
な
い
。
し
か
し
、
訴
訟
上
の
効
力
に
関
し
て
も
ま
た
、
通
説

に
賛
成
が
な
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
被
告
が
、
制
限
行
為
能
力
者
に

よ
っ
て
締
結
さ
れ
た
無
効
か
否
か
が
不
確
定
の
仲
裁
契
約
を
援
用
す
る
場

合
、
被
告
が
制
限
能
力
者
で
あ
る
が
、
し
か
し
適
法
に
代
理
さ
れ
て
い
る

点
に
、
仲
裁
契
約
の
許
可
が
存
す
る
。
原
告
が
制
限
行
為
能
力
者
で
あ
る

場
合
、そ
の
法
定
代
理
人
に
よ
っ
て
国
家
裁
判
所
に
提
起
さ
れ
た
訴
え
を
、

許
可
の
終
局
的
な
拒
絶
と
み
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

訴
訟
上
の
効
力
に
と
っ
て
必
要
な
明
確
性
と
一
義
性
は
、
行
為
能
力
に
関

す
る
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
規
律
を
適
用
す
る
場
合
に
は
担
保
さ
れ
て
い
る
。

　
訴
訟
代
理
権
は
、
手
続
外
で
授
与
さ
れ
る
。
委
任
者
は
、
代
理
権
の
授

与
に
よ
っ
て
自
ら
手
続
に
関
与
す
る
こ
と
を
欲
す
る
と
い
う
要
求
を
し
て

は
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
制
限
行
為
能
力
者
が
そ
の
他
の
場
合
に
服
す
る

典
型
的
な
危
険
は
、
こ
こ
で
は
生
じ
な
い
。
代
理
権
が
制
限
行
為
能
力
者

に
よ
っ
て
法
定
代
理
人
の
許
可
を
伴
っ
て
授
与
さ
れ
た
場
合
―
―
そ
の
場

合
に
の
み
代
理
権
は
民
法
に
よ
る
一
方
的
な
表
示
と
し
て
有
効
で
あ
る

―
―
に
は
、
訴
訟
は
、
当
事
者
に
対
し
て
、
さ
ら
な
る
訴
訟
行
為
の
有
効

性
が
当
事
者
の
制
限
的
行
為
能
力
を
理
由
に
脅
か
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い

と
い
う
危
険
を
負
わ
せ
る
こ
と
は
な
い
。
け
だ
し
、
代
理
権
授
与
に
つ
い

て
の
法
定
代
理
人
の
同
意
は
、
個
々
の
、
代
理
人
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
訴

訟
行
為
に
つ
い
て
の
そ
の
同
意
を
免
れ
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
制
限
行
為

能
力
者
の
危
険
が
心
配
さ
れ
る
必
要
は
な
い（
77
（

。
け
だ
し
、
法
定
代
理
人
が

代
理
人
に
情
報
を
与
え
、
か
つ
訴
訟
追
行
に
つ
い
て
の
指
図
を
与
え
う
る

か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
訴
訟
代
理
権
の
有
効
性
は
、
行
為
能
力
に
つ
い

て
の
民
法
の
規
律
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る（
77
（

。

　
制
限
行
為
能
力
者
が
、
法
定
代
理
人
の
同
意
を
え
て
、
請
求

（K
lageanspruch

）
を
認
諾
ま
た
は
放
棄
す
る
と
い
う
こ
と
を
陳
述
す
る

場
合
、
た
し
か
に
訴
訟
の
さ
ら
な
る
進
行
は
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
は

な
い
。
け
だ
し
、
訴
訟
を
終
了
さ
せ
る
た
め
に
認
諾
者
ま
た
は
放
棄
者
の

さ
ら
な
る
訴
訟
行
為
を
必
要
と
は
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

訴
訟
に
関
し
て
は
法
定
代
理
人
が
さ
ら
な
る
訴
訟
行
為
に
同
意
す
る
か
ど

う
か
の
不
安
定
性
に
耐
え
ら
れ
な
い
と
い
う
観
点
は
、
通
説
に
よ
っ
て
要

求
さ
れ
る
訴
訟
能
力
に
賛
成
す
る
材
料
を
提
供
す
る
も
の
で
は
な
い
。
同

意
の
対
象
は
、
こ
こ
で
も
ま
た
明
確
に
区
別
さ
れ
、
か
つ
法
定
代
理
人
に

と
っ
て
見
渡
せ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
訴
訟
能
力
を

要
求
し
、
行
為
能
力
に
関
す
る
民
法
上
の
規
律
で
も
っ
て
満
足
し
な
い
の

は
正
し
い
。
そ
の
根
拠
は
、
こ
こ
で
は
訴
訟
の
形
式
に
あ
る
。
認
諾
お
よ

び
放
棄
は
、
口
頭
弁
論
に
お
い
て
陳
述
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の

こ
と
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
〇
六
条
、
同
三
〇
七
条
の
目
的
に
対
応
し
て
、
人
が
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訴
訟
を
自
ら
追
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
の
み
が
、
ど
の
よ
う
な
管
轄

規
制
が
当
事
者
の
利
益
に
一
番
合
致
す
る
の
か
を
判
断
し
う
る
と
い
う
反

対
の
見
解
は（
78
（

、
同
意
ま
た
は
許
可
を
与
え
た
法
定
代
理
人
が
こ
の
判
断
を

ま
さ
に
行
っ
た
の
だ
か
ら
、
何
一
つ
証
明
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

　
仲
裁
契
約
に
関
し
て
は
、
通
説
は
、
行
為
能
力
に
関
す
る
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
規

律
を
適
用
す
る（
7訳
（

。通
説
に
よ
れ
ば
、仲
裁
契
約
は
制
限
行
為
能
力
者
に
よ
っ

て
法
定
代
理
人
の
同
意
ま
た
は
許
可
を
伴
っ
て
有
効
に
締
結
さ
れ
う
る
。

仲
裁
契
約
の
実
体
法
上
の
効
力
に
関
し
て
は
、
こ
れ
は
特
段
の
理
由
付
け

を
必
要
と
し
な
い
。
し
か
し
、
訴
訟
上
の
効
力
に
関
し
て
も
ま
た
、
通
説

に
賛
成
が
な
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
被
告
が
、
制
限
行
為
能
力
者
に

よ
っ
て
締
結
さ
れ
た
無
効
か
否
か
が
不
確
定
の
仲
裁
契
約
を
援
用
す
る
場

合
、
被
告
が
制
限
能
力
者
で
あ
る
が
、
し
か
し
適
法
に
代
理
さ
れ
て
い
る

点
に
、
仲
裁
契
約
の
許
可
が
存
す
る
。
原
告
が
制
限
行
為
能
力
者
で
あ
る

場
合
、そ
の
法
定
代
理
人
に
よ
っ
て
国
家
裁
判
所
に
提
起
さ
れ
た
訴
え
を
、

許
可
の
終
局
的
な
拒
絶
と
み
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

訴
訟
上
の
効
力
に
と
っ
て
必
要
な
明
確
性
と
一
義
性
は
、
行
為
能
力
に
関

す
る
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
規
律
を
適
用
す
る
場
合
に
は
担
保
さ
れ
て
い
る
。

　
訴
訟
代
理
権
は
、
手
続
外
で
授
与
さ
れ
る
。
委
任
者
は
、
代
理
権
の
授

与
に
よ
っ
て
自
ら
手
続
に
関
与
す
る
こ
と
を
欲
す
る
と
い
う
要
求
を
し
て

は
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
制
限
行
為
能
力
者
が
そ
の
他
の
場
合
に
服
す
る

典
型
的
な
危
険
は
、
こ
こ
で
は
生
じ
な
い
。
代
理
権
が
制
限
行
為
能
力
者

に
よ
っ
て
法
定
代
理
人
の
許
可
を
伴
っ
て
授
与
さ
れ
た
場
合
―
―
そ
の
場

合
に
の
み
代
理
権
は
民
法
に
よ
る
一
方
的
な
表
示
と
し
て
有
効
で
あ
る

―
―
に
は
、
訴
訟
は
、
当
事
者
に
対
し
て
、
さ
ら
な
る
訴
訟
行
為
の
有
効

性
が
当
事
者
の
制
限
的
行
為
能
力
を
理
由
に
脅
か
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い

と
い
う
危
険
を
負
わ
せ
る
こ
と
は
な
い
。
け
だ
し
、
代
理
権
授
与
に
つ
い

て
の
法
定
代
理
人
の
同
意
は
、
個
々
の
、
代
理
人
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
訴

訟
行
為
に
つ
い
て
の
そ
の
同
意
を
免
れ
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
制
限
行
為

能
力
者
の
危
険
が
心
配
さ
れ
る
必
要
は
な
い（
77
（

。
け
だ
し
、
法
定
代
理
人
が

代
理
人
に
情
報
を
与
え
、
か
つ
訴
訟
追
行
に
つ
い
て
の
指
図
を
与
え
う
る

か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
訴
訟
代
理
権
の
有
効
性
は
、
行
為
能
力
に
つ
い

て
の
民
法
の
規
律
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る（
77
（

。

　
制
限
行
為
能
力
者
が
、
法
定
代
理
人
の
同
意
を
え
て
、
請
求

（K
lageanspruch

）
を
認
諾
ま
た
は
放
棄
す
る
と
い
う
こ
と
を
陳
述
す
る

場
合
、
た
し
か
に
訴
訟
の
さ
ら
な
る
進
行
は
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
は

な
い
。
け
だ
し
、
訴
訟
を
終
了
さ
せ
る
た
め
に
認
諾
者
ま
た
は
放
棄
者
の

さ
ら
な
る
訴
訟
行
為
を
必
要
と
は
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

訴
訟
に
関
し
て
は
法
定
代
理
人
が
さ
ら
な
る
訴
訟
行
為
に
同
意
す
る
か
ど

う
か
の
不
安
定
性
に
耐
え
ら
れ
な
い
と
い
う
観
点
は
、
通
説
に
よ
っ
て
要

求
さ
れ
る
訴
訟
能
力
に
賛
成
す
る
材
料
を
提
供
す
る
も
の
で
は
な
い
。
同

意
の
対
象
は
、
こ
こ
で
も
ま
た
明
確
に
区
別
さ
れ
、
か
つ
法
定
代
理
人
に

と
っ
て
見
渡
せ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
訴
訟
能
力
を

要
求
し
、
行
為
能
力
に
関
す
る
民
法
上
の
規
律
で
も
っ
て
満
足
し
な
い
の

は
正
し
い
。
そ
の
根
拠
は
、
こ
こ
で
は
訴
訟
の
形
式
に
あ
る
。
認
諾
お
よ

び
放
棄
は
、
口
頭
弁
論
に
お
い
て
陳
述
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の

こ
と
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
〇
六
条
、
同
三
〇
七
条
の
目
的
に
対
応
し
て
、
人
が
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民
法
上
の
規
律
を
適
用
し
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
有
効
性
を
条
件
付
け
る
法

定
代
理
人
の
同
意
に
も
妥
当
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
ら
な
い

か
。
し
か
し
、
法
定
代
理
人
が
期
日
に
出
頭
し
、
同
意
を
表
示
す
る
な
ら

ば
、
こ
の
行
態
は
代
理
人
自
身
の
認
諾
な
い
し
放
棄
と
し
て
解
釈
さ
れ
う

る
し
、
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
制
限
行
為
能
力
者
は

そ
の
法
定
代
理
人
に
よ
る
代
理
を
必
要
と
す
る
と
い
う
要
求
は
、
こ
こ
で

は
代
理
人
が
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
〇
六
条
、
同
三
〇
七
条
に
対
応
し
て
、
必
要
な

陳
述
自
体
を
自
ら
期
日
に
お
い
て
陳
述
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ

と
、
ま
た
は
、
そ
の
行
為
が
法
定
代
理
人
を
も
拘
束
す
る
表
示
は
訴
訟
代

理
人
に
よ
っ
て
陳
述
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る

に
他
な
ら
な
い
。

　
同
様
の
観
点
は
、
訴
訟
上
の
和
解
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
。
こ
こ
で
も

ま
た
法
定
代
理
人
は
必
要
な
陳
述
を
弁
論
の
中
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
こ
と
は
当
事
者
の
訴
訟
能
力
を
要
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
担
保

さ
れ
る
。
も
し
和
解
が
訴
訟
無
能
力
の
当
事
者
に
よ
っ
て
、
そ
の
こ
と
が

気
付
か
れ
る
こ
と
な
し
に
締
結
さ
れ
た
が
、
し
か
し
当
事
者
は
法
定
代
理

人
の
同
意
を
得
て
い
る
場
合
、
和
解
は
訴
訟
上
無
効
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
は
実
体
法
上
の
和
解
と
し
て
も
維
持
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ

り
、
そ
れ
と
い
う
の
も
、
契
約
は
そ
の
目
的
に
よ
れ
ば
、
同
時
に
か
つ
第

一
次
的
に
訴
訟
の
終
了
と
債
務
名
義
の
作
出
に
向
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
人
は
、
当
事
者
が
和
解
を
こ
れ
ら
の
効
力
が
な
く
て
も
締
結
し
た

か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
仮
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い（
7（
（

。

２
　
当
事
者
行
為
と
意
思
の
瑕
疵

　
錯
誤
お
よ
び
詐
欺
を
理
由
と
し
た
取
消
に
関
す
る
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
規
律
が
訴

訟
行
為
に
適
用
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
今
日
、
わ
れ
わ
れ
の
訴
訟
法

の
確
固
た
る
原
則
と
し
て
、
通
説
に
な
っ
て
い
る
。

　
そ
の
理
由
付
け
の
た
め
に
、
訴
訟
行
為
は
民
法
上
の
意
思
表
示
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
が
、
し
ば
し
ば
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る（
77
（

。
こ
の
こ
と
は
そ

れ
が
実
体
法
上
の
効
果
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
客
観
的

典
型
的
目
的
ま
た
は
そ
の
典
型
的
機
能
に
よ
れ
ば
訴
訟
上
の
事
象
に
向
け

ら
れ
て
い
る
と
い
う
限
り
で
は
正
し
い
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て

訴
訟
行
為
は
そ
の
要
件
に
お
い
て
意
思
表
示
と
共
通
の
諸
特
徴
を
何
ら
持

ち
え
な
い
の
だ
と
は
い
え
な
い（
77
（

。
も
し
人
が
意
思
表
示
を
狭
い
意
味
に
お

い
て
、
そ
の
要
件
は
Ｂ
Ｇ
Ｂ
が
意
思
表
示
に
関
し
て
有
す
る
諸
規
定
に
向

け
ら
れ
て
い
る
全
て
の
行
為
と
理
解
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
訴

訟
行
為
の
概
念
は
な
お
、
意
思
の
瑕
疵
に
関
す
る
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
諸
規
定
を
訴

訟
行
為
に
適
用
し
な
い
よ
う
に
強
い
る
も
の
で
は
な
い
。
個
々
の
訴
訟
契

約
と
訴
訟
代
理
権
に
関
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
既
に
、
行
為
能
力
に
関
し
て

実
体
法
の
法
律
行
為
と
同
様
に
取
り
扱
わ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
、
し
た

が
っ
て
そ
の
要
件
に
関
し
て
は
、
そ
の
限
り
で
は
実
体
法
上
の
法
律
行
為

と
は
区
別
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
既
に
証
明
し
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
こ
か

ら
必
然
的
に
、
訴
訟
代
理
権
と
そ
こ
で
示
さ
れ
た
訴
訟
契
約
が
錯
誤
ま
た

は
詐
欺
を
理
由
と
し
て
取
消
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は

出
て
こ
な
い
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
一
九
条
、
同
一
二
三

条
が
適
用
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
訴
訟
行
為
が
意
思
表
示
で
は
な
い
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と
い
う
こ
と
の
み
で
も
っ
て
理
由
付
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

ａ
）
積
極
的
管
轄
の
合
意

　
積
極
的
管
轄
の
合
意
に
関
し
て
は
、
通
常
、
訴
訟
外
で
締
結
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
が
顧
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
い
ず
れ
に
し

ろ
こ
の
場
合
、
当
面
は
訴
訟
経
過
の
形
成
が
成
立
要
件
の
態
様
に
よ
っ
て

影
響
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
も
し
こ
の
契
約
が
訴
え
提
起
前
に
取

消
に
よ
っ
て
無
効
化
さ
れ
る
（vernichtet

）
場
合
、
当
事
者
が
こ
の
取
消

の
有
効
性
を
争
う
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
後
の
訴
訟
自
体
の
経
過
を

妨
げ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
訴
訟
の
状
況
は
、
そ
こ
で
管
轄
の
原
因
が
争

わ
れ
て
い
る
他
の
状
況
か
ら
は
区
別
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
訴
え
提
起
後

に
お
い
て
も
、
取
消
は
訴
訟
の
要
請
と
は
全
く
相
容
れ
な
い
わ
け
で
は
な

い
。
原
告
が
そ
の
訴
え
を
一
方
的
に
取
り
下
げ
う
る
限
り
に
お
い
て
、
彼

は
積
極
的
管
轄
の
合
意
も
取
り
消
す
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
け
だ
し
、
こ
の

時
点
ま
で
彼
は
管
轄
権
を
処
分
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本

案
に
つ
い
て
の
被
告
の
口
頭
弁
論
の
開
始
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
七
一
条
一
項
）
は
、

原
告
に
と
っ
て
の
時
的
限
界
を
設
定
し
て
い
る
。
被
告
に
よ
る
取
消
に
つ

い
て
は
、Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
九
条（
（7

（
訳
注

か
ら
こ
れ
に
対
応
す
る
限
界
が
明
ら
か
に
な
る
。

被
告
が
本
案
に
つ
い
て
の
無
管
轄
の
責
問
権
を
行
使
す
る
こ
と
な
く
応
訴

し
た
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
九
条
に
よ
っ
て
管
轄
権
を
得
る
。

こ
の
時
点
後
の
積
極
的
管
轄
合
意
の
取
消
は
、
裁
判
所
の
管
轄
権
に
と
っ

て
重
要
で
は
な
い（
（11
（

。

　
し
た
が
っ
て
、積
極
的
管
轄
の
合
意
の
取
消
が
有
害
で
な
い
場
合
に
は
、

取
消
は
、
他
方
で
こ
の
契
約
の
目
的
に
よ
っ
て
も
ま
た
適
切
な
規
律
に
導

く
。
管
轄
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
八
条
に
よ
れ
ば
当
事
者
の
合
意
に
よ
っ
て
根
拠

付
け
ら
れ
る（
88

（
訳
注

。
当
事
者
の
一
致
し
た
意
思
が
当
事
者
に
と
っ
て
拘
束
力
の

あ
る
法
律
状
態
を
作
り
出
す
。
管
轄
は
、
当
事
者
の
契
約
に
よ
る
処
分
に

任
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
私
的
自
治
に
よ
る
形
成
の
成
立
要
件
と
有
効

要
件
は
、
そ
れ
を
Ｂ
Ｇ
Ｂ
が
予
定
し
て
い
る
よ
う
に
、
目
的
に
適
合
し
た

規
律
を
提
供
す
る
。

ｂ
）
仲
裁
契
約

　
こ
れ
に
対
応
す
る
こ
と
が
仲
裁
契
約
に
妥
当
す
る（
（1（
（

。
仲
裁
契
約
は
、
当

事
者
が
処
分
し
う
る
限
り
に
お
い
て
、
錯
誤
と
詐
欺
を
理
由
に
取
消
す
こ

と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
処
分
の
可
能
性
は
、
当
事
者
か
ら
仲
裁
手

続
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
当
事
者
は
、
手
続
の
全
過
程
で
、

さ
ら
に
手
続
終
了
後
に
も
な
お
仲
裁
契
約
を
取
消
す
こ
と
が
で
き
る（
（10
（

。
当

事
者
は
、
仲
裁
契
約
の
取
消
で
も
っ
て
手
続
と
仲
裁
判
断
か
ら
契
約
上
の

基
礎
を
奪
う
。
し
た
が
っ
て
、
仲
裁
手
続
と
仲
裁
判
断
が
無
制
限
に
当

事
者
の
契
約
上
の
拘
束
に
関
連
す
る
な
ら
ば
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
一
九
条
、
同

一
二
三
条
に
よ
る
取
消
は
、
手
続
法
上
の
制
約
に
は
服
さ
な
い
。
Ｂ
Ｇ
Ｂ

の
取
消
期
間
を
制
限
す
る
時
的
限
界
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
〇
四
三
条（
88

（
訳
注

か
ら
は
じ

め
て
明
ら
か
に
な
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
既
判
力
と
執
行
力
を
宣
言
さ
れ

た
仲
裁
判
断
の
取
消
は
、
当
事
者
が
過
責
な
し
に
、
取
消
事
由
を
よ
り

早
い
手
続
に
お
い
て
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を

疎
明
し
た
場
合
に
は
じ
め
て
申
し
立
て
ら
れ
う
る
。
こ
の
規
律
の
根
拠

77
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と
い
う
こ
と
の
み
で
も
っ
て
理
由
付
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

ａ
）
積
極
的
管
轄
の
合
意

　
積
極
的
管
轄
の
合
意
に
関
し
て
は
、
通
常
、
訴
訟
外
で
締
結
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
が
顧
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
い
ず
れ
に
し

ろ
こ
の
場
合
、
当
面
は
訴
訟
経
過
の
形
成
が
成
立
要
件
の
態
様
に
よ
っ
て

影
響
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
も
し
こ
の
契
約
が
訴
え
提
起
前
に
取

消
に
よ
っ
て
無
効
化
さ
れ
る
（vernichtet

）
場
合
、
当
事
者
が
こ
の
取
消

の
有
効
性
を
争
う
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
後
の
訴
訟
自
体
の
経
過
を

妨
げ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
訴
訟
の
状
況
は
、
そ
こ
で
管
轄
の
原
因
が
争

わ
れ
て
い
る
他
の
状
況
か
ら
は
区
別
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
訴
え
提
起
後

に
お
い
て
も
、
取
消
は
訴
訟
の
要
請
と
は
全
く
相
容
れ
な
い
わ
け
で
は
な

い
。
原
告
が
そ
の
訴
え
を
一
方
的
に
取
り
下
げ
う
る
限
り
に
お
い
て
、
彼

は
積
極
的
管
轄
の
合
意
も
取
り
消
す
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
け
だ
し
、
こ
の

時
点
ま
で
彼
は
管
轄
権
を
処
分
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本

案
に
つ
い
て
の
被
告
の
口
頭
弁
論
の
開
始
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
七
一
条
一
項
）
は
、

原
告
に
と
っ
て
の
時
的
限
界
を
設
定
し
て
い
る
。
被
告
に
よ
る
取
消
に
つ

い
て
は
、Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
九
条（
（7

（
訳
注

か
ら
こ
れ
に
対
応
す
る
限
界
が
明
ら
か
に
な
る
。

被
告
が
本
案
に
つ
い
て
の
無
管
轄
の
責
問
権
を
行
使
す
る
こ
と
な
く
応
訴

し
た
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
九
条
に
よ
っ
て
管
轄
権
を
得
る
。

こ
の
時
点
後
の
積
極
的
管
轄
合
意
の
取
消
は
、
裁
判
所
の
管
轄
権
に
と
っ

て
重
要
で
は
な
い（
（11
（

。

　
し
た
が
っ
て
、積
極
的
管
轄
の
合
意
の
取
消
が
有
害
で
な
い
場
合
に
は
、

取
消
は
、
他
方
で
こ
の
契
約
の
目
的
に
よ
っ
て
も
ま
た
適
切
な
規
律
に
導

く
。
管
轄
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
八
条
に
よ
れ
ば
当
事
者
の
合
意
に
よ
っ
て
根
拠

付
け
ら
れ
る（
88

（
訳
注

。
当
事
者
の
一
致
し
た
意
思
が
当
事
者
に
と
っ
て
拘
束
力
の

あ
る
法
律
状
態
を
作
り
出
す
。
管
轄
は
、
当
事
者
の
契
約
に
よ
る
処
分
に

任
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
私
的
自
治
に
よ
る
形
成
の
成
立
要
件
と
有
効

要
件
は
、
そ
れ
を
Ｂ
Ｇ
Ｂ
が
予
定
し
て
い
る
よ
う
に
、
目
的
に
適
合
し
た

規
律
を
提
供
す
る
。

ｂ
）
仲
裁
契
約

　
こ
れ
に
対
応
す
る
こ
と
が
仲
裁
契
約
に
妥
当
す
る（
（1（
（

。
仲
裁
契
約
は
、
当

事
者
が
処
分
し
う
る
限
り
に
お
い
て
、
錯
誤
と
詐
欺
を
理
由
に
取
消
す
こ

と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
処
分
の
可
能
性
は
、
当
事
者
か
ら
仲
裁
手

続
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
当
事
者
は
、
手
続
の
全
過
程
で
、

さ
ら
に
手
続
終
了
後
に
も
な
お
仲
裁
契
約
を
取
消
す
こ
と
が
で
き
る（
（10
（

。
当

事
者
は
、
仲
裁
契
約
の
取
消
で
も
っ
て
手
続
と
仲
裁
判
断
か
ら
契
約
上
の

基
礎
を
奪
う
。
し
た
が
っ
て
、
仲
裁
手
続
と
仲
裁
判
断
が
無
制
限
に
当

事
者
の
契
約
上
の
拘
束
に
関
連
す
る
な
ら
ば
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
一
九
条
、
同

一
二
三
条
に
よ
る
取
消
は
、
手
続
法
上
の
制
約
に
は
服
さ
な
い
。
Ｂ
Ｇ
Ｂ

の
取
消
期
間
を
制
限
す
る
時
的
限
界
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
〇
四
三
条（
88

（
訳
注

か
ら
は
じ

め
て
明
ら
か
に
な
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
既
判
力
と
執
行
力
を
宣
言
さ
れ

た
仲
裁
判
断
の
取
消
は
、
当
事
者
が
過
責
な
し
に
、
取
消
事
由
を
よ
り

早
い
手
続
に
お
い
て
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を

疎
明
し
た
場
合
に
は
じ
め
て
申
し
立
て
ら
れ
う
る
。
こ
の
規
律
の
根
拠

77
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は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
既
に
訴
訟
に
関
し
て
こ
の
間
熟
知
し
た
権
利
失

効
の
モ
テ
ィ
ー
フ
（Verw

irkungsm
otiv

）
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
相
手

方
は
、
取
消
が
前
の
手
続
で
表
示
さ
れ
か
つ
主
張
さ
れ
る
こ
と
を
期
待

し
、
ま
た
そ
れ
を
信
頼
し
え
た
は
ず
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
最
後
に
、
取

消
権
の
内
容
的
制
限
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
〇
三
二
条（
8（

（
訳
注

か
ら
判
明
す
る
。
す
な
わ

ち
、
一
方
の
当
事
者
が
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
〇
三
二
条
の
忌
避
事
由
を
な
す
仲
裁
人

の
特
性
を
錯
誤
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
錯
誤
に
よ
る
取
消
は
忌
避
権

に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
錯
誤
は
仲
裁
判
断
の
預
置

（N
iederlegung

）（
88

（
訳
注

の
後
に
は
も
は
や
主
張
さ
れ
え
な
い
が（

（10
（

、そ
の
理
由
は
、

こ
の
時
点
で
も
は
や
忌
避
は
排
除
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る（

（10
（

。

　
こ
の
意
思
の
瑕
疵
が
主
張
さ
れ
う
る
時
点
に
関
す
る
相
違
は
、
一
見
す

る
と
不
思
議
な
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
そ
れ
で
も
そ
れ
は
や
は
り
正
当
化

さ
れ
る
。
忌
避
を
理
由
付
け
る
裁
判
官
の
資
格
に
関
す
る
錯
誤
は
、
そ
も

そ
も
仲
裁
廷
の
面
前
で
権
利
を
求
め
る
意
思
を
制
約
す
る
も
の
で
は
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
取
消
が
許
さ
れ
る
と
し
た
場
合
、
そ
の
取
消
は
仲
裁

契
約
全
体
を
覆
滅
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
仲
裁
人
に
つ
い
て
の
合
意

の
み
を
覆
滅
さ
せ
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
契
約
の
こ
の
部
分
に
つ
い

て
は
、
当
事
者
の
拘
束
が
錯
誤
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
仲
裁
判
断
の
既
判
力

に
よ
っ
て
受
容
さ
れ
る
こ
と
が
正
当
化
さ
れ
る
。
け
だ
し
、
国
家
裁
判
所

の
裁
判
も
ま
た
、
裁
判
官
が
事
前
に
忌
避
さ
れ
る
こ
と
な
く
既
判
力
を
生

じ
た
場
合
に
は
攻
撃
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
（
論
拠
は
、
Ｚ

Ｐ
Ｏ
五
七
九
条
一
項
三
号
）。
そ
の
よ
う
な
錯
誤
は
、
裁
判
の
存
続
に
対

す
る
相
手
方
の
利
益
に
対
し
て
劣
後
す
る
正
当
な
理
由
が
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
評
価
は
、
実
体
法
に
と
っ
て
も
異
質
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
も

ま
た
、
個
々
の
意
思
の
瑕
疵
は
特
別
の
信
頼
の
構
成
要
件
に
劣
後
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い（
（10
（

。

ｃ
）
訴
訟
代
理
権

　
こ
れ
に
対
し
て
、
訴
訟
代
理
権
に
つ
い
て
は
、
訴
訟
の
間
中
い
つ
で
も

自
由
に
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら
、取
消
の
問
題
は
生
じ
な
い
。

し
か
し
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
取
消
の
規
律
は
、
拘
束
力
の
あ
る
表
示
に
と
っ
て
の

み
意
義
が
あ
る
。
た
し
か
に
取
消
は
、
そ
れ
が
代
理
権
の
授
与
の
時
点
に

遡
及
す
る
点
で
撤
回
に
対
し
て
利
点
を
提
供
す
る
と
も
い
え
よ
う
。
し
か

し
、
こ
の
こ
と
は
代
理
権
が
既
に
行
使
さ
れ
た
ケ
ー
ス
に
と
っ
て
意
義
を

有
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
こ
の
場
合
に
は
、
既
に
そ
の
有
効
性
を
相

手
方
が
信
頼
し
う
る
訴
訟
行
為
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
信
頼
保
護

が
代
理
権
の
遡
及
的
除
去
を
排
除
し
う
る
と
い
う
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
に

は
実
体
法
か
ら
―
―
ま
さ
に
代
理
理
論
か
ら
―
―
十
分
に
知
ら
れ
て
い

る
。
手
続
の
終
了
後
に
撤
回
が
排
除
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
時
点

に
つ
い
て
取
消
の
余
地
を
作
り
出
す
も
の
で
は
な
い
。
け
だ
し
、
終
了
し

た
手
続
局
面
に
つ
い
て
の
撤
回
の
排
除
は
、
今
や
判
決
の
拘
束
力
に
、
し

た
が
っ
て
、
そ
こ
で
代
理
権
の
瑕
疵
が
主
張
さ
れ
う
る
よ
う
な
手
続
を
利

用
し
う
る
余
地
が
な
い
こ
と
に
基
づ
く
か
ら
で
あ
る
。
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
七
九
条

四
号
は
訴
訟
代
理
権
の
瑕
疵
に
は
適
用
さ
れ
な
い（
（10
（

。
既
判
力
が
強
化
さ
れ

た
信
頼
構
成
要
件
を
創
出
し
、
こ
れ
に
対
し
て
、
意
思
の
瑕
疵
は
劣
後
し

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
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ｄ
）
そ
の
他
の
一
方
的
訴
訟
行
為

　
訴
訟
代
理
権
の
場
合
と
同
様
に
、
そ
の
他
の
一
方
的
訴
訟
行
為
の
場
合

も
ま
た
、
取
消
の
可
能
性
は
そ
も
そ
も
、
当
事
者
が
そ
の
行
為
に
拘
束
さ

れ
る
場
合
に
は
じ
め
て
論
じ
ら
れ
う
る
に
す
ぎ
な
い（
（10
（

。
し
か
し
、
そ
の
場

合
で
す
ら
、
一
方
的
訴
訟
行
為
の
取
消
に
と
っ
て
の
余
地
は
残
さ
れ
て
い

な
い
。
こ
の
理
由
付
け
の
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
は
一
方
的
訴
訟
行
為
を
実

体
法
と
の
比
較
か
ら
獲
得
さ
れ
る
グ
ル
ー
プ
へ
分
類
す
る
。
こ
の
こ
と
に

よ
っ
て
訴
訟
行
為
の
伝
統
的
な
分
類
に
つ
い
て
判
断
が
な
さ
れ
る
べ
き
で

は
な
い
。
そ
れ
が
有
意
義
か
つ
有
用
か
ど
う
か
は
、
こ
こ
で
判
断
さ
れ
て

は
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
分
類
は
、
取
消
可
能
性
の
問
題
に
応
答
す
る

と
い
う
具
体
的
な
目
的
に
の
み
奉
仕
す
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
訴
訟
行
為
は
権
利
行
使
行
為
で
あ
る
。
実
体
民
事
法
に
お
い
て
わ
れ
わ

れ
は
さ
ま
ざ
ま
な
態
様
の
権
利
行
使
を
知
っ
て
い
る
。
権
利
は
純
然
た
る

事
実
上
の
行
為
、
い
わ
ゆ
る
事
実
行
為
（R

ealakte

）
に
よ
っ
て
行
使
さ

れ
う
る
。
こ
の
こ
と
は
正
当
防
衛
、
緊
急
避
難
行
為
お
よ
び
自
力
救
済
に

つ
い
て
妥
当
す
る
が
、
所
有
者
ま
た
は
そ
の
他
の
権
利
者
に
よ
る
物
の
使

用
（G

ebrauch

）
ま
た
は
消
費
（Verbrauch

）
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
。

こ
の
種
の
行
為
に
つ
い
て
は
、
実
体
法
に
よ
る
取
消
は
考
え
ら
れ
な
い
。

こ
の
訴
訟
に
お
け
る
類
似
物
を
、
わ
れ
わ
れ
は
例
え
ば
事
実
の
主
張
と
否

認
に
見
出
す（
（10
（

。
も
し
人
が
こ
れ
ら
の
訴
訟
行
為
を
取
り
消
し
う
る
も
の
と

み
な
そ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
既
に
実
体
法
と
は
異
質
の
価
値
評
価
を

基
礎
と
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
わ
れ
わ
れ
は
、
実
体
法
上
の
権
利
行
使
行
為
に
、
法
律
行
為
類
似
の
行

為
と
し
て
も
対
処
し
て
い
る
。
典
型
的
な
事
例
は
催
告
（M

ahnung

）
で

あ
る（

（10
（

。
た
し
か
に
法
律
行
為
類
似
の
行
為
に
は
、
広
範
に
意
思
表
示
に
関

す
る
諸
規
定
が
類
推
適
用
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
原
則
と
し
て
錯
誤
を
理

由
と
し
た
取
消
可
能
性
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
と
さ
れ
る（
（（1
（

。
し
か
し
、
催

告
に
関
し
て
は
、
そ
れ
は
債
権
者
に
不
利
益
を
も
た
ら
し
え
な
い
の
で
、

こ
れ
は
正
当
た
り
え
な
い
。
訴
訟
法
の
領
域
に
お
い
て
は
、
催
告
に
は
訴

え
の
提
起（
8訳

（（
訳
注

（（（
（

が
比
較
可
能
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
は
、
そ
れ
が
類
似
し
た
実

体
法
上
の
効
果
と
い
う
結
果
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
広
義
に
お

い
て
多
く
の
そ
の
他
の
訴
訟
行
為
は
、催
告
に
対
す
る
対
応
物（Parallele

）

を
提
供
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
意
思
が
ま
さ
に
そ
の
効
果

に
向
け
ら
れ
る
必
要
な
し
に
法
律
上
の
効
果
と
結
合
し
た
意
思
の
表
明

（W
illensäußerungen

）
だ
と
理
解
さ
れ
う
る
全
て
の
訴
訟
上
の
権
利
行

使
行
為
な
の
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
上
訴
の
申
立
て
や
証
拠
申
立
て
が
こ
れ

に
位
置
付
け
ら
れ
う
る
。

　
こ
れ
ら
の
訴
訟
行
為
は
、
そ
の
不
作
為
が
不
利
益
を
も
た
ら
し
え
な
い

と
い
う
限
り
に
お
い
て
も
、
催
告
に
対
す
る
対
応
物
を
提
供
し
て
い
る
。

遅
滞
の
た
め
に
必
要
な
催
告
を
し
な
か
っ
た
者
は
、
遅
延
利
息
と
遅
延
損

害
の
た
め
の
賠
償
を
得
ら
れ
な
い
。
適
時
に
訴
え
な
い
者
は
、
消
滅
時
効

の
抗
弁
に
さ
ら
さ
れ
る
。不
当
判
決
に
対
し
て
上
訴
を
提
起
し
な
い
者
は
、

彼
が
訴
え
に
お
い
て
要
求
し
た
も
の
を
獲
得
し
な
い
。
こ
の
効
果
は
、
不

注
意
に
よ
っ
て
生
じ
、
あ
る
い
は
意
識
的
に
意
欲
さ
れ
う
る
。

　
不
注
意
（N

achlässigkeit

）
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
不
利
益
は
、
取
消
に

よ
っ
て
は
除
去
さ
れ
得
な
い
。
催
告
を
し
な
か
っ
た
者
は
、
そ
の
不
作
為
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ｄ
）
そ
の
他
の
一
方
的
訴
訟
行
為

　
訴
訟
代
理
権
の
場
合
と
同
様
に
、
そ
の
他
の
一
方
的
訴
訟
行
為
の
場
合

も
ま
た
、
取
消
の
可
能
性
は
そ
も
そ
も
、
当
事
者
が
そ
の
行
為
に
拘
束
さ

れ
る
場
合
に
は
じ
め
て
論
じ
ら
れ
う
る
に
す
ぎ
な
い（
（10
（

。
し
か
し
、
そ
の
場

合
で
す
ら
、
一
方
的
訴
訟
行
為
の
取
消
に
と
っ
て
の
余
地
は
残
さ
れ
て
い

な
い
。
こ
の
理
由
付
け
の
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
は
一
方
的
訴
訟
行
為
を
実

体
法
と
の
比
較
か
ら
獲
得
さ
れ
る
グ
ル
ー
プ
へ
分
類
す
る
。
こ
の
こ
と
に

よ
っ
て
訴
訟
行
為
の
伝
統
的
な
分
類
に
つ
い
て
判
断
が
な
さ
れ
る
べ
き
で

は
な
い
。
そ
れ
が
有
意
義
か
つ
有
用
か
ど
う
か
は
、
こ
こ
で
判
断
さ
れ
て

は
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
分
類
は
、
取
消
可
能
性
の
問
題
に
応
答
す
る

と
い
う
具
体
的
な
目
的
に
の
み
奉
仕
す
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
訴
訟
行
為
は
権
利
行
使
行
為
で
あ
る
。
実
体
民
事
法
に
お
い
て
わ
れ
わ

れ
は
さ
ま
ざ
ま
な
態
様
の
権
利
行
使
を
知
っ
て
い
る
。
権
利
は
純
然
た
る

事
実
上
の
行
為
、
い
わ
ゆ
る
事
実
行
為
（R

ealakte
）
に
よ
っ
て
行
使
さ

れ
う
る
。
こ
の
こ
と
は
正
当
防
衛
、
緊
急
避
難
行
為
お
よ
び
自
力
救
済
に

つ
い
て
妥
当
す
る
が
、
所
有
者
ま
た
は
そ
の
他
の
権
利
者
に
よ
る
物
の
使

用
（G

ebrauch

）
ま
た
は
消
費
（Verbrauch

）
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
。

こ
の
種
の
行
為
に
つ
い
て
は
、
実
体
法
に
よ
る
取
消
は
考
え
ら
れ
な
い
。

こ
の
訴
訟
に
お
け
る
類
似
物
を
、
わ
れ
わ
れ
は
例
え
ば
事
実
の
主
張
と
否

認
に
見
出
す（
（10
（

。
も
し
人
が
こ
れ
ら
の
訴
訟
行
為
を
取
り
消
し
う
る
も
の
と

み
な
そ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
既
に
実
体
法
と
は
異
質
の
価
値
評
価
を

基
礎
と
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
わ
れ
わ
れ
は
、
実
体
法
上
の
権
利
行
使
行
為
に
、
法
律
行
為
類
似
の
行

為
と
し
て
も
対
処
し
て
い
る
。
典
型
的
な
事
例
は
催
告
（M

ahnung

）
で

あ
る（

（10
（

。
た
し
か
に
法
律
行
為
類
似
の
行
為
に
は
、
広
範
に
意
思
表
示
に
関

す
る
諸
規
定
が
類
推
適
用
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
原
則
と
し
て
錯
誤
を
理

由
と
し
た
取
消
可
能
性
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
と
さ
れ
る（
（（1
（

。
し
か
し
、
催

告
に
関
し
て
は
、
そ
れ
は
債
権
者
に
不
利
益
を
も
た
ら
し
え
な
い
の
で
、

こ
れ
は
正
当
た
り
え
な
い
。
訴
訟
法
の
領
域
に
お
い
て
は
、
催
告
に
は
訴

え
の
提
起（
8訳

（（
訳
注

（（（
（

が
比
較
可
能
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
は
、
そ
れ
が
類
似
し
た
実

体
法
上
の
効
果
と
い
う
結
果
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
広
義
に
お

い
て
多
く
の
そ
の
他
の
訴
訟
行
為
は
、催
告
に
対
す
る
対
応
物（Parallele

）

を
提
供
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
意
思
が
ま
さ
に
そ
の
効
果

に
向
け
ら
れ
る
必
要
な
し
に
法
律
上
の
効
果
と
結
合
し
た
意
思
の
表
明

（W
illensäußerungen

）
だ
と
理
解
さ
れ
う
る
全
て
の
訴
訟
上
の
権
利
行

使
行
為
な
の
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
上
訴
の
申
立
て
や
証
拠
申
立
て
が
こ
れ

に
位
置
付
け
ら
れ
う
る
。

　
こ
れ
ら
の
訴
訟
行
為
は
、
そ
の
不
作
為
が
不
利
益
を
も
た
ら
し
え
な
い

と
い
う
限
り
に
お
い
て
も
、
催
告
に
対
す
る
対
応
物
を
提
供
し
て
い
る
。

遅
滞
の
た
め
に
必
要
な
催
告
を
し
な
か
っ
た
者
は
、
遅
延
利
息
と
遅
延
損

害
の
た
め
の
賠
償
を
得
ら
れ
な
い
。
適
時
に
訴
え
な
い
者
は
、
消
滅
時
効

の
抗
弁
に
さ
ら
さ
れ
る
。不
当
判
決
に
対
し
て
上
訴
を
提
起
し
な
い
者
は
、

彼
が
訴
え
に
お
い
て
要
求
し
た
も
の
を
獲
得
し
な
い
。
こ
の
効
果
は
、
不

注
意
に
よ
っ
て
生
じ
、
あ
る
い
は
意
識
的
に
意
欲
さ
れ
う
る
。

　
不
注
意
（N

achlässigkeit

）
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
不
利
益
は
、
取
消
に

よ
っ
て
は
除
去
さ
れ
得
な
い
。
催
告
を
し
な
か
っ
た
者
は
、
そ
の
不
作
為
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を
取
消
す
こ
と
に
よ
っ
て
遅
滞
の
効
果
を
遡
及
的
に
根
拠
付
け
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
適
時
に
訴
え
な
か
っ
た
者
は
、
取
消
に
よ
っ
て
消
滅
時
効
の

進
行
を
除
去
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
権
利
者
が
相
手
方
の
詐
欺
ま
た
は

強
迫
に
よ
っ
て
催
告
や
訴
え
を
阻
止
さ
れ
た
な
ら
ば
、
彼
に
は
取
消
で
は

な
く
、
不
適
法
な
権
利
行
使
の
抗
弁
が
救
済
手
段
と
な
る
。
詐
欺
ま
た
は

強
迫
を
行
っ
た
者
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
二
条
に
よ
っ
て
催
告
が
な
か
っ
た
こ

と
や
消
滅
時
効
の
抗
弁
を
援
用
し
て
は
な
ら
な
い（
（（0
（

。

　
こ
れ
に
対
応
し
て
、
証
拠
申
立
て
、
欠
席
判
決
に
対
す
る
異
議
ま
た
は

上
訴
の
懈
怠
も
取
消
さ
れ
得
な
い
。
異
議
期
間
ま
た
は
上
訴
期
間
が
徒
過

し
て
し
ま
っ
た
場
合
、
原
状
回
復
（W

iedereinsetzung in den vorigen 
Stand

）（
87

（
訳
注

の
み
が
救
済
手
段
で
あ
る
。
懈
怠
に
よ
っ
て
期
間
を
徒
過
し
た

者
は
、
懈
怠
し
た
権
利
行
使
を
失
効
す
る（

（（0
（

。
も
し
相
手
方
が
欺
罔
ま
た
は

克
服
で
き
な
い
強
迫
に
よ
っ
て
訴
訟
行
為
の
懈
怠
を
だ
ま
し
取
り
あ
る
い

は
脅
し
取
っ
た
な
ら
ば
、
確
定
裁
判
の
存
在
に
対
す
る
こ
の
者
の
信
頼
は

保
護
に
値
し
な
い
。
詐
欺
ま
た
は
強
迫
の
相
手
方
に
は
原
状
回
復
が
保
障

さ
れ
る（
（（0
（

。

　
ま
た
当
事
者
が
意
図
的
に
か
つ
自
発
的
に
そ
の
権
利
の
保
持
に
必
要
な

訴
訟
行
為
を
し
な
い
場
合
に
も
、
当
事
者
が
生
じ
た
訴
訟
上
の
不
利
益
を

取
消
に
よ
っ
て
除
去
し
え
な
い
の
は
、
債
権
者
が
催
告
の
懈
怠
を
取
り
消

し
え
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
。
権
利
行
使
行
為
を
意
図
的
に
し
な
い
こ
と

は
、
不
作
為
が
法
律
行
為
に
類
似
し
た
効
果
を
惹
起
す
る
場
合
で
あ
っ
て

も
、
法
律
行
為
で
は
な
い
。

　
し
か
し
、実
体
法
の
権
利
行
使
行
為
は
ま
た
法
律
行
為
で
も
あ
り
う
る
。

し
た
が
っ
て
、
実
体
法
上
の
形
成
権
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
一
九
条
、
同
一
二
三

条
に
よ
り
取
消
可
能
な
法
律
行
為
的
な
表
示
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
。
法

律
行
為
的
な
処
分
に
よ
る
権
利
の
行
使
も
ま
た
、権
利
行
使
行
為
で
あ
る
。

こ
こ
で
も
ま
た
訴
訟
法
は
あ
る
種
の
対
応
物
を
提
供
し
て
い
る
。
た
し
か

に
形
成
の
訴
え
は
、
実
体
的
形
成
権
の
行
使
と
は
異
な
り
、
法
律
行
為
で

は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
や
は
り
、
適
法
か
つ
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、

実
体
的
な
形
成
の
表
示
と
同
様
に
法
律
関
係
の
変
更
ま
た
は
廃
止
と
い
う

結
果
を
も
た
ら
す
。
権
利
に
つ
い
て
の
訴
訟
行
為
的
処
分
に
対
す
る
訴
訟

上
の
対
応
物
（Seitenstück

）
を
、
わ
れ
わ
れ
は
一
定
の
訴
訟
法
の
処
分

行
為
の
中
に
見
出
す
。
し
た
が
っ
て
、
実
体
的
法
状
況
に
矛
盾
す
る
、
実

際
に
は
被
告
に
属
す
る
物
に
つ
い
て
原
告
の
所
有
権
の
確
認
を
求
め
る
訴

え
に
対
し
て
被
告
が
す
る
認
諾
は
、
結
論
に
お
い
て
原
告
に
有
利
な
、
そ

の
物
に
つ
い
て
の
被
告
の
法
律
行
為
に
よ
る
処
分
と
同
様
の
結
果
を
も
た

ら
す
。
こ
こ
で
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
一
九
条
、
同
一
二
三
条
が
顧
慮
さ
れ
る
か
ど
う

か
は
、
ま
ず
は
何
が
訴
訟
法
典
か
ら
こ
の
問
題
に
対
し
て
引
き
出
さ
れ
る

か
に
か
か
っ
て
い
る
。

　
錯
誤
を
理
由
に
し
て
真
実
に
反
す
る
自
白
を
撤
回
す
る
こ
と
を
許
容

し
て
い
る
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
九
〇
条（
87

（
訳
注

は
、
民
法
の
錯
誤
取
消
と
の
一
定
の
類
似

性
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
自
白
は
、
法
律
上
は
純
粋
な
観
念

の
表
示
（W

issenserklärung

）、
す
な
わ
ち
あ
る
主
張
が
真
実
で
あ
る
こ

と
に
つ
い
て
の
事
実
上
の
陳
述
と
し
て
は
把
え
ら
れ
て
は
い
な
い
。
む
し

ろ
そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
意
思
表
示
ま
た
は
意
欲
の
表
示
（W

illens- oder 
W

ollenserklärung

）
で
も
あ
り
う
る
。
撤
回
の
規
律
が
こ
の
こ
と
を
示
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し
て
い
る
。
自
白
が
真
実
に
反
す
る
こ
と
の
証
明
は
、
撤
回
に
と
っ
て
十

分
で
は
な
い
。
む
し
ろ
撤
回
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
さ
ら
に
自
白
が
錯
誤

に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
こ
と
を
も
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し

た
が
っ
て
、意
図
的
に
真
実
に
反
し
て
な
さ
れ
た
自
白
は
拘
束
力
を
も
つ
。

そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
自
白
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
当
事
者
が
事
実
を
真
実
で
あ

る
と
考
え
た
か
否
か
と
い
う
こ
と
に
関
わ
り
な
く
、
自
白
さ
れ
た
事
実
の

証
明
を
不
要
な
ら
し
め
る
処
分
行
為
な
の
で
あ
る
。
彼
は
、
も
し
権
利
が

ま
さ
に
自
白
さ
れ
た
事
実
に
よ
っ
て
障
害
さ
れ
ま
た
は
消
滅
さ
せ
ら
れ
る

の
で
あ
れ
ば
、こ
の
自
白
に
よ
っ
て
彼
の
権
利
を
間
接
的
に
喪
失
し
う
る
。

し
か
し
、
こ
の
意
図
的
に
真
実
に
反
し
た
自
白
の
処
分
効
果
は
、
そ
れ
で

も
こ
れ
を
法
律
行
為
に
は
し
な
い
。
訴
訟
上
の
意
思
表
示
ま
た
は
意
欲
の

表
示
と
い
う
の
は
、
民
法
の
意
味
で
の
意
思
表
示
で
は
な
い
。
け
だ
し
、

そ
の
効
力
は
、
制
定
法
に
よ
っ
て
、
当
事
者
が
ま
さ
に
そ
の
効
果
を
欲
し

た
か
ど
う
か
に
関
わ
り
な
く
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
自
白
は

表
示
行
為
の
錯
誤
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
一
九
条
一
項
第
二
選
択
肢
）
を
理
由
と
し

て
も
、
表
示
内
容
の
錯
誤
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
一
九
条
一
項
第
一
選
択
肢
）
を
理

由
と
し
て
も
取
消
さ
れ
る
こ
と
は
な
い（
（（0
（

。
も
し
当
事
者
が
言
い
間
違
い
を

し
た
り
、
自
白
に
よ
っ
て
述
べ
た
こ
と
と
は
何
か
別
な
こ
と
を
考
え
て
い

た
り
し
た
と
し
て
も
、
彼
は
自
白
を
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
九
〇
条
に
よ
っ
て
撤
回
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
一
九
条
は
実
体
法
の
意
思
表
示
に
も
と
づ
い
て
調
整
さ
れ
て

い
る
が
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
九
〇
条
の
自
白
は
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
意
味
で
の
意
思
表
示
で

は
な
い
の
で
、
自
白
は
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
一
九
条
の
理
由
に
よ
っ
て
は
取
消
ま
た

は
撤
回
さ
れ
え
な
い
。
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
九
〇
条
に
よ
っ
て
撤
回
の
資
格
を
与
え

ら
れ
た
錯
誤
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
一
九
条
の
意
味
で
の
錯
誤
で
は
な
い
。
Ｚ
Ｐ

Ｏ
二
九
〇
条
の
錯
誤
を
積
極
的
に
理
解
す
る
た
め
に
、
人
は
自
白
が
真
実

に
反
す
る
場
合
に
は
じ
め
て
撤
回
の
資
格
を
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に

思
い
を
至
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
当
事
者
は
、
彼
が
真

実
で
あ
る
と
考
え
た
事
実
を
陳
述
し
た
に
相
違
な
い
。
こ
の
場
合
に
は
、

当
事
者
に
は
そ
の
自
白
に
よ
っ
て
そ
の
訴
訟
状
態
を
不
利
益
に
す
る
と
い

う
意
識
が
欠
け
て
い
る
。
た
し
か
に
当
事
者
は
、
相
手
方
の
主
張
を
証
明

か
ら
解
放
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
式
的
に
処
分
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

は
っ
き
り
と
承
知
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
当
事
者
は
、
そ

の
主
張
を
真
実
で
あ
る
と
考
え
、
し
た
が
っ
て
証
拠
は
こ
の
真
実
を
確
認

す
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
彼
の
観
念
に
よ
れ
ば
自
白

す
る
以
外
に
な
か
っ
た
の
だ
と
考
え
た
の
で
、
自
白
に
よ
っ
て
何
一
つ
喪

失
す
る
も
の
で
は
な
い
と
信
じ
て
い
た
。
彼
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
三
八
条
一
項

に
よ
れ
ば
、
真
実
と
考
え
た
相
手
方
の
主
張
を
否
認
し
て
は
な
ら
ず
、
ま

た
は
積
極
的
に
自
認
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
考
え
て

い
た
に
違
い
な
い
。
も
し
当
事
者
が
、
彼
の
自
白
が
真
実
に
合
致
し
な
い

と
い
う
こ
と
を
後
に
な
っ
て
か
ら
確
認
し
た
な
ら
ば
、
彼
は
自
白
に
よ
っ

て
単
に
主
張
の
証
明
の
必
要
性
に
つ
い
て
処
分
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
望

ま
ず
し
て
訴
訟
状
態
を
不
利
益
に
し
た
と
い
う
こ
と
に
は
じ
め
て
気
が
付

く
。
当
事
者
は
、
相
手
方
の
あ
る
主
張
を
、
こ
の
主
張
に
関
し
て
そ
れ
を

争
う
こ
と
に
よ
っ
て
証
明
を
必
要
と
す
る
権
利
を
有
し
た
か
も
し
れ
ぬ
の

に
、
証
明
か
ら
免
除
し
た
。
し
た
が
っ
て
当
事
者
は
、
彼
が
全
く
処
分
す
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し
て
い
る
。
自
白
が
真
実
に
反
す
る
こ
と
の
証
明
は
、
撤
回
に
と
っ
て
十

分
で
は
な
い
。
む
し
ろ
撤
回
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
さ
ら
に
自
白
が
錯
誤

に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
こ
と
を
も
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し

た
が
っ
て
、意
図
的
に
真
実
に
反
し
て
な
さ
れ
た
自
白
は
拘
束
力
を
も
つ
。

そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
自
白
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
当
事
者
が
事
実
を
真
実
で
あ

る
と
考
え
た
か
否
か
と
い
う
こ
と
に
関
わ
り
な
く
、
自
白
さ
れ
た
事
実
の

証
明
を
不
要
な
ら
し
め
る
処
分
行
為
な
の
で
あ
る
。
彼
は
、
も
し
権
利
が

ま
さ
に
自
白
さ
れ
た
事
実
に
よ
っ
て
障
害
さ
れ
ま
た
は
消
滅
さ
せ
ら
れ
る

の
で
あ
れ
ば
、こ
の
自
白
に
よ
っ
て
彼
の
権
利
を
間
接
的
に
喪
失
し
う
る
。

し
か
し
、
こ
の
意
図
的
に
真
実
に
反
し
た
自
白
の
処
分
効
果
は
、
そ
れ
で

も
こ
れ
を
法
律
行
為
に
は
し
な
い
。
訴
訟
上
の
意
思
表
示
ま
た
は
意
欲
の

表
示
と
い
う
の
は
、
民
法
の
意
味
で
の
意
思
表
示
で
は
な
い
。
け
だ
し
、

そ
の
効
力
は
、
制
定
法
に
よ
っ
て
、
当
事
者
が
ま
さ
に
そ
の
効
果
を
欲
し

た
か
ど
う
か
に
関
わ
り
な
く
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
自
白
は

表
示
行
為
の
錯
誤
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
一
九
条
一
項
第
二
選
択
肢
）
を
理
由
と
し

て
も
、
表
示
内
容
の
錯
誤
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
一
九
条
一
項
第
一
選
択
肢
）
を
理

由
と
し
て
も
取
消
さ
れ
る
こ
と
は
な
い（
（（0
（

。
も
し
当
事
者
が
言
い
間
違
い
を

し
た
り
、
自
白
に
よ
っ
て
述
べ
た
こ
と
と
は
何
か
別
な
こ
と
を
考
え
て
い

た
り
し
た
と
し
て
も
、
彼
は
自
白
を
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
九
〇
条
に
よ
っ
て
撤
回
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
一
九
条
は
実
体
法
の
意
思
表
示
に
も
と
づ
い
て
調
整
さ
れ
て

い
る
が
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
九
〇
条
の
自
白
は
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
意
味
で
の
意
思
表
示
で

は
な
い
の
で
、
自
白
は
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
一
九
条
の
理
由
に
よ
っ
て
は
取
消
ま
た

は
撤
回
さ
れ
え
な
い
。
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
九
〇
条
に
よ
っ
て
撤
回
の
資
格
を
与
え

ら
れ
た
錯
誤
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
一
九
条
の
意
味
で
の
錯
誤
で
は
な
い
。
Ｚ
Ｐ

Ｏ
二
九
〇
条
の
錯
誤
を
積
極
的
に
理
解
す
る
た
め
に
、
人
は
自
白
が
真
実

に
反
す
る
場
合
に
は
じ
め
て
撤
回
の
資
格
を
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に

思
い
を
至
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
当
事
者
は
、
彼
が
真

実
で
あ
る
と
考
え
た
事
実
を
陳
述
し
た
に
相
違
な
い
。
こ
の
場
合
に
は
、

当
事
者
に
は
そ
の
自
白
に
よ
っ
て
そ
の
訴
訟
状
態
を
不
利
益
に
す
る
と
い

う
意
識
が
欠
け
て
い
る
。
た
し
か
に
当
事
者
は
、
相
手
方
の
主
張
を
証
明

か
ら
解
放
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
式
的
に
処
分
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

は
っ
き
り
と
承
知
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
当
事
者
は
、
そ

の
主
張
を
真
実
で
あ
る
と
考
え
、
し
た
が
っ
て
証
拠
は
こ
の
真
実
を
確
認

す
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
彼
の
観
念
に
よ
れ
ば
自
白

す
る
以
外
に
な
か
っ
た
の
だ
と
考
え
た
の
で
、
自
白
に
よ
っ
て
何
一
つ
喪

失
す
る
も
の
で
は
な
い
と
信
じ
て
い
た
。
彼
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
三
八
条
一
項

に
よ
れ
ば
、
真
実
と
考
え
た
相
手
方
の
主
張
を
否
認
し
て
は
な
ら
ず
、
ま

た
は
積
極
的
に
自
認
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
考
え
て

い
た
に
違
い
な
い
。
も
し
当
事
者
が
、
彼
の
自
白
が
真
実
に
合
致
し
な
い

と
い
う
こ
と
を
後
に
な
っ
て
か
ら
確
認
し
た
な
ら
ば
、
彼
は
自
白
に
よ
っ

て
単
に
主
張
の
証
明
の
必
要
性
に
つ
い
て
処
分
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
望

ま
ず
し
て
訴
訟
状
態
を
不
利
益
に
し
た
と
い
う
こ
と
に
は
じ
め
て
気
が
付

く
。
当
事
者
は
、
相
手
方
の
あ
る
主
張
を
、
こ
の
主
張
に
関
し
て
そ
れ
を

争
う
こ
と
に
よ
っ
て
証
明
を
必
要
と
す
る
権
利
を
有
し
た
か
も
し
れ
ぬ
の

に
、
証
明
か
ら
免
除
し
た
。
し
た
が
っ
て
当
事
者
は
、
彼
が
全
く
処
分
す

82
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る
こ
と
を
望
ま
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
白
に
よ
っ
て
訴
訟
状
態

を
処
分
し
た
の
で
あ
る
。
当
事
者
に
は
、訴
訟
を
形
成
す
る
と
い
う
意
識
、

す
な
わ
ち
処
分
意
識
が
欠
け
て
い
た
。

　
あ
る
表
示
に
よ
っ
て
自
ら
の
訴
訟
状
態
に
不
利
益
な
影
響
を
及
ぼ
す
と

い
う
こ
の
意
識
は
、
実
体
法
上
の
表
示
意
識（
8（

（
訳
注

と
も
一
定
の
対
応
関
係
に
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
こ
こ
で
は
、
そ
こ
と
同
様
に
、
表
示
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ

た
法
状
態
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
当
事
者
が
そ
れ
を
訴
訟
上
重
要
で
な
い
と
考
え
た
が
ゆ
え
に

意
図
的
に
真
実
に
反
し
て
行
っ
た
自
白
の
処
分
効
果
に
つ
い
て
よ
く
知
ら

な
か
っ
た
と
主
張
す
る
場
合
に
は
、
処
分
意
識
の
欠
缺
は
、
既
に
存
在
し

て
い
な
い
。
自
白
の
法
律
効
果
は
、
そ
れ
を
当
事
者
が
意
欲
し
た
か
ど
う

か
に
か
か
わ
り
な
く
発
生
す
る
か
ら
、
こ
れ
は
顧
慮
さ
れ
な
い
動
機
の
錯

誤
と
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
九
〇
条
に
よ
っ
て
顧
慮
さ
れ
る
錯
誤

は
、
自
白
の
法
律
効
果
に
つ
い
て
の
錯
誤
で
は
な
く
、
そ
れ
に
も
と
づ
い

て
こ
の
法
律
効
果
が
惹
起
さ
れ
る
法
律
要
件
に
つ
い
て
の
錯
誤
で
あ
り
、

そ
れ
と
同
時
に
、
確
定
し
か
つ
当
事
者
の
意
思
に
左
右
さ
れ
な
い
法
律
効

果
に
よ
っ
て
、
具
体
的
場
合
に
お
い
て
自
白
に
法
律
状
態
を
阻
害
す
る
効

力
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
錯
誤
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
九
〇
条
の
意
味
付
け
は
、
一
方
で
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ

二
九
〇
条
の
錯
誤
は
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
一
九
条
の
そ
れ
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
Ｂ

Ｇ
Ｂ
の
取
消
の
規
律
を
そ
の
他
の
訴
訟
法
の
処
分
行
為
に
転
用
す
る
こ
と

を
禁
止
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
他
方
で
、
訴
訟
上
の
認
諾
お
よ
び
請
求

の
放
棄（
87

（
訳
注

へ
の
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
九
〇
条
の
類
推
適
用
を
も
排
除
し
て
い
る（

（（0
（

。
け
だ

し
、
認
諾
お
よ
び
放
棄
は
ま
さ
に
撤
回
に
と
っ
て
決
定
的
な
点
で
自
白
と

は
区
別
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
認
諾
お
よ
び
放
棄
は
常
に
処
分
行
為
で
あ

る
。
真
の
事
実
の
自
白
は
、
こ
の
事
実
の
証
明
が
自
白
、
す
な
わ
ち
相
手

方
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
事
実
の
確
定
と
同
様
の
結
論
を
も
た
ら
す
と
し

て
も
、
訴
訟
状
態
を
毀
損
す
る
こ
と
は
な
い
の
に
対
し
て
、
放
棄
お
よ
び

認
諾
は
、
事
実
主
張
と
そ
の
証
明
の
必
要
の
審
査
な
し
に
、
か
つ
法
律
状

態
の
審
査
な
し
に
、
放
棄
ま
た
は
認
諾
に
し
た
が
っ
て
判
決
が
な
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
も
た
ら
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
自
白
の
場
合

に
重
要
な
、
そ
れ
が
具
体
的
な
ケ
ー
ス
に
お
い
て
訴
訟
状
態
に
関
す
る
処

分
を
含
ん
で
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
は
、
放
棄
お
よ
び
認
諾
の
場
合

に
は
、
こ
れ
ら
が
常
に
既
存
の
法
律
状
態
を
変
更
す
る
よ
う
に
作
用
す
る

の
で
生
じ
な
い
。認
諾
ま
た
は
放
棄
が
陳
述
さ
れ
た
場
合
に
は
、し
た
が
っ

て
処
分
の
意
識
（D

ispositionsbew
ußtsein

）
が
欠
け
る
こ
と
は
あ
り
え

な
い
。
―
―
し
か
し
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
九
〇
条
の
適
用
は
、
認
諾
お
よ
び
放
棄

に
は
法
律
行
為
的
な
処
分
に
比
較
さ
れ
る
効
力
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
に
よ
っ
て
も
理
由
付
け
ら
れ
な
い
。
け
だ
し
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
九
〇
条

は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
一
九
条
に
よ
る
法
律
行
為
に
よ
る
意
思
表
示
の
取
消
へ
の

対
応
物
を
持
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
一
九
条
、
同
一
二
三
条
の
法
思
想

が
処
分
類
似
の
効
果
と
な
り
う
る
訴
訟
上
の
処
分
行
為
に
と
っ
て
全
く
無

用
か
と
い
う
問
題
が
残
っ
て
い
る
。
も
し
法
律
行
為
的
な
処
分
ま
た
は
義

務
の
法
律
行
為
に
よ
る
設
定
が
錯
誤
ま
た
は
詐
欺
を
理
由
に
取
り
消
さ
れ

う
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
行
為
を
し
た
当
事
者
の
存
在
し

84
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な
い
義
務
ま
た
は
相
手
方
に
発
生
し
て
い
な
い
権
利
が
既
判
力
を
も
っ
て

確
定
さ
れ
る
訴
訟
行
為
に
対
し
て
も
、
意
思
の
瑕
疵
が
重
要
で
あ
る
と
い

う
の
は
当
然
の
こ
と
の
よ
う
に
も
み
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
は
、
放

棄
お
よ
び
認
諾
の
表
示
の
ご
と
き
積
極
的
行
為
に
つ
い
て
孤
立
し
て
提
起

さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
け
だ
し
、
放
棄
お
よ
び
認
諾
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ

る
実
体
法
状
態
へ
の
作
用
は
、訴
訟
上
同
様
に
意
識
的
不
作
為
に
よ
っ
て
、

す
な
わ
ち
、
欠
席
お
よ
び
上
訴
期
間
を
徒
過
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
事

実
も
し
く
は
証
拠
方
法
の
沈
黙
に
よ
っ
て
、
ま
た
は
却
下
に
服
す
る
意
識

的
に
後
れ
た
提
出
に
よ
っ
て
も
生
じ
さ
せ
ら
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。
全
て

の
こ
れ
ら
の
行
為
態
様
に
つ
い
て
、
統
一
的
な
規
律
が
妥
当
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
上
述
の
不
作
為
が
取
り
消
し
う
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ゆ

え
対
応
す
る
積
極
的
行
為
も
ま
た
取
消
を
免
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
こ
と
は
、
し
か
し
、
意
思
の
瑕
疵
が
訴
訟
に
お
い
て
は
絶
対
に
顧
慮
さ

れ
な
い
ま
ま
に
残
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
単
に
、
訴

訟
法
が
そ
れ
ら
に
対
応
す
る
形
式
の
み
が
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
に
お
け
る
と
は
異
な

る
態
様
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
に
す
ぎ
な
い（
（（0
（

。

　
訴
訟
上
重
要
な
行
態
は
手
続
の
中
で
行
わ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
訴
訟
外
で
の

法
律
行
為
的
な
取
引
に
お
け
る
よ
り
も
よ
り
見
通
し
易
い
の
で
、
立
法
者

は
、
適
切
な
訴
訟
法
の
形
成
物
に
よ
っ
て
意
思
の
瑕
疵
の
危
険
を
著
し
く

減
少
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
表
示
行
為
に
お
け
る
錯
誤
は
、
既
に
訴
訟

経
過
の
形
式
化
お
よ
び
規
格
化
に
よ
っ
て
広
範
囲
に
排
除
さ
れ
て
い
る
。

当
事
者
は
、
通
例
、
彼
が
放
棄
ま
た
は
認
諾
し
、
上
訴
期
間
を
徒
過
さ

せ
、
ま
た
は
欠
席
判
決
に
対
し
て
異
議
を
申
し
立
て
な
い
こ
と
が
何
を
意

味
す
る
の
か
を
知
悉
し
て
い
る
。
当
事
者
が
口
頭
弁
論
に
お
い
て
陳
述
を

な
し
ま
た
は
な
さ
な
い
限
り
で
は
、
裁
判
官
は
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
三
九
条（
87

（
訳
注

に
よ
っ

て
明
白
な
説
明
を
得
よ
う
と
目
指
し
、
ま
た
当
事
者
が
実
際
に
そ
の
述
べ

た
い
事
柄
を
実
際
に
述
べ
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
か
め
る
義
務
を
負
う
。

少
な
く
と
も
最
終
審
に
つ
い
て
存
在
す
る
弁
護
士
強
制
も
ま
た
、
そ
の
よ

う
な
錯
誤
の
阻
止
に
貢
献
し
て
い
る
。
同
様
の
こ
と
は
内
容
の
錯
誤
に
も

当
て
は
ま
る
。
当
事
者
が
、
判
決
に
よ
っ
て
そ
の
意
図
的
な
処
分
行
為
の

結
果
と
し
て
惹
起
さ
れ
る
実
体
的
法
律
状
態
の
事
実
上
の
変
更
を
望
ん
で

い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
既
に
、
明
文
で
定
め
ら
れ
て
い
る
明
確
に
事
件

の
申
立
書
を
記
載
す
る
こ
と
よ
っ
て
既
判
力
の
効
果
を
見
通
し
う
る
が
ゆ

え
に
、
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
他
に
も
、
裁
判
官
は
、
Ｚ
Ｐ

Ｏ
一
三
九
条
に
よ
っ
て
、
当
事
者
の
表
示
の
内
容
が
意
思
と
一
致
す
る
よ

う
注
意
す
る
義
務
を
も
負
っ
て
い
る
。
裁
判
官
が
、
こ
の
義
務
に
違
反
し

た
場
合
に
は
、
判
決
基
礎
に
欠
陥
を
有
し
て
い
る
。
そ
の
場
合
、
認
諾
と

放
棄
〔
の
行
為
〕
は
、
上
訴
手
続
に
お
い
て
判
決
の
基
礎
に
は
さ
れ
え
な

い（
（（0
（

。
　
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
表
示
行
為
ま
た
は
表
示
の
内
容
に
お
け
る
錯

誤
の
結
果
、
そ
れ
に
よ
っ
て
下
さ
れ
た
判
決
に
よ
り
実
体
的
法
状
況
を
事

実
上
変
更
す
る
拘
束
力
あ
る
訴
訟
状
態
が
発
生
す
べ
き
だ
と
し
て
も
、
錯

誤
は
顧
慮
さ
れ
な
い
ま
ま
に
残
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
結

果
は
、判
決
の
公
法
的
な
性
格
に
よ
っ
て
根
拠
付
け
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、

取
り
消
す
こ
と
の
で
き
な
い
形
で
十
分
な
権
利
行
使
の
可
能
性
が
与
え
ら

れ
、
か
つ
錯
誤
に
対
す
る
十
分
な
保
護
が
命
じ
ら
れ
て
い
た
手
続
に
お
い
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な
い
義
務
ま
た
は
相
手
方
に
発
生
し
て
い
な
い
権
利
が
既
判
力
を
も
っ
て

確
定
さ
れ
る
訴
訟
行
為
に
対
し
て
も
、
意
思
の
瑕
疵
が
重
要
で
あ
る
と
い

う
の
は
当
然
の
こ
と
の
よ
う
に
も
み
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
は
、
放

棄
お
よ
び
認
諾
の
表
示
の
ご
と
き
積
極
的
行
為
に
つ
い
て
孤
立
し
て
提
起

さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
け
だ
し
、
放
棄
お
よ
び
認
諾
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ

る
実
体
法
状
態
へ
の
作
用
は
、訴
訟
上
同
様
に
意
識
的
不
作
為
に
よ
っ
て
、

す
な
わ
ち
、
欠
席
お
よ
び
上
訴
期
間
を
徒
過
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
事

実
も
し
く
は
証
拠
方
法
の
沈
黙
に
よ
っ
て
、
ま
た
は
却
下
に
服
す
る
意
識

的
に
後
れ
た
提
出
に
よ
っ
て
も
生
じ
さ
せ
ら
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。
全
て

の
こ
れ
ら
の
行
為
態
様
に
つ
い
て
、
統
一
的
な
規
律
が
妥
当
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
上
述
の
不
作
為
が
取
り
消
し
う
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ゆ

え
対
応
す
る
積
極
的
行
為
も
ま
た
取
消
を
免
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
こ
と
は
、
し
か
し
、
意
思
の
瑕
疵
が
訴
訟
に
お
い
て
は
絶
対
に
顧
慮
さ

れ
な
い
ま
ま
に
残
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
単
に
、
訴

訟
法
が
そ
れ
ら
に
対
応
す
る
形
式
の
み
が
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
に
お
け
る
と
は
異
な

る
態
様
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
に
す
ぎ
な
い（
（（0
（

。

　
訴
訟
上
重
要
な
行
態
は
手
続
の
中
で
行
わ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
訴
訟
外
で
の

法
律
行
為
的
な
取
引
に
お
け
る
よ
り
も
よ
り
見
通
し
易
い
の
で
、
立
法
者

は
、
適
切
な
訴
訟
法
の
形
成
物
に
よ
っ
て
意
思
の
瑕
疵
の
危
険
を
著
し
く

減
少
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
表
示
行
為
に
お
け
る
錯
誤
は
、
既
に
訴
訟

経
過
の
形
式
化
お
よ
び
規
格
化
に
よ
っ
て
広
範
囲
に
排
除
さ
れ
て
い
る
。

当
事
者
は
、
通
例
、
彼
が
放
棄
ま
た
は
認
諾
し
、
上
訴
期
間
を
徒
過
さ

せ
、
ま
た
は
欠
席
判
決
に
対
し
て
異
議
を
申
し
立
て
な
い
こ
と
が
何
を
意

味
す
る
の
か
を
知
悉
し
て
い
る
。
当
事
者
が
口
頭
弁
論
に
お
い
て
陳
述
を

な
し
ま
た
は
な
さ
な
い
限
り
で
は
、
裁
判
官
は
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
三
九
条（
87
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に
よ
っ

て
明
白
な
説
明
を
得
よ
う
と
目
指
し
、
ま
た
当
事
者
が
実
際
に
そ
の
述
べ

た
い
事
柄
を
実
際
に
述
べ
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
か
め
る
義
務
を
負
う
。

少
な
く
と
も
最
終
審
に
つ
い
て
存
在
す
る
弁
護
士
強
制
も
ま
た
、
そ
の
よ

う
な
錯
誤
の
阻
止
に
貢
献
し
て
い
る
。
同
様
の
こ
と
は
内
容
の
錯
誤
に
も

当
て
は
ま
る
。
当
事
者
が
、
判
決
に
よ
っ
て
そ
の
意
図
的
な
処
分
行
為
の

結
果
と
し
て
惹
起
さ
れ
る
実
体
的
法
律
状
態
の
事
実
上
の
変
更
を
望
ん
で

い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
既
に
、
明
文
で
定
め
ら
れ
て
い
る
明
確
に
事
件

の
申
立
書
を
記
載
す
る
こ
と
よ
っ
て
既
判
力
の
効
果
を
見
通
し
う
る
が
ゆ

え
に
、
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
他
に
も
、
裁
判
官
は
、
Ｚ
Ｐ

Ｏ
一
三
九
条
に
よ
っ
て
、
当
事
者
の
表
示
の
内
容
が
意
思
と
一
致
す
る
よ

う
注
意
す
る
義
務
を
も
負
っ
て
い
る
。
裁
判
官
が
、
こ
の
義
務
に
違
反
し

た
場
合
に
は
、
判
決
基
礎
に
欠
陥
を
有
し
て
い
る
。
そ
の
場
合
、
認
諾
と

放
棄
〔
の
行
為
〕
は
、
上
訴
手
続
に
お
い
て
判
決
の
基
礎
に
は
さ
れ
え
な

い（
（（0
（

。
　
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
表
示
行
為
ま
た
は
表
示
の
内
容
に
お
け
る
錯

誤
の
結
果
、
そ
れ
に
よ
っ
て
下
さ
れ
た
判
決
に
よ
り
実
体
的
法
状
況
を
事

実
上
変
更
す
る
拘
束
力
あ
る
訴
訟
状
態
が
発
生
す
べ
き
だ
と
し
て
も
、
錯

誤
は
顧
慮
さ
れ
な
い
ま
ま
に
残
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
結

果
は
、判
決
の
公
法
的
な
性
格
に
よ
っ
て
根
拠
付
け
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、

取
り
消
す
こ
と
の
で
き
な
い
形
で
十
分
な
権
利
行
使
の
可
能
性
が
与
え
ら

れ
、
か
つ
錯
誤
に
対
す
る
十
分
な
保
護
が
命
じ
ら
れ
て
い
た
手
続
に
お
い
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て
裁
判
所
が
判
断
し
た
こ
と
に
よ
り
相
手
方
が
取
得
す
る
高
度
の
要
保
護

性
に
よ
っ
て
根
拠
付
け
ら
れ
る
。

　
し
か
し
、
詐
欺
お
よ
び
強
迫
は
、
民
事
訴
訟
に
お
い
て
は
な
お
別
な
態

様
に
よ
る
適
切
な
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
見
出
す
。
当
事
者
は
、
詐
欺
も
し
く

は
強
迫
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
自
白
ま
た
は
認
諾
を
援
用
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
こ
の
こ
と
は
再
審
事
由
が
存
在
す
る
限
り
で
は
一
般
に
承
認
さ

れ
て
い
る（
（（0
（

。
強
要
、
恐
喝
お
よ
び
訴
訟
詐
欺
の
構
成
要
件
は
、
重
要
な
詐

欺
と
強
迫
の
全
て
の
場
合
を
カ
ヴ
ァ
ー
す
る
の
に
十
分
で
あ
る
。し
か
し
、

既
判
力
が
い
ま
だ
生
じ
て
い
な
い
限
り
、
当
事
者
が
恐
喝
さ
れ
ま
た
は
横

取
り
さ
れ
た
訴
訟
行
為
か
ら
自
由
に
な
る
た
め
に
、
刑
事
裁
判
所
の
判
決

を
要
求
さ
れ
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
。
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
八
一
条
一
項
は
、
こ
の

こ
と
に
妨
げ
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
け
だ
し
、
同
条
は
既
判
力
の
あ
る
判

決
の
安
定
に
奉
仕
す
る
が
、し
か
し
訴
訟
が
い
ぜ
ん
進
行
し
て
い
る
限
り
、

手
続
権
の
濫
用
が
明
ら
か
に
な
る
刑
事
上
罰
す
べ
き
行
為
が
民
事
訴
訟
自

体
の
中
で
解
明
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
、
こ
の
規
定
が
妨
げ
る
も
の
で
は

な
い
か
ら
で
あ
る（
（01
（

。

　
手
続
が
終
了
し
判
決
が
既
判
力
を
生
じ
る
と
、
詐
欺
ま
た
は
強
迫
を
受

け
た
当
事
者
は
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
八
〇
条
四
号
ま
た
は
同
五
八
一
条
一
項
に
よ
り

救
済
さ
れ
る
。
詐
欺
ま
た
は
強
迫
の
結
果
上
訴
期
間
を
徒
過
さ
せ
ら
れ
て

し
ま
っ
た
諸
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
詐
欺
ま
た
は
強
迫
を
受
け
た
当
事
者

に
は
原
状
回
復
が
保
障
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い（
（0（
（

。

　
一
方
的
訴
訟
行
為
が
錯
誤
ま
た
は
詐
欺
に
よ
っ
て
取
り
消
さ
れ
え
な
い

と
い
う
こ
と
は
、
し
た
が
っ
て
、
実
際
上
実
体
法
に
対
す
る
訴
訟
法
の
相

違
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
訴
訟
上
の
評
価
が
実

体
法
上
の
評
価
と
同
じ
で
は
な
い
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
表
面
的
な
相
違

に
基
礎
付
け
ら
れ
た
か
も
し
れ
ぬ
軽
率
な
結
論
で
は
な
か
ろ
う
か
。
む
し

ろ
こ
の
考
察
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
一
九
条
、
同
一
二
三
条
に
基
礎
を
置
く
実
体

的
価
値
が
、
訴
訟
に
お
い
て
も
―
―
そ
こ
に
比
較
可
能
な
規
律
の
事
実
関

係
が
存
在
す
る
限
り
に
お
い
て
―
―
顧
慮
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し

た
。
こ
の
評
価
が
訴
訟
に
お
い
て
は
別
な
形
式
的
帰
結
と
い
う
結
果
に
な

る
こ
と
は
、
実
体
民
事
法
と
民
事
訴
訟
法
の
中
で
規
律
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
事
件
領
域
の
相
違
に
依
拠
し
て
い
る
。

ｅ
）
訴
訟
上
の
和
解

　
訴
訟
上
の
和
解
の
場
合
に
は
、
―
―
わ
れ
わ
れ
が
見
て
き
た
よ
う
に（
（00
（

―
―

そ
れ
が
法
律
行
為
と
同
時
に
訴
訟
行
為
を
含
ん
で
お
り
、
わ
れ
わ
れ
は
特

別
な
問
題
に
ぶ
つ
か
る
。
そ
れ
ゆ
え
関
心
は
、
こ
こ
で
は
訴
訟
行
為
が
取

消
可
能
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
よ
り
も
、
む
し
ろ
法
律
行
為
の
部
分
の
取

消
が
和
解
の
訴
訟
上
の
効
力
を
も
無
効
に
す
る
か
ど
う
か
に
向
け
ら
れ

る
。

　
こ
の
問
題
は
、
わ
れ
わ
れ
の
こ
れ
ま
で
の
検
討
に
も
と
づ
い
て
は
、
ま

だ
一
義
的
に
は
解
答
さ
れ
な
い
。
た
し
か
に
わ
れ
わ
れ
は
、
訴
訟
法
も
意

思
の
瑕
疵
の
問
題
を
無
視
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
み
て

き
た
。
し
か
し
、
問
題
は
、
訴
訟
法
で
は
実
体
法
に
お
け
る
と
は
異
な
る

形
式
で
克
服
さ
れ
て
い
る
。
錯
誤
は
手
続
形
態
に
よ
っ
て
広
範
に
妨
げ
ら

れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
か
く
し
て
、
よ
り
高
度
化
さ
れ
た
相
手
方
の
信
頼
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保
護
の
た
め
に
命
じ
ら
れ
た
、
錯
誤
を
理
由
と
し
た
訴
訟
行
為
の
取
消
の

排
除
が
正
当
化
さ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
詐
欺
は
考
慮
さ
れ
う
る
が
、
確

定
判
決
に
対
し
て
は
手
続
の
再
審
の
形
態
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。
和
解

の
訴
訟
上
の
効
力
も
ま
た
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
一
九
条
、
同
一
二
三
条
に
よ
る
取
消

に
よ
っ
て
直
接
に
除
去
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
承
認
す
る
た
め
に
は
、
し

た
が
っ
て
な
お
十
分
な
基
礎
が
欠
け
て
い
る
。

　
訴
訟
上
の
和
解
の
訴
訟
上
の
効
力
は
、
そ
の
執
行
力
と
訴
訟
終
了
に
あ

る
。
双
方
を
わ
れ
わ
れ
は
特
別
に
考
察
し
よ
う
と
思
う
。
そ
れ
ゆ
え
わ
れ

わ
れ
は
ま
ず
、
執
行
可
能
な
内
容
を
有
し
、
し
た
が
っ
て
執
行
名
義
を
記

載
し
て
い
る
和
解
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
九
四
条
一
項
一
号
）
の
み
を
取
り
扱
う
。

強
制
執
行
の
要
件
を
形
式
化
す
る（
（00
（

と
い
う
必
要
性
は
、
強
制
執
行
の
手
続

が
既
に
和
解
が
実
体
法
上
の
瑕
疵
を
内
包
し
て
い
る
と
の
理
由
で
不
適
法

と
み
な
さ
れ
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る（
（00
（

。
人
は
、
執
行
官
に
、
和
解
が
実

体
法
上
有
効
か
ど
う
か
、
取
り
消
さ
れ
た
か
ど
う
か
、
取
消
事
由
が
存
在

し
か
つ
取
消
期
間
が
遵
守
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
こ
と
を
要

求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
彼
は
、
和
解
が
執
行
文
を
具
備
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
審
査
す
る
こ
と
か
ら
既
に
免
除

さ
れ
て
い
る
。執
行
文
が
和
解
を
有
効
な
執
行
名
義
だ
と
証
明
し
て
い
る
。

執
行
文
が
存
在
し
、
し
た
が
っ
て
強
制
執
行
が
不
適
法
だ
と
宣
言
さ
れ
な

い
限
り
、
執
行
官
は
、
実
体
法
上
無
効
ま
た
は
絶
対
無
効
の
和
解
に
も
と

づ
い
て
も
ま
た
執
行
し
て
よ
い
。

　
し
か
し
、
問
わ
れ
る
べ
き
は
、
執
行
文
の
付
与
が
和
解
の
実
体
法
上
の

有
効
性
に
左
右
さ
れ
う
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
執
行
文
付
与
の
手
続
も
一

定
限
度
で
形
式
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
反
対
の
材
料
を
提
供
す

る
。あ
る
判
決
の
た
め
に
執
行
文
が
付
与
さ
れ
る
べ
き
だ
と
す
る
な
ら
ば
、

執
行
可
能
な
請
求
権
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
で
は
な
く
て
、
た
だ
判
決
が

有
効
で
あ
る
か
ど
う
か
、そ
れ
が
執
行
可
能
な
内
容
を
有
す
る
か
ど
う
か
、

そ
し
て
執
行
適
状
に
あ
る
か
ど
う
か
の
み
が
審
査
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な

い（
（00
（

。
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
二
六
条
、
同
七
二
七
条
に
よ
る
特
別
な
執
行
文
の
場
合
に

お
い
て
は
、
た
し
か
に
実
体
法
上
の
問
題
―
―
条
件
成
就
、
権
利
承
継
―

―
を
も
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
限
り
で
司
法
補
助
官
に
委

譲
さ
れ
た
裁
判
官
の
任
務
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
（
司
法
補

助
官
法
［R

echtspflegergesetz

］
一
九
条
九
号（

訳8

（
訳
注

）。
し
か
し
、
和
解
の
た

め
の
執
行
文
は
、
司
法
補
助
官
法
一
九
条
九
号
に
挙
げ
ら
れ
た
場
合
を
除

い
て
〔
裁
判
所
〕
事
務
局
の
書
記
官
（U

rkundsbeam
ten

）
に
よ
っ
て
付

与
さ
れ
る
の
で
、
和
解
の
実
体
的
有
効
性
は
執
行
文
付
与
の
要
件
た
り
え

な
い
。
け
だ
し
、
人
は
さ
も
な
く
ば
、
書
記
官
に
、
司
法
補
助
官
が
司
法

補
助
官
法
一
九
条
に
よ
っ
て
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
り
も
し
ば
し

ば
よ
り
判
断
の
難
し
い
実
体
的
法
律
問
題
に
つ
い
て
判
断
す
る
こ
と
を
委

ね
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
和
解
が
実
体

法
上
無
効
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
執
行
文
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
が
許
さ

れ
る
な
ら
、
和
解
の
無
効
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
三
二
条
に
よ
る
異
議
に
よ
っ
て

も
主
張
さ
れ
え
な
い
。
け
だ
し
、
こ
の
異
議
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
執
行
文

付
与
の
際
の
過
誤
が
責
問
さ
れ
う
る
法
的
救
済
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
人
は
い
ず
れ
に
せ
よ
和
解
が
無
効
で
あ
る
場
合
に
は
、
和
解
の
た
め
に

付
与
さ
れ
た
執
行
文
を
裁
判
所
の
形
成
的
裁
判
に
よ
っ
て
不
適
法
と
宣
言
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保
護
の
た
め
に
命
じ
ら
れ
た
、
錯
誤
を
理
由
と
し
た
訴
訟
行
為
の
取
消
の

排
除
が
正
当
化
さ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
詐
欺
は
考
慮
さ
れ
う
る
が
、
確

定
判
決
に
対
し
て
は
手
続
の
再
審
の
形
態
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。
和
解

の
訴
訟
上
の
効
力
も
ま
た
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
一
九
条
、
同
一
二
三
条
に
よ
る
取
消

に
よ
っ
て
直
接
に
除
去
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
承
認
す
る
た
め
に
は
、
し

た
が
っ
て
な
お
十
分
な
基
礎
が
欠
け
て
い
る
。

　
訴
訟
上
の
和
解
の
訴
訟
上
の
効
力
は
、
そ
の
執
行
力
と
訴
訟
終
了
に
あ

る
。
双
方
を
わ
れ
わ
れ
は
特
別
に
考
察
し
よ
う
と
思
う
。
そ
れ
ゆ
え
わ
れ

わ
れ
は
ま
ず
、
執
行
可
能
な
内
容
を
有
し
、
し
た
が
っ
て
執
行
名
義
を
記

載
し
て
い
る
和
解
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
九
四
条
一
項
一
号
）
の
み
を
取
り
扱
う
。

強
制
執
行
の
要
件
を
形
式
化
す
る（
（00
（

と
い
う
必
要
性
は
、
強
制
執
行
の
手
続

が
既
に
和
解
が
実
体
法
上
の
瑕
疵
を
内
包
し
て
い
る
と
の
理
由
で
不
適
法

と
み
な
さ
れ
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る（
（00
（

。
人
は
、
執
行
官
に
、
和
解
が
実

体
法
上
有
効
か
ど
う
か
、
取
り
消
さ
れ
た
か
ど
う
か
、
取
消
事
由
が
存
在

し
か
つ
取
消
期
間
が
遵
守
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
こ
と
を
要

求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
彼
は
、
和
解
が
執
行
文
を
具
備
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
審
査
す
る
こ
と
か
ら
既
に
免
除

さ
れ
て
い
る
。執
行
文
が
和
解
を
有
効
な
執
行
名
義
だ
と
証
明
し
て
い
る
。

執
行
文
が
存
在
し
、
し
た
が
っ
て
強
制
執
行
が
不
適
法
だ
と
宣
言
さ
れ
な

い
限
り
、
執
行
官
は
、
実
体
法
上
無
効
ま
た
は
絶
対
無
効
の
和
解
に
も
と

づ
い
て
も
ま
た
執
行
し
て
よ
い
。

　
し
か
し
、
問
わ
れ
る
べ
き
は
、
執
行
文
の
付
与
が
和
解
の
実
体
法
上
の

有
効
性
に
左
右
さ
れ
う
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
執
行
文
付
与
の
手
続
も
一

定
限
度
で
形
式
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
反
対
の
材
料
を
提
供
す

る
。あ
る
判
決
の
た
め
に
執
行
文
が
付
与
さ
れ
る
べ
き
だ
と
す
る
な
ら
ば
、

執
行
可
能
な
請
求
権
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
で
は
な
く
て
、
た
だ
判
決
が

有
効
で
あ
る
か
ど
う
か
、そ
れ
が
執
行
可
能
な
内
容
を
有
す
る
か
ど
う
か
、

そ
し
て
執
行
適
状
に
あ
る
か
ど
う
か
の
み
が
審
査
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な

い（
（00
（

。
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
二
六
条
、
同
七
二
七
条
に
よ
る
特
別
な
執
行
文
の
場
合
に

お
い
て
は
、
た
し
か
に
実
体
法
上
の
問
題
―
―
条
件
成
就
、
権
利
承
継
―

―
を
も
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
限
り
で
司
法
補
助
官
に
委

譲
さ
れ
た
裁
判
官
の
任
務
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
（
司
法
補

助
官
法
［R

echtspflegergesetz

］
一
九
条
九
号（

訳8

（
訳
注

）。
し
か
し
、
和
解
の
た

め
の
執
行
文
は
、
司
法
補
助
官
法
一
九
条
九
号
に
挙
げ
ら
れ
た
場
合
を
除

い
て
〔
裁
判
所
〕
事
務
局
の
書
記
官
（U

rkundsbeam
ten

）
に
よ
っ
て
付

与
さ
れ
る
の
で
、
和
解
の
実
体
的
有
効
性
は
執
行
文
付
与
の
要
件
た
り
え

な
い
。
け
だ
し
、
人
は
さ
も
な
く
ば
、
書
記
官
に
、
司
法
補
助
官
が
司
法

補
助
官
法
一
九
条
に
よ
っ
て
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
り
も
し
ば
し

ば
よ
り
判
断
の
難
し
い
実
体
的
法
律
問
題
に
つ
い
て
判
断
す
る
こ
と
を
委

ね
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
和
解
が
実
体

法
上
無
効
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
執
行
文
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
が
許
さ

れ
る
な
ら
、
和
解
の
無
効
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
三
二
条
に
よ
る
異
議
に
よ
っ
て

も
主
張
さ
れ
え
な
い
。
け
だ
し
、
こ
の
異
議
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
執
行
文

付
与
の
際
の
過
誤
が
責
問
さ
れ
う
る
法
的
救
済
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
人
は
い
ず
れ
に
せ
よ
和
解
が
無
効
で
あ
る
場
合
に
は
、
和
解
の
た
め
に

付
与
さ
れ
た
執
行
文
を
裁
判
所
の
形
成
的
裁
判
に
よ
っ
て
不
適
法
と
宣
言
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す
る
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
手
掛

か
り
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
六
八
条
に
見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か（
訳8

（
訳
注

。
こ
の
規
定
に

お
い
て
予
定
さ
れ
た
訴
え
に
も
と
づ
い
て
、
執
行
文
は
過
誤
な
く
付
与
さ

れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
執
行
文
に
も
と
づ
く
強
制
執
行
は
不
適
法
と
宣

言
さ
れ
る（
（00
（

。
こ
の
こ
と
は
、
条
件
の
成
就
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
二
六
条
）
ま
た
は

権
利
承
継
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
二
七
条
）
が
公
的
な
ま
た
は
公
的
に
疎
明
さ
れ
た

書
面
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
が
、し
か
し
債
務
者
が
条
件
成
就
に
対
し
て
、

債
務
者
が
こ
の
種
の
文
書
で
証
明
し
え
ず
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
ゆ
え
に
執

行
文
付
与
手
続
に
お
い
て
債
務
者
が
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
三
〇
条
に
よ
っ
て
聴
取
さ

れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
成
功
し
な
い
異
議
を
提
出
す
る
場
合
に
も
当
て
は

ま
る（
（00
（

。
こ
の
場
合
に
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
六
八
条
に
よ
っ
て
下
さ
れ
る
判
決
は
、
適

法
に
付
与
さ
れ
た
執
行
文
を
不
適
法
な
執
行
文
へ
と
形
作
る
。
こ
の
判
決

は
、
単
に
そ
れ
が
適
法
な
強
制
執
行
を
不
適
法
な
も
の
に
す
る
限
り
に
お

い
て
、
訴
訟
上
の
形
成
判
決
で
あ
る
だ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

債
務
者
が
訴
訟
上
の
和
解
が
実
体
法
無
効
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
場
合

に
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
二
八
条
を
類
推
適
用
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
疑
念
が
存
す

る
。
け
だ
し
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
二
八
条
は
、
証
明
可
能
性
の
問
題
を
度
外
視
す

る
と
、
そ
れ
自
体
、
執
行
文
付
与
手
続
お
よ
び
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
三
二
条
に
よ
る

異
議
手
続
に
お
い
て
主
張
さ
れ
う
る
異
議
を
扱
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
執
行
文
付
与
手
続
お
よ
び
同
七
三
二
条
に
よ
る
異

議
手
続
に
、
和
解
の
実
体
的
有
効
性
の
審
査
を
免
れ
さ
せ
よ
う
と
欲
す
る

の
で
、和
解
の
実
体
的
有
効
性
に
対
し
て
向
け
ら
れ
た
異
議
の
場
合
に
は
、

ま
さ
に
執
行
文
付
与
手
続
お
よ
び
異
議
手
続
に
お
い
て
は
全
く
顧
慮
さ
れ

ず
、
そ
こ
で
命
じ
ら
れ
る
証
拠
方
法
の
制
限
と
い
う
点
で
妨
害
す
る
に
と

ど
ま
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
執
行
文
付
与
要
件
の
事
後
審
査
に
奉
仕
す

る
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
六
八
条
の
訴
え
の
手
続
は
、
わ
れ
わ
れ
の
事
例
に
と
っ
て
適

切
で
は
な
い
。

　
し
た
が
っ
て
、
命
じ
ら
れ
た
執
行
文
付
与
手
続
を
、
訴
訟
上
の
和
解
の

実
体
法
上
の
有
効
性
の
審
査
か
ら
免
除
す
る
こ
と
は
、
必
然
的
に
債
務
者

が
、
和
解
が
実
体
法
上
無
効
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
場
合
、

債
務
者
は
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
六
七
条
を
指
示
さ
れ
る
と
い
う
帰
結
に
至
る
。
債
務

者
は
、
強
制
執
行
の
許
容
性
に
直
接
関
連
せ
ず
、
訴
訟
上
の
形
成
判
決
に

も
と
づ
い
て
は
じ
め
て
強
制
執
行
を
不
適
法
な
ら
し
め
る
実
体
法
上
の
異

議
を
主
張
す
る
。

　
し
か
し
、
強
制
執
行
の
形
式
化
の
た
め
に
欠
か
せ
な
い
こ
の
結
論
は
、

訴
訟
上
の
和
解
の
実
体
法
上
の
瑕
疵
が
そ
の
訴
訟
上
の
効
力
に
は
関
連
し

な
い
と
い
う
早
ま
っ
た
結
論
へ
と
惑
わ
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ

は
こ
れ
ま
で
、
こ
の
瑕
疵
が
訴
訟
上
の
和
解
か
ら
直
接
に
は
そ
の
執
行
力

を
取
り
除
か
な
い
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
訴
訟
上
の
和

解
の
訴
訟
終
了
効
も
ま
た
そ
の
実
体
法
上
の
有
効
性
に
左
右
さ
れ
る
か
ど

う
か
は
、
な
お
検
討
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　
た
し
か
に
わ
れ
わ
れ
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
六
七
条
の
本
来
の
適
用
領
域
に
お

い
て
、
同
条
に
よ
り
提
出
さ
れ
う
る
異
議
が
判
決
の
有
効
性
に
は
関
連
し

な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
出
発
し
た
。
債
務
者
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
判
決
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
請
求
権
に
対
す
る
異
議
を
提
起
す
る
請
求
異
議
の
訴
え

は
、
有
効
な
判
決
に
基
づ
く
執
行
の
回
避
を
目
的
と
し
て
い
る
。
Ｚ
Ｐ
Ｏ
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七
六
七
条
に
よ
っ
て
許
容
さ
れ
る
異
議
は
、
確
定
判
決
か
ら
そ
の
訴
訟
終

了
効
を
取
り
去
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
判
決
の
特
性
に

基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
訴
訟
上
の
和
解
へ
は
転
用
さ
れ
な

い
。

　
判
決
の
訴
訟
終
了
効
を
わ
れ
わ
れ
は
形
式
的
確
定
力
と
呼
ん
で
い
る
。

そ
れ
は
当
該
裁
判
が
上
訴
お
よ
び
異
議
に
よ
っ
て
も
は
や
取
り
消
さ
れ
得

な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
請
求
異
議
の
訴
え
は
、
こ
の
判
決

効
に
は
関
係
し
な
い
。
け
だ
し
、
そ
れ
は
判
決
の
変
更
を
目
的
と
は
し
な

い
か
ら
で
あ
る
。
債
務
者
が
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
六
七
条
二
項
に
よ
っ
て
主
張
し
う

る
異
議
は
、
判
決
に
は
影
響
し
な
い
。
け
だ
し
、
こ
の
異
議
は
判
決
が
不

当
で
あ
る
と
す
る
の
に
は
不
適
切
だ
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
判

決
が
拘
束
力
を
有
し
、
し
た
が
っ
て
、
当
事
者
に
よ
っ
て
最
終
口
頭
弁
論

時
点
で
の
法
律
状
態
の
正
当
な
確
認
と
し
て
甘
受
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
法
律
状
態
が
こ

の
時
点
よ
り
後
に
変
更
し
た
こ
と
が
主
張
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ｚ
Ｐ

Ｏ
七
六
七
条
二
項
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
う
る
異
議
が
判
決
の
取
消
不
能

と
、
そ
れ
ゆ
え
訴
訟
終
了
効
に
は
関
係
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
既
判
力

に
基
づ
き
請
求
異
議
の
訴
え
に
よ
っ
て
、
判
決
の
拘
束
力
あ
る
確
認
と
矛

盾
し
な
い
異
議
の
み
が
提
出
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
。

　
し
か
し
、
訴
訟
上
の
和
解
に
対
す
る
請
求
異
議
の
訴
え
に
よ
っ
て
、
和

解
の
拘
束
力
そ
れ
自
体
を
問
題
に
す
る
異
議
が
提
出
さ
れ
う
る
。
Ｚ
Ｐ
Ｏ

七
六
七
条
は
、
債
務
者
に
和
解
の
内
容
と
一
致
す
る
異
議
に
限
定
し
て
い

な
い（
（00
（

。
こ
れ
は
、
一
方
で
、
和
解
が
既
判
力
を
有
し
な
い
こ
と
、
し
か
し

他
方
で
、
強
制
執
行
の
形
式
化
の
た
め
に
和
解
の
実
体
法
上
の
拘
束
力
に

対
す
る
異
議
は
判
決
手
続
に
お
い
て
の
み
主
張
が
許
さ
れ
る
こ
と
に
還
元

さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
異
議
に
よ
っ
て
執
行
に
対
し
て
対
抗
し
よ
う
と
す

る
債
務
者
は
、
請
求
異
議
の
訴
え
の
提
起
が
指
示
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
訴
訟
上
の
和
解
に
対
す
る
請
求
異
議
の
場
合
に
、
法
的

争
訟
の
対
象
に
つ
い
て
和
解
の
拘
束
力
が
前
提
と
さ
れ
て
い
な
い
と
す
れ

ば
、
訴
訟
上
の
和
解
へ
の
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
六
七
条
の
適
用
も
ま
た
、
和
解
に
対

す
る
請
求
異
議
の
訴
え
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
う
る
異
議
が
そ
の
訴
訟
終
了

効
に
関
係
し
な
い
と
い
う
想
定
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
け
だ
し
、

判
決
の
場
合
に
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
六
七
条
に
よ
っ
て
許
容
さ
れ
る
異
議
は
、

そ
れ
が
既
判
力
を
有
す
る
裁
判
の
内
容
を
も
問
題
に
は
し
な
い
の
で
訴
訟

終
了
効
に
影
響
し
な
い
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
確
定
判
決
の
訴
訟
終

了
効
は
、
既
判
力
に
よ
っ
て
理
由
付
け
ら
れ
る
。
判
決
が
取
り
消
し
え
な

い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
裁
判
が
拘
束
力
を
有
す
る
場
合
に
の
み
命
じ
ら

れ
る
。
も
し
立
法
者
が
あ
る
拘
束
を
も
た
な
い
判
決
を
取
り
消
し
え
な
い

と
宣
言
す
る
な
ら
ば
、
彼
は
訴
訟
の
権
利
保
護
の
任
務
を
損
っ
て
し
ま
う

こ
と
に
な
ろ
う
。
あ
る
訴
訟
を
拘
束
力
の
な
い
判
決
に
よ
っ
て
排
除
す
る

こ
と
は
、
当
事
者
に
パ
ン
に
代
え
て
石
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

　
判
決
の
場
合
に
は
、し
た
が
っ
て
、訴
訟
終
了
の
効
力（
形
式
的
確
定
力
）

と
裁
判
へ
の
拘
束
力
（
実
質
的
確
定
力
）
の
間
に
緊
密
な
連
関
が
存
在
す

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
よ
う
な
連
関
を
訴
訟
上
の
和
解
の
場
合
に
も
承
認
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七
六
七
条
に
よ
っ
て
許
容
さ
れ
る
異
議
は
、
確
定
判
決
か
ら
そ
の
訴
訟
終

了
効
を
取
り
去
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
判
決
の
特
性
に

基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
訴
訟
上
の
和
解
へ
は
転
用
さ
れ
な

い
。

　
判
決
の
訴
訟
終
了
効
を
わ
れ
わ
れ
は
形
式
的
確
定
力
と
呼
ん
で
い
る
。

そ
れ
は
当
該
裁
判
が
上
訴
お
よ
び
異
議
に
よ
っ
て
も
は
や
取
り
消
さ
れ
得

な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
請
求
異
議
の
訴
え
は
、
こ
の
判
決

効
に
は
関
係
し
な
い
。
け
だ
し
、
そ
れ
は
判
決
の
変
更
を
目
的
と
は
し
な

い
か
ら
で
あ
る
。
債
務
者
が
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
六
七
条
二
項
に
よ
っ
て
主
張
し
う

る
異
議
は
、
判
決
に
は
影
響
し
な
い
。
け
だ
し
、
こ
の
異
議
は
判
決
が
不

当
で
あ
る
と
す
る
の
に
は
不
適
切
だ
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
判

決
が
拘
束
力
を
有
し
、
し
た
が
っ
て
、
当
事
者
に
よ
っ
て
最
終
口
頭
弁
論

時
点
で
の
法
律
状
態
の
正
当
な
確
認
と
し
て
甘
受
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
法
律
状
態
が
こ

の
時
点
よ
り
後
に
変
更
し
た
こ
と
が
主
張
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ｚ
Ｐ

Ｏ
七
六
七
条
二
項
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
う
る
異
議
が
判
決
の
取
消
不
能

と
、
そ
れ
ゆ
え
訴
訟
終
了
効
に
は
関
係
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
既
判
力

に
基
づ
き
請
求
異
議
の
訴
え
に
よ
っ
て
、
判
決
の
拘
束
力
あ
る
確
認
と
矛

盾
し
な
い
異
議
の
み
が
提
出
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
。

　
し
か
し
、
訴
訟
上
の
和
解
に
対
す
る
請
求
異
議
の
訴
え
に
よ
っ
て
、
和

解
の
拘
束
力
そ
れ
自
体
を
問
題
に
す
る
異
議
が
提
出
さ
れ
う
る
。
Ｚ
Ｐ
Ｏ

七
六
七
条
は
、
債
務
者
に
和
解
の
内
容
と
一
致
す
る
異
議
に
限
定
し
て
い

な
い（
（00
（

。
こ
れ
は
、
一
方
で
、
和
解
が
既
判
力
を
有
し
な
い
こ
と
、
し
か
し

他
方
で
、
強
制
執
行
の
形
式
化
の
た
め
に
和
解
の
実
体
法
上
の
拘
束
力
に

対
す
る
異
議
は
判
決
手
続
に
お
い
て
の
み
主
張
が
許
さ
れ
る
こ
と
に
還
元

さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
異
議
に
よ
っ
て
執
行
に
対
し
て
対
抗
し
よ
う
と
す

る
債
務
者
は
、
請
求
異
議
の
訴
え
の
提
起
が
指
示
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
訴
訟
上
の
和
解
に
対
す
る
請
求
異
議
の
場
合
に
、
法
的

争
訟
の
対
象
に
つ
い
て
和
解
の
拘
束
力
が
前
提
と
さ
れ
て
い
な
い
と
す
れ

ば
、
訴
訟
上
の
和
解
へ
の
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
六
七
条
の
適
用
も
ま
た
、
和
解
に
対

す
る
請
求
異
議
の
訴
え
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
う
る
異
議
が
そ
の
訴
訟
終
了

効
に
関
係
し
な
い
と
い
う
想
定
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
け
だ
し
、

判
決
の
場
合
に
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
六
七
条
に
よ
っ
て
許
容
さ
れ
る
異
議
は
、

そ
れ
が
既
判
力
を
有
す
る
裁
判
の
内
容
を
も
問
題
に
は
し
な
い
の
で
訴
訟

終
了
効
に
影
響
し
な
い
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
確
定
判
決
の
訴
訟
終

了
効
は
、
既
判
力
に
よ
っ
て
理
由
付
け
ら
れ
る
。
判
決
が
取
り
消
し
え
な

い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
裁
判
が
拘
束
力
を
有
す
る
場
合
に
の
み
命
じ
ら

れ
る
。
も
し
立
法
者
が
あ
る
拘
束
を
も
た
な
い
判
決
を
取
り
消
し
え
な
い

と
宣
言
す
る
な
ら
ば
、
彼
は
訴
訟
の
権
利
保
護
の
任
務
を
損
っ
て
し
ま
う

こ
と
に
な
ろ
う
。
あ
る
訴
訟
を
拘
束
力
の
な
い
判
決
に
よ
っ
て
排
除
す
る

こ
と
は
、
当
事
者
に
パ
ン
に
代
え
て
石
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

　
判
決
の
場
合
に
は
、し
た
が
っ
て
、訴
訟
終
了
の
効
力（
形
式
的
確
定
力
）

と
裁
判
へ
の
拘
束
力
（
実
質
的
確
定
力
）
の
間
に
緊
密
な
連
関
が
存
在
す

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
よ
う
な
連
関
を
訴
訟
上
の
和
解
の
場
合
に
も
承
認
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す
る
の
は
理
解
で
き
る
。
既
判
力
に
対
応
し
た
和
解
内
容
に
対
す
る
拘
束

力
が
否
定
ま
た
は
除
去
さ
れ
う
る
と
す
る
な
ら
ば
、
訴
訟
上
の
和
解
の
訴

訟
終
了
効
も
ま
た
な
く
な
る
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
と
異
な

る
結
論
は
、
和
解
の
訴
訟
終
了
効
が
執
行
力
と
同
様
に
形
式
化
さ
れ
な
け

れ
ば
な
い
と
し
た
場
合
に
の
み
適
切
だ
と
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
し
か

し
、
そ
の
た
め
の
機
会
は
存
在
し
な
い
。
執
行
要
件
の
形
式
化
は
、
そ
う

し
な
け
れ
ば
書
記
官
ま
た
は
執
行
官
が
和
解
の
実
体
的
有
効
性
に
つ
い
て

判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
り
、
か
く
し
て
判
決
手
続
に
留
保

さ
れ
て
い
る
べ
き
法
律
問
題
を
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
し
ま

う
と
い
う
理
由
で
の
み
必
然
的
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
訴
訟
終
了
効
に

つ
い
て
は
、
常
に
裁
判
所
が
判
決
手
続
で
判
断
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
裁

判
の
要
件
は
、
形
式
化
さ
れ
る
必
要
は
な
い（
（00
（

。
そ
れ
ゆ
え
に
和
解
の
有
効

性
を
そ
の
実
体
的
妥
当
性
か
ら
抽
象
化
す
る
機
会
は
存
在
し
な
い（

（01
（

。
そ
の

よ
う
な
抽
象
化
は
、
そ
れ
が
一
定
の
信
頼
保
護
の
必
要
性
に
よ
っ
て
理
由

付
け
ら
れ
る
場
合
に
は
じ
め
て
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
実

体
法
上
無
効
な
和
解
の
訴
訟
終
了
効
に
対
す
る
相
手
方
の
保
護
に
値
す
る

利
益
は
存
在
し
な
い
。
む
し
ろ
訴
訟
が
古
い
訴
訟
物
に
つ
い
て
さ
ら
に
続

け
ら
れ
る
べ
き
場
合
に
は
、
そ
の
訴
訟
を
継
続
す
る
こ
と
が
彼
に
は
求
め

ら
れ
る（
（0（
（

。

　
し
た
が
っ
て
、
実
体
法
上
無
効
な
訴
訟
上
の
和
解
を
締
結
し
た
当
事
者

た
ち
は
、
和
解
が
締
結
さ
れ
た
際
に
法
的
争
訟
が
あ
っ
た
訴
訟
状
態
お
よ

び
審
級
に
お
い
て
、
そ
れ
を
継
続
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
和
解
締
結
の

前
に
訴
訟
の
対
象
で
あ
り
、
そ
れ
に
関
し
て
無
効
な
和
解
が
締
結
さ
れ
た

請
求
に
つ
い
て
の
新
訴
は
、
訴
訟
が
無
効
な
和
解
に
よ
っ
て
終
了
さ
せ
ら

れ
な
い
の
で
、
し
た
が
っ
て
訴
え
は
依
然
と
し
て
訴
訟
係
属
を
有
し
て
い

る
の
で
不
適
法
で
あ
る（
（00
（

。
こ
の
こ
と
は
当
然
に
、
和
解
の
無
効
性
が
係
属

す
る
請
求
の
規
律
に
関
連
す
る
限
り
で
の
み
妥
当
す
る
。
も
し
和
解
に
他

の
法
律
関
係
が
加
え
ら
れ
、
和
解
が
こ
れ
と
の
関
係
で
の
み
無
効
で
あ
る

な
ら
ば
、
新
訴
は
適
法
で
あ
り
ま
た
命
じ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
和
解
に

第
三
者
が
関
与
し
た
場
合
に
は
同
様
の
こ
と
が
妥
当
す
る（
（00
（

。
旧
訴
の
続
行

は
、
和
解
が
履
行
さ
れ
、
そ
れ
が
無
効
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
い
て
返
還
請

求
権
が
引
き
出
さ
れ
る
場
合
に
も
問
題
と
は
な
ら
な
い（
（00
（

。
け
だ
し
、
そ
の

場
合
に
は
和
解
に
よ
っ
て
終
了
し
た
訴
訟
の
対
象
で
は
な
く
て
、
新
請
求

が
争
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
旧
請
求
は
、
想
定
さ
れ
た
負
担
が
付
さ

れ
た
和
解
が
履
行
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
終
了
し
て
い
る
。
旧
訴
の
続
行

が
問
題
と
な
ら
な
い
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
は
、
和
解
の
有
効
性
が
異

な
っ
た
裁
判
所
に
よ
っ
て
別
異
に
判
断
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る（
（00
（

こ
と
は
、

仕
方
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
和
解
の
訴
訟
上
の
瑕
疵
の
場
合
も
ま
た
、
矛

盾
し
た
裁
判
の
危
険
が
生
じ
る
。
そ
れ
は
、
中
間
確
認
の
訴
え
に
よ
っ
て

減
ぜ
ら
れ
る（
（00
（

。

　
法
的
争
訟
が
前
の
訴
訟
物
を
め
ぐ
っ
て
継
続
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い

ケ
ー
ス
に
お
い
て
は
、
和
解
が
控
訴
審
ま
た
は
上
告
審
に
お
い
て
締
結
さ

れ
た
場
合
、も
は
や
完
全
な
審
級
序
列
が
利
用
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
、

不
利
益
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く（
（00
（

、
む
し
ろ
こ
こ
で
主
張
さ
れ
た
見
解
の

長
所
を
意
味
し
て
い
る
。
け
だ
し
、
上
級
審
で
締
結
さ
れ
た
和
解
が
無
効

で
あ
る
と
の
理
由
の
み
で
、
訴
訟
を
全
て
の
審
級
を
通
じ
て
繰
り
返
す
と
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い
う
根
拠
は
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
和
解
に
至
る
ま
で
獲
得

さ
れ
て
い
た
訴
訟
上
の
成
果
は
引
き
続
き
維
持
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
訴

え
の
取
下
げ
と
本
案
の
終
了
宣
言
の
規
律
か
ら
は
反
対
論
は
引
き
出
さ
れ

な
い
。
訴
え
の
取
下
げ
は
、
和
解
と
は
対
照
的
に
単
に
訴
訟
を
終
了
さ
せ

る
に
す
ぎ
ず
、
当
事
者
間
の
争
い
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は

そ
の
典
型
的
な
機
能
に
よ
れ
ば
、
第
一
審
に
お
け
る
新
訴
へ
の
可
能
性
を

開
く
。
訴
え
が
裁
判
外
の
和
解
に
よ
っ
て
取
下
げ
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、

当
事
者
は
た
し
か
に
、
た
い
て
い
は
新
訴
に
は
至
ら
な
い
だ
ろ
う
と
い
う

こ
と
か
ら
出
発
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
訴
訟
の
終
了
の
た
め
に
、
新
訴

を
第
一
審
に
お
い
て
排
除
し
な
い
手
段
を
利
用
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ

え
新
訴
が
第
一
審
に
お
い
て
提
起
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
を
甘
受
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
裁
判
官
は
、
訴
え
の
取
下
げ
の
法
律
上
の
規
律
に
よ
れ

ば
、
な
ぜ
原
告
が
そ
の
訴
え
を
取
り
下
げ
た
の
か
調
査
す
る
必
要
は
な

い
。
裁
判
官
に
と
っ
て
は
、原
告
が
当
該
訴
訟
を
続
行
す
る
意
思
が
な
く
、

被
告
が
そ
れ
に
同
意
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
が
重
要
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
訴
え
取
下
げ
の
動
機
は
問
題
と
は
さ
れ
な
い
し
、
そ
れ
は
訴
訟

終
了
に
と
っ
て
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
で
あ
る
の
で
、
訴
え
取
下
げ
の
動
機

に
よ
る
効
力
の
区
別
は
不
可
能
で
あ
る
。

　
両
当
事
者
が
本
案
を
一
致
し
て
終
了
し
た
と
宣
言
し
、
そ
の
後
、
当
事

者
の
一
方
が
新
た
に
訴
え
を
提
起
し
た
場
合
に
、
同
様
の
こ
と
が
妥
当
す

る
。
裁
判
所
は
、
本
案
が
現
実
に
終
了
さ
れ
た
か
ど
う
か
を
事
後
的
に
審

査
し
て
は
な
ら
ず
、
当
事
者
の
抽
象
的
な
訴
訟
終
了
宣
言
の
み
に
拘
束
さ

れ
る
の
で
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
当
事
者
の
抽
象
的
な
訴
訟
終
了
宣
言
の

み
で
あ
っ
て
、
そ
の
動
機
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
案
を
終
了
さ
せ
た

裁
判
外
の
和
解
の
有
効
性
は
、
訴
訟
終
了
の
要
件
で
は
な
い（
（00
（

。

　
も
し
訴
訟
上
の
和
解
が
上
告
裁
判
所
の
面
前
で
締
結
さ
れ
た
場
合
に

は
、
当
該
審
級
に
お
け
る
法
的
争
訟
の
続
行
に
反
対
し
て
、
上
告
裁
判
所

に
は
和
解
が
無
効
で
あ
る
こ
と
を
理
由
づ
け
る
事
実
を
確
認
す
る
こ
と
は

免
除
さ
れ
て
い
る
は
ず
だ
と
い
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
連
邦

労
働
裁
判
所
（
Ｂ
Ａ
Ｇ
）（
（00
（

は
、
正
当
に
も
、
上
告
審
に
お
い
て
そ
の
ほ
か

の
事
実
も
確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ

の
見
解
は
、
再
審
手
続
を
一
瞥
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
肯
定
さ
れ
る
。
上
告

審
判
決
が
そ
れ
に
よ
っ
て
取
り
消
さ
れ
る
再
審
の
訴
え
に
つ
い
て
は
、
再

審
裁
判
所
は
、
再
審
事
由
が
証
拠
方
法
に
関
す
る
場
合
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
八
〇

条
一
号
―
三
号
、
七
ｂ
号
）
ま
た
は
事
実
確
定
が
先
決
判
決
の
取
消
を
理

由
に
必
要
で
あ
る
場
合
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
八
〇
条
六
号
）、
ま
た
は
以
前
に
確

定
し
既
判
力
を
有
す
る
判
決
の
発
見
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
る
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ

五
八
〇
条
七
ａ
号
）
こ
と
に
な
る
場
合
に
は
じ
め
て
管
轄
を
有
し
な
い
に

す
ぎ
な
い
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
八
四
条
一
項
）。
し
た
が
っ
て
、
上
告
裁
判
所
は
、

再
審
事
由
の
確
認
か
ら
免
除
さ
れ
な
い
の
で
は
な
く
て
、
再
審
理
さ
れ
て

い
る
手
続
で
新
た
な
事
実
の
確
定
が
必
要
に
な
る
場
合
に
は
じ
め
て
管
轄

権
を
有
し
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
対
応
し
て
、
和
解
の
無
効
原
因

の
審
査
を
上
告
裁
判
所
か
ら
奪
う
何
ら
の
契
機
も
存
在
し
な
い
。

　
か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
訴
訟
上
の
和
解
が
実
体
法
上
無
効
で
あ
る
こ

と
は
、
無
効
が
和
解
の
、
係
属
し
て
い
る
請
求
を
め
ぐ
る
争
い
を
解
決
す

る
部
分
に
関
連
す
る
限
り
に
お
い
て
、
和
解
か
ら
そ
の
訴
訟
終
了
効
を
奪
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い
う
根
拠
は
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
和
解
に
至
る
ま
で
獲
得

さ
れ
て
い
た
訴
訟
上
の
成
果
は
引
き
続
き
維
持
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
訴

え
の
取
下
げ
と
本
案
の
終
了
宣
言
の
規
律
か
ら
は
反
対
論
は
引
き
出
さ
れ

な
い
。
訴
え
の
取
下
げ
は
、
和
解
と
は
対
照
的
に
単
に
訴
訟
を
終
了
さ
せ

る
に
す
ぎ
ず
、
当
事
者
間
の
争
い
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は

そ
の
典
型
的
な
機
能
に
よ
れ
ば
、
第
一
審
に
お
け
る
新
訴
へ
の
可
能
性
を

開
く
。
訴
え
が
裁
判
外
の
和
解
に
よ
っ
て
取
下
げ
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、

当
事
者
は
た
し
か
に
、
た
い
て
い
は
新
訴
に
は
至
ら
な
い
だ
ろ
う
と
い
う

こ
と
か
ら
出
発
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
訴
訟
の
終
了
の
た
め
に
、
新
訴

を
第
一
審
に
お
い
て
排
除
し
な
い
手
段
を
利
用
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ

え
新
訴
が
第
一
審
に
お
い
て
提
起
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
を
甘
受
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
裁
判
官
は
、
訴
え
の
取
下
げ
の
法
律
上
の
規
律
に
よ
れ

ば
、
な
ぜ
原
告
が
そ
の
訴
え
を
取
り
下
げ
た
の
か
調
査
す
る
必
要
は
な

い
。
裁
判
官
に
と
っ
て
は
、原
告
が
当
該
訴
訟
を
続
行
す
る
意
思
が
な
く
、

被
告
が
そ
れ
に
同
意
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
が
重
要
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
訴
え
取
下
げ
の
動
機
は
問
題
と
は
さ
れ
な
い
し
、
そ
れ
は
訴
訟

終
了
に
と
っ
て
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
で
あ
る
の
で
、
訴
え
取
下
げ
の
動
機

に
よ
る
効
力
の
区
別
は
不
可
能
で
あ
る
。

　
両
当
事
者
が
本
案
を
一
致
し
て
終
了
し
た
と
宣
言
し
、
そ
の
後
、
当
事

者
の
一
方
が
新
た
に
訴
え
を
提
起
し
た
場
合
に
、
同
様
の
こ
と
が
妥
当
す

る
。
裁
判
所
は
、
本
案
が
現
実
に
終
了
さ
れ
た
か
ど
う
か
を
事
後
的
に
審

査
し
て
は
な
ら
ず
、
当
事
者
の
抽
象
的
な
訴
訟
終
了
宣
言
の
み
に
拘
束
さ

れ
る
の
で
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
当
事
者
の
抽
象
的
な
訴
訟
終
了
宣
言
の

み
で
あ
っ
て
、
そ
の
動
機
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
案
を
終
了
さ
せ
た

裁
判
外
の
和
解
の
有
効
性
は
、
訴
訟
終
了
の
要
件
で
は
な
い（
（00
（

。

　
も
し
訴
訟
上
の
和
解
が
上
告
裁
判
所
の
面
前
で
締
結
さ
れ
た
場
合
に

は
、
当
該
審
級
に
お
け
る
法
的
争
訟
の
続
行
に
反
対
し
て
、
上
告
裁
判
所

に
は
和
解
が
無
効
で
あ
る
こ
と
を
理
由
づ
け
る
事
実
を
確
認
す
る
こ
と
は

免
除
さ
れ
て
い
る
は
ず
だ
と
い
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
連
邦

労
働
裁
判
所
（
Ｂ
Ａ
Ｇ
）（
（00
（

は
、
正
当
に
も
、
上
告
審
に
お
い
て
そ
の
ほ
か

の
事
実
も
確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ

の
見
解
は
、
再
審
手
続
を
一
瞥
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
肯
定
さ
れ
る
。
上
告

審
判
決
が
そ
れ
に
よ
っ
て
取
り
消
さ
れ
る
再
審
の
訴
え
に
つ
い
て
は
、
再

審
裁
判
所
は
、
再
審
事
由
が
証
拠
方
法
に
関
す
る
場
合
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
八
〇

条
一
号
―
三
号
、
七
ｂ
号
）
ま
た
は
事
実
確
定
が
先
決
判
決
の
取
消
を
理

由
に
必
要
で
あ
る
場
合
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
八
〇
条
六
号
）、
ま
た
は
以
前
に
確

定
し
既
判
力
を
有
す
る
判
決
の
発
見
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
る
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ

五
八
〇
条
七
ａ
号
）
こ
と
に
な
る
場
合
に
は
じ
め
て
管
轄
を
有
し
な
い
に

す
ぎ
な
い
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
八
四
条
一
項
）。
し
た
が
っ
て
、
上
告
裁
判
所
は
、

再
審
事
由
の
確
認
か
ら
免
除
さ
れ
な
い
の
で
は
な
く
て
、
再
審
理
さ
れ
て

い
る
手
続
で
新
た
な
事
実
の
確
定
が
必
要
に
な
る
場
合
に
は
じ
め
て
管
轄

権
を
有
し
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
対
応
し
て
、
和
解
の
無
効
原
因

の
審
査
を
上
告
裁
判
所
か
ら
奪
う
何
ら
の
契
機
も
存
在
し
な
い
。

　
か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
訴
訟
上
の
和
解
が
実
体
法
上
無
効
で
あ
る
こ

と
は
、
無
効
が
和
解
の
、
係
属
し
て
い
る
請
求
を
め
ぐ
る
争
い
を
解
決
す

る
部
分
に
関
連
す
る
限
り
に
お
い
て
、
和
解
か
ら
そ
の
訴
訟
終
了
効
を
奪
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う
と
い
う
結
論
に
到
達
す
る
。
こ
の
請
求
を
め
ぐ
っ
て
さ
ら
に
争
わ
れ
る

限
り
に
お
い
て
、
旧
訴
が
続
行
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
新
た
な
訴
え

に
は
訴
訟
係
属
が
妨
げ
と
な
る
。
和
解
に
も
と
づ
く
執
行
は
、
続
行
手
続

に
お
い
て
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
〇
七
条
の
準
用
に
よ
り
停
止
さ
れ
う
る（
（01
（

。
手
続
の
続

行
の
ほ
か
に
債
務
者
に
は
請
求
異
議
の
訴
え
も
開
か
れ
て
い
る（

（0（
（

。し
か
し
、

和
解
が
締
結
さ
れ
た
手
続
が
続
行
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
請
求
異
議
の
訴

え
は
不
適
法
で
あ
る（
（00
（

。
け
だ
し
、
係
属
中
の
手
続
の
中
で
和
解
の
無
効
を

確
定
し
た
上
で
判
断
さ
れ
る
判
決
は
、
和
解
か
ら
執
行
力
を
剥
奪
す
る
か

ら
で
あ
る
。

Ⅲ
　
訴
訟
上
の
失
効
の
諸
段
階

　
既
に
繰
り
返
し
、
訴
訟
上
の
権
利
失
効
の
思
想
が
、
立
法
者
が
当
事
者

に
課
し
た
手
続
上
の
不
利
益
に
と
っ
て
の
理
由
付
け
と
し
て
言
及
さ
れ
て

き
た
。
上
訴
期
間
を
懈
怠
す
る
当
事
者
は
、
通
常
は
上
訴
か
ら
排
除
さ
れ

る
。
連
続
す
る
二
回
の
期
日
に
欠
席
す
る
一
方
当
事
者
は
、
第
二
の
欠
席

判
決
を
、
懈
怠
の
場
合
が
な
か
っ
た
と
い
う
理
由
付
け
で
も
っ
て
の
み
な

お
取
り
消
し
う
る
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
一
三
条
二
項（
訳（

（
訳
注

）。
当
事
者
は
、
時
機
に
後

れ
た
提
出
が
引
き
延
ば
さ
れ
、
遅
延
が
重
過
失
ま
た
は
訴
訟
引
延
し
の
意

図
に
関
連
す
る
場
合
に
、
攻
撃
防
御
方
法
、
証
拠
方
法
お
よ
び
証
拠
方
法

を
排
除
さ
れ
う
る
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
七
九
条
、
同
二
八
三
条
二
項
）（
訳8

（
訳
注

。

　
こ
れ
ら
全
て
の
場
合
に
お
い
て
当
事
者
が
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

不
利
益
が
、
権
利
失
効
の
思
想
に
基
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
一
方
当

事
者
が
上
訴
期
間
内
に
上
訴
を
提
起
せ
ず
、
そ
れ
自
体
取
消
可
能
な
判
決

が
確
定
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
当
事
者
が
そ
の
不
服
を
有
す
る
裁

判
を
甘
受
し
よ
う
と
す
る
点
に
も
そ
の
根
拠
を
持
ち
う
る
。
当
事
者
が
さ

ら
な
る
権
利
保
護
を
要
求
し
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
判
決
に
対
す
る
拘
束

に
よ
っ
て
当
事
者
に
不
法
は
生
じ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
権
利
失
効

の
思
想
は
、
当
事
者
が
訴
訟
に
お
け
る
権
利
行
使
を
続
行
し
よ
う
と
す
る

が
、
し
か
し
そ
の
た
め
に
必
要
な
行
為
を
正
し
い
時
機
に
行
わ
な
い
場
合

に
は
じ
め
て
、
訴
訟
上
の
不
利
益
の
理
由
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
に
す
ぎ
な

い
。

　
不
利
益
な
訴
訟
上
の
法
的
効
果
は
、
争
う
つ
も
り
の
な
い
者
に
も
、
ま

た
争
訟
の
続
行
に
必
要
な
行
為
を
適
時
に
し
な
か
っ
た
者
に
も
生
じ
る

が
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
効
果
を
異
な
っ
た
評
価
の
思
想
に
帰
し
て
い
る
。

し
か
し
、
行
態
の
動
機
が
そ
の
評
価
に
と
っ
て
決
定
的
で
あ
る
の
で
、
こ

の
点
に
評
価
の
矛
盾
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
を
越
え
て
、
放
棄
と
権
利

失
効
の
間
に
は
実
体
法
上
密
接
な
関
連
が
あ
る
。
実
体
的
な
主
観
的
権
利

を
訴
訟
外
の
経
過
の
中
で
失
効
（
喪
失
）
す
る
者
は
、
そ
の
権
利
の
主
張

を
放
棄
し
て
し
ま
っ
た
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い（
（00
（

。
こ
の

効
果
の
一
致
は
、
ド
イ
ツ
大
審
院
が
長
い
間
放
棄
と
権
利
失
効
の
間
の
明

確
な
区
別
を
見
つ
け
き
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
な
っ
た（
（00
（

。
今
日
な
お
、
黙
示

の
放
棄
と
権
利
失
効
の
間
の
区
別
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
五
七
条
と
同
二
四
二
条

の
区
別
に
際
し
て
出
会
う
あ
ら
ゆ
る
不
安
定
に
苦
し
ん
で
い
る
。
こ
の
区

別
の
困
難
は
偶
然
で
は
な
い
。
人
が
あ
る
人
物
の
客
観
的
状
況
か
ら
そ
の

者
に
放
棄
の
意
思
（Verzichtsw

illen

）」
を
帰
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、

よ
り
強
度
の
主
観
的
色
合
い
に
染
ま
っ
た
解
釈
に
お
い
て
、
そ
の
人
物
が
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放
棄
し
よ
う
と
欲
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
し
か
し
、
そ
の
権
利
を
、
ま

さ
に
同
一
の
客
観
的
状
況
を
基
礎
に
し
て
失
効
し
た
と
確
定
す
る
の
か

は
、
ど
こ
で
意
思
の
解
釈
が
終
了
し
て
法
規
範
に
よ
る
そ
の
補
充
が
始
ま

る
の
か
に
つ
い
て
の
一
致
が
達
成
さ
れ
な
い
限
り
、
お
そ
ら
く
決
し
て
一

致
し
て
決
定
さ
れ
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
幸
い
な
こ
と
に
、
も
し
人
が
黙
示

の
放
棄
が
失
効（
（00
（

と
同
じ
法
律
効
果
、
す
な
わ
ち
新
た
な
重
要
な
状
況
に

よ
っ
て
無
用
と
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る（

（00
（

権
利
行
使
を
排
除
す
る
と
い
う
結

果
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
承
認
す
る
場
合
、こ
の
決
定
は
必
要
で
は
な
い
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
法
律
効
果
の
一
致
は
、
人
が
失
効
と
同
視
さ
れ
る

放
棄
を
権
利
消
滅
事
由
と
し
て
で
は
な
く
、
権
利
行
使
の
放
棄
と
し
て
理

解
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
難
な
く
与
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
が
放

棄
を
、
当
事
者
が
意
識
的
に
甘
受
す
る
訴
訟
上
の
不
利
益
の
理
由
と
し
て

引
き
合
い
に
出
す
場
合
、
後
者
の
み
と
関
連
す
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
わ
れ
わ
れ
が
、
当
事
者
が
そ
の
よ
う
な
不
利
益
を
そ
の
懈
怠
の
効
果
と

し
て
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
諸
場
合
に
関
し
て
、
権
利
失
効
の
思
想

を
そ
の
理
由
と
し
て
援
用
し
、
か
く
し
て
実
体
的
正
義
の
原
理
を
訴
訟
上

の
効
果
の
正
当
化
の
た
め
に
利
用
す
る
場
合
、
こ
の
こ
と
が
訴
訟
法
の
厳

格
性
が
一
般
条
項
に
よ
っ
て
柔
軟
に
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
二
条（
訳訳

（
訳
注

と
い
う
一
般
条
項
に
訴
訟

に
お
け
る
新
た
な
適
用
領
域
を
開
拓
し
、
そ
れ
で
も
っ
て
厳
格
な
訴
訟
法

の
規
範
を
巧
み
に
か
わ
す
こ
と
が
わ
れ
わ
れ
の
検
討
の
意
味
で
は
な
い
。

む
し
ろ
、
ま
さ
に
訴
訟
法
の
厳
格
な
規
範
の
適
用
は
、
そ
の
正
義
に
即
し

た
価
値
（G

erechtigkeitsw
ert

）
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
促

進
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
厳
格
な
期
間
お
よ
び
充
足
が
困
難
な
原
状
回
復

の
要
件
に
対
す
る
拘
束
を
、
法
的
安
定
性
と
合
目
的
性
の
た
め
に
正
義
を

抑
圧
す
る
「
単
な
る
」
形
式
法
（form

elles R
echt

）
と
み
な
す
裁
判
官
は
、

非
常
に
容
易
に
、
原
状
回
復
を
「
実
体
的
正
義
の
た
め
に
」
立
法
者
が
望

ん
だ
よ
り
も
寛
大
に
保
障
す
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
厳
格
な

期
間
と
困
難
な
原
状
回
復
の
要
件
が
実
体
的
正
義
の
表
現
と
理
解
さ
れ
る

の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
訴
訟
法
の
正
し
い
適
用
に
た
だ
役
立
つ
だ
け

で
な
く
、
ま
た
、
か
く
し
て
訴
訟
法
の
空
洞
化
に
反
対
し
て
、
一
般
条
項

に
よ
る
最
大
限
の
援
助
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
権
利
失
効
の
思
想
は
、
こ
こ
で
は
訴
訟
上
の
規
定
を
変
更
し
ま
た
は
回

避
す
る
た
め
に
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
説
明
し
、
正
し
く
解
釈
す
る
た
め

に
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
実
体
法
の
権
利
失

効
理
論
が
権
利
失
効
と
除
斥
期
間
の
間
の
厳
格
な
区
別
を
要
求
し
て
い
る

の
は
、
権
利
失
効
の
思
想
を
利
用
す
る
こ
と
に
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な

い（
（00
（

。
け
だ
し
、
こ
の
区
別
は
、
単
に
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
二
条
か
ら
演
繹
さ
れ

る
権
利
失
効
の
要
件
を
正
し
く
記
述
す
る
た
め
に
命
じ
ら
れ
る
に
す
ぎ
な

い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
は
除
斥
期
間
の
場
合
に
は
法
律
の
命
令
に
よ
り

期
間
の
経
過
の
み
が
問
題
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
こ
れ
〔
＝
期
間
の
経

過
〕
は
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
二
条
の
権
利
失
効
に
と
っ
て
十
分
で
は
な
い
。
し
か

し
、
人
が
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
二
条
の
権
利
失
効
の
構
成
要
件
を
問
題
に
す
る
の

で
は
な
く
、
法
定
の
除
斥
期
間
の
理
由
付
け
を
問
題
に
す
る
の
で
あ
れ

ば
、
除
斥
さ
れ
る
者
の
相
手
方
が
一
定
の
時
点
ま
で
に
権
利
行
使
を
し
な

い
場
合
、
そ
の
時
点
か
ら
確
固
た
る
法
的
地
位
を
獲
得
す
べ
き
だ
と
い
う
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放
棄
し
よ
う
と
欲
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
し
か
し
、
そ
の
権
利
を
、
ま

さ
に
同
一
の
客
観
的
状
況
を
基
礎
に
し
て
失
効
し
た
と
確
定
す
る
の
か

は
、
ど
こ
で
意
思
の
解
釈
が
終
了
し
て
法
規
範
に
よ
る
そ
の
補
充
が
始
ま

る
の
か
に
つ
い
て
の
一
致
が
達
成
さ
れ
な
い
限
り
、
お
そ
ら
く
決
し
て
一

致
し
て
決
定
さ
れ
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
幸
い
な
こ
と
に
、
も
し
人
が
黙
示

の
放
棄
が
失
効（
（00
（

と
同
じ
法
律
効
果
、
す
な
わ
ち
新
た
な
重
要
な
状
況
に

よ
っ
て
無
用
と
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る（

（00
（

権
利
行
使
を
排
除
す
る
と
い
う
結

果
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
承
認
す
る
場
合
、こ
の
決
定
は
必
要
で
は
な
い
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
法
律
効
果
の
一
致
は
、
人
が
失
効
と
同
視
さ
れ
る

放
棄
を
権
利
消
滅
事
由
と
し
て
で
は
な
く
、
権
利
行
使
の
放
棄
と
し
て
理

解
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
難
な
く
与
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
が
放

棄
を
、
当
事
者
が
意
識
的
に
甘
受
す
る
訴
訟
上
の
不
利
益
の
理
由
と
し
て

引
き
合
い
に
出
す
場
合
、
後
者
の
み
と
関
連
す
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
わ
れ
わ
れ
が
、
当
事
者
が
そ
の
よ
う
な
不
利
益
を
そ
の
懈
怠
の
効
果
と

し
て
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
諸
場
合
に
関
し
て
、
権
利
失
効
の
思
想

を
そ
の
理
由
と
し
て
援
用
し
、
か
く
し
て
実
体
的
正
義
の
原
理
を
訴
訟
上

の
効
果
の
正
当
化
の
た
め
に
利
用
す
る
場
合
、
こ
の
こ
と
が
訴
訟
法
の
厳

格
性
が
一
般
条
項
に
よ
っ
て
柔
軟
に
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
二
条（
訳訳

（
訳
注

と
い
う
一
般
条
項
に
訴
訟

に
お
け
る
新
た
な
適
用
領
域
を
開
拓
し
、
そ
れ
で
も
っ
て
厳
格
な
訴
訟
法

の
規
範
を
巧
み
に
か
わ
す
こ
と
が
わ
れ
わ
れ
の
検
討
の
意
味
で
は
な
い
。

む
し
ろ
、
ま
さ
に
訴
訟
法
の
厳
格
な
規
範
の
適
用
は
、
そ
の
正
義
に
即
し

た
価
値
（G

erechtigkeitsw
ert

）
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
促

進
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
厳
格
な
期
間
お
よ
び
充
足
が
困
難
な
原
状
回
復

の
要
件
に
対
す
る
拘
束
を
、
法
的
安
定
性
と
合
目
的
性
の
た
め
に
正
義
を

抑
圧
す
る
「
単
な
る
」
形
式
法
（form

elles R
echt

）
と
み
な
す
裁
判
官
は
、

非
常
に
容
易
に
、
原
状
回
復
を
「
実
体
的
正
義
の
た
め
に
」
立
法
者
が
望

ん
だ
よ
り
も
寛
大
に
保
障
す
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
厳
格
な

期
間
と
困
難
な
原
状
回
復
の
要
件
が
実
体
的
正
義
の
表
現
と
理
解
さ
れ
る

の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
訴
訟
法
の
正
し
い
適
用
に
た
だ
役
立
つ
だ
け

で
な
く
、
ま
た
、
か
く
し
て
訴
訟
法
の
空
洞
化
に
反
対
し
て
、
一
般
条
項

に
よ
る
最
大
限
の
援
助
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
権
利
失
効
の
思
想
は
、
こ
こ
で
は
訴
訟
上
の
規
定
を
変
更
し
ま
た
は
回

避
す
る
た
め
に
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
説
明
し
、
正
し
く
解
釈
す
る
た
め

に
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
実
体
法
の
権
利
失

効
理
論
が
権
利
失
効
と
除
斥
期
間
の
間
の
厳
格
な
区
別
を
要
求
し
て
い
る

の
は
、
権
利
失
効
の
思
想
を
利
用
す
る
こ
と
に
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な

い（
（00
（

。
け
だ
し
、
こ
の
区
別
は
、
単
に
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
二
条
か
ら
演
繹
さ
れ

る
権
利
失
効
の
要
件
を
正
し
く
記
述
す
る
た
め
に
命
じ
ら
れ
る
に
す
ぎ
な

い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
は
除
斥
期
間
の
場
合
に
は
法
律
の
命
令
に
よ
り

期
間
の
経
過
の
み
が
問
題
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
こ
れ
〔
＝
期
間
の
経

過
〕
は
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
二
条
の
権
利
失
効
に
と
っ
て
十
分
で
は
な
い
。
し
か

し
、
人
が
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
二
条
の
権
利
失
効
の
構
成
要
件
を
問
題
に
す
る
の

で
は
な
く
、
法
定
の
除
斥
期
間
の
理
由
付
け
を
問
題
に
す
る
の
で
あ
れ

ば
、
除
斥
さ
れ
る
者
の
相
手
方
が
一
定
の
時
点
ま
で
に
権
利
行
使
を
し
な

い
場
合
、
そ
の
時
点
か
ら
確
固
た
る
法
的
地
位
を
獲
得
す
べ
き
だ
と
い
う

95

96

翻　　　訳

26（熊本法学152号 ’21） （熊本法学152号 ’21）



こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
法
定
の
除
斥
期
間
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
二
条
の
権
利

失
効
の
効
果
が
基
礎
に
置
い
て
い
る
そ
の
法
的
思
想
の
具
体
的
な
形
成
物

（A
usform

ungen

）
で
あ
る
。
こ
の
具
体
化
は
、
既
に
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
二
条

の
適
用
に
際
し
て
裁
判
官
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
状
況
の
考
量
を
含
ん
で
お

り
、
そ
れ
ゆ
え
具
体
的
な
除
斥
期
間
の
適
用
に
際
し
て
は
い
ぜ
ん
期
間
の

経
過
の
み
が
問
題
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
こ
の
こ
と
は
訴
訟
法
の
期
間
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
。
わ
れ
わ
れ
の
問

題
は
、
い
か
な
る
要
件
の
下
で
、
そ
し
て
ど
の
時
点
か
ら
訴
訟
上
の
権
利

行
使
―
―
例
え
ば
上
訴
す
る
こ
と
―
―
が
不
適
法
で
あ
る
か
を
述
べ
て
は

い
な
い
。
こ
の
問
い
は
、
法
律
の
中
で
解
答
さ
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は

む
し
ろ
、
な
ぜ
立
法
者
は
そ
の
よ
う
な
除
斥
期
間
を
あ
ら
か
じ
め
置
い
て

い
る
の
か
を
問
う
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
答
え
は
、
実
体
的
な
除
斥
期

間
お
よ
び
実
体
的
な
権
利
失
効
の
理
論
に
と
っ
て
も
決
定
的
な
、
同
じ
理

由
付
け
へ
と
わ
れ
わ
れ
を
導
く
。
す
な
わ
ち
、
相
手
方
は
一
定
の
時
点
か

ら
一
定
の
法
的
状
態
に
対
す
る
彼
の
正
当
な
信
頼
に
お
い
て
保
護
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
相
手
方
の
要
保
護
性
は
、
こ
の
者
が
訴
訟
に
お
い
て
裁
判
所

の
面
前
で
争
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
両
当
事
者
が
そ
こ
で
そ
の
立
場
を
主

張
す
る
十
分
な
機
会
を
持
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
に
な
る
。
実
体
的

な
権
利
失
効
に
対
し
て
、
ま
さ
に
短
く
か
つ
厳
格
な
訴
訟
法
の
期
間
は
、

訴
訟
が
、
人
が
譲
歩
す
る
気
が
な
い
の
な
ら
、
そ
こ
で
争
わ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
場
で
あ
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
で
は
相
手
方
は
人
が
こ

こ
で
全
て
の
自
由
に
使
え
る
手
段
を
用
い
て
、
定
め
ら
れ
た
時
間
内
に
そ

の
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
を
予
期
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
そ
う
す
る

こ
と
が
許
さ
れ
る
場
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
正
当
化
さ
れ
る
。

　
わ
れ
わ
れ
の
訴
訟
法
の
諸
規
定
は
、
手
続
の
経
過
に
対
応
し
た
訴
訟
上

の
失
効
の
段
階
的
発
展
を
認
識
さ
せ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
叙
述
は
、
そ
れ
か

ら
下
降
し
て
降
り
て
く
る
た
め
に
、
最
上
位
の
段
階
か
ら
開
始
す
る
。

１
　
既
判
力
と
再
審

　
あ
る
判
決
が
下
さ
れ
、
そ
れ
に
対
し
て
も
は
や
上
訴
が
許
さ
れ
ず
、
し

た
が
っ
て
審
級
序
列
を
終
わ
ら
せ
る
場
合
、
判
決
に
よ
っ
て
不
利
益
を
受

け
る
当
事
者
は
、
そ
の
判
決
が
誤
り
で
あ
る
と
い
う
提
出
は
も
は
や
聞
き

届
け
ら
れ
な
い
。
既
判
力
は
、
当
事
者
を
誤
っ
た
裁
判
に
も
拘
束
す
る
。

敗
訴
当
事
者
が
彼
に
有
利
な
事
実
ま
た
は
証
拠
方
法
を
提
出
し
な
か
っ
た

が
た
め
に
判
決
が
現
実
の
法
的
状
態
か
ら
逸
脱
す
る
場
合
、
こ
の
者
は
、

訴
訟
に
お
い
て
聴
聞
を
得
る
機
会
を
十
分
に
利
用
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
相

手
方
が
、
そ
こ
で
、
両
当
事
者
が
そ
の
立
場
を
主
張
し
え
た
後
に
、
今
や

訴
訟
は
終
了
し
か
つ
拘
束
力
を
も
っ
て
判
断
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
信
頼
し

て
よ
い
と
い
う
異
議
を
唱
え
る
こ
と
が
、
許
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
既
判
力
の
排
除
効
（A

usschlußw
irkung

）
は
、
両
当
事

者
が
重
要
な
全
て
の
事
柄
を
訴
訟
に
提
出
し
え
た
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て

こ
の
可
能
性
は
、
し
か
し
相
手
方
の
利
益
の
た
め
に
も
利
用
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
は
ず
だ
、
と
い
う
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
。
訴
訟
と
い
う

機
会
を
利
用
し
な
か
っ
た
者
は
、
保
護
を
要
す
る
相
手
方
の
た
め
に
そ
の

権
利
の
さ
ら
な
る
行
使
を
失
効
す
る
。

　
こ
の
既
判
力
の
理
由
付
け
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
歴
史
的
に
古
臭
く
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な
っ
た
と
非
難
さ
れ
る
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
。
た
し
か
に
、
個
人
主
義

的
に
理
解
さ
れ
た
法
的
安
定
性
は
、
既
判
力
〔
制
度
〕
と
い
う
形
成
物

（A
usgestaltung

）
に
関
す
る
わ
れ
わ
れ
の
民
事
訴
訟
法
典
の
立
法
者
の

理
由
付
け
と
し
て
妥
当
す
る
が
、
し
か
し
同
時
に
、
自
由
主
義
的
な
法
治

国
家
の
訴
訟
理
論
と
し
て
過
去
へ
と
追
放
さ
れ
、
か
つ
、
国
家
の
任
務
と

国
家
の
個
人
に
対
す
る
関
係
の
現
代
的
理
解
と
は
相
い
れ
な
い
と
説
明
さ

れ
る（
（00
（

。
し
か
し
、
も
し
私
法
の
分
野
で
の
法
的
安
定
性
が
主
観
的
権
利
の

安
定
性
と
も
は
や
同
価
値
で
あ
る
べ
き
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う

に
し
て
既
判
力
が
な
お
正
義
の
原
則
の
上
に
基
礎
付
け
ら
れ
る
か
が
問
題

に
な
る
。
も
し
既
判
力
の
機
能
が
い
ぜ
ん
「
正
当
な
判
決
が
妥
当
し
て
い

る
こ
と
の
保
護
」（
（00
（

の
み
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
、
不
当
判
決
は
、
し
か

し
そ
れ
が
再
審
と
い
う
清
算
的
な
（liquid

）
取
消
可
能
性
に
よ
っ
て
除

去
さ
れ
え
な
い
限
り
、
既
判
力
に
よ
っ
て
共
に
包
含
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る

な
ら
ば（
（01
（

、
既
判
力
は
国
家
の
権
威
の
機
能
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
す
な
わ

ち
、
判
決
は
、
国
家
の
司
法
機
関
の
宣
言
が
通
用
性
（G

eltung

）
を
要

求
し
て
い
る
の
で
当
事
者
を
拘
束
す
る
こ
と
に
な
る
。
人
が
こ
の
通
用
性

を
客
観
的
私
法
秩
序
の
確
証
（B

ew
ährung

）
と
理
解
す
る
と
し
て
も
、

こ
の
こ
と
に
径
庭
は
な
い
。
け
だ
し
、こ
の
こ
と
は
や
は
り
お
そ
ら
く
は
、

客
観
的
私
法
秩
序
は
既
判
力
を
伴
っ
た
確
認
に
対
す
る
拘
束
に
お
い
て
確

証
さ
れ
る
べ
き
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
既
判
力
の
説
明
に
対
し
て
は
、
超
個
人
主
義
的
な
法
的
安
定
性

が
、
独
自
の
正
義
の
価
値
を
示
し
う
る
の
か
、
そ
し
て
、
そ
れ
が
実
体
法

の
諸
価
値
を
わ
き
へ
追
い
立
て
る
の
に
適
切
で
あ
る
の
か
と
い
う
疑
問
が

わ
い
て
く
る
。
国
家
の
権
威
は
、
ど
こ
か
ら
主
観
的
な
私
権
を
剥
奪
す
る

権
利
を
受
け
取
る
の
か
？
安
定
性
と
秩
序
が
支
配
し
な
く
て
は
な
ら
な
い

と
い
う
思
想
だ
け
で
は
、
民
事
判
決
の
既
判
力
は
正
当
化
さ
れ
な
い
。
も

し
こ
の
正
当
化
が
十
分
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
訴
訟
に
お
い
て

現
実
の
法
律
状
態
に
合
致
し
た
裁
判
を
探
求
す
る
こ
と
は
問
題
と
は
な
ら

ず
、
と
も
か
く
裁
判
が
な
さ
れ
る
こ
と
と
、
こ
の
裁
判
が
拘
束
力
を
持
つ

こ
と
し
か
問
題
と
な
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
お
う
。

　
国
家
の
権
威
は
、
国
家
の
行
為
の
質
（Q

ualität

）
か
ら
正
当
化
さ
れ

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
自
己
目
的
と
し
て
の
安
定
性
と
秩
序
は
、
い
ず
れ

に
せ
よ
国
家
が
私
権
を
保
護
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
限
り
に
お
い
て
正
義

の
価
値
を
も
た
な
い
。
そ
れ
ら
は
主
観
的
な
私
権
へ
の
、
私
法
上
適
切
な

諸
価
値
か
ら
引
き
出
さ
れ
う
る
こ
と
の
な
い
侵
害
を
正
当
化
す
る
こ
と
は

な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
既
判
力
を
持
っ
た
裁
判
へ
の
拘
束
は
、
主
観
的
な
私

権
へ
の
あ
り
う
る
侵
害
を
こ
の
権
利
と
一
致
す
る
と
思
わ
せ
る
論
拠
に

よ
っ
て
理
由
付
け
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
主
観
的
な
私

権
が
い
か
な
る
犠
牲
を
払
っ
て
も
貫
徹
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
ま
た
既
判
力

の
あ
る
裁
判
に
対
し
て
も
そ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
意

味
し
な
い
。
し
か
し
、
既
判
力
の
効
力
は
、
そ
の
私
権
を
争
っ
た
当
事
者

の
保
護
の
必
要
性
で
判
定
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
彼
ら
の
対
立
す
る

保
護
利
益
の
間
で
、
彼
ら
の
法
的
地
位
の
保
護
の
必
要
性
を
評
価
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
調
整
が
見
出
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
既
判
力

は
、
双
方
の
利
益
の
評
価
に
依
拠
し
た
勝
訴
当
事
者
の
保
護
の
必
要
性
の

承
認
に
基
い
て
い
る（
（0（
（

。
こ
の
〔
双
方
の
利
益
の
〕
評
価
は
、
訴
訟
外
の
状
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な
っ
た
と
非
難
さ
れ
る
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
。
た
し
か
に
、
個
人
主
義

的
に
理
解
さ
れ
た
法
的
安
定
性
は
、
既
判
力
〔
制
度
〕
と
い
う
形
成
物

（A
usgestaltung

）
に
関
す
る
わ
れ
わ
れ
の
民
事
訴
訟
法
典
の
立
法
者
の

理
由
付
け
と
し
て
妥
当
す
る
が
、
し
か
し
同
時
に
、
自
由
主
義
的
な
法
治

国
家
の
訴
訟
理
論
と
し
て
過
去
へ
と
追
放
さ
れ
、
か
つ
、
国
家
の
任
務
と

国
家
の
個
人
に
対
す
る
関
係
の
現
代
的
理
解
と
は
相
い
れ
な
い
と
説
明
さ

れ
る（
（00
（

。
し
か
し
、
も
し
私
法
の
分
野
で
の
法
的
安
定
性
が
主
観
的
権
利
の

安
定
性
と
も
は
や
同
価
値
で
あ
る
べ
き
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う

に
し
て
既
判
力
が
な
お
正
義
の
原
則
の
上
に
基
礎
付
け
ら
れ
る
か
が
問
題

に
な
る
。
も
し
既
判
力
の
機
能
が
い
ぜ
ん
「
正
当
な
判
決
が
妥
当
し
て
い

る
こ
と
の
保
護
」（
（00
（

の
み
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
、
不
当
判
決
は
、
し
か

し
そ
れ
が
再
審
と
い
う
清
算
的
な
（liquid
）
取
消
可
能
性
に
よ
っ
て
除

去
さ
れ
え
な
い
限
り
、
既
判
力
に
よ
っ
て
共
に
包
含
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る

な
ら
ば（
（01
（

、
既
判
力
は
国
家
の
権
威
の
機
能
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
す
な
わ

ち
、
判
決
は
、
国
家
の
司
法
機
関
の
宣
言
が
通
用
性
（G

eltung

）
を
要

求
し
て
い
る
の
で
当
事
者
を
拘
束
す
る
こ
と
に
な
る
。
人
が
こ
の
通
用
性

を
客
観
的
私
法
秩
序
の
確
証
（B

ew
ährung

）
と
理
解
す
る
と
し
て
も
、

こ
の
こ
と
に
径
庭
は
な
い
。
け
だ
し
、こ
の
こ
と
は
や
は
り
お
そ
ら
く
は
、

客
観
的
私
法
秩
序
は
既
判
力
を
伴
っ
た
確
認
に
対
す
る
拘
束
に
お
い
て
確

証
さ
れ
る
べ
き
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
既
判
力
の
説
明
に
対
し
て
は
、
超
個
人
主
義
的
な
法
的
安
定
性

が
、
独
自
の
正
義
の
価
値
を
示
し
う
る
の
か
、
そ
し
て
、
そ
れ
が
実
体
法

の
諸
価
値
を
わ
き
へ
追
い
立
て
る
の
に
適
切
で
あ
る
の
か
と
い
う
疑
問
が

わ
い
て
く
る
。
国
家
の
権
威
は
、
ど
こ
か
ら
主
観
的
な
私
権
を
剥
奪
す
る

権
利
を
受
け
取
る
の
か
？
安
定
性
と
秩
序
が
支
配
し
な
く
て
は
な
ら
な
い

と
い
う
思
想
だ
け
で
は
、
民
事
判
決
の
既
判
力
は
正
当
化
さ
れ
な
い
。
も

し
こ
の
正
当
化
が
十
分
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
訴
訟
に
お
い
て

現
実
の
法
律
状
態
に
合
致
し
た
裁
判
を
探
求
す
る
こ
と
は
問
題
と
は
な
ら

ず
、
と
も
か
く
裁
判
が
な
さ
れ
る
こ
と
と
、
こ
の
裁
判
が
拘
束
力
を
持
つ

こ
と
し
か
問
題
と
な
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
お
う
。

　
国
家
の
権
威
は
、
国
家
の
行
為
の
質
（Q

ualität

）
か
ら
正
当
化
さ
れ

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
自
己
目
的
と
し
て
の
安
定
性
と
秩
序
は
、
い
ず
れ

に
せ
よ
国
家
が
私
権
を
保
護
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
限
り
に
お
い
て
正
義

の
価
値
を
も
た
な
い
。
そ
れ
ら
は
主
観
的
な
私
権
へ
の
、
私
法
上
適
切
な

諸
価
値
か
ら
引
き
出
さ
れ
う
る
こ
と
の
な
い
侵
害
を
正
当
化
す
る
こ
と
は

な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
既
判
力
を
持
っ
た
裁
判
へ
の
拘
束
は
、
主
観
的
な
私

権
へ
の
あ
り
う
る
侵
害
を
こ
の
権
利
と
一
致
す
る
と
思
わ
せ
る
論
拠
に

よ
っ
て
理
由
付
け
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
主
観
的
な
私

権
が
い
か
な
る
犠
牲
を
払
っ
て
も
貫
徹
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
ま
た
既
判
力

の
あ
る
裁
判
に
対
し
て
も
そ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
意

味
し
な
い
。
し
か
し
、
既
判
力
の
効
力
は
、
そ
の
私
権
を
争
っ
た
当
事
者

の
保
護
の
必
要
性
で
判
定
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
彼
ら
の
対
立
す
る

保
護
利
益
の
間
で
、
彼
ら
の
法
的
地
位
の
保
護
の
必
要
性
を
評
価
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
調
整
が
見
出
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
既
判
力

は
、
双
方
の
利
益
の
評
価
に
依
拠
し
た
勝
訴
当
事
者
の
保
護
の
必
要
性
の

承
認
に
基
い
て
い
る（
（0（
（

。
こ
の
〔
双
方
の
利
益
の
〕
評
価
は
、
訴
訟
外
の
状
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況
だ
け
で
は
な
く
、
と
り
わ
け
、
実
体
法
の
領
域
に
お
け
る
と
同
様
に
、

実
体
権
の
作
用
力
（W

irkungskraft

）
へ
の
決
定
的
な
影
響
を
付
与
す
る

訴
訟
に
お
け
る
行
使
の
仕
方
（A

rt und W
eise

）
に
目
を
向
け
る
こ
と
に

な
る
。

　
こ
の
既
判
力
の
理
解
は
、
わ
れ
わ
れ
の
実
体
的
な
主
観
的
権
利
の
観
念

よ
り
も
個
人
主
義
的
な
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
を
古
臭
く
な
っ
た
と
み
な

す
者
は
、そ
の
再
生
と
改
善
の
た
め
に
争
う
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

人
は
、
こ
の
争
い
を
実
体
法
に
お
け
る
代
わ
り
に
訴
訟
法
に
お
い
て
決
着

を
つ
け
、
実
体
法
の
構
想
を
訴
訟
法
で
も
っ
て
か
い
く
ぐ
っ
て
攻
撃
す
る

こ
と
を
警
戒
す
べ
き
で
は
な
い
か
。正
し
く
理
解
さ
れ
た
民
事
訴
訟
法
は
、

全
く
同
様
に
、
実
体
民
事
法
と
同
じ
く
個
人
主
義
的
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え

裁
判
へ
の
拘
束
を
、
当
事
者
の
保
護
の
必
要
性
と
い
う
民
事
法
上
適
切
な

評
価
で
基
礎
づ
け
る
既
判
力
理
論
は
、
一
八
七
九
年
の
立
法
者
の
既
判
力

理
論
と
同
一
で
は
な
い
。
け
だ
し
、
ま
さ
に
不
適
法
な
権
利
行
使
の
理
論

の
中
に
そ
の
簡
に
し
て
要
を
得
た
表
現
を
見
出
す
、
相
手
方
の
た
め
の
権

利
主
体
の
拘
束
は
、
主
観
的
な
私
権
の
過
去
の
個
人
主
義
的
か
つ
自
由
主

義
的
観
点
の
明
白
な
制
約
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
権
利
失
効
と
い
う
こ
こ
で
考
察
さ
れ
た
段
階
へ
の
実
定
法
上
の
限
界

は
、
手
続
の
再
審
に
関
す
る
規
律
か
ら
明
ら
か
に
な
る
。
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
七
九

条
の
再
審
事
由
は
、
手
続
の
法
治
国
家
的
最
低
限
の
要
求
が
保
障
さ
れ
た

場
合
に
は
じ
め
て
訴
訟
に
お
け
る
権
利
の
行
使
は
保
護
に
値
す
る
地
位
を

根
拠
付
け
ら
れ
う
る
と
い
う
思
想
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
七
九

条
は
、
ま
さ
に
、
裁
判
官
権
限
の
客
観
的
か
つ
造
詣
あ
る
行
使
を
保
障
し

て
い
る
わ
れ
わ
れ
の
裁
判
所
構
成
法
と
訴
訟
法
に
依
拠
し
て
お
り
、
そ
の

結
果
、
手
続
の
結
果
が
当
事
者
に
帰
責
し
え
な
い
場
合
に
は
四
号
に
お
い

て
無
効
の
訴
え
（N

ichtigkeitsklage

）
が
開
始
す
る
と
い
う
こ
と
に
は
、

十
分
な
意
味
が
あ
る
。
け
だ
し
、
訴
訟
外
の
法
律
状
態
と
一
致
し
な
い
判

決
に
対
す
る
拘
束
は
、
法
治
国
家
的
手
続
の
た
め
に
前
提
と
さ
れ
て
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
諸
条
件
が
遵
守
さ
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
判
決
が
、

立
法
者
の
意
思
に
よ
れ
ば
国
家
に
民
事
訴
訟
に
お
い
て
帰
せ
ら
れ
る
べ
き

責
任（
（00
（

を
引
き
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
状
況
に
あ
る
と
さ
れ
、
そ
し
て
民
事

訴
訟
の
結
果
に
と
っ
て
広
範
囲
に
及
ぶ
意
義
を
有
す
る
当
事
者
の
行
為
が

当
事
者
の
責
め
に
帰
せ
ら
れ
て
よ
い
場
合
に
は
じ
め
て
、
当
事
者
に
帰
責

さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
法
規
定
に
合
致
し
な
い
配
置
の
裁

判
所
、
除
斥
原
因
が
あ
り
、
ま
た
は
忌
避
さ
れ
た
裁
判
官
の
面
前
で
の
、

あ
る
い
は
、
法
律
の
規
定
に
よ
り
代
理
さ
れ
な
い
当
事
者
に
よ
る
権
利
行

使
は
、
た
と
え
そ
れ
が
ど
ん
な
に
不
注
意
に
追
行
さ
れ
た
と
し
て
も
、
こ

の
手
続
の
瑕
疵
は
、
敗
訴
当
事
者
を
さ
ら
な
る
訴
訟
上
の
権
利
行
使
か
ら

排
除
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
の
で
、
失
効
の
効
果
は
生
じ
な
い
。

　
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
八
〇
条
の
再
審
事
由
は
、
そ
れ
ら
が
再
審
原
告
に
不
利
益
な

裁
判
を
も
た
ら
し
た（
（00
（

と
い
う
こ
と
、
そ
の
不
利
益
は
再
審
原
告
の
自
由
に

使
え
る
手
段
で
は
回
避
で
き
な
か
っ
た（

（00
（

と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
際
立
っ
て

い
る
。
た
し
か
に
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
八
〇
条
は
「
帰
責
し
得
な
い
障
碍
か
ら
そ
の

効
力
を
取
り
去
る
こ
と
」を
目
的
と
し
て
い
る
と
い
う
大
審
院
の
命
題（
（00
（

は
、

反
対
に
あ
っ
て
い
る
。
ガ
ウ
ル
（G

aul

）（
（00
（

は
こ
れ
に
反
対
し
て
、
大
審
院

は
む
し
ろ
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
八
二
条
の
思
想
を
述
べ
、
そ
れ
ゆ
え
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
八
〇
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条
の
内
容
を
把
え
得
て
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
過

責
の
観
点
の
み
で
は
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
八
〇
条
を
説
明
し
え
て
い
な
い
と
の
限
り

で
適
切
で
あ
る
。
け
だ
し
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
八
〇
条
は
、
一
方
当
事
者
が
こ
の

者
に
不
利
な
訴
訟
の
結
果
に
何
ら
責
め
を
負
う
こ
と
の
な
い
諸
事
例
の
全

て
に
お
い
て
再
審
を
許
容
す
る
わ
け
で
は
全
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。
他
方

で
、
し
か
し
、
ガ
ウ
ル（
（00
（

が
原
状
回
復
原
理
（R

estitutionsprinzip

）
を
、

原
状
回
復
手
段
の
特
別
の
証
拠
力
に
よ
っ
て
判
決
の
基
礎
の
不
当
性
が

顕
著
で
あ
る
と
い
う
点
の
み
に
み
る
の
は
、
ま
た
非
常
に
一
面
的
で
あ

る
。
こ
の
原
状
回
復
原
理
の
見
方
は
、
ガ
ウ
ル
が
出
発
点
と
す
る
既
判
力

の
理
解
に
基
い
て
の
み
説
明
さ
れ
る
。
け
だ
し
、
も
し
既
判
力
が
判
決
の

通
用
力
が
存
続
す
る
こ
と
を
保
持
す
る
こ
と
だ
け
に
奉
仕
す
る
の
で
あ
れ

ば
、
い
ず
れ
に
せ
よ
原
状
回
復
原
理
は
、
通
用
力
の
基
礎
が
明
白
に
誤
り

で
あ
る
と
い
う
点
の
み
に
み
ら
れ
う
る
に
す
ぎ
な
い
。
け
だ
し
、
判
決
の

国
家
的
な
権
威
は
、
そ
の
法
確
証
機
能
を
、
そ
れ
が
明
白
な
不
当
判
決
を

カ
ヴ
ァ
ー
し
な
い
場
合
に
は
じ
め
て
果
た
し
う
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ

る
。
当
事
者
の
保
護
の
必
要
性
に
基
づ
く
、
支
持
さ
れ
る
全
て
の
再
審
事

由
の
解
明
は
、
ガ
ウ
ル
が
既
判
力
に
帰
し
た
機
能
に
反
し
て
顧
み
ら
れ
な

い
ま
ま
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
人
が
既
判
力
を
公
的
利
益
に
お
い
て
命
じ
ら
れ
た
判

決
の
通
用
力
の
保
持
と
し
て
の
み
み
る
の
で
は
な
い
場
合
に
は
、
原
状
回

復
原
理
は
一
層
広
く
理
解
さ
れ
る
に
違
い
な
い
。
そ
の
場
合
、
原
状
回
復

の
訴
え
は
、
明
白
に
な
っ
た
、
そ
し
て
国
家
の
権
威
を
危
険
に
さ
ら
す
判

決
基
礎
の
不
当
性
の
み
か
ら
正
当
化
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
原
状

回
復
事
由
は
、
一
方
当
事
者
に
そ
の
実
体
権
を
侵
害
す
る
判
決
に
対
す
る

拘
束
が
期
待
さ
れ
え
な
い
諸
場
合
を
カ
ヴ
ァ
ー
す
る
。原
状
回
復
原
理
は
、

実
体
的
失
効
の
理
論
が
発
見
し
た
形
成
物
に
対
応
す
る
。
す
な
わ
ち
権
利

失
効
は
、
権
利
者
が
そ
の
権
利
を
主
張
す
る
た
め
に
、
全
て
の
、
こ
の
者

に
期
待
可
能
な
事
柄
を
行
っ
た
場
合
に
は
生
じ
な
い
と
い
う
こ
と（
（00
（

、
に
対

応
し
て
い
る
。
実
体
民
事
法
に
お
い
て
は
、
こ
の
問
題
は
個
別
事
例
の
状

況
か
ら
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
訴
訟
法
に
お
い
て
は
、
わ
れ
わ

れ
は
一
般
条
項
に
立
ち
返
る
こ
と
を
排
除
す
る
、
際
立
っ
た
、
具
体
化
さ

れ
た
構
成
要
件
を
見
出
す
。
こ
の
具
体
化
が
訴
訟
法
に
お
い
て
可
能
で
あ

る
と
い
う
こ
と
は
、再
び
こ
こ
で
規
律
さ
れ
て
い
る
生
活
領
域
に
基
づ
く
。

け
だ
し
、
訴
訟
法
は
訴
訟
を
技
術
的
構
成
物
、
法
的
に
あ
ら
か
じ
め
作
ら

れ
た
手
続
の
中
で
実
行
さ
れ
、
か
く
し
て
実
体
法
が
規
律
し
て
い
る
多
種

多
様
に
変
化
す
る
生
活
領
域
よ
り
も
わ
ず
か
に
し
か
形
成
の
可
能
性
の
変

異
幅
が
許
容
さ
れ
な
い
一
つ
の
事
象
経
過
（G

eschehensablauf

）
と
し

て
形
作
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
も
し
判
決
が
、
不
服
当
事
者
の
影
響
領
域
お
よ
び
責
任
領
域
の
外
に
あ

る
事
情
に
よ
っ
て
不
当
な
も
の
と
な
っ
た
場
合
、
判
決
に
対
す
る
拘
束
は

期
待
不
可
能
で
あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
、
相
手
方
の
偽
証
ま
た
は
過
責
に

よ
る
偽
誓
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
八
〇
条
一
号
）、
文
書
偽
造
ま
た
は
文
書
の
変
造

（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
八
〇
条
二
号
）、
証
人
お
よ
び
鑑
定
人
に
よ
る
刑
事
上
罰
す
べ

き
真
実
義
務
の
違
背
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
八
〇
条
三
号
）、
刑
事
上
罰
す
べ
き
行

為
に
よ
る
判
決
詐
取
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
八
〇
条
四
号
）
お
よ
び
裁
判
官
の
可
罰

的
な
職
務
義
務
違
反
と
い
う
再
審
事
由
が
正
当
化
さ
れ
る
。
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条
の
内
容
を
把
え
得
て
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
過

責
の
観
点
の
み
で
は
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
八
〇
条
を
説
明
し
え
て
い
な
い
と
の
限
り

で
適
切
で
あ
る
。
け
だ
し
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
八
〇
条
は
、
一
方
当
事
者
が
こ
の

者
に
不
利
な
訴
訟
の
結
果
に
何
ら
責
め
を
負
う
こ
と
の
な
い
諸
事
例
の
全

て
に
お
い
て
再
審
を
許
容
す
る
わ
け
で
は
全
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。
他
方

で
、
し
か
し
、
ガ
ウ
ル（
（00
（

が
原
状
回
復
原
理
（R

estitutionsprinzip

）
を
、

原
状
回
復
手
段
の
特
別
の
証
拠
力
に
よ
っ
て
判
決
の
基
礎
の
不
当
性
が

顕
著
で
あ
る
と
い
う
点
の
み
に
み
る
の
は
、
ま
た
非
常
に
一
面
的
で
あ

る
。
こ
の
原
状
回
復
原
理
の
見
方
は
、
ガ
ウ
ル
が
出
発
点
と
す
る
既
判
力

の
理
解
に
基
い
て
の
み
説
明
さ
れ
る
。
け
だ
し
、
も
し
既
判
力
が
判
決
の

通
用
力
が
存
続
す
る
こ
と
を
保
持
す
る
こ
と
だ
け
に
奉
仕
す
る
の
で
あ
れ

ば
、
い
ず
れ
に
せ
よ
原
状
回
復
原
理
は
、
通
用
力
の
基
礎
が
明
白
に
誤
り

で
あ
る
と
い
う
点
の
み
に
み
ら
れ
う
る
に
す
ぎ
な
い
。
け
だ
し
、
判
決
の

国
家
的
な
権
威
は
、
そ
の
法
確
証
機
能
を
、
そ
れ
が
明
白
な
不
当
判
決
を

カ
ヴ
ァ
ー
し
な
い
場
合
に
は
じ
め
て
果
た
し
う
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ

る
。
当
事
者
の
保
護
の
必
要
性
に
基
づ
く
、
支
持
さ
れ
る
全
て
の
再
審
事

由
の
解
明
は
、
ガ
ウ
ル
が
既
判
力
に
帰
し
た
機
能
に
反
し
て
顧
み
ら
れ
な

い
ま
ま
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
人
が
既
判
力
を
公
的
利
益
に
お
い
て
命
じ
ら
れ
た
判

決
の
通
用
力
の
保
持
と
し
て
の
み
み
る
の
で
は
な
い
場
合
に
は
、
原
状
回

復
原
理
は
一
層
広
く
理
解
さ
れ
る
に
違
い
な
い
。
そ
の
場
合
、
原
状
回
復

の
訴
え
は
、
明
白
に
な
っ
た
、
そ
し
て
国
家
の
権
威
を
危
険
に
さ
ら
す
判

決
基
礎
の
不
当
性
の
み
か
ら
正
当
化
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
原
状

回
復
事
由
は
、
一
方
当
事
者
に
そ
の
実
体
権
を
侵
害
す
る
判
決
に
対
す
る

拘
束
が
期
待
さ
れ
え
な
い
諸
場
合
を
カ
ヴ
ァ
ー
す
る
。原
状
回
復
原
理
は
、

実
体
的
失
効
の
理
論
が
発
見
し
た
形
成
物
に
対
応
す
る
。
す
な
わ
ち
権
利

失
効
は
、
権
利
者
が
そ
の
権
利
を
主
張
す
る
た
め
に
、
全
て
の
、
こ
の
者

に
期
待
可
能
な
事
柄
を
行
っ
た
場
合
に
は
生
じ
な
い
と
い
う
こ
と（
（00
（

、
に
対

応
し
て
い
る
。
実
体
民
事
法
に
お
い
て
は
、
こ
の
問
題
は
個
別
事
例
の
状

況
か
ら
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
訴
訟
法
に
お
い
て
は
、
わ
れ
わ

れ
は
一
般
条
項
に
立
ち
返
る
こ
と
を
排
除
す
る
、
際
立
っ
た
、
具
体
化
さ

れ
た
構
成
要
件
を
見
出
す
。
こ
の
具
体
化
が
訴
訟
法
に
お
い
て
可
能
で
あ

る
と
い
う
こ
と
は
、再
び
こ
こ
で
規
律
さ
れ
て
い
る
生
活
領
域
に
基
づ
く
。

け
だ
し
、
訴
訟
法
は
訴
訟
を
技
術
的
構
成
物
、
法
的
に
あ
ら
か
じ
め
作
ら

れ
た
手
続
の
中
で
実
行
さ
れ
、
か
く
し
て
実
体
法
が
規
律
し
て
い
る
多
種

多
様
に
変
化
す
る
生
活
領
域
よ
り
も
わ
ず
か
に
し
か
形
成
の
可
能
性
の
変

異
幅
が
許
容
さ
れ
な
い
一
つ
の
事
象
経
過
（G

eschehensablauf

）
と
し

て
形
作
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
も
し
判
決
が
、
不
服
当
事
者
の
影
響
領
域
お
よ
び
責
任
領
域
の
外
に
あ

る
事
情
に
よ
っ
て
不
当
な
も
の
と
な
っ
た
場
合
、
判
決
に
対
す
る
拘
束
は

期
待
不
可
能
で
あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
、
相
手
方
の
偽
証
ま
た
は
過
責
に

よ
る
偽
誓
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
八
〇
条
一
号
）、
文
書
偽
造
ま
た
は
文
書
の
変
造

（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
八
〇
条
二
号
）、
証
人
お
よ
び
鑑
定
人
に
よ
る
刑
事
上
罰
す
べ

き
真
実
義
務
の
違
背
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
八
〇
条
三
号
）、
刑
事
上
罰
す
べ
き
行

為
に
よ
る
判
決
詐
取
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
八
〇
条
四
号
）
お
よ
び
裁
判
官
の
可
罰

的
な
職
務
義
務
違
反
と
い
う
再
審
事
由
が
正
当
化
さ
れ
る
。
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こ
れ
に
対
し
て
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
八
〇
条
六
号
お
よ
び
七
号
は
、
そ
れ
自
体

不
服
当
事
者
の
影
響
領
域
内
に
も
あ
り
う
る
諸
場
合
を
含
ん
で
い
る
。
判

決
が
そ
れ
に
基
い
て
い
る
と
こ
ろ
の
先
行
裁
判
が
非
常
に
後
れ
て
取
り
消

さ
れ
た
結
果
、
取
消
が
確
定
判
決
に
お
い
て
も
は
や
顧
慮
さ
れ
え
な
い
と

い
う
こ
と
は
、
不
服
当
事
者
が
か
の
先
行
裁
判
の
取
消
を
停
滞
す
る
こ
と

な
く
満
足
に
行
わ
ず
、
ま
た
は
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
四
八
条
の
中
止
を
申
し
立
て
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
も
と
づ
い
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
不
服
当
事
者

が
同
一
事
件
に
お
い
て
下
さ
れ
た
、
以
前
に
確
定
し
た
判
決
ま
た
は
関
連

文
書
を
後
れ
て
発
見
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
懈
怠
に
基
づ
く
可
能
性

が
あ
る
。
こ
こ
で
は
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
八
二
条
が
関
係
す
る
が
、
同
条
は
、
今
日

の
解
釈
に
お
い
て
は
原
状
回
復
の
訴
え
を
、
存
在
し
て
い
る
再
審
事
由
が

過
責
に
よ
っ
て
非
常
に
後
れ
て
主
張
さ
れ
る
場
合
に
排
除
す
る
だ
け
で
な

く
、
再
審
事
由
が
過
責
に
よ
っ
て
後
れ
て
生
じ
た
場
合
に
も
排
除
す
る
。

Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
八
二
条
の
意
味
に
お
け
る
再
審
事
由
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
八
〇
条
七

号
の
諸
場
合
に
お
い
て
は
文
書
の
発
見
ま
た
は
利
用
可
能
性
で
あ
る（
（00
（

。
Ｚ

Ｐ
Ｏ
五
八
二
条
は
、
原
状
回
復
の
訴
え
を
、
文
書
の
発
見
ま
た
は
利
用
可

能
が
過
責
に
よ
り
後
れ
て
主
張
さ
れ
る
場
合
だ
け
で
な
く
、
当
事
者
が
文

書
を
過
責
に
よ
り
後
れ
て
発
見
し
た
り
、
あ
る
い
は
過
責
の
結
果
、
既
に

早
期
に
利
用
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
り
し
た
場
合
に
も
、
争

い
な
く
排
除
す
る（
（01
（

。
そ
れ
ゆ
え
、
同
じ
こ
と
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
八
〇
条
七
号

の
場
合
に
つ
い
て
も
妥
当
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
先
行
裁
判
の
取
消

（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
八
〇
条
六
号
）
が
不
服
当
事
者
に
よ
っ
て
過
責
に
よ
っ
て
遅

延
さ
せ
ら
れ
た
場
合
に
つ
い
て
も
そ
う
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
八
二
条
は
、
こ
れ
ら
の
場
合
に
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ

五
八
〇
条
一
号

－

五
号
の
諸
場
合
と
は
異
な
る
機
能
を
持
つ
。
こ
の
再
審

事
由
の
場
合
に
は
、
構
成
要
件
は
、
再
審
事
由
が
不
服
当
事
者
の
責
任
領

域
外
に
あ
る
場
合
に
は
じ
め
て
再
審
の
訴
え
を
開
始
す
る
と
解
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
場
合
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
八
二
条
は
、
た
だ
過
責
に
よ
っ
て
後
れ
た

再
審
事
由
の
提
出
を
禁
ず
る
に
す
ぎ
な
い（
（0（
（

。
こ
れ
に
対
し
て
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ

五
八
〇
条
六
号
お
よ
び
七
号
に
お
い
て
は
、
そ
の
構
成
要
件
は
、
不
服
当

事
者
の
責
任
領
域
に
帰
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
諸
場
合
を
も
含
ん
で
い

る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
こ
で
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
八
二
条
は
、
あ
ま
り
に
広
く
カ

ヴ
ァ
ー
し
て
い
る
構
成
要
件
を
免
責
（Schuldlosigkeit

）
の
要
件
に
よ
っ

て
限
定
す
る
機
能
を
持
つ
。
こ
の
根
拠
か
ら
も
ま
た
、
ガ
ウ
ル（

（00
（

が
Ｚ
Ｐ
Ｏ

五
八
二
条
の
評
価
思
想
（W

ertungsgedanke

）
を
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
八
二
条
の

そ
れ
か
ら
切
断
す
る
と
い
う
こ
と
は
正
当
化
さ
れ
な
い
。

　
ガ
ウ
ル
に
よ
る
研
究
に
関
し
て
は
、
な
ぜ
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
八
一
条
が
、
Ｚ
Ｐ

Ｏ
五
八
〇
条
一
号

－

五
号
の
諸
場
合
に
お
い
て
、
確
定
し
た
刑
事
判
決
を

再
審
の
た
め
に
要
件
と
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
問
題
が
依
然
と
し
て
回

答
さ
れ
る
べ
く
残
さ
れ
て
い
る
。
人
は
、
は
た
し
て
こ
こ
で
主
張
さ
れ
て

い
る
見
解
に
よ
っ
て
、
再
審
手
続
に
お
け
る
刑
事
上
罰
す
べ
き
行
為
の
確

定
で
満
足
さ
せ
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
で
も
原
状
回
復
の
訴
え
に

よ
っ
て
確
定
判
決
が
攻
撃
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
相
手
方
の
さ
し
あ
た
っ
て

の
安
定
し
た
訴
訟
上
の
地
位
が
攻
撃
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
顧
慮
さ
れ
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
立
法
者
は
、
再
審
を
め
ぐ
る
争
い
に
お
い

て
、
既
に
判
断
さ
れ
た
、
相
手
方
、
証
人
ま
た
は
鑑
定
人
が
真
実
を
述
べ
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た
あ
る
い
は
偽
っ
た
か
と
い
う
証
拠
の
問
題
が
、
あ
る
い
は
、
請
求
権
が

存
続
し
た
か
ど
う
か
と
い
う
解
答
さ
れ
た
問
題
が
、
相
手
方
が
請
求
権
の

要
件
を
詐
欺
的
に
〔
訴
訟
で
〕
演
じ
た
と
い
う
主
張
に
基
い
て
、
再
度
争

わ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
で
き
る
だ
け
回
避
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
問

題
を
審
査
す
る
負
担
軽
減
は
、
捜
査
が
公
訴
提
起
の
た
め
の
十
分
な
原
因

を
与
え
て
い
る
場
合
に
た
だ
ち
に
実
施
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
刑
事
手

続
（
刑
事
訴
訟
法
［
Ｓ
ｔ
Ｐ
Ｏ
］
一
五
二
条
）
の
た
め
の
道
が
開
か
れ
て

い
る
と
き
に
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
刑
事
手
続
が
証
拠
不
十
分
以
外

の
理
由
で
開
始
ま
た
は
実
施
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
再
審
手
続
自
体
の
中

で
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
八
〇
条
一
号

－

五
号
の
意
味
に
お
け
る
刑
事
上
罰
す
べ
き

行
為
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
が
審
査
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ

え
、
再
審
を
正
当
化
す
る
も
の
は
、
刑
事
手
続
―
―
そ
れ
に
民
事
裁
判
所

は
再
審
事
由
の
審
理
に
あ
た
っ
て
た
だ
ち
に
拘
束
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い（
（00
（

―
―
の
特
別
な
証
明
力
で
は
な
く
て
、
不
服
当
事
者
に
帰
責
さ
れ
え
な
い

判
決
内
容
の
刑
事
上
罰
す
べ
き
取
り
扱
い
で
あ
る
。

　
た
だ
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
八
〇
条
七
ｂ
号
の
事
例
に
関
し
て
の
み
付
加
的
な
理

由
付
け
が
必
要
で
あ
る
。
け
だ
し
、
帰
責
お
よ
び
期
待
可
能
性
の
観
点
か

ら
は
事
後
的
に
発
見
さ
れ
た
文
書
だ
け
が
再
審
を
正
当
化
し
、
し
か
し
他

の
過
失
な
し
に
後
に
発
見
さ
れ
た
証
拠
方
法
は
再
審
を
正
当
化
す
る
の
で

は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
た
だ
ち
に
は
説
明
さ
れ
な
い
。
後
に
発
見
さ
れ

た
証
人
は
、
そ
の
証
言
が
非
常
に
信
憑
性
が
あ
る
の
で
刑
事
裁
判
所
に
よ

る
有
罪
判
決
を
も
た
ら
し
う
る
場
合
に
の
み
、
不
服
当
事
者
に
と
っ
て
再

審
提
起
の
手
助
け
と
な
る
に
す
ぎ
な
い
。
証
言
が
そ
の
た
め
に
十
分
で
は

な
い
場
合
、
そ
れ
を
再
審
手
続
で
利
用
す
る
こ
と
は
、
古
い
証
拠
を
再
度

利
用
す
る
と
い
う
結
果
に
な
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、

証
拠
評
価
の
繰
返
し
は
、
こ
れ
ま
で
に
取
調
べ
ら
れ
た
証
拠
が
、
も
は
や

裁
判
所
の
確
信
を
基
礎
付
け
え
な
い
と
い
う
こ
と
が
確
実
で
あ
る
場
合
に

は
じ
め
て
許
容
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
再
審
手
続
は
自
由
な
証
拠
評
価
の

領
域
へ
介
入
す
べ
き
で
は
な
い
。
そ
の
限
界
の
中
で
、
そ
の
結
論
は
、
口

頭
弁
論
で
証
拠
の
評
価
を
陳
述
す
る
機
会
を
持
っ
た
当
事
者
を
拘
束
す
る

に
す
ぎ
な
い
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
八
五
条
）。
こ
の
拘
束
の
限
界
は
、
手
続
の
法

治
国
家
的
基
礎
が
欠
け
る
か
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
七
九
条
）
ま
た
は
反
対
事
実
が
、

裁
判
官
に
異
な
っ
た
結
論
を
も
は
や
許
容
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
裁
判
官
に

は
異
な
っ
た
証
拠
の
評
価
の
た
め
の
自
由
は
も
は
や
認
め
ら
れ
な
い
信
憑

性
を
も
っ
て
確
認
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
存
在
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
文
書

は
、
そ
の
証
拠
力
が
自
由
な
証
拠
評
価
を
制
約
す
る
が
ゆ
え
に
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ

五
八
〇
条
七
ｂ
号
に
お
い
て
原
状
回
復
方
法
と
し
て
承
認
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
、文
書
の
拘
束
力
の
あ
る
証
拠
力
に
よ
っ
て
確
定
で
き
る
事
実
が
、

原
状
回
復
原
告
に
有
利
な
裁
判
を
も
た
ら
し
た
で
あ
ろ
う
場
合
に
限
っ
て

も
手
続
の
再
審
を
開
始
す（
（00
（

る（
（00
（

。

　
絶
対
的
な
、過
責
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
な
い
訴
訟
上
の
失
効
の
効
果
は
、

判
決
の
既
判
力
か
ら
五
年
が
経
過
し
た
場
合
に
生
じ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の

こ
と
は
、
当
事
者
が
手
続
に
お
い
て
法
律
の
規
定
に
よ
っ
て
代
理
さ
れ
な

か
っ
た
場
合
に
の
み
妥
当
し
な
い
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
八
六
条
三
項
）。
こ
の
当

事
者
に
は
判
決
を
帰
責
さ
せ
ら
れ
な
い
の
で
、
当
事
者
に
判
決
が
適
法
に

送
達
さ
れ
て
い
な
い
限
り
、
こ
の
者
の
再
審
の
訴
え
は
排
斥
さ
れ
な
い
。
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た
あ
る
い
は
偽
っ
た
か
と
い
う
証
拠
の
問
題
が
、
あ
る
い
は
、
請
求
権
が

存
続
し
た
か
ど
う
か
と
い
う
解
答
さ
れ
た
問
題
が
、
相
手
方
が
請
求
権
の

要
件
を
詐
欺
的
に
〔
訴
訟
で
〕
演
じ
た
と
い
う
主
張
に
基
い
て
、
再
度
争

わ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
で
き
る
だ
け
回
避
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
問

題
を
審
査
す
る
負
担
軽
減
は
、
捜
査
が
公
訴
提
起
の
た
め
の
十
分
な
原
因

を
与
え
て
い
る
場
合
に
た
だ
ち
に
実
施
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
刑
事
手

続
（
刑
事
訴
訟
法
［
Ｓ
ｔ
Ｐ
Ｏ
］
一
五
二
条
）
の
た
め
の
道
が
開
か
れ
て

い
る
と
き
に
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
刑
事
手
続
が
証
拠
不
十
分
以
外

の
理
由
で
開
始
ま
た
は
実
施
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
再
審
手
続
自
体
の
中

で
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
八
〇
条
一
号

－

五
号
の
意
味
に
お
け
る
刑
事
上
罰
す
べ
き

行
為
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
が
審
査
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ

え
、
再
審
を
正
当
化
す
る
も
の
は
、
刑
事
手
続
―
―
そ
れ
に
民
事
裁
判
所

は
再
審
事
由
の
審
理
に
あ
た
っ
て
た
だ
ち
に
拘
束
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い（
（00
（

―
―
の
特
別
な
証
明
力
で
は
な
く
て
、
不
服
当
事
者
に
帰
責
さ
れ
え
な
い

判
決
内
容
の
刑
事
上
罰
す
べ
き
取
り
扱
い
で
あ
る
。

　
た
だ
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
八
〇
条
七
ｂ
号
の
事
例
に
関
し
て
の
み
付
加
的
な
理

由
付
け
が
必
要
で
あ
る
。
け
だ
し
、
帰
責
お
よ
び
期
待
可
能
性
の
観
点
か

ら
は
事
後
的
に
発
見
さ
れ
た
文
書
だ
け
が
再
審
を
正
当
化
し
、
し
か
し
他

の
過
失
な
し
に
後
に
発
見
さ
れ
た
証
拠
方
法
は
再
審
を
正
当
化
す
る
の
で

は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
た
だ
ち
に
は
説
明
さ
れ
な
い
。
後
に
発
見
さ
れ

た
証
人
は
、
そ
の
証
言
が
非
常
に
信
憑
性
が
あ
る
の
で
刑
事
裁
判
所
に
よ

る
有
罪
判
決
を
も
た
ら
し
う
る
場
合
に
の
み
、
不
服
当
事
者
に
と
っ
て
再

審
提
起
の
手
助
け
と
な
る
に
す
ぎ
な
い
。
証
言
が
そ
の
た
め
に
十
分
で
は

な
い
場
合
、
そ
れ
を
再
審
手
続
で
利
用
す
る
こ
と
は
、
古
い
証
拠
を
再
度

利
用
す
る
と
い
う
結
果
に
な
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、

証
拠
評
価
の
繰
返
し
は
、
こ
れ
ま
で
に
取
調
べ
ら
れ
た
証
拠
が
、
も
は
や

裁
判
所
の
確
信
を
基
礎
付
け
え
な
い
と
い
う
こ
と
が
確
実
で
あ
る
場
合
に

は
じ
め
て
許
容
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
再
審
手
続
は
自
由
な
証
拠
評
価
の

領
域
へ
介
入
す
べ
き
で
は
な
い
。
そ
の
限
界
の
中
で
、
そ
の
結
論
は
、
口

頭
弁
論
で
証
拠
の
評
価
を
陳
述
す
る
機
会
を
持
っ
た
当
事
者
を
拘
束
す
る

に
す
ぎ
な
い
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
八
五
条
）。
こ
の
拘
束
の
限
界
は
、
手
続
の
法

治
国
家
的
基
礎
が
欠
け
る
か
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
七
九
条
）
ま
た
は
反
対
事
実
が
、

裁
判
官
に
異
な
っ
た
結
論
を
も
は
や
許
容
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
裁
判
官
に

は
異
な
っ
た
証
拠
の
評
価
の
た
め
の
自
由
は
も
は
や
認
め
ら
れ
な
い
信
憑

性
を
も
っ
て
確
認
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
存
在
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
文
書

は
、
そ
の
証
拠
力
が
自
由
な
証
拠
評
価
を
制
約
す
る
が
ゆ
え
に
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ

五
八
〇
条
七
ｂ
号
に
お
い
て
原
状
回
復
方
法
と
し
て
承
認
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
、文
書
の
拘
束
力
の
あ
る
証
拠
力
に
よ
っ
て
確
定
で
き
る
事
実
が
、

原
状
回
復
原
告
に
有
利
な
裁
判
を
も
た
ら
し
た
で
あ
ろ
う
場
合
に
限
っ
て

も
手
続
の
再
審
を
開
始
す（
（00
（

る（
（00
（

。

　
絶
対
的
な
、過
責
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
な
い
訴
訟
上
の
失
効
の
効
果
は
、

判
決
の
既
判
力
か
ら
五
年
が
経
過
し
た
場
合
に
生
じ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の

こ
と
は
、
当
事
者
が
手
続
に
お
い
て
法
律
の
規
定
に
よ
っ
て
代
理
さ
れ
な

か
っ
た
場
合
に
の
み
妥
当
し
な
い
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
八
六
条
三
項
）。
こ
の
当

事
者
に
は
判
決
を
帰
責
さ
せ
ら
れ
な
い
の
で
、
当
事
者
に
判
決
が
適
法
に

送
達
さ
れ
て
い
な
い
限
り
、
こ
の
者
の
再
審
の
訴
え
は
排
斥
さ
れ
な
い
。
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Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
八
六
条
二
項
二
文
の
期
間
は
延
長
さ
れ
え
な
い
。
そ
の
懈
怠

に
対
し
て
、
原
状
回
復
は
存
在
し
な
い
。
期
間
の
経
過
は
、
司
法
の
停
止

に
よ
っ
て
ま
た
は
高
権
（höhere G

ew
alt

）
に
よ
っ
て
も
阻
止
さ
れ
な
い
。

Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
〇
三
条
は
適
用
さ
れ
な
い
。
こ
の
種
の
絶
対
的
除
斥
期
間
を
わ

れ
わ
れ
は
実
体
法
の
中
、
し
た
が
っ
て
、
例
え
ば
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
二
一
条
二
項
、

同
一
二
四
条
三
項
、
同
一
五
九
四
条
四
項
、
同
一
五
九
五
ａ
条
三
項
、
同

一
九
五
四
条
四
項
お
よ
び
同
二
〇
八
二
条
三
項
に
も
見
出
す
。
そ
れ
ら
は

か
な
り
長
い
時
間
の
経
過
（
た
い
て
い
は
三
〇
年
、
一
五
九
四
条
四
項
お

よ
び
一
五
九
五
ａ
条
三
項
の
場
合
は
一
〇
年
）
に
よ
っ
て
法
律
関
係
は
歴

史
的
意
義
し
か
な
い
か
、
あ
る
い
は
、
関
係
人
が
仮
定
の
法
律
状
態
の
上

に
適
応
し
た
結
果
、
変
更
が
全
く
期
待
不
可
能
ま
た
は
耐
え
ら
れ
な
い
と

思
わ
れ
る
と
い
う
思
想
に
よ
っ
て
根
拠
付
け
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
思
想
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
八
六
条
二
項
二
文
の
基
礎
に
も
な
っ
て
い

る（
（00
（

。
し
か
し
、
五
年
の
期
間
は
時
に
あ
ま
り
に
短
か
す
ぎ
る
こ
と
が
公
に

さ
れ
て
い
た（

（00
（

。
こ
の
こ
と
は
と
り
わ
け
五
年
の
期
間
の
経
過
後
に
も
い
ぜ

ん
法
律
効
果
が
生
じ
る
継
続
的
法
律
関
係
に
つ
い
て
当
て
は
ま
る
。
Ｚ
Ｐ

Ｏ
五
八
六
条
二
項
の
根
拠
も
ま
た
こ
れ
ら
の
場
合
の
助
け
に
は
な
ら
な

い
。
そ
れ
ゆ
え
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
立
法
論
と
し
て
よ
り
長
い
期
間
が
望

ま
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い（
（00
（

だ
け
で
は
な
く
、
既
に
現
行
法
上
救
済
策
を
講

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
た
め
に
二
つ
の
方
法
が
提
供
さ
れ
る
。
す

な
わ
ち
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
八
六
条
二
項
の
規
定
を
、
同
条
は
そ
の
目
的
に
よ
れ

ば
そ
の
よ
う
な
継
続
的
関
係
へ
は
適
用
さ
れ
え
な
い
と
の
理
由
で
適
用
し

な
い
か
、
あ
る
い
は
、
相
手
方
が
、
再
審
の
訴
え
提
起
の
前
の
直
近
五
年

の
間
に
は
じ
め
て
発
生
し
た
継
続
的
法
律
関
係
の
法
律
効
果
に
つ
い
て
の

争
い
を
そ
れ
に
よ
っ
て
排
除
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
期
間
の
経
過
を

援
用
す
る
こ
と
を
不
適
法
な
権
利
行
使
と
み
な
す
か
で
あ
る
。

　
し
か
し
ま
た
、
別
な
事
例
に
お
い
て
も
五
年
の
期
間
は
あ
ま
り
に
短
か

す
ぎ
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
、
こ
の
期
間
経
過
後
に
は
じ
め
て
判
決
に

基
づ
い
て
執
行
が
な
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
判
例（
（00
（

は
、
こ
こ
で
は
Ｂ
Ｇ
Ｂ

八
二
六
条
で
も
っ
て
救
済
し
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
方
法
は
適
切
で
は

な
い
。
け
だ
し
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
八
六
条
二
項
の
期
間
が
短
か
す
ぎ
る
と
い
う

事
実
は
、
再
審
手
続
を
全
体
と
し
て
排
除
し
、
再
審
の
構
成
要
件
と
Ｚ
Ｐ

Ｏ
五
八
一
条
と
を
飛
び
越
え
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら

で
あ
る
。
む
し
ろ
期
間
を
援
用
す
る
相
手
方
が
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
不

適
法
な
権
利
行
使
を
行
っ
て
い
る
か
ど
う
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い（
（01
（

。

　
し
た
が
っ
て
、
実
体
法
に
お
い
て
、
法
定
の
除
斥
期
間
の
経
過
の
濫
用

的
な
援
用
に
関
し
て
展
開
さ
れ
た
諸
原
則（
（0（
（

は
、
訴
訟
法
に
お
い
て
も
妥
当

す
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
こ
と
同
様
に
、
立
法
者
に
よ
る
除
斥
期
間
の
根
拠

が
顧
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
る
法
律
状
態
を
終
局
的
に
安
定
さ

せ
る
と
い
う
除
斥
期
間
の
目
的
に
対
し
て
、
厳
格
な
要
件
の
下
に
あ
る
権

利
濫
用
を
承
認
す
る
こ
と
は
、
稀
少
な
例
外
と
み
な
さ
れ
な
く
て
は
な
ら

な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
例
え
ば
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
八
六
条
二
項
二
文
の
期
間
を
懈
怠

す
る
全
て
の
事
例
に
お
い
て
、
期
間
経
過
の
援
用
を
援
用
す
る
こ
と
は
許

さ
れ
な
い
。
む
し
ろ
個
々
の
場
合
に
応
じ
て
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
八
六
条
二
項
二

文
の
目
的
を
手
掛
か
り
に
、
こ
の
規
定
の
保
護
な
し
で
済
ま
せ
る
こ
と
を
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相
手
方
に
強
い
る
こ
と
が
で
き
る
か
が
審
査
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
既
判
力
が
権
利
行
使
の
失
効
と
し
て
解
釈
さ
れ
、
再
審
法
が
実
体
法
に

合
致
す
る
こ
の
失
効
の
理
由
付
け
と
し
て
説
明
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
Ｂ
Ｇ

Ｂ
八
二
六
条
を
助
け
に
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
既
判
力
の
打
破
に
つ
い
て

主
張
さ
れ
て
い
る
全
て
の
論
拠
が
な
く
な
る
。
既
判
力
に
関
す
る
Ｚ
Ｐ
Ｏ

の
諸
規
定
が
正
義
の
前
で
は
屈
服
す
べ
き（
（00
（

形
式
規
定
だ
と
い
う
こ
と
、
そ

れ
は
単
に
形
式
的
資
格
を
保
障
す
る
に
す
ぎ
ず（

（00
（

、
正
し
く
な
い
事
柄
に
法

の
裏
書
を
す
る（

（00
（

と
い
う
こ
と
は
、
既
判
力
と
そ
の
再
審
法
に
お
い
て
引
か

れ
た
限
界
が
実
体
法
の
価
値
に
一
致
す
る
価
値
に
基
礎
を
置
く（

（00
（

と
い
う
事

実
を
看
過
し
て
い
る
。
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
二
六
条
と
い
う
一
般
条
項
の
適
用
は
、

再
審
法
の
諸
規
定
が
、
こ
の
規
定
の
類
推
的
拡
張
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て

閉
じ
る
こ
と
の
で
き
な
い
価
値
の
欠
缺
を
含
ん
で
い
る
場
合
に
は
じ
め
て

正
当
化
さ
れ
る
の
だ
と
い
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
が
そ
の
場
合
に

当
た
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
二
六
条
の
適

用
は
既
判
力
と
再
審
法
の
諸
規
定
を
回
避
す
る
こ
と
に
の
み
奉
仕
し
う
る

の
で
は
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
既
に
別
な
方
向
か
ら（
（00
（

非
常
に
印
象
深

く
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
繰
り
返
さ
れ
る
必
要
は
な
い
。

２
　
既
判
力
と
法
的
審
問

　
し
か
し
、
既
判
力
の
失
権
効
は
、
不
服
当
事
者
が
、
手
続
上
手
続
の
進

行
に
影
響
を
及
ぼ
す
機
会
を
も
っ
た
と
き
に
は
じ
め
て
、
す
な
わ
ち
、
彼

の
法
的
審
問
が
保
障
さ
れ
た
と
き
に
は
じ
め
て
妥
当
す
る
。
彼
の
権
利

を
裁
判
所
の
面
前
で
行
使
し
え
た
当
事
者
の
み
が
失
権
効
に
該
当
す
る

こ
と
が
み
と
め
ら
れ
う
る
の
で
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
、
Ｇ
Ｇ
一
〇
三

条
一
項
の
懈
怠
を
確
認
し
た
と
き
は
、
既
判
力
は
譲
歩
を
し
な
け
れ
ば

な

（
訳7

（（
訳
注

（00
（ら

な
い
。

３
　
既
判
力
と
原
状
回
復

　
異
議
（Einspruch

）
ま
た
は
上
訴
に
よ
っ
て
取
り
消
す
こ
と
が
可
能

な
判
決
が
下
さ
れ
た
が
、
し
か
し
、
敗
訴
当
事
者
が
異
議
期
間
ま
た
は
上

訴
期
間
を
徒
過
し
た
場
合
、
そ
の
判
決
は
確
定
す
る
。
当
事
者
は
実
体
的

法
律
状
態
に
矛
盾
す
る
判
決
に
対
し
て
も
拘
束
さ
れ
る
。
懈
怠
し
た
当
事

者
は
、彼
が
命
じ
ら
れ
た
権
利
行
使
の
可
能
性
を
利
用
し
な
か
っ
た
こ
と
、

そ
れ
で
相
手
方
は
今
や
訴
訟
が
終
局
的
か
つ
拘
束
力
を
も
っ
て
終
結
し
た

こ
と
を
信
頼
で
き
る
の
だ
、と
い
う
反
論
に
対
峙
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

期
間
の
懈
怠
に
よ
っ
て
当
事
者
は
、
保
護
を
必
要
と
す
る
相
手
方
の
た
め

に
そ
の
権
利
を
さ
ら
に
行
使
す
る
こ
と
を
失
権
す
る（
（00
（

。

　
権
利
失
効
の
限
界
は
、
こ
の
段
階
で
は
原
状
回
復
（W

iedereinsetzung 
in den vorigen Stand

）
に
関
す
る
諸
規
定
か
ら
明
ら
か
に
な
る
。
そ
の

要
件
は
―
―
手
続
の
再
審
の
そ
れ
と
は
異
な
り
―
―
判
決
が
瑕
疵
の
あ
る

状
態
で
成
立
し
た
か
、
あ
る
い
は
、
内
容
的
に
誤
っ
て
い
る
か
に
関
係
し

な
い
。
原
状
回
復
は
、
当
事
者
に
期
間
の
懈
怠
を
帰
責
す
る
こ
と
が
可
能

か
ど
う
か
の
み
に
か
か
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
三
三
条
に

よ
れ
ば
、
当
事
者
が
天
災
ま
た
は
避
く
べ
か
ら
ざ
る
事
変
に
よ
っ
て
期
間

の
遵
守
が
妨
げ
ら
れ
た
場
合
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い（
訳7

（
訳
注

。

　
弁
護
士
層（

（00
（

に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
、
原
状
回
復
は
立
法
論
と
し
て
は
重
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相
手
方
に
強
い
る
こ
と
が
で
き
る
か
が
審
査
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
既
判
力
が
権
利
行
使
の
失
効
と
し
て
解
釈
さ
れ
、
再
審
法
が
実
体
法
に

合
致
す
る
こ
の
失
効
の
理
由
付
け
と
し
て
説
明
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
Ｂ
Ｇ

Ｂ
八
二
六
条
を
助
け
に
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
既
判
力
の
打
破
に
つ
い
て

主
張
さ
れ
て
い
る
全
て
の
論
拠
が
な
く
な
る
。
既
判
力
に
関
す
る
Ｚ
Ｐ
Ｏ

の
諸
規
定
が
正
義
の
前
で
は
屈
服
す
べ
き（
（00
（

形
式
規
定
だ
と
い
う
こ
と
、
そ

れ
は
単
に
形
式
的
資
格
を
保
障
す
る
に
す
ぎ
ず（

（00
（

、
正
し
く
な
い
事
柄
に
法

の
裏
書
を
す
る（

（00
（

と
い
う
こ
と
は
、
既
判
力
と
そ
の
再
審
法
に
お
い
て
引
か

れ
た
限
界
が
実
体
法
の
価
値
に
一
致
す
る
価
値
に
基
礎
を
置
く（

（00
（

と
い
う
事

実
を
看
過
し
て
い
る
。
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
二
六
条
と
い
う
一
般
条
項
の
適
用
は
、

再
審
法
の
諸
規
定
が
、
こ
の
規
定
の
類
推
的
拡
張
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て

閉
じ
る
こ
と
の
で
き
な
い
価
値
の
欠
缺
を
含
ん
で
い
る
場
合
に
は
じ
め
て

正
当
化
さ
れ
る
の
だ
と
い
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
が
そ
の
場
合
に

当
た
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
二
六
条
の
適

用
は
既
判
力
と
再
審
法
の
諸
規
定
を
回
避
す
る
こ
と
に
の
み
奉
仕
し
う
る

の
で
は
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
既
に
別
な
方
向
か
ら（
（00
（

非
常
に
印
象
深

く
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
繰
り
返
さ
れ
る
必
要
は
な
い
。

２
　
既
判
力
と
法
的
審
問

　
し
か
し
、
既
判
力
の
失
権
効
は
、
不
服
当
事
者
が
、
手
続
上
手
続
の
進

行
に
影
響
を
及
ぼ
す
機
会
を
も
っ
た
と
き
に
は
じ
め
て
、
す
な
わ
ち
、
彼

の
法
的
審
問
が
保
障
さ
れ
た
と
き
に
は
じ
め
て
妥
当
す
る
。
彼
の
権
利

を
裁
判
所
の
面
前
で
行
使
し
え
た
当
事
者
の
み
が
失
権
効
に
該
当
す
る

こ
と
が
み
と
め
ら
れ
う
る
の
で
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
、
Ｇ
Ｇ
一
〇
三

条
一
項
の
懈
怠
を
確
認
し
た
と
き
は
、
既
判
力
は
譲
歩
を
し
な
け
れ
ば

な

（
訳7

（（
訳
注

（00
（ら

な
い
。

３
　
既
判
力
と
原
状
回
復

　
異
議
（Einspruch

）
ま
た
は
上
訴
に
よ
っ
て
取
り
消
す
こ
と
が
可
能

な
判
決
が
下
さ
れ
た
が
、
し
か
し
、
敗
訴
当
事
者
が
異
議
期
間
ま
た
は
上

訴
期
間
を
徒
過
し
た
場
合
、
そ
の
判
決
は
確
定
す
る
。
当
事
者
は
実
体
的

法
律
状
態
に
矛
盾
す
る
判
決
に
対
し
て
も
拘
束
さ
れ
る
。
懈
怠
し
た
当
事

者
は
、彼
が
命
じ
ら
れ
た
権
利
行
使
の
可
能
性
を
利
用
し
な
か
っ
た
こ
と
、

そ
れ
で
相
手
方
は
今
や
訴
訟
が
終
局
的
か
つ
拘
束
力
を
も
っ
て
終
結
し
た

こ
と
を
信
頼
で
き
る
の
だ
、と
い
う
反
論
に
対
峙
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

期
間
の
懈
怠
に
よ
っ
て
当
事
者
は
、
保
護
を
必
要
と
す
る
相
手
方
の
た
め

に
そ
の
権
利
を
さ
ら
に
行
使
す
る
こ
と
を
失
権
す
る（
（00
（

。

　
権
利
失
効
の
限
界
は
、
こ
の
段
階
で
は
原
状
回
復
（W

iedereinsetzung 
in den vorigen Stand

）
に
関
す
る
諸
規
定
か
ら
明
ら
か
に
な
る
。
そ
の

要
件
は
―
―
手
続
の
再
審
の
そ
れ
と
は
異
な
り
―
―
判
決
が
瑕
疵
の
あ
る

状
態
で
成
立
し
た
か
、
あ
る
い
は
、
内
容
的
に
誤
っ
て
い
る
か
に
関
係
し

な
い
。
原
状
回
復
は
、
当
事
者
に
期
間
の
懈
怠
を
帰
責
す
る
こ
と
が
可
能

か
ど
う
か
の
み
に
か
か
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
三
三
条
に

よ
れ
ば
、
当
事
者
が
天
災
ま
た
は
避
く
べ
か
ら
ざ
る
事
変
に
よ
っ
て
期
間

の
遵
守
が
妨
げ
ら
れ
た
場
合
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い（
訳7

（
訳
注

。

　
弁
護
士
層（

（00
（

に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
、
原
状
回
復
は
立
法
論
と
し
て
は
重
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過
失
の
場
合
に
の
み
拒
絶
さ
れ
る
べ
き
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
を
判
断
す

る
た
め
に
は
、
人
が
原
状
回
復
を
、
多
か
れ
少
な
か
れ
訴
訟
の
外
形
的
秩

序
に
違
反
す
る
行
態
に
対
す
る
強
力
な
国
家
の
司
法
の
寛
容
さ
と
し
て
で

は
な
く
、
当
事
者
の
保
護
を
必
要
と
し
て
い
る
利
益
の
衡
量（
（01
（

と
理
解
す
る

こ
と
が
、
決
定
的
に
問
題
に
な
る
。
期
間
の
経
過
は
単
に
相
手
方
に
実
体

的
な
法
律
状
態
に
抵
抗
す
る
形
式
的
資
格
を
作
り
出
す
だ
け
で
は
な
い
。

む
し
ろ
相
手
方
は
、
不
服
を
有
す
る
当
事
者
が
適
時
に
そ
の
権
利
を
行
使

す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
信
頼
し
え
た
の
で
、
実
体
法
の
評
価
基
準

に
よ
っ
て
も
保
護
さ
れ
る
べ
き
法
的
地
位
を
取
得
す
る
。
原
状
回
復
要
件

の
厳
格
性
は
、
当
事
者
が
そ
の
権
利
の
行
使
の
た
め
に
負
う
責
任
の
対
応

物
で
あ
る
。
人
が
一
方
当
事
者
に
対
す
る
一
方
的
な
寛
容
か
ら
原
状
回
復

を
重
過
失
の
場
合
に
の
み
拒
絶
し
、
か
く
し
て
軽
過
失
の
結
果
を
相
手
方

に
転
嫁
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
失
効
の
理
論
の
基
本
原
則
に
矛

盾
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
し
か
し
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
三
三
条
の
要
件
を
、
他
の
、
新
た
な
手
続
法
の
要

件
に
適
合
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、検
討
に
値
す
る（
（0（
（

。
行
政
裁
判
所
法（
Ｖ

ｗ
Ｇ
Ｏ
）
六
〇
条
、
財
政
裁
判
所
法
（
Ｆ
Ｇ
Ｏ
）
五
六
条
お
よ
び
社
会
裁

判
所
法
（
Ｓ
Ｇ
Ｇ
）
六
七
条
は
、
過
失
が
存
在
し
な
い
場
合
に
原
状
回
復

を
予
定
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
適
合
さ
せ
る
こ
と
に
反
対
す
る
こ
と
に

な
る
か
も
し
れ
な
い
の
は
、
他
の
手
続
類
型
に
お
い
て
は
そ
の
既
判
力
に

対
す
る
利
益
が
原
状
回
復
に
関
係
す
る
の
は
、
し
ば
し
ば
国
家
ま
た
は
公

的
団
体
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
期
間
の
懈
怠
に
対
し
て
寛
大
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
国
家
お
よ
び
公
共
団
体
に
と
っ
て
ふ
さ
わ

し
い
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
軽
減
さ
れ
た
要
件
は
、
そ

の
機
関
が
期
間
を
懈
怠
し
た
場
合
に
は
、
同
じ
よ
う
に
国
家
自
体
に
利
益

と
な
る
。
そ
の
場
合
に
影
響
を
受
け
る
の
は
市
民
で
あ
る
が
、こ
の
者
は
、

国
家
の
期
間
懈
怠
に
対
し
て
民
事
訴
訟
に
お
け
る
私
人
た
る
相
手
方
と
同

様
に
保
護
に
値
す
る
。
Ｚ
Ｐ
Ｏ
の
立
法
者
は
、
人
が
単
に
過
失
の
不
存
在

に
焦
点
を
当
て
る
場
合
に
、
原
状
回
復
が
裁
判
所
に
よ
っ
て
非
常
に
い
い

加
減
に
処
理
さ
れ
う
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
危
惧
し
て
い
た（
（00
（

。

そ
れ
ゆ
え
立
法
者
は
、
原
状
回
復
を
不
可
抗
力
の
場
合
に
だ
け
許
容
し
た

の
で
あ
る
。
し
か
し
、連
邦
行
政
裁
判
所
と
連
邦
社
会
裁
判
所
の
判
例
は
、

こ
の
厳
格
な
基
準
は
、
人
が
単
に
過
失
の
不
存
在
の
み
を
取
り
上
げ
た
場

合
も
ま
た
遵
守
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
。
他
方
で
、
数
多
く
の

民
事
裁
判
権
の
下
級
裁
判
所
の
実
務
は
、
立
法
者
に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
た

特
別
に
厳
格
な
要
件
が
、
非
常
に
寛
大
に
原
状
回
復
を
付
与
す
る
こ
と
の

排
除
に
本
当
に
適
切
か
ど
う
か
、
疑
念
を
抱
か
せ
る
。

　
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
三
三
条
の
厳
格
な
基
準
へ
固
執
す
る
よ
り
も
重
要
な
こ
と

は
、
人
が
当
事
者
と
弁
護
士
に
対
し
て
設
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
必
要
条

件
を
正
し
く
限
定
す
る
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
。
も
し
人

が
、
期
間
が
過
失
な
く
し
て
懈
怠
さ
れ
た
場
合
に
原
状
回
復
を
付
与
す
る

の
で
あ
れ
ば
、
全
て
は
い
か
な
る
注
意
（Sorgfalt

）
が
訴
訟
上
の
関
係

に
お
い
て
要
求
さ
れ
る
の
か
の
問
題
と
な
る
。
こ
こ
で
は
寛
大
な
基
準
が

不
適
切
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
方
当
事
者
の
懈
怠
が
そ
の
相
手
方
に

転
嫁
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
る
な
ら
ば
、
お
の
ず

か
ら
理
解
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
人
が
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Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
三
三
条
に
お
い
て
過
失
の
不
存
在
に
焦
点
を
当
て
た
と
し
て

も
、従
来
の
判
例
の
本
質
的
な
部
分
は
手
つ
か
ず
の
ま
ま
で
あ
り
え
よ
う
。

　
し
か
し
他
方
で
、
Ｖ
Ｗ
Ｇ
Ｏ
六
〇
条
、
Ｆ
Ｇ
Ｏ
五
六
条
お
よ
び
Ｓ
Ｇ
Ｇ

六
七
条
に
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
三
三
条
を
適
合
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
既
に
現
行

法
上
過
大（
（00
（

で
あ
っ
た
要
求
を
緩
和
す
る（

（00
（

機
会
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
。
わ
れ

わ
れ
の
分
業
の
原
則
（Prinzip der A

rbeitsteilung

）
に
よ
っ
て
特
徴
づ

け
ら
れ
た
社
会
生
活
に
お
い
て
は
、
人
は
、
弁
護
士
に
、
極
度
の
、
そ
の

弁
護
士
が
期
日
の
カ
レ
ン
ダ
ー
を
自
ら
遵
守
す
る
場
合
に
は
じ
め
て
安
全

に
職
務
を
行
い
う
る
と
い
う
程
度
に
ま
で
よ
く
教
育
さ
れ
た
人
物
の
監
視

を
求
め
る
べ
き
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
彼
は
、
弁
護
士
が
、
彼
の
期

日
を
監
視
す
る
人
物
を
注
意
深
く
選
び
、
そ
し
て
指
導
し
そ
し
て
抜
き
打

ち
の
検
査
に
よ
っ
て
監
視
す
る
こ
と
で
満
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（
（00
（

。
そ

の
場
合
に
、
弁
護
士
が
全
て
の
記
録
（A

kten

）
の
提
出
に
際
し
て
期
間

の
経
過
を
自
ら
思
い
浮
か
べ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と（

（00
（

は
、
弁
護
士
に
は
、

有
資
格
者
と
し
て
の
法
的
訓
練
を
要
求
し
そ
れ
ゆ
え
他
の
ス
タ
ッ
フ
に
委

さ
れ
え
な
い
任
務
の
た
め
に
頭
を
空
け
て
お
く
べ
き
だ
と
い
う
合
理
的
な

事
務
所
組
織
の
要
請
に
反
し
て
い
る
。
注
意
深
く
選
任
し
、
抜
打
ち
の
検

査
に
よ
っ
て
監
督
さ
れ
た
職
員
の
過
責
が
原
状
回
復
を
排
除
し
て
は
な
ら

な
い
と
い
う
効
果
は
、
相
手
方
に
と
っ
て
は
い
ぜ
ん
無
理
な
こ
と
で
は
な

い
。
け
だ
し
、
相
手
方
も
ま
た
分
業
さ
れ
た
社
会
に
生
活
し
て
お
り
、
そ

の
利
益
を
享
受
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
彼
は
そ
の
予
期
せ
ぬ

不
利
益
（Tücke

）
を
も
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、

実
体
契
約
法
上
、
各
人
は
そ
の
履
行
補
助
者
の
全
く
些
細
な
過
失
の
責
任

を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
観
点
は
、
貫
徹
し
て
い
な
い
。
Ｂ
Ｇ

Ｂ
二
七
八
条
は
、
原
状
回
復
の
場
合
に
適
用
さ
れ
て
は
な
ら
な
い（
（00
（

が
、
そ

の
理
由
は
、
そ
の
者
の
不
利
益
に
原
状
回
復
が
な
さ
れ
る
相
手
方
は
、
他

方
の
訴
訟
当
事
者
に
よ
る
訴
訟
上
の
義
務
の
遵
守
を
求
め
る
債
務
法
上
の

請
求
権
を
持
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。
期
間
の
懈
怠
は
、
相
手
方
に
対
す
る

義
務
の
違
反
で
は
な
く
て
、
自
ら
の
利
益
に
反
す
る
行
為
で
あ
る
。
た
し

か
に
実
体
法
の
負
担
〔
責
務
（O

bliegenheiten

）〕
に
も
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
七
八

条
は
一
定
の
範
囲
で
適
用
可
能
で
あ
る（

（00
（

。
し
か
し
、
ま
さ
に
契
約
外
で
の

負
担
（
責
務
）
の
場
合
に
は
、
危
険
領
域
の
衡
量
に
よ
っ
て（

（00
（

決
定
さ
れ
る

制
限
が
要
求
さ
れ
る
。
各
人
が
分
業
に
よ
る
利
益
配
慮
の
リ
ス
ク
を
自
ら

引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
観
点
は
、
そ
れ
ゆ
え
こ
こ
で
は
そ

の
ま
ま
に
は
貫
徹
し
て
い
な
い
。
む
し
ろ
原
状
回
復
に
関
し
て
は
、
弁
護

士
の
事
務
所
職
員
の
過
失
が
た
だ
ち
に
一
方
当
事
者
の
危
険
に
帰
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
顧
慮
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
も
し
人

が
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
七
八
条
を
適
用
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
当
事
者
と
そ

の
弁
護
士
に
そ
の
よ
う
な
過
失
を
一
般
に
回
避
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
る

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
当
事
者
は
そ
の
代
理
人
に
、
最
大
限

の
注
意
を
も
っ
て
そ
の
職
員
の
軽
微
な
過
失
を
回
避
す
る
よ
う
に
努
め
る

こ
と
を
期
待
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
お
う
。し
か
し
、

こ
の
こ
と
は
、
弁
護
士
事
務
所
に
お
け
る
分
業
が
、
事
業
の
拡
大
お
よ
び

そ
れ
と
同
時
に
収
入
を
得
る
チ
ャ
ン
ス
に
奉
仕
し
た
場
合
に
は
じ
め
て
正

当
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
そ
の
よ
う
な
分
業
の
意

味
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
む
し
ろ
分
業
は
司
法
の
た
め
に
不
可
欠
と
考
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Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
三
三
条
に
お
い
て
過
失
の
不
存
在
に
焦
点
を
当
て
た
と
し
て

も
、従
来
の
判
例
の
本
質
的
な
部
分
は
手
つ
か
ず
の
ま
ま
で
あ
り
え
よ
う
。

　
し
か
し
他
方
で
、
Ｖ
Ｗ
Ｇ
Ｏ
六
〇
条
、
Ｆ
Ｇ
Ｏ
五
六
条
お
よ
び
Ｓ
Ｇ
Ｇ

六
七
条
に
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
三
三
条
を
適
合
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
既
に
現
行

法
上
過
大（
（00
（

で
あ
っ
た
要
求
を
緩
和
す
る（

（00
（

機
会
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
。
わ
れ

わ
れ
の
分
業
の
原
則
（Prinzip der A

rbeitsteilung

）
に
よ
っ
て
特
徴
づ

け
ら
れ
た
社
会
生
活
に
お
い
て
は
、
人
は
、
弁
護
士
に
、
極
度
の
、
そ
の

弁
護
士
が
期
日
の
カ
レ
ン
ダ
ー
を
自
ら
遵
守
す
る
場
合
に
は
じ
め
て
安
全

に
職
務
を
行
い
う
る
と
い
う
程
度
に
ま
で
よ
く
教
育
さ
れ
た
人
物
の
監
視

を
求
め
る
べ
き
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
彼
は
、
弁
護
士
が
、
彼
の
期

日
を
監
視
す
る
人
物
を
注
意
深
く
選
び
、
そ
し
て
指
導
し
そ
し
て
抜
き
打

ち
の
検
査
に
よ
っ
て
監
視
す
る
こ
と
で
満
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（
（00
（

。
そ

の
場
合
に
、
弁
護
士
が
全
て
の
記
録
（A
kten

）
の
提
出
に
際
し
て
期
間

の
経
過
を
自
ら
思
い
浮
か
べ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と（

（00
（

は
、
弁
護
士
に
は
、

有
資
格
者
と
し
て
の
法
的
訓
練
を
要
求
し
そ
れ
ゆ
え
他
の
ス
タ
ッ
フ
に
委

さ
れ
え
な
い
任
務
の
た
め
に
頭
を
空
け
て
お
く
べ
き
だ
と
い
う
合
理
的
な

事
務
所
組
織
の
要
請
に
反
し
て
い
る
。
注
意
深
く
選
任
し
、
抜
打
ち
の
検

査
に
よ
っ
て
監
督
さ
れ
た
職
員
の
過
責
が
原
状
回
復
を
排
除
し
て
は
な
ら

な
い
と
い
う
効
果
は
、
相
手
方
に
と
っ
て
は
い
ぜ
ん
無
理
な
こ
と
で
は
な

い
。
け
だ
し
、
相
手
方
も
ま
た
分
業
さ
れ
た
社
会
に
生
活
し
て
お
り
、
そ

の
利
益
を
享
受
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
彼
は
そ
の
予
期
せ
ぬ

不
利
益
（Tücke

）
を
も
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、

実
体
契
約
法
上
、
各
人
は
そ
の
履
行
補
助
者
の
全
く
些
細
な
過
失
の
責
任

を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
観
点
は
、
貫
徹
し
て
い
な
い
。
Ｂ
Ｇ

Ｂ
二
七
八
条
は
、
原
状
回
復
の
場
合
に
適
用
さ
れ
て
は
な
ら
な
い（
（00
（

が
、
そ

の
理
由
は
、
そ
の
者
の
不
利
益
に
原
状
回
復
が
な
さ
れ
る
相
手
方
は
、
他

方
の
訴
訟
当
事
者
に
よ
る
訴
訟
上
の
義
務
の
遵
守
を
求
め
る
債
務
法
上
の

請
求
権
を
持
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。
期
間
の
懈
怠
は
、
相
手
方
に
対
す
る

義
務
の
違
反
で
は
な
く
て
、
自
ら
の
利
益
に
反
す
る
行
為
で
あ
る
。
た
し

か
に
実
体
法
の
負
担
〔
責
務
（O

bliegenheiten

）〕
に
も
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
七
八

条
は
一
定
の
範
囲
で
適
用
可
能
で
あ
る（

（00
（

。
し
か
し
、
ま
さ
に
契
約
外
で
の

負
担
（
責
務
）
の
場
合
に
は
、
危
険
領
域
の
衡
量
に
よ
っ
て（

（00
（

決
定
さ
れ
る

制
限
が
要
求
さ
れ
る
。
各
人
が
分
業
に
よ
る
利
益
配
慮
の
リ
ス
ク
を
自
ら

引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
観
点
は
、
そ
れ
ゆ
え
こ
こ
で
は
そ

の
ま
ま
に
は
貫
徹
し
て
い
な
い
。
む
し
ろ
原
状
回
復
に
関
し
て
は
、
弁
護

士
の
事
務
所
職
員
の
過
失
が
た
だ
ち
に
一
方
当
事
者
の
危
険
に
帰
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
顧
慮
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
も
し
人

が
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
七
八
条
を
適
用
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
当
事
者
と
そ

の
弁
護
士
に
そ
の
よ
う
な
過
失
を
一
般
に
回
避
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
る

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
当
事
者
は
そ
の
代
理
人
に
、
最
大
限

の
注
意
を
も
っ
て
そ
の
職
員
の
軽
微
な
過
失
を
回
避
す
る
よ
う
に
努
め
る

こ
と
を
期
待
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
お
う
。し
か
し
、

こ
の
こ
と
は
、
弁
護
士
事
務
所
に
お
け
る
分
業
が
、
事
業
の
拡
大
お
よ
び

そ
れ
と
同
時
に
収
入
を
得
る
チ
ャ
ン
ス
に
奉
仕
し
た
場
合
に
は
じ
め
て
正

当
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
そ
の
よ
う
な
分
業
の
意

味
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
む
し
ろ
分
業
は
司
法
の
た
め
に
不
可
欠
と
考
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え
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
弁
護
士
は
、
事
務
所
職
員
の
仕
事

に
よ
っ
て
、
裁
判
官
が
事
務
課
に
よ
っ
て
負
担
軽
減
が
さ
れ
て
い
る
の
と

同
様
に
、
司
法
機
関
と
し
て
の
そ
の
有
資
格
の
任
務
を
全
う
し
う
る
た
め

に
、
負
担
軽
減
さ
れ
う
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
判
例
が
、
事
務
職

員
の
過
失
を
当
事
者
の
責
め
に
帰
さ
な
い
と
す
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
し
た

が
っ
て
結
局
、
こ
の
リ
ス
ク
が
秩
序
だ
っ
た
司
法
の
利
益
の
た
め
に
、
す

な
わ
ち
期
日
の
懈
怠
に
つ
な
が
る
裁
判
所
と
そ
の
事
務
課
の
過
失
が
原
状

回
復
を
妨
げ
な
い
の
と
同
様
、
相
手
方
に
甘
受
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
の
理
由
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
七
八
条
が
適
用
さ
れ
な
い
の
で
あ
れ

ば
、
人
は
弁
護
士
に
、
そ
の
職
員
の
監
督
に
関
し
て
過
大
な
要
求
を
し
す

ぎ
て
も
な
ら
な
い
。
も
し
人
が
弁
護
士
に
そ
の
注
意
深
く
選
任
さ
れ
か
つ

訓
練
さ
れ
た
職
員
の
そ
れ
ぞ
れ
の
軽
微
な
過
失
を
回
避
す
る
こ
と
を
要
求

し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
七
八
条
を
適
用
す
る
の
と
同
一

の
結
論
に
至
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。
同
条
の
適
用
可
能
性
を
排
除

す
る
根
拠
は
、
弁
護
士
に
対
す
る
注
意
深
さ
の
要
求
を
も
決
定
す
る
に
違

い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
弁
護
士
は
、
司
法
の
任
務
の
た
め
に
、
裁
判
所
の

場
合
に
は
事
務
課
の
仕
事
と
さ
れ
て
い
る
仕
事
か
ら
免
れ
う
る
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
弁
護
士
が
こ
の
仕
事
を
正
し
く
組
織
し
、

職
員
を
注
意
深
く
選
任
し
、
抜
打
ち
の
調
査
に
よ
っ
て
監
督
す
る
場
合
に

は
、
彼
の
義
務
を
満
足
さ
せ
て
い
る（
（01
（

。

　
特
別
な
事
例
に
お
い
て
、
既
に
現
行
民
事
訴
訟
法
は
、
原
状
回
復
に
つ

い
て
当
事
者
ま
た
は
そ
の
代
理
人
の
過
失
に
注
意
を
喚
起
し
て
お
り
、
す

な
わ
ち
、
当
事
者
が
異
議
期
間
を
徒
過
し
、
か
つ
、
欠
席
判
決
の
送
達
に

つ
い
て
そ
の
過
失
に
よ
ら
ず
に
知
り
え
な
か
っ
た
場
合
で
あ
る
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ

二
三
三
条
二
項
）。
ほ
か
で
も
な
い
ヘ
ル
ヴ
ィ
ヒ
そ
の
人
が（
（0（
（

甚
だ
し
い
不

整
合
と
み
な
し
た
こ
の
規
定
は
、
立
法
者（

（00
（

の
意
思
に
よ
れ
ば
、
当
事
者
に

対
し
て
こ
の
者
に
開
始
さ
れ
た
訴
訟
に
つ
い
て
も
欠
席
判
決
に
つ
い
て
も

何
も
知
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
、
原
状
回
復
を
容
易
化
す
べ
き

だ
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
三
三
条
一
項
の
高
度
の
注
意
義
務

は
、
そ
の
者
が
訴
訟
中
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
当
事
者
の
み
に
妥
当

す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
か
か
る
立
法
者
の
意
図
は
、
し
か
し
法
文
上
は

非
常
に
不
完
全
に
し
か
現
さ
れ
て
い
な
い
。
け
だ
し
、
文
言
に
よ
れ
ば
、

訴
訟
に
つ
い
て
知
っ
て
い
た
当
事
者
も
ま
た
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
三
三
条
二
項
の

利
点
を
享
受
す
る
か
ら
で
あ
る
。
立
法
者
の
意
思
と
一
致
し
て
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ

二
三
三
条
二
項
は
、
欠
席
判
決
の
不
知
は
、
当
事
者
が
そ
の
者
に
対
し
て

訴
訟
が
係
属
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
場
合
は
い
つ
で
も
過
失
と
み

な
さ
れ
る
と
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
反
し

て
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
三
三
条
二
項
の
文
言
は
、
当
事
者
が
た
し
か
に
訴
訟
に
つ

い
て
知
っ
て
は
い
た
が
、
し
か
し
過
失
な
し
に
欠
席
判
決
の
こ
と
は
知
ら

な
か
っ
た
諸
場
合
を
も
カ
ヴ
ァ
ー
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
外
の
場

合
全
て
に
お
い
て
当
事
者
の
判
決
の
不
知
は
、
不
知
が
不
可
抗
力
に
基
づ

く
場
合
に
は
じ
め
て
原
状
回
復
の
助
け
を
得
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
場
合
、

規
定
は
実
際
の
と
こ
ろ
は
首
尾
一
貫
し
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
Ｚ
Ｐ
Ｏ

二
三
三
条
二
項
は
、
人
が
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
三
三
条
一
項
に
お
い
て
責
任
主
義
へ

移
行
す
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
変
更
さ
れ
る
べ
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き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
も
し
人
が
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
三
三
条
一
項
を
、
Ｖ
Ｗ
Ｇ
Ｏ
六
〇
条
、
Ｆ
Ｇ
Ｏ

五
六
条
お
よ
び
Ｓ
Ｇ
Ｇ
六
七
条
に
適
合
さ
せ
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
し

か
し
人
は
実
体
法
上
の
対
応
物
（Parallele

）
か
ら
目
を
離
し
て
は
な
ら

な
い
。
原
状
回
復
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
に
お
い
て
は
、
法
律
の
指
示
に
基
い
て
い

て	

一
連
の
除
斥
期
間
の
場
合
に
も
生
じ
る
（
例
え
ば
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
二
四

条
二
項
二
文
、
同
一
〇
〇
二
条
二
項
、
同
一
五
九
四
条
三
項（

（00
（

）、
不
可
抗

力
を
理
由
と
し
た
二
〇
三
条
に
よ
る
期
間
の
障
碍
に
対
応
し
て
い
る
。
Ｚ

Ｐ
Ｏ
二
〇
三
条
二
項
の
解
釈
は
、
偶
然
に
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
三
三
条
一
項
の
解
釈

に
緊
密
に
結
び
つ
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い（
（00
（

。
こ
の
対
応
は
、
緊
密
な
事

実
関
連
（Sachzusam

m
enhang

）
か
ら
明
ら
か
に
な
る（

（00
（

。
こ
こ
で
も
そ

ち
ら
で
も
、
適
法
な
権
利
行
使
の
時
的
限
界
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
こ

こ
で
は
実
体
法
と
訴
訟
法
は
等
し
い
規
律
を
必
要
と
し
て
い
る
。
も
し
人

が
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
三
三
条
の
一
項
を
過
失
責
任
主
義
に
移
行
さ
せ
よ
う
と
い
う

の
で
あ
れ
ば
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
〇
三
条
二
項
も
、
こ
れ
に
対
応
し
て
変
更
さ
れ

な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
終
局
的
な
訴
訟
上
の
権
利
失
効
は
、
立
法
者
の
意
思
に
よ
れ
ば
、
Ｚ
Ｐ

Ｏ
二
三
四
条
一
項
の
原
状
回
復
期
間
が
懈
怠
さ
れ
、
懈
怠
さ
れ
た
期
間
の

終
了
か
ら
起
算
し
て
一
年
が
経
過
し
た
後
に
生
じ
る
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
三
四

条
三
項
）。
こ
こ
で
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
八
六
条
二
項
二
文
に
お
け
る
と
同

様
、
そ
の
懈
怠
が
相
手
方
の
た
め
に
治
癒
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
の
絶
対
期
間

（absolute Fristen

）
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
不
服
申
立
当
事
者
は
、
判
決

を
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
七
八
条
以
下
の
要
件
の
下
で
再
審
の
訴
え
で
攻
撃
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
原
則
は
、
判
例
に
よ
り
二
つ
の
ケ
ー
ス
で

破
ら
れ
て
い
る
。
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
高
等
裁
判
所（
（00
（

は
、
原
状
回
復

を
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
二
四
条
三
項
の
一
年
の
期
間
経
過
後
に
な
お
、
適
時
に
提
出

さ
れ
た
〔
生
活
困
窮
者
〕
無
料
訴
訟
権
（A

rm
enrecht

）（
訳（

（
訳
注

の
申
請
に
つ
い

て
の
裁
判
が
こ
の
期
間
の
経
過
後
に
は
じ
め
て
言
い
渡
さ
れ
た
と
い
う
事

案
に
お
い
て
保
障
し
た
。
連
邦
憲
法
裁
判
所（
（00
（

は
、
生
活
困
窮
者
で
あ
る
当

事
者
に
原
状
回
復
期
間
の
懈
怠
に
対
す
る
原
状
回
復
を
許
し
た
。
両
方
の

裁
判
は
、
人
が
確
定
し
た
判
例
と
と
も
に
、
生
活
困
権
者
が
無
料
訴
訟
権

の
申
請
を
上
訴
期
間
内
に
提
出
し
た
が
、
こ
の
者
の
申
請
が
期
間
経
過
後

に
は
じ
め
て
認
容
さ
れ
た
と
い
う
場
合
に
は
、
生
活
困
窮
者
は
原
状
回
復

を
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
出
発
す
る
場
合
、
正

し
い
。
一
年
を
超
え
て
無
料
訴
訟
権
の
申
請
に
つ
い
て
の
裁
判
が
遅
延
し

た
こ
と
を
貧
困
当
事
者
に
帰
責
す
る
こ
と
は
、
こ
の
者
が
自
ら
こ
の
遅
延

を
惹
起
し
た
場
合
で
な
い
の
で
あ
れ
ば
で
き
な
い
。
無
料
手
続
の
こ
と
を

知
っ
て
い
る
相
手
方
は
、
立
法
者
が
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
二
四
条
三
項
に
お
い
て
前

提
と
し
て
い
た
よ
う
な
程
度
で
の
保
護
に
値
す
る
も
の
で
は
な
い
。
け
だ

し
、
こ
の
者
は
無
料
訴
訟
権
の
申
請
を
考
慮
に
入
れ
、
し
た
が
っ
て
上
訴

審
に
お
け
る
手
続
の
続
行
の
た
め
に
準
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で

あ
る
。

　
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
三
四
条
一
項
の
原
状
回
復
期
間
の
懈

怠
に
対
す
る
原
状
回
復
の
保
障
を
、
平
等
原
則
に
よ
っ
て
正
当
化
し
て
い

る
。
実
際
、
困
窮
者
で
な
い
当
事
者
に
は
上
訴
期
間
の
懈
怠
の
場
合
に
原

状
回
復
が
保
障
さ
れ
う
る
の
に
対
し
て
、
困
窮
当
事
者
に
は
控
訴
の
提
起
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き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
も
し
人
が
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
三
三
条
一
項
を
、
Ｖ
Ｗ
Ｇ
Ｏ
六
〇
条
、
Ｆ
Ｇ
Ｏ

五
六
条
お
よ
び
Ｓ
Ｇ
Ｇ
六
七
条
に
適
合
さ
せ
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
し

か
し
人
は
実
体
法
上
の
対
応
物
（Parallele

）
か
ら
目
を
離
し
て
は
な
ら

な
い
。
原
状
回
復
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
に
お
い
て
は
、
法
律
の
指
示
に
基
い
て
い

て	

一
連
の
除
斥
期
間
の
場
合
に
も
生
じ
る
（
例
え
ば
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
二
四

条
二
項
二
文
、
同
一
〇
〇
二
条
二
項
、
同
一
五
九
四
条
三
項（

（00
（

）、
不
可
抗

力
を
理
由
と
し
た
二
〇
三
条
に
よ
る
期
間
の
障
碍
に
対
応
し
て
い
る
。
Ｚ

Ｐ
Ｏ
二
〇
三
条
二
項
の
解
釈
は
、
偶
然
に
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
三
三
条
一
項
の
解
釈

に
緊
密
に
結
び
つ
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い（
（00
（

。
こ
の
対
応
は
、
緊
密
な
事

実
関
連
（Sachzusam

m
enhang

）
か
ら
明
ら
か
に
な
る（

（00
（

。
こ
こ
で
も
そ

ち
ら
で
も
、
適
法
な
権
利
行
使
の
時
的
限
界
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
こ

こ
で
は
実
体
法
と
訴
訟
法
は
等
し
い
規
律
を
必
要
と
し
て
い
る
。
も
し
人

が
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
三
三
条
の
一
項
を
過
失
責
任
主
義
に
移
行
さ
せ
よ
う
と
い
う

の
で
あ
れ
ば
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
〇
三
条
二
項
も
、
こ
れ
に
対
応
し
て
変
更
さ
れ

な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
終
局
的
な
訴
訟
上
の
権
利
失
効
は
、
立
法
者
の
意
思
に
よ
れ
ば
、
Ｚ
Ｐ

Ｏ
二
三
四
条
一
項
の
原
状
回
復
期
間
が
懈
怠
さ
れ
、
懈
怠
さ
れ
た
期
間
の

終
了
か
ら
起
算
し
て
一
年
が
経
過
し
た
後
に
生
じ
る
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
三
四

条
三
項
）。
こ
こ
で
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
八
六
条
二
項
二
文
に
お
け
る
と
同

様
、
そ
の
懈
怠
が
相
手
方
の
た
め
に
治
癒
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
の
絶
対
期
間

（absolute Fristen

）
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
不
服
申
立
当
事
者
は
、
判
決

を
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
七
八
条
以
下
の
要
件
の
下
で
再
審
の
訴
え
で
攻
撃
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
原
則
は
、
判
例
に
よ
り
二
つ
の
ケ
ー
ス
で

破
ら
れ
て
い
る
。
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
高
等
裁
判
所（
（00
（

は
、
原
状
回
復

を
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
二
四
条
三
項
の
一
年
の
期
間
経
過
後
に
な
お
、
適
時
に
提
出

さ
れ
た
〔
生
活
困
窮
者
〕
無
料
訴
訟
権
（A

rm
enrecht

）（
訳（

（
訳
注

の
申
請
に
つ
い

て
の
裁
判
が
こ
の
期
間
の
経
過
後
に
は
じ
め
て
言
い
渡
さ
れ
た
と
い
う
事

案
に
お
い
て
保
障
し
た
。
連
邦
憲
法
裁
判
所（
（00
（

は
、
生
活
困
窮
者
で
あ
る
当

事
者
に
原
状
回
復
期
間
の
懈
怠
に
対
す
る
原
状
回
復
を
許
し
た
。
両
方
の

裁
判
は
、
人
が
確
定
し
た
判
例
と
と
も
に
、
生
活
困
権
者
が
無
料
訴
訟
権

の
申
請
を
上
訴
期
間
内
に
提
出
し
た
が
、
こ
の
者
の
申
請
が
期
間
経
過
後

に
は
じ
め
て
認
容
さ
れ
た
と
い
う
場
合
に
は
、
生
活
困
窮
者
は
原
状
回
復

を
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
出
発
す
る
場
合
、
正

し
い
。
一
年
を
超
え
て
無
料
訴
訟
権
の
申
請
に
つ
い
て
の
裁
判
が
遅
延
し

た
こ
と
を
貧
困
当
事
者
に
帰
責
す
る
こ
と
は
、
こ
の
者
が
自
ら
こ
の
遅
延

を
惹
起
し
た
場
合
で
な
い
の
で
あ
れ
ば
で
き
な
い
。
無
料
手
続
の
こ
と
を

知
っ
て
い
る
相
手
方
は
、
立
法
者
が
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
二
四
条
三
項
に
お
い
て
前

提
と
し
て
い
た
よ
う
な
程
度
で
の
保
護
に
値
す
る
も
の
で
は
な
い
。
け
だ

し
、
こ
の
者
は
無
料
訴
訟
権
の
申
請
を
考
慮
に
入
れ
、
し
た
が
っ
て
上
訴

審
に
お
け
る
手
続
の
続
行
の
た
め
に
準
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で

あ
る
。

　
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
三
四
条
一
項
の
原
状
回
復
期
間
の
懈

怠
に
対
す
る
原
状
回
復
の
保
障
を
、
平
等
原
則
に
よ
っ
て
正
当
化
し
て
い

る
。
実
際
、
困
窮
者
で
な
い
当
事
者
に
は
上
訴
期
間
の
懈
怠
の
場
合
に
原

状
回
復
が
保
障
さ
れ
う
る
の
に
対
し
て
、
困
窮
当
事
者
に
は
控
訴
の
提
起
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の
た
め
に
絶
対
期
間
し
か
利
用
で
き
な
い
の
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
困
窮
当

事
者
は
不
公
平
に
害
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
ら
な
い
だ

ろ
う
か
。
困
窮
当
事
者
に
救
貧
権
が
上
訴
期
間
の
経
過
後
は
じ
め
て
保
障

さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
彼
に
と
っ
て
原
状
回
復
期
間
は
上
訴
期
間
の
機
能

を
持
つ
。

　
こ
の
裁
判
に
よ
っ
て
生
じ
た
絶
対
期
間
へ
の
介
入
は
、
も
し
人
が

リ
ュ
ー
デ
リ
ッ
ツ
（Lüderitz

）（
（00
（

と
と
も
に
既
に
立
法
論
上
、
無
料
訴
訟

権
の
申
請
が
上
訴
期
間
を
中
断
す
る
と
い
う
こ
と
を
承
認
し
よ
う
と
欲
す

る
な
ら
ば
、
も
ち
ろ
ん
不
必
要
に
な
ろ
う
。
判
例
が
こ
の
―
―
も
ち
ろ
ん

大
胆
な
―
―
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
三
九
条
以
下
の
類
推
に
従
わ
な
い
限
り
、
判
例
は

既
述
の
絶
対
期
間
の
相
対
化
で
し
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
基
礎

に
あ
る
理
由
は
、
両
方
の
解
決
に
と
っ
て
は
同
一
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

一
方
当
事
者
の
責
に
帰
し
得
な
い
事
情
は
、
こ
れ
が
相
手
方
の
信
頼
保
護

と
合
致
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
の
権
利
追
求
を
排
除
し
な
い
。
こ
の
原

則
は
、
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
高
等
裁
判
所
お
よ
び
連
邦
憲
法
裁
判
所

の
裁
判
も
ま
た
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
四
九
条
一
項
の
期
間
の
中
断
を
も
正
当
化
す

る
。

４
　
欠
席
判
決

　
一
方
当
事
者
が
口
頭
弁
論
期
日
に
欠
席
す
る
場
合
、
こ
の
者
に
対
し
て

は
Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
三
〇
条
以
下
に
よ
り
欠
席
判
決
が
言
い
渡
さ
れ
る
。
当
事
者

は
異
議
に
よ
っ
て
訴
訟
欠
席
の
懈
怠
が
発
生
す
る
前
の
状
態
へ
復
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
、
本
案
に
つ
い
て
の
権
利
失
効
の
効
果
は
、
と
り
あ

え
ず
は
こ
れ
と
結
合
し
た
も
の
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
欠
席
の
効
果
を

取
り
除
く
た
め
の
こ
の
簡
単
な
可
能
性
の
た
め
に
、
当
事
者
に
そ
の
行
態

が
責
に
帰
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
問
題
は
、
欠
席
判
決

の
言
渡
し
前
に
非
常
に
限
ら
れ
た
審
査
が
な
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
た

し
か
に
裁
判
所
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
三
七
条
に
よ
れ
ば
、
当
事
者
が
自
然
災

害
ま
た
は
そ
の
他
の
不
可
避
的
な
事
故
（N

aturereignisse oder andere 
unabw

endbare Zufälle

）
に
よ
っ
て
出
頭
を
妨
げ
ら
れ
る
と
「
認
め
る
と

き
は
」、
期
日
の
延
期
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（
訳7

（（
訳
注

（00
（

。
し
か
し
、
裁
判
所
は

そ
の
よ
う
な
障
害
事
由
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
を
自
ら
調
査
し
て
は
な
ら

な
い
。
裁
判
所
は
、
記
録
か
ら
知
ら
れ
る
事
実
お
よ
び
出
頭
し
た
当
事
者

か
ら
提
出
さ
れ
た
事
情
を
顧
慮
す
る
と
い
う
公
知
の
出
来
事
を
有
す
る
に

す
ぎ
な
い（
011
（

。

　
し
か
し
、
最
終
的
な
欠
席
の
効
果
は
Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
四
四
条
か
ら
生
じ
る
。

欠
席
し
た
当
事
者
は
、
原
則
的
に
欠
席
に
よ
っ
て
生
じ
た
費
用
を
負
担
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
最
終
的
な
訴
訟
上
の
不
利
益
は
、
一
方
当
事
者
に

そ
の
責
を
負
わ
せ
て
よ
い
場
合
に
は
じ
め
て
こ
の
者
に
課
さ
れ
る
と
い
う

原
則
は
、
こ
こ
で
も
、
そ
の
原
則
が
法
律
に
十
分
な
表
現
を
見
出
さ
な

か
っ
た
と
し
て
も
み
ら
れ
る
。
こ
の
適
切
な
結
論
は
、
た
い
て
い
、
当
事

者
が
自
然
災
害
ま
た
は
そ
の
他
の
不
可
避
的
な
事
故
に
よ
っ
て
出
頭
を
妨

げ
ら
れ
た
場
合
、
欠
席
判
決
は
法
定
の
方
式
で
は
言
い
渡
さ
れ
な
い
こ
と

で
理
由
付
け
ら
れ
る（
01（
（

。
た
し
か
に
こ
の
理
由
付
け
は
、
裁
判
官
は
Ｚ
Ｐ
Ｏ

三
三
七
条
に
よ
っ
て
欠
席
の
理
由
を
調
査
す
る
義
務
を
負
わ
ず
、
し
た

が
っ
て
裁
判
官
が
不
可
避
的
な
事
故
に
つ
い
て
何
一
つ
知
ら
ず
、
か
つ
顕
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著
な
出
来
事
（offenkundige Ereignisse

）
か
ら
も
記
録
ま
た
は
相
手
方

の
提
出
か
ら
も
そ
れ
に
つ
い
て
知
り
得
な
か
っ
た
場
合
、
欠
席
判
決
は
法

定
さ
れ
て
い
な
い
方
式
で
は
言
い
渡
さ
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
見
落
と

し
て
い
る
。
し
か
し
、
挙
げ
ら
れ
た
理
由
付
け
は
、
遅
延
は
、
そ
れ
が
当

事
者
の
責
に
帰
さ
れ
る
場
合
、
す
な
わ
ち
現
行
法
に
よ
れ
ば
、
当
事
者
が

自
然
災
害
に
よ
っ
て
も
そ
の
他
の
不
可
避
的
な
事
故
に
よ
っ
て
も
適
時
の

行
為
を
妨
げ
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
じ
め
て
不
利
益
に
結
び
つ
け
ら
れ

て
よ
い
の
だ
と
い
う
正
当
な
考
え
方
を
言
い
当
て
て
い
る
。
こ
の
Ｚ
Ｐ
Ｏ

二
三
三
条
一
項
の
中
に
も
Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
三
七
条
の
中
に
も
表
現
を
見
出
さ
れ

た
原
則
は
、Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
四
四
条
の
効
果
に
関
し
て
も
妥
当
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
応
し
て
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
一
九
条
、
同
七
〇
七
条
に
よ
る
異
議
で

も
っ
て
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
〇
八
条
三
号
に
よ
り
仮
執
行
を
付
さ
れ
た
欠
席
判
決
に

基
づ
く
強
制
執
行
の
停
止
が
求
め
ら
れ
た
場
合
、
欠
席
の
帰
責
性
の
問
題

が
さ
ら
に
検
討
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
欠
席
が
不
可
避
的
な
事
故
に

基
づ
く
場
合
に
は
、
こ
の
停
止
が
与
え
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い（
010
（

。

　
本
案
に
つ
い
て
の
最
終
的
な
権
利
行
使
の
失
効
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
四
五
条

の
意
味
に
お
け
る
第
二
の
欠
席
判
決
の
場
合
に
生
じ
る
。
こ
の
判
決
は
、

Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
一
三
条
二
項
に
よ
れ
ば
、
懈
怠
の
事
由
が
存
在
し
て
い
な
か
っ

た
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
の
み
取
り
消
さ
れ
う
る
。通
説
お
よ
び
判
例（
010
（

は
、

遅
滞
（Säum

nis

）
が
不
可
避
的
な
事
故
に
起
因
す
る
と
い
う
場
合
を
も

そ
こ
に
含
め
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
一
三
条
二
項
、
同
三
三
七

条
の
文
言
に
よ
っ
て
も
カ
ヴ
ァ
ー
さ
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ

こ
で
も
ま
た
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
二
三
条
一
項
、
同
三
三
七
条
の
法
思
想
は
、
一
方

の
当
事
者
が
不
可
避
的
な
事
故
に
よ
っ
て
適
時
の
行
為
を
妨
げ
ら
れ
た
場

合
に
は
、
こ
の
者
に
最
終
的
な
不
利
益
が
も
た
ら
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
を
貫
徹
し
て
い
る
。

５
　
時
機
に
後
れ
た
提
出
の
排
除

　
わ
れ
わ
れ
は
最
後
に
、
権
利
失
効
の
効
果
を
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
七
九
条
、
同

二
七
九
ａ
条
、
同
二
八
三
条
二
項
、
同
五
二
九
条
二
項
お
よ
び
三
項
に
見

出
す
。
こ
の
手
続
の
促
進
に
奉
仕
す
る
諸
規
定
の
場
合
に
は
、
失
権
効

（Verw
irkungsfolge

）
が
―
―
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
七
九
ａ
条
の
場
合
を
度
外
視
す

れ
ば
―
―
訴
訟
引
延
し
の
意
図
ま
た
は
重
過
失
を
前
提
と
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
訴
訟
引
延
し
に
対
す
る
寛
大
さ
は
、
明
ら

か
に
、
法
律
上
の
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
基
礎
に
置
く
要
求
が
、
明
確
に
は
そ

の
限
界
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
基
づ
く
の
は
明
ら
か
で

あ
る
。
Ｚ
Ｐ
Ｏ
は
、
口
頭
弁
論
の
一
体
性
の
原
則
か
ら
出
発
し
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ

二
七
九
条
一
項
、
同
二
八
三
条
）、
控
訴
審
に
お
い
て
当
事
者
に
原
則
的

に
は
更
新
権
を
与
え
て
い
る
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
二
九
条
一
項
）。
他
方
で
、
そ

れ
は
裁
判
官
に
時
機
に
後
れ
た
提
出
を
却
下
す
る
こ
と
を
許
容
し
て
い

る
。
し
か
し
、
当
事
者
が
い
つ
一
定
の
攻
撃
ま
た
は
防
御
方
法
、
証
拠
方

法
お
よ
び
証
拠
抗
弁
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
に
つ
い
て
法
律

は
述
べ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
時
機
後
れ
の
問
題
を
、
効
果
を
手
掛
か
り

に
し
て
判
断
す
る
こ
と
を
裁
判
官
に
委
ね
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
提
出
が

訴
訟
を
遅
延
さ
せ
る
だ
ろ
う
と
い
う
場
合
に
、
そ
れ
は
時
機
に
後
れ
た
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
厳
密
に
言
え
ば
既
に
最
初
の
口
頭
弁
論
に
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著
な
出
来
事
（offenkundige Ereignisse

）
か
ら
も
記
録
ま
た
は
相
手
方

の
提
出
か
ら
も
そ
れ
に
つ
い
て
知
り
得
な
か
っ
た
場
合
、
欠
席
判
決
は
法

定
さ
れ
て
い
な
い
方
式
で
は
言
い
渡
さ
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
見
落
と

し
て
い
る
。
し
か
し
、
挙
げ
ら
れ
た
理
由
付
け
は
、
遅
延
は
、
そ
れ
が
当

事
者
の
責
に
帰
さ
れ
る
場
合
、
す
な
わ
ち
現
行
法
に
よ
れ
ば
、
当
事
者
が

自
然
災
害
に
よ
っ
て
も
そ
の
他
の
不
可
避
的
な
事
故
に
よ
っ
て
も
適
時
の

行
為
を
妨
げ
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
じ
め
て
不
利
益
に
結
び
つ
け
ら
れ

て
よ
い
の
だ
と
い
う
正
当
な
考
え
方
を
言
い
当
て
て
い
る
。
こ
の
Ｚ
Ｐ
Ｏ

二
三
三
条
一
項
の
中
に
も
Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
三
七
条
の
中
に
も
表
現
を
見
出
さ
れ

た
原
則
は
、Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
四
四
条
の
効
果
に
関
し
て
も
妥
当
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
応
し
て
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
一
九
条
、
同
七
〇
七
条
に
よ
る
異
議
で

も
っ
て
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
〇
八
条
三
号
に
よ
り
仮
執
行
を
付
さ
れ
た
欠
席
判
決
に

基
づ
く
強
制
執
行
の
停
止
が
求
め
ら
れ
た
場
合
、
欠
席
の
帰
責
性
の
問
題

が
さ
ら
に
検
討
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
欠
席
が
不
可
避
的
な
事
故
に

基
づ
く
場
合
に
は
、
こ
の
停
止
が
与
え
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い（
010
（

。

　
本
案
に
つ
い
て
の
最
終
的
な
権
利
行
使
の
失
効
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
四
五
条

の
意
味
に
お
け
る
第
二
の
欠
席
判
決
の
場
合
に
生
じ
る
。
こ
の
判
決
は
、

Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
一
三
条
二
項
に
よ
れ
ば
、
懈
怠
の
事
由
が
存
在
し
て
い
な
か
っ

た
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
の
み
取
り
消
さ
れ
う
る
。通
説
お
よ
び
判
例（
010
（

は
、

遅
滞
（Säum

nis

）
が
不
可
避
的
な
事
故
に
起
因
す
る
と
い
う
場
合
を
も

そ
こ
に
含
め
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
一
三
条
二
項
、
同
三
三
七

条
の
文
言
に
よ
っ
て
も
カ
ヴ
ァ
ー
さ
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ

こ
で
も
ま
た
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
二
三
条
一
項
、
同
三
三
七
条
の
法
思
想
は
、
一
方

の
当
事
者
が
不
可
避
的
な
事
故
に
よ
っ
て
適
時
の
行
為
を
妨
げ
ら
れ
た
場

合
に
は
、
こ
の
者
に
最
終
的
な
不
利
益
が
も
た
ら
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
を
貫
徹
し
て
い
る
。

５
　
時
機
に
後
れ
た
提
出
の
排
除

　
わ
れ
わ
れ
は
最
後
に
、
権
利
失
効
の
効
果
を
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
七
九
条
、
同

二
七
九
ａ
条
、
同
二
八
三
条
二
項
、
同
五
二
九
条
二
項
お
よ
び
三
項
に
見

出
す
。
こ
の
手
続
の
促
進
に
奉
仕
す
る
諸
規
定
の
場
合
に
は
、
失
権
効

（Verw
irkungsfolge

）
が
―
―
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
七
九
ａ
条
の
場
合
を
度
外
視
す

れ
ば
―
―
訴
訟
引
延
し
の
意
図
ま
た
は
重
過
失
を
前
提
と
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
訴
訟
引
延
し
に
対
す
る
寛
大
さ
は
、
明
ら

か
に
、
法
律
上
の
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
基
礎
に
置
く
要
求
が
、
明
確
に
は
そ

の
限
界
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
基
づ
く
の
は
明
ら
か
で

あ
る
。
Ｚ
Ｐ
Ｏ
は
、
口
頭
弁
論
の
一
体
性
の
原
則
か
ら
出
発
し
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ

二
七
九
条
一
項
、
同
二
八
三
条
）、
控
訴
審
に
お
い
て
当
事
者
に
原
則
的

に
は
更
新
権
を
与
え
て
い
る
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
二
九
条
一
項
）。
他
方
で
、
そ

れ
は
裁
判
官
に
時
機
に
後
れ
た
提
出
を
却
下
す
る
こ
と
を
許
容
し
て
い

る
。
し
か
し
、
当
事
者
が
い
つ
一
定
の
攻
撃
ま
た
は
防
御
方
法
、
証
拠
方

法
お
よ
び
証
拠
抗
弁
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
に
つ
い
て
法
律

は
述
べ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
時
機
後
れ
の
問
題
を
、
効
果
を
手
掛
か
り

に
し
て
判
断
す
る
こ
と
を
裁
判
官
に
委
ね
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
提
出
が

訴
訟
を
遅
延
さ
せ
る
だ
ろ
う
と
い
う
場
合
に
、
そ
れ
は
時
機
に
後
れ
た
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
厳
密
に
言
え
ば
既
に
最
初
の
口
頭
弁
論
に
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お
い
て
提
出
さ
れ
ず
、
か
つ
こ
の
弁
論
の
前
に
書
面
で
通
知
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
全
て
の
提
出
に
つ
い
て
妥
当
す
る
で
あ
ろ
う
。
け
だ
し
、訴
訟
は
、

全
て
の
訴
訟
資
料
が
最
初
の
弁
論
に
お
い
て
既
に
陳
述
さ
れ
て
い
た
な
ら

ば
、
最
速
で
終
了
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
当
事
者
と
裁
判
所

に
よ
り
周
到
な
準
備
が
な
さ
れ
た
場
合
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
七
二
ｂ
条
）
に
は
、

人
は
一
回
の
弁
論
で
や
っ
て
い
け
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
場
合
に
は
Ｚ

Ｐ
Ｏ
二
七
九
条
一
項
は
不
要
で
あ
る
。
む
し
ろ
当
事
者
に
期
日
を
書
面
で

準
備
す
る
こ
と
を
求
め
る
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
七
九
条
二
項
で
、
十
分
と
な
ろ
う
。

書
面
で
通
知
が
な
さ
れ
て
い
な
い
全
て
の
提
出
は
、
訴
訟
遅
延
的
に
作
用

す
る
な
ら
ば
、
却
下
さ
れ
得
る
こ
と
に
な
ら
な
い
か
。
し
た
が
っ
て
、
Ｚ

Ｐ
Ｏ
二
七
九
条
一
項
は
、複
数
の
期
日
が
開
催
さ
れ
る
事
案
に
該
当
す
る
。

し
か
し
、
こ
の
場
合
に
、
人
は
、
第
二
回
ま
た
は
後
の
期
日
に
お
い
て
は

じ
め
て
陳
述
さ
れ
た
も
の
全
て
が
却
下
に
熟
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら

出
発
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
複
数
の
期
日
に
よ
っ
て
法

的
争
訟
が
客
観
的
に
遅
延
す
る
こ
と
は
、
却
下
に
と
っ
て
十
分
な
も
の
で

は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
い
つ
当
事
者
は
そ
の
個
別
的
な
攻
撃
お
よ
び
防
御

方
法
、
証
拠
方
法
な
ら
び
に
証
拠
抗
弁
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か

に
つ
い
て
の
さ
ら
な
る
基
準
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
人
が

訴
訟
を
一
定
の
定
め
ら
れ
た
諸
段
階
に
分
解
し
よ
う
と
意
図
し
よ
う
と
し

な
い
の
で
あ
れ
ば
、
抽
象
的
に
は
ほ
と
ん
ど
決
め
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、

そ
の
よ
う
な
分
解
は
必
然
的
に
、
促
進
に
は
決
し
て
貢
献
し
な
い
同
時
提

出
主
義
（Eventualm

axim
e

）
と
い
う
結
果
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
そ

れ
ゆ
え
立
法
者
は
、
彼
が
何
を
当
事
者
に
期
待
し
て
い
る
の
か
を
一
般
条

項
的
に
記
述
す
る
こ
と
で
満
足
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
法
的
争
訟
の
遅
延
と
い
う
客
観
的
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
、
そ
れ
が

当
事
者
の
行
為
の
余
地
を
限
定
し
す
ぎ
る
な
ら
ば
、
十
分
で
は
な
い
。
そ

れ
ゆ
え
法
律
は
、要
求
を
主
観
的
要
件
の
緩
和
に
よ
っ
て
修
正
し
て
い
る
。

こ
う
し
て
わ
れ
わ
れ
は
一
つ
の
定
式
化
を
見
つ
け
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
、

行
為
の
自
由
が
相
手
方
顧
慮
の
命
令
に
反
し
、
ま
た
、
行
態
の
要
求
が
具

体
化
さ
れ
て
い
な
い
状
況
に
つ
い
て
典
型
的
な
も
の
と
し
て
い
る
定
式
化

を
見
出
す
。
こ
の
実
体
法
か
ら
の
例
と
し
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
二
六
条
が
挙
げ

ら
れ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
行
態
の
要
求
は
善
良
の
風
俗
と
い
う
一
般

条
項
的
な
概
念
に
よ
っ
て
一
義
的
に
満
足
に
決
定
さ
れ
な
い
の
で
、
同
条

は
、
行
為
の
自
由
の
た
め
に
、
行
為
者
の
故
意
を
要
件
と
し
て
い
る
と
さ

れ
る（
010
（

。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
な
ぜ
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
七
九
ａ
条
は
軽
過
失
を
排
除
効
に

と
っ
て
十
分
と
し
て
い
る
の
か
も
ま
た
明
ら
か
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
当

事
者
が
個
々
の
裁
判
所
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
時
点
ま
で
に
適
時
に
陳
述

を
し
な
い
場
合
に
は
、
こ
の
者
は
、
例
え
ば
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
二
三
条
二
項
と
い

う
行
為
規
範
に
対
応
す
る
よ
う
に
、
具
体
化
さ
れ
た
行
態
要
求
に
違
反
し

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
当
事
者
は
自
分
が
何
を
す
べ
き
か
を

詳
細
に
知
っ
て
い
る
。
当
事
者
が
そ
れ
を
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
こ
の

者
に
は
過
っ
た
行
態
は
彼
に
対
す
る
責
に
帰
さ
れ
え
な
い
と
い
う
事
実
、

す
な
わ
ち
、
こ
の
者
が
必
要
な
陳
述
を
し
な
か
っ
た
こ
と
に
は
責
任
は
な

い
と
い
う
事
実
の
み
が
助
け
と
な
る（
010
（

。

　
も
し
人
が
民
事
訴
訟
法
の
改
革
に
際
し
て
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
七
九
条
一
項
の
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要
件
を
厳
格
に
し
、
当
事
者
が
遅
延
を
十
分
に
弁
明
で
き
な
い
場
合
に
は

時
機
に
後
れ
た
陳
述
を
却
下
す
る
つ
も
り
で
あ
れ
ば（

010
（

、
人
は
当
事
者
に
対

す
る
行
態
要
求
を
具
体
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
人
が
一
般
的
訴

訟
促
進
義
務
を
Ｚ
Ｐ
Ｏ
の
中
に
受
け
入
れ
る
こ
と
だ
け
に
限
る
の
で
あ
れ

ば
、
問
題
が
単
に
移
し
換
え
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
目
下
、

当
事
者
が
重
過
失
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
の
下
で
審
査
さ
れ
て

い
る
問
題
が
、次
に
は
別
な
箇
所
で
現
れ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

そ
の
場
合
に
は
、
人
は
こ
の
訴
訟
促
進
義
務
が
手
続
の
あ
る
一
定
の
段
階

に
お
い
て
、
い
か
な
る
内
容
を
持
っ
て
い
た
の
か
を
審
査
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
け
だ
し
、
ま
ず
こ
の
具
体
的
な
義
務
の
違
反
は
、
過
失
の
点
で

審
査
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
具
体
化
と
い

う
任
務
は
存
在
し
続
け
て
お
り
、
裁
判
官
に
は
、
目
下
重
過
失
と
い
う
主

観
的
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
た
の
と
同
様
の
裁
量
の
余

地
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
背
後
に
今
日
の
具
体
的
な
行
態

義
務
の
問
題
は
隠
蔽
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
れ
ゆ
え
民
事
訴
訟
の
持
続
的
な
促
進
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
七
九
条
の
主
観

的
要
件
の
厳
格
化
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
当
事
者
に
対
す
る
行
態
要
求
の

具
体
化
の
み
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
こ
こ
で
も
制

約
が
設
け
ら
れ
る
。
立
法
者
は
、
同
時
提
出
主
義
と
い
う
危
険
に
近
づ
く

よ
う
な
硬
直
的
な
手
続
段
階
を
導
入
す
る
過
ち
に
陥
っ
て
は
な
る
ま
い
。

行
き
す
ぎ
た
要
求
は
、
当
事
者
の
心
配
と
注
意
を
高
め
、
非
常
に
容
易
に
、

重
要
で
な
い
提
出
に
よ
る
避
け
が
た
い
訴
訟
の
負
担
加
重
と
い
う
結
果
に

な
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
当
事
者
に
対
す
る
要
求
の
厳
格
化
よ
り
も
重
要
な
の
は
、
裁
判
官
は
、

命
じ
ら
れ
た
促
進
の
可
能
性
を
利
用
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
Ｚ
Ｐ

Ｏ
二
七
九
条
、
同
二
七
九
ａ
条
、
同
二
八
三
条
二
項
、
同
五
二
九
条
二
項

お
よ
び
三
項
は
、
既
に
今
日
、
―
―
そ
れ
ら
が
利
用
さ
れ
た
場
合
に
は
―
―

著
し
く
訴
訟
の
短
縮
に
貢
献
し
う
る
手
段
を
付
与
し
て
い
る
。
も
し
裁
判

所
が
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
七
九
条
と
い
う
一
般
条
項
的
な
要
求
を
具
体
化
す
る
努
力

を
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
弁
護
士
の
間
で
裁
判
所
が
弁
護
士
に
期
待
す
る
こ

と
は
非
常
に
迅
速
に
行
き
わ
た
り
、
か
つ
、
訴
訟
の
促
進
は
最
終
的
に
は

弁
護
士
た
ち
に
も
歓
迎
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
け
だ
し
、
訴
訟

に
過
度
の
時
間
が
か
か
る
こ
と
は
、
裁
判
所
と
同
様
、
弁
護
士
を
も
苦
し

め
る
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
訴
訟
促
進
諸
規
定
を
正
し
く
適
用
す
る
た
め
の
要
件
は
、
そ

れ
が
実
体
的
な
権
利
の
見
込
み
に
対
す
る
形
式
的
な
障
害
で
あ
る
と
理
解

さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
正
し
い
手
続
に
奉
仕
す
る
具
体
化
を
必
要
と
し
た

行
態
の
規
律
と
し
て
理
解
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
け
だ
し
、
そ
れ

は
実
体
民
事
法
に
適
合
し
、
し
た
が
っ
て
か
く
し
て
実
体
的
正
義
の
価
値

に
帰
せ
ら
れ
う
る
限
界
を
設
定
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
当

事
者
が
争
う
諸
権
利
の
価
値
は
、
時
間
的
に
制
約
さ
れ
る
。
主
観
的
権

利
は
、
適
切
な
時
間
の
中
で
行
使
さ
れ
う
る
も
の
と
さ
れ
る
法
的
権
能

（R
echtsm

acht

）
を
付
与
す
る
。
あ
ら
ゆ
る
不
適
切
な
遅
延
は
、
主
観
的

権
利
そ
れ
自
体
を
害
す
る
。
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要
件
を
厳
格
に
し
、
当
事
者
が
遅
延
を
十
分
に
弁
明
で
き
な
い
場
合
に
は

時
機
に
後
れ
た
陳
述
を
却
下
す
る
つ
も
り
で
あ
れ
ば（

010
（

、
人
は
当
事
者
に
対

す
る
行
態
要
求
を
具
体
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
人
が
一
般
的
訴

訟
促
進
義
務
を
Ｚ
Ｐ
Ｏ
の
中
に
受
け
入
れ
る
こ
と
だ
け
に
限
る
の
で
あ
れ

ば
、
問
題
が
単
に
移
し
換
え
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
目
下
、

当
事
者
が
重
過
失
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
の
下
で
審
査
さ
れ
て

い
る
問
題
が
、次
に
は
別
な
箇
所
で
現
れ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

そ
の
場
合
に
は
、
人
は
こ
の
訴
訟
促
進
義
務
が
手
続
の
あ
る
一
定
の
段
階

に
お
い
て
、
い
か
な
る
内
容
を
持
っ
て
い
た
の
か
を
審
査
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
け
だ
し
、
ま
ず
こ
の
具
体
的
な
義
務
の
違
反
は
、
過
失
の
点
で

審
査
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
具
体
化
と
い

う
任
務
は
存
在
し
続
け
て
お
り
、
裁
判
官
に
は
、
目
下
重
過
失
と
い
う
主

観
的
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
た
の
と
同
様
の
裁
量
の
余

地
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
背
後
に
今
日
の
具
体
的
な
行
態

義
務
の
問
題
は
隠
蔽
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
れ
ゆ
え
民
事
訴
訟
の
持
続
的
な
促
進
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
七
九
条
の
主
観

的
要
件
の
厳
格
化
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
当
事
者
に
対
す
る
行
態
要
求
の

具
体
化
の
み
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
こ
こ
で
も
制

約
が
設
け
ら
れ
る
。
立
法
者
は
、
同
時
提
出
主
義
と
い
う
危
険
に
近
づ
く

よ
う
な
硬
直
的
な
手
続
段
階
を
導
入
す
る
過
ち
に
陥
っ
て
は
な
る
ま
い
。

行
き
す
ぎ
た
要
求
は
、
当
事
者
の
心
配
と
注
意
を
高
め
、
非
常
に
容
易
に
、

重
要
で
な
い
提
出
に
よ
る
避
け
が
た
い
訴
訟
の
負
担
加
重
と
い
う
結
果
に

な
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
当
事
者
に
対
す
る
要
求
の
厳
格
化
よ
り
も
重
要
な
の
は
、
裁
判
官
は
、

命
じ
ら
れ
た
促
進
の
可
能
性
を
利
用
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
Ｚ
Ｐ

Ｏ
二
七
九
条
、
同
二
七
九
ａ
条
、
同
二
八
三
条
二
項
、
同
五
二
九
条
二
項

お
よ
び
三
項
は
、
既
に
今
日
、
―
―
そ
れ
ら
が
利
用
さ
れ
た
場
合
に
は
―
―

著
し
く
訴
訟
の
短
縮
に
貢
献
し
う
る
手
段
を
付
与
し
て
い
る
。
も
し
裁
判

所
が
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
七
九
条
と
い
う
一
般
条
項
的
な
要
求
を
具
体
化
す
る
努
力

を
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
弁
護
士
の
間
で
裁
判
所
が
弁
護
士
に
期
待
す
る
こ

と
は
非
常
に
迅
速
に
行
き
わ
た
り
、
か
つ
、
訴
訟
の
促
進
は
最
終
的
に
は

弁
護
士
た
ち
に
も
歓
迎
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
け
だ
し
、
訴
訟

に
過
度
の
時
間
が
か
か
る
こ
と
は
、
裁
判
所
と
同
様
、
弁
護
士
を
も
苦
し

め
る
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
訴
訟
促
進
諸
規
定
を
正
し
く
適
用
す
る
た
め
の
要
件
は
、
そ

れ
が
実
体
的
な
権
利
の
見
込
み
に
対
す
る
形
式
的
な
障
害
で
あ
る
と
理
解

さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
正
し
い
手
続
に
奉
仕
す
る
具
体
化
を
必
要
と
し
た

行
態
の
規
律
と
し
て
理
解
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
け
だ
し
、
そ
れ

は
実
体
民
事
法
に
適
合
し
、
し
た
が
っ
て
か
く
し
て
実
体
的
正
義
の
価
値

に
帰
せ
ら
れ
う
る
限
界
を
設
定
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
当

事
者
が
争
う
諸
権
利
の
価
値
は
、
時
間
的
に
制
約
さ
れ
る
。
主
観
的
権

利
は
、
適
切
な
時
間
の
中
で
行
使
さ
れ
う
る
も
の
と
さ
れ
る
法
的
権
能

（R
echtsm

acht

）
を
付
与
す
る
。
あ
ら
ゆ
る
不
適
切
な
遅
延
は
、
主
観
的

権
利
そ
れ
自
体
を
害
す
る
。
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６
　
一
般
的
な
失
効
原
理

　
最
後
に
、
前
述
し
た
訴
訟
法
上
具
体
化
さ
れ
た
権
利
失
効
の
効
果
の
ほ

か
に
、
具
体
的
な
制
限
が
欠
け
て
い
る
場
合
に
も
な
お
権
利
行
使
の
限
界

を
制
限
し
う
る
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
二
条
の
一
般
的
な
権
利
失
効
の
原
則
に
と
っ

て
な
お
そ
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
の
か
が
、
問
わ
れ
る
べ
く
残
さ
れ
て

い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
訴
訟
上
の
排
除
効
を
、
そ
れ
が
当
事
者
に
よ
っ
て

望
ま
れ
て
い
な
い
限
り
で
権
利
失
効
の
思
想
に
還
元
し
て
き
た
の
で
、
こ

の
効
果
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
二
条
を
排
除
す
る
特
別
の
規
律
の
よ
う
に
見
え

る
。
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
二
条
を
適
用
す
る
に
際
し
て
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た

権
利
行
使
に
対
す
る
利
益
と
相
手
方
の
信
頼
保
護
と
の
間
の
衡
量
は
、
こ

こ
で
は
既
に
立
法
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
決
断
に
裁
判
官
は

拘
束
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
法
律
が
権
利
行
使
に
時
的
限
界
を
設
定
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
二
条
を
適
用
す
る
こ
と
の
余
地
は
な
い
。
除
斥
期
間

が
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
二
条
の
助
力
に
よ
っ
て
短
縮
さ
れ
る
と
は
あ
り
え
な
い（
010
（

。

進
行
中
の
手
続
に
お
い
て
当
事
者
に
与
え
ら
れ
た
諸
権
能
の
一
般
的
な
権

利
失
効
は
問
題
と
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
七
九
条
、
同
二
七
九

ａ
条
、
同
二
八
三
条
二
項
、
同
五
二
九
条
二
項
お
よ
び
三
項
と
い
う
集
中

に
か
か
る
諸
規
定
（K

onzentrationsvorschriften

）
が
、
こ
の
権
能
の
時

的
限
界
を
も
っ
ぱ
ら
規
律
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る（

010
（

。
債
務
名
義
を
有
す
る

請
求
権
の
行
使
は
、
権
利
失
効
に
は
か
か
り
え
な
い
。
け
だ
し
、
法
律
状

態
の
一
義
的
な
確
認
を
考
え
れ
ば
、
給
付
判
決
を
受
け
た
者
に
有
利
な
、

保
護
に
値
す
る
信
頼
構
成
要
件
は
、
三
〇
年
の
消
滅
時
効
の
経
過
に
よ
っ

て
は
じ
め
て
開
始
し
う
る
か
ら
で
あ
る（
010
（

。

　
提
訴
権
の
失
効
も
排
除
さ
れ
て
い
る（

0（1
（

。民
事
司
法
の
領
域
に
お
い
て
は
、

立
法
者
は
例
外
的
事
例
に
お
い
て
の
み
訴
え
に
時
的
限
界
を
設
定
し
て
い

る
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
例
え
ば
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
五
九
四
条
一
項
お
よ

び
四
項
、
同
一
五
九
五
ａ
条
一
項
お
よ
び
三
項
、
同
一
五
九
六
条
二
項

な
ら
び
に
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
地
位
協
定
に
関
す
る
法
律
（G

esetz zum
 N

ato-
Truppenstatut

）一
二
条
三
項
が
こ
れ
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に
実
体
法
上
ま

た
は
訴
訟
上
の
除
斥
期
間
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
か
は
、
こ
こ
で
は
未

解
決
の
ま
ま
に
し
て
お
き
う
る
。
決
定
的
な
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
例
外
的

な
規
律
と
関
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
実
体
的
な
権

利
は
そ
れ
が
存
在
し
て
い
る
と
主
張
さ
れ
る
限
り
、
裁
判
上
で
主
張
さ
れ

得
る
と
い
う
原
則
を
破
っ
て
い
る
。
民
事
訴
訟
の
任
務
は
、
主
張
さ
れ
た

権
利
が
行
使
さ
れ
る
こ
と
の
で
き
る
手
続
を
提
供
す
る
こ
と
で
あ
る
。
国

家
は
、
権
利
失
効
の
原
則
で
も
っ
て
、
こ
の
任
務
か
ら
免
れ
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
し
か
し
、
相
手
方
は
、
訴
訟
前
に
は
保
護
さ
れ
て
い
る
信
頼
保

護
を
享
受
す
る
こ
と
は
な
い
。
仮
に
あ
る
請
求
が
既
判
力
を
も
っ
て
棄
却

さ
れ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
は
新
た
な
、
仮
に
不
適
法
で
あ
っ
て
も
、
同
一

の
請
求
を
対
象
に
し
た
訴
え
に
さ
ら
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、

い
か
な
る
裁
判
所
も
本
案
に
つ
い
て
判
断
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
意
味

で
不
適
法
で
あ
る
の
は
、
訴
え
が
、
既
に
そ
の
よ
う
な
権
利
保
護
が
付
与

さ
れ
た
か
付
与
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
場
合
の
訴
え
の
み
で
あ
る
（
既
判
力
、

訴
訟
係
属
、
仲
裁
の
抗
弁
）。
原
告
が
他
の
手
段
で
権
利
保
護
を
獲
得
し

う
る
か
、
あ
る
い
は
、
そ
の
主
張
に
か
か
る
権
利
を
保
持
す
る
た
め
に
権
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利
保
護
を
要
求
す
る
こ
と
が
そ
も
そ
も
必
要
で
な
い
場
合
に
の
み
、
権
利

保
護
の
必
要
の
欠
如
に
よ
り
訴
え
は
不
適
法
却
下
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し

て
、
訴
え
は
、
原
告
が
訴
え
を
長
時
間
経
過
の
後
に
は
じ
め
て
提
起
し
、

ま
た
被
告
が
そ
れ
を
も
は
や
考
慮
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
理
由
で
は
、

権
利
保
護
の
必
要
が
欠
け
て
い
る
と
の
理
由
で
却
下
は
さ
れ
え
な
い
。
権

利
保
護
が
な
お
付
与
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
、
あ
る
い
は
付
与
さ
れ
て
い
な
い

請
求
に
対
す
る
保
護
を
、被
告
は
実
体
法
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
獲
得
す
る
。

実
体
的
な
請
求
権
が
実
体
法
に
よ
っ
て
失
効
し
な
い
限
り
、
訴
訟
法
は
被

告
を
敗
訴
か
ら
保
護
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る（
0（（
（

。

　
か
く
て
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
二
条
の
一
般
的
な
失
効
原
理
の
適
用
に
と
っ
て

は
、
訴
訟
法
が
期
限
を
設
け
な
い
法
的
救
済
ま
た
は
上
訴
を
利
用
さ
せ
て

い
る
場
合
だ
け
が
残
さ
れ
て
い
る（
0（0
（

。
し
か
し
、
そ
の
場
合
に
は
、
立
法
者

が
法
的
救
済
お
よ
び
上
訴
の
た
め
に
予
定
し
て
い
る
通
常
の
期
間
の
拘
束

に
か
ん
が
み
て
、
期
間
の
免
除
が
、
権
利
行
使
は
こ
こ
で
は
時
的
に
限
定

さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
認
識
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
顧
慮
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
解
放
は
、
拙
速
に
権
利
失
効
原
理
に
立
ち

返
る
こ
と
で
制
限
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
権
利
失
効
は
、
個
々

の
事
例
に
適
合
し
た
時
間
の
経
過
と
共
に
、
立
法
者
に
よ
っ
て
一
般
の
期

間
の
免
除
の
場
合
に
は
顧
慮
さ
れ
な
か
っ
た
相
手
方
の
特
別
の
要
保
護
性

に
か
ん
が
み
て
時
機
に
後
れ
た
権
利
行
使
を
不
適
法
と
思
わ
せ
る
、
特
別

の
事
情
を
要
件
と
し
て
い
る（
0（0
（

。

　
か
く
て
バ
ウ
ム
ゲ
ル
テ
ル
（B

aum
gärtel

）（
0（0
（

が
示
し
た
よ
う
に
、
Ｂ
Ｇ

Ｂ
二
四
二
条
の
適
用
に
と
っ
て
は
形
式
的
事
由
に
基
づ
く
費
用
確
定
申
請

の
却
下
に
対
す
る
異
議（
0（0
（

お
よ
び
通
常
抗
告
（einfache B

eschw
erde

）（
0（0
（

の

事
例
の
み
が
残
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
人
は
こ
こ
で
、
抗
告
が
、
長
い

時
間
経
過
の
後
に
そ
の
時
初
め
て
生
じ
た
事
実
ま
た
は
関
連
判
例
の
変
更

を
主
張
す
る
目
的
で
提
起
さ
れ
た
、
と
い
う
事
例
は
排
除
す
べ
き
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
抗
告
が
、
目
的
に
反
し
て
濫
用
さ
れ
て
い
る
と

い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
事
例
で
は
、
相
手
方
の
た
め
の
信
頼
構

成
要
件
は
問
題
に
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
決
定
的
な
の
は
、
適
切
な
手
続
の

道
は
、
こ
こ
で
は
新
た
な
申
立
て
ま
た
は
第
一
審
の
裁
判
所
に
よ
る
裁
判

の
変
更
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
抗
告
は
裁
判
所
の
濫
用
的
な

利
用
で
あ
る
が
ゆ
え
に
不
適
法
で
あ
る（
0（0
（

。

　
依
然
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
若
干
の
諸
事
例
に
つ
い
て
は
、
訴
訟
法
の

具
体
的
な
失
効
の
効
果
を
基
礎
に
置
い
た
権
利
失
効
の
規
律
が
妥
当
す

る
。
か
く
て
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
三
三
条
一
項
に
よ
る
失
効
構
成
要
件
の
主
観
的
帰

責
性
の
問
題
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る（
0（0
（

。

　
最
後
に
、
訴
訟
上
の
排
除
規
範
の
価
値
基
礎
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
そ
の
限
界
が
よ
り
明
確
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
実

体
法
上
の
一
般
条
項
に
よ
る
訴
訟
法
の
軽
率
な
緩
和
を
助
長
し
て
い
る
こ

と
も
確
認
さ
れ
う
る
。
人
が
訴
訟
規
範
を
形
式
的
な
規
定
と
し
て
の
み
把

え
る
限
り
で
は
、
そ
れ
ら
を
「
正
義
の
た
め
に
」
実
体
法
上
の
評
価
で
巧

み
に
隠
蔽
す
る
試
み
は
重
大
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
試
み
を
予
防
す
る
こ

と
は
、
訴
訟
法
と
実
体
法
が
相
互
に
区
別
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
ず
、
そ
れ

ゆ
え
実
体
法
の
一
般
条
項
は
訴
訟
に
お
い
て
は
適
用
さ
れ
な
い
と
い
う
指

摘
で
は
十
分
に
有
効
に
作
用
せ
ず
、ま
た
説
得
力
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
、
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利
保
護
を
要
求
す
る
こ
と
が
そ
も
そ
も
必
要
で
な
い
場
合
に
の
み
、
権
利

保
護
の
必
要
の
欠
如
に
よ
り
訴
え
は
不
適
法
却
下
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し

て
、
訴
え
は
、
原
告
が
訴
え
を
長
時
間
経
過
の
後
に
は
じ
め
て
提
起
し
、

ま
た
被
告
が
そ
れ
を
も
は
や
考
慮
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
理
由
で
は
、

権
利
保
護
の
必
要
が
欠
け
て
い
る
と
の
理
由
で
却
下
は
さ
れ
え
な
い
。
権

利
保
護
が
な
お
付
与
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
、
あ
る
い
は
付
与
さ
れ
て
い
な
い

請
求
に
対
す
る
保
護
を
、被
告
は
実
体
法
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
獲
得
す
る
。

実
体
的
な
請
求
権
が
実
体
法
に
よ
っ
て
失
効
し
な
い
限
り
、
訴
訟
法
は
被

告
を
敗
訴
か
ら
保
護
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る（
0（（
（

。

　
か
く
て
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
二
条
の
一
般
的
な
失
効
原
理
の
適
用
に
と
っ
て

は
、
訴
訟
法
が
期
限
を
設
け
な
い
法
的
救
済
ま
た
は
上
訴
を
利
用
さ
せ
て

い
る
場
合
だ
け
が
残
さ
れ
て
い
る（
0（0
（

。
し
か
し
、
そ
の
場
合
に
は
、
立
法
者

が
法
的
救
済
お
よ
び
上
訴
の
た
め
に
予
定
し
て
い
る
通
常
の
期
間
の
拘
束

に
か
ん
が
み
て
、
期
間
の
免
除
が
、
権
利
行
使
は
こ
こ
で
は
時
的
に
限
定

さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
認
識
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
顧
慮
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
解
放
は
、
拙
速
に
権
利
失
効
原
理
に
立
ち

返
る
こ
と
で
制
限
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
権
利
失
効
は
、
個
々

の
事
例
に
適
合
し
た
時
間
の
経
過
と
共
に
、
立
法
者
に
よ
っ
て
一
般
の
期

間
の
免
除
の
場
合
に
は
顧
慮
さ
れ
な
か
っ
た
相
手
方
の
特
別
の
要
保
護
性

に
か
ん
が
み
て
時
機
に
後
れ
た
権
利
行
使
を
不
適
法
と
思
わ
せ
る
、
特
別

の
事
情
を
要
件
と
し
て
い
る（
0（0
（

。

　
か
く
て
バ
ウ
ム
ゲ
ル
テ
ル
（B

aum
gärtel

）（
0（0
（

が
示
し
た
よ
う
に
、
Ｂ
Ｇ

Ｂ
二
四
二
条
の
適
用
に
と
っ
て
は
形
式
的
事
由
に
基
づ
く
費
用
確
定
申
請

の
却
下
に
対
す
る
異
議（
0（0
（

お
よ
び
通
常
抗
告
（einfache B

eschw
erde

）（
0（0
（

の

事
例
の
み
が
残
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
人
は
こ
こ
で
、
抗
告
が
、
長
い

時
間
経
過
の
後
に
そ
の
時
初
め
て
生
じ
た
事
実
ま
た
は
関
連
判
例
の
変
更

を
主
張
す
る
目
的
で
提
起
さ
れ
た
、
と
い
う
事
例
は
排
除
す
べ
き
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
抗
告
が
、
目
的
に
反
し
て
濫
用
さ
れ
て
い
る
と

い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
事
例
で
は
、
相
手
方
の
た
め
の
信
頼
構

成
要
件
は
問
題
に
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
決
定
的
な
の
は
、
適
切
な
手
続
の

道
は
、
こ
こ
で
は
新
た
な
申
立
て
ま
た
は
第
一
審
の
裁
判
所
に
よ
る
裁
判

の
変
更
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
抗
告
は
裁
判
所
の
濫
用
的
な

利
用
で
あ
る
が
ゆ
え
に
不
適
法
で
あ
る（
0（0
（

。

　
依
然
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
若
干
の
諸
事
例
に
つ
い
て
は
、
訴
訟
法
の

具
体
的
な
失
効
の
効
果
を
基
礎
に
置
い
た
権
利
失
効
の
規
律
が
妥
当
す

る
。
か
く
て
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
三
三
条
一
項
に
よ
る
失
効
構
成
要
件
の
主
観
的
帰

責
性
の
問
題
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る（
0（0
（

。

　
最
後
に
、
訴
訟
上
の
排
除
規
範
の
価
値
基
礎
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
そ
の
限
界
が
よ
り
明
確
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
実

体
法
上
の
一
般
条
項
に
よ
る
訴
訟
法
の
軽
率
な
緩
和
を
助
長
し
て
い
る
こ

と
も
確
認
さ
れ
う
る
。
人
が
訴
訟
規
範
を
形
式
的
な
規
定
と
し
て
の
み
把

え
る
限
り
で
は
、
そ
れ
ら
を
「
正
義
の
た
め
に
」
実
体
法
上
の
評
価
で
巧

み
に
隠
蔽
す
る
試
み
は
重
大
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
試
み
を
予
防
す
る
こ

と
は
、
訴
訟
法
と
実
体
法
が
相
互
に
区
別
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
ず
、
そ
れ

ゆ
え
実
体
法
の
一
般
条
項
は
訴
訟
に
お
い
て
は
適
用
さ
れ
な
い
と
い
う
指

摘
で
は
十
分
に
有
効
に
作
用
せ
ず
、ま
た
説
得
力
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
、
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と
い
う
こ
と
を
示
し
た（

0（0
（

。
こ
れ
に
対
し
て
、
人
が
訴
訟
法
規
範
の
正
義
の

意
味
内
容
（G

erechtigkeitsgehalt

）
を
明
ら
か
に
す
る
場
合
、
訴
訟
法

も
そ
こ
に
含
ま
れ
た
価
値
を
実
現
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
実
体
法
上
の
一

般
条
項
は
、
た
し
か
に
異
物
（Frem

dkörper

）
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

が
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
お
そ
ら
く
一
般
条
項
の
適
用
領
域
は
、
人

が
そ
の
適
用
の
際
に
命
じ
ら
れ
た
衡
量
を
訴
訟
法
と
い
う
特
別
規
範
に
お

い
て
既
に
行
っ
て
い
る
と
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
と
も

に
著
し
く
制
約
も
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
一
般
条
項
は
訴
訟
法
に
お

い
て
も
は
や
異
物
と
し
て
現
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
こ
こ
で
も
特
別

規
範
の
解
釈
に
よ
っ
て
は
も
は
や
充
足
さ
れ
え
な
い
評
価
の
欠
缺
が
存
在

す
る
ま
さ
に
そ
こ
で
の
み
、
急
場
を
救
う
と
い
う
任
務
に
奉
仕
す
る
。
し

か
し
、
訴
訟
法
は
関
係
人
の
個
々
の
一
歩
を
実
体
法
が
そ
の
そ
の
生
活
領

域
の
経
過
を
定
め
る
よ
り
も
数
段
激
し
く
定
め
て
い
る（
001
（

の
で
、
わ
れ
わ
れ

は
訴
訟
法
に
お
い
て
は
実
体
法
に
お
け
る
よ
り
も
非
常
に
稀
に
し
か
価
値

の
欠
缺
に
遭
遇
し
な
い
。

　【
付
記
】
本
稿
は
、
令
和
三

－

六
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究

🄒🄒
（
研
究
代
表
者
・
河
野
憲
一
郎
）「
信
用
供
与
と
責
任
財
産
を
め
ぐ
る

基
礎
的
考
察
」（
課
題
番
号
・21K

01253

）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で

あ
る
。

註

 

（
訳
注
24
）
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
〇
条
二
項
は
、二
〇
〇
九
年
の
法
改
正
に
よ
っ
て
、

「
権
利
能
力
の
な
い
社
団
は
、
訴
え
る
こ
と
及
び
訴
え
ら
れ
る
こ
と

が
で
き
、訴
訟
に
お
い
て
、権
利
能
力
あ
る
社
団
の
地
位
を
有
す
る
。」

と
改
め
ら
れ
た
。

 

（
75
）
労
働
裁
判
所
に
お
け
る
権
利
能
力
の
な
い
当
事
者
に
有
利
ま
た
は

不
利
な
強
制
執
行
（
Ａ
ｒ
ｂ
Ｇ
Ｇ
一
〇
条
参
照
）、
と
り
わ
け
労
働

裁
判
所
の
決
定
手
続
の
執
行
（
Ａ
ｒ
ｂ
Ｇ
Ｇ
八
五
条
）
に
つ
き
生
ず

る
特
別
の
諸
問
題
は
、
依
然
と
し
て
解
決
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ら

は
さ
ら
な
る
取
り
扱
い
を
必
要
と
し
て
い
る
。

 

（
76
）H

enckel, Parteilehre und Streitgegenstand, S.95
ff.

 

（
訳
注
25
）
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
四
条
：「
権
利
能
力
の
な
い
社
団
に
は
、
組
合
に

関
す
る
規
定
を
適
用
す
る
。
そ
の
社
団
の
名
に
お
い
て
第
三
者
に
対

し
て
行
わ
れ
た
法
律
行
為
に
つ
い
て
は
、
行
為
者
個
人
が
責
任
を
負

い
、
複
数
で
の
行
為
の
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
者
が
連
帯
債
務
者
と

し
て
責
任
を
負
う
。」

 

（
訳
注
26
）
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
三
一
条
：
履
行
補
助
者
の
行
為
に
対
す
る
責
任

 

（
77
）Enneccerus-N

ipperdey, A
llg. Teil 15, §

116 IV
7

S.708 ff.; 
Soergel-Schultze-v. Lasaulx

1054 A
nm

.40 f.

 

（
78
）Henckel, Parteilehre und Streitgegenstand, S.108 N

ote
1

参
照
。

 
（
79
）B

G
H

Z 42, 210.

労
働
組
合
へ
の
能
動
的
当
事
者
能
力
の
一
般
的

承
認
（B

G
H

Z 50,325 ff.

＝SA
E 1969,107

［Fabrizius

の
評
釈

付
き
］）
は
、
そ
の
権
利
能
力
の
承
認
を
示
唆
す
る
。
た
し
か
に
Ｂ

Ｇ
Ｈ
（50,327

）
は
権
利
能
力
の
問
題
を
未
解
決
の
ま
ま
に
し
て
い

る
。
し
か
し
、当
事
者
能
力
を
承
認
す
る
た
め
の
論
拠
の
大
部
分
は
、
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権
利
能
力
に
も
プ
ラ
ス
の
材
料
を
提
供
す
る
が
、
そ
れ
以
外
の
論
拠

は
、
Ｈ
Ｇ
Ｂ
一
二
四
条
に
対
す
る
親
近
性
を
も
予
示
し
て
い
る
。
も

し
後
者
が
適
切
で
あ
る
な
ら
ば
、
し
か
し
、
労
働
組
合
は
、
―
―

合
名
会
社
の
ご
と
く
―
―
当
事
者
能
力
を
持
た
ず
、
そ
の
名
で
訴

え
ら
れ
る
資
格
を
有
す
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。H

enckel, 
Parteilehre und Streitgegenstand, S.116 ff. 

参
照
。

 

（
80
）Enneccerus-N

ipperdey, A
llg. Teil 15, §

242 A
nm

.12 S. 1461.

 

（
81
）Enneccerus-N

ipperdey, A
llg. Teil 15, §

242 III4 S. 1462.

 

（
82
）Soergel-Siebert-K

nopp
10, §

242 A
nm

.230.

 

（
83
）Soergel-Siebert-K

nopp
10, §

242 A
nm

.228 ff.

 

（
84
）
こ
の
説
明
は
、
中
で
もF. v. H

ippel, W
ahrheitspflicht, S. 37,324

に
見
ら
れ
る
。

 

（
85
）Soergel-Siebert-K

nopp
10, §

242 A
nm

. 281.

 

（
86
）Soergel-Siebert-K

nopp
10, §

242 A
nm

. 295.

 

（
87
）H

enckel, Vom
 G

erechtigkeitsw
ert verfahrensrechtlicher 

N
orm

en

（1966

）, S. 24 

参
照
。
不
適
法
な
権
利
行
使
と
い
う
考
え

を
今
やSchneider

（M
D

R
 1969,4 ff.

［  10

］）お
よ
びG

erhardt

（A
cP 

169,289 ff.

）
も
証
明
妨
害
と
い
う
特
別
の
事
例
に
つ
き
利
用
し
て

い
る
。

 

（
88
）
し
た
が
っ
て
、
権
利
者
の
主
観
的
要
件
は
重
要
で
は
な
い
と
い

う
し
ば
し
ば
主
張
さ
れ
て
い
る
見
解
（Siebert, Verw

irkung und 
unzulässige R

echtsausübung, S.173 f.; Staudinger-W
eber

11, 
§

242 A
nm

. D
603

）
は
、
そ
の
限
り
で
訂
正
を
必
要
と
し
て
い
る
。

適
切
な
の
は
、Boehm

er,

（G
rundlagen II2 S.117

）
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
沈
黙
は
、「
相
手
方
に
は
権
利
の
主
張
を
放
棄
す
る
意
思

の
表
現
と
し
て
現
わ
れ
う
る
」
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
権
利
者
が

行
為
無
能
力
で
あ
り
、
法
定
代
理
人
を
有
し
な
い
場
合
に
は
、
沈
黙

は
意
思
の
表
現
と
し
て
現
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

 

（
訳
注
27
）
無
効
の
訴
え
に
つ
い
て
は
、
河
野
（
正
）・
前
掲
書
八
四
一

頁
参
照
。

 

（
89
）Soergel-H

eferm
ehl 10, §

107 A
nm

. 9.

 

（
訳
注
28
）
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
六
条
：「
職
権
に
よ
る
調
査
　
⑴
　
裁
判
所
は
、

当
事
者
能
力
、
訴
訟
能
力
、
法
定
代
理
人
の
代
理
権
限
及
び
必
要
な

訴
訟
追
行
た
め
の
授
権
の
欠
缺
を
職
権
で
顧
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

　
　
⑵
　
当
事
者
又
は
そ
の
法
定
代
理
人
は
、
遅
滞
が
当
事
者
に
と
っ
て

危
険
を
伴
う
場
合
に
は
、
当
該
欠
缺
が
除
去
さ
れ
る
こ
と
の
留
保
の

下
に
訴
訟
追
行
を
許
容
さ
れ
う
る
。
終
局
判
決
は
、
当
該
欠
缺
が
除

去
さ
れ
る
の
に
要
す
る
期
間
の
経
過
の
後
に
初
め
て
下
す
こ
と
が
許

さ
れ
る
。」

 

（
90
）G

rünw
ald ZstW

 76,250 ff.

 

（
91
）
異
な
る
の
は
、
刑
事
判
決
に
つ
き
、G

rünw
ald

（ZstW
 76,260 

ff.

）
わ
れ
わ
れ
の
一
般
原
理
が
そ
れ
自
体
依
然
と
し
て
実
用
に
耐
え

な
い
と
い
う
こ
と
は
、
自
明
の
こ
と
で
あ
る
。
個
別
事
例
で
の
具
体

化
が
必
要
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
に
立
ち
入
る
必
要
は
な
い
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、Jauernig, D

as fehlerhafte Zivilurteil, S.150 
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権
利
能
力
に
も
プ
ラ
ス
の
材
料
を
提
供
す
る
が
、
そ
れ
以
外
の
論
拠

は
、
Ｈ
Ｇ
Ｂ
一
二
四
条
に
対
す
る
親
近
性
を
も
予
示
し
て
い
る
。
も

し
後
者
が
適
切
で
あ
る
な
ら
ば
、
し
か
し
、
労
働
組
合
は
、
―
―

合
名
会
社
の
ご
と
く
―
―
当
事
者
能
力
を
持
た
ず
、
そ
の
名
で
訴

え
ら
れ
る
資
格
を
有
す
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。H

enckel, 
Parteilehre und Streitgegenstand, S.116 ff. 

参
照
。

 

（
80
）Enneccerus-N

ipperdey, A
llg. Teil 15, §

242 A
nm

.12 S. 1461.

 

（
81
）Enneccerus-N

ipperdey, A
llg. Teil 15, §

242 III4 S. 1462.

 

（
82
）Soergel-Siebert-K

nopp
10, §

242 A
nm

.230.

 

（
83
）Soergel-Siebert-K

nopp
10, §

242 A
nm

.228 ff.

 

（
84
）
こ
の
説
明
は
、
中
で
もF. v. H

ippel, W
ahrheitspflicht, S. 37,324

に
見
ら
れ
る
。

 

（
85
）Soergel-Siebert-K

nopp
10, §

242 A
nm

. 281.

 

（
86
）Soergel-Siebert-K

nopp
10, §

242 A
nm

. 295.

 

（
87
）H

enckel, Vom
 G

erechtigkeitsw
ert verfahrensrechtlicher 

N
orm

en

（1966

）, S. 24 

参
照
。
不
適
法
な
権
利
行
使
と
い
う
考
え

を
今
やSchneider

（M
D

R
 1969,4 ff.

［  10

］）お
よ
びG

erhardt
（A

cP 
169,289 ff.

）
も
証
明
妨
害
と
い
う
特
別
の
事
例
に
つ
き
利
用
し
て

い
る
。

 

（
88
）
し
た
が
っ
て
、
権
利
者
の
主
観
的
要
件
は
重
要
で
は
な
い
と
い

う
し
ば
し
ば
主
張
さ
れ
て
い
る
見
解
（Siebert, Verw

irkung und 
unzulässige R

echtsausübung, S.173 f.; Staudinger-W
eber

11, 
§

242 A
nm

. D
603

）
は
、
そ
の
限
り
で
訂
正
を
必
要
と
し
て
い
る
。

適
切
な
の
は
、Boehm

er,

（G
rundlagen II2 S.117

）
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
沈
黙
は
、「
相
手
方
に
は
権
利
の
主
張
を
放
棄
す
る
意
思

の
表
現
と
し
て
現
わ
れ
う
る
」
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
権
利
者
が

行
為
無
能
力
で
あ
り
、
法
定
代
理
人
を
有
し
な
い
場
合
に
は
、
沈
黙

は
意
思
の
表
現
と
し
て
現
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

 

（
訳
注
27
）
無
効
の
訴
え
に
つ
い
て
は
、
河
野
（
正
）・
前
掲
書
八
四
一

頁
参
照
。

 

（
89
）Soergel-H

eferm
ehl 10, §

107 A
nm

. 9.

 

（
訳
注
28
）
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
六
条
：「
職
権
に
よ
る
調
査
　
⑴
　
裁
判
所
は
、

当
事
者
能
力
、
訴
訟
能
力
、
法
定
代
理
人
の
代
理
権
限
及
び
必
要
な

訴
訟
追
行
た
め
の
授
権
の
欠
缺
を
職
権
で
顧
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

　
　
⑵
　
当
事
者
又
は
そ
の
法
定
代
理
人
は
、
遅
滞
が
当
事
者
に
と
っ
て

危
険
を
伴
う
場
合
に
は
、
当
該
欠
缺
が
除
去
さ
れ
る
こ
と
の
留
保
の

下
に
訴
訟
追
行
を
許
容
さ
れ
う
る
。
終
局
判
決
は
、
当
該
欠
缺
が
除

去
さ
れ
る
の
に
要
す
る
期
間
の
経
過
の
後
に
初
め
て
下
す
こ
と
が
許

さ
れ
る
。」

 

（
90
）G

rünw
ald ZstW

 76,250 ff.

 
（
91
）
異
な
る
の
は
、
刑
事
判
決
に
つ
き
、G

rünw
ald

（ZstW
 76,260 

ff.

）
わ
れ
わ
れ
の
一
般
原
理
が
そ
れ
自
体
依
然
と
し
て
実
用
に
耐
え

な
い
と
い
う
こ
と
は
、
自
明
の
こ
と
で
あ
る
。
個
別
事
例
で
の
具
体

化
が
必
要
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
に
立
ち
入
る
必
要
は
な
い
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、Jauernig, D

as fehlerhafte Zivilurteil, S.150 
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ff. 

参
照
。

 
（
92
）
同
旨
は
、Blom

eyer, Zivilprozeßrecht, §
30 V

III3 S. 147; Nikisch, 
Zivilprozeßrecht 2, §

55 III3 S.221

だ
が
、
し
か
し
、
管
轄
の
合
意

が
、
実
体
法
上
の
契
約
に
お
け
る
付
随
条
項
と
し
て
現
わ
れ
る
諸
事

例
に
限
定
し
て
い
る
。
よ
り
狭
い
の
は
、Baum

gärtel, W
esen und 

B
egriff der Prozeßhandlung, S.224

で
あ
り
、
両
当
事
者
が
、
履
行

場
所
の
合
意
に
よ
っ
て
同
様
の
効
果
を
達
成
し
う
る
で
あ
ろ
う
場
合

に
限
る
。

 

（
93
）
こ
う
述
べ
る
の
は
、Baum

gärtel, a. a. O
., S. 224.

 

（
94
）B

aum
bach-Schw

ab, Schiedsgerichtsbarkeit 2, S. 55; A
. 

Blom
eyer, Zivilprozeßrecht, §

125 III S.712 f.; §
30 V

III3 
S. 147; H

abscheid, K
T

S 1955, 36; K
isch Z

Z
P 51, 223; 

Lorenz A
cP 157, 284; N

euner, Privatrecht und Prozeßrecht, 
S. 112; N

ikisch, Z
ivilprozeßrecht 2, §

143 III1 S. 590; 
P

ohle, Schiedsgerichtsbarkeit in: H
andw

örterbuch der 
R

echtsw
issenschaft, B

d. V
III

（1937

）, S. 166; Schiederm
air, 

Vereinbarungen im
 Zivilprozeß, S. 142.

 

（
95
）
異
な
る
の
は
、Baum

gärtel, a. a. O
., S. 176.

 

（
96
）A. Blom
eyer, Zivilprozeßrecht, §

9 III1 S. 54; Rosenberg, 
Lehrbuch

9, §
50 II1 a	 S. 223;	

異
な
る
の
は
、Baum

bach-Lauterbach
29 

§
80 A

nm
.1 C

; Baum
gärtel, a. a. O

., S. 176; Stein-Jonas-
Schönke-Pohle

19 §
80 A

nm
. II 1.

 

（
97
）
他
の
和
解
の
訴
訟
上
の
瑕
疵
に
つ
き
こ
う
述
べ
る
の
は
、A. 

Blom
eyer, Zivilprozeßrecht, §

65 IV
 S. 327.

 

（
98
）
こ
う
述
べ
る
の
は
、
例
え
ば
、Stein-Jonas-Schönke-Pohle

19 

X
I3 h vor § 128;	

お
そ
ら
く
ま
たArens, W

illensm
ängel bei 

Parteihandlungen im
 Zivilprozeß

（1968

）, S.37 ff.

も
で
あ
り
、

そ
れ
は
た
し
か
に
訴
訟
行
為
を
意
思
表
示
と
み
な
す
が
、
し
か

し
、
や
は
り
民
法
上
の
意
思
表
示
か
ら
は
そ
の
「
行
為
の
効
果

（G
eschäftserfolg

）」
の
特
殊
性
に
よ
っ
て
除
外
し
て
い
る
。

 

（
99
）Arens, a. a. O

., S.37 ff.

も
そ
れ
を
狙
い
と
し
て
い
る
。

 

（
訳
注
29
）
Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
九
条
：「（
異
議
を
と
ど
め
な
い
弁
論
に
よ
り
生
ず

る
管
轄
権
）　
第
一
審
裁
判
所
の
管
轄
は
、
さ
ら
に
被
告
が
、
無
管

轄
を
主
張
す
る
こ
と
な
く
本
案
に
つ
い
て
口
頭
弁
論
を
行
う
こ
と
に

よ
っ
て
も
基
礎
づ
け
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
第
五
〇
四
条
〔
区
裁
判
所

の
無
管
轄
の
指
摘
〕
に
よ
る
教
示
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
は
妥
当

し
な
い
。」

 

（
100
）
よ
り
詳
細
な
同
じ
結
論
は
、Baum

gärtel, a. a. O
., S.224 ff. （

論

証
あ
り
）	 ; Schiederm

air, Vereinbarungen im
 Zivilprozeß; S.150 

f.; Arens, a. a. O
., S.91 ff.

 

（
訳
注
30
）（
訳
注
13
）
参
照
。
一
九
七
四
年
全
面
改
正
。
改
正
前
は
、「
第

一
審
の
管
轄
権
の
な
い
裁
判
所
は
、
当
事
者
の
明
示
又
は
黙
示
の
合

意
に
よ
り
管
轄
権
を
取
得
す
る
。」
と
さ
れ
て
い
た
。
改
正
後
は
、

合
意
は
商
人
等
に
限
定
。

 

（
101
）Baum

gärtel, a. a. O
., S.239. （

論
証
あ
り
）。

 

（
102
）Baum

bach-Schw
ab, Schiedsgerichtsbarkeit 2, S. 83;	

異
見
は
、

ヴォルフラム・ヘンケル『訴訟法と実体法』（三）
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H
abscheid K

TS 1958, 179.

 

（
訳
注
31
）（
旧
）
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
〇
四
三
条
は
、
一
九
九
七
年
一
二
月
二
二

日
の
民
事
訴
訟
法
改
正
法
（B

G
B

l. I S. 3224

）
に
よ
る
仲
裁
手
続

に
関
す
る
規
定
の
全
面
改
正
に
よ
り
改
正
さ
れ
た
。
改
正
前
規
定
は

以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
〇
四
三
条
「【
既
判
力
を
も
っ
て
執
行
可
能
と
宣
告
さ

れ
た
仲
裁
判
断
取
消
の
訴
え
】　
⑴
　
仲
裁
判
断
が
既
判
力
を
も
っ

て
執
行
可
能
と
宣
告
さ
れ
た
場
合
、
第
一
〇
四
一
条
一
項
一
号
乃
至

六
号
に
示
さ
れ
た
理
由
の
み
に
よ
っ
て
、
か
つ
、
当
事
者
が
そ
の
責

に
よ
る
こ
と
な
く
取
消
原
因
を
前
の
手
続
で
主
張
す
る
状
況
に
な

か
っ
た
こ
と
を
疎
明
し
た
場
合
に
限
り
、取
消
が
申
立
て
ら
れ
う
る
。

　
　
⑵
　
こ
の
訴
え
は
、
一
月
の
不
変
期
間
内
に
提
起
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
の
期
間
は
、
当
事
者
が
取
消
原
因
を
知
っ
た
日
か
ら
進

行
す
る
。
し
か
し
、
執
行
宣
言
に
関
す
る
裁
判
の
既
判
力
発
生
前
は

そ
の
限
り
で
な
い
。

　
　
⑶
　
仲
裁
判
断
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
、
同
時
に
執
行
宣
言
も
取
り

消
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」　

 

（
訳
注
32
）（
旧
）
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
〇
三
二
条
：「【
仲
裁
人
の
忌
避
】　
⑴
　
仲

裁
人
は
、
裁
判
官
と
同
一
の
忌
避
権
の
原
因
と
要
件
に
よ
り
忌
避
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
。」

 

（
訳
注
33
）
仲
裁
判
断
の
預
置
：
旧
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
〇
三
九
条
は
仲
裁
判
断
の

形
式
的
要
件
（
一
項
）、
そ
の
送
達
に
つ
い
て
定
め
る
（
二
項
）
と

と
も
に
、
三
項
は
、「
仲
裁
判
断
は
、
管
轄
裁
判
所
の
事
務
局
に
預

け
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
」
と
定
め
て
い
た
（
わ
が
国
、

改
正
前
民
訴
法
七
九
九
条
二
項
に
対
応
）。
こ
れ
は
、
判
決
の
場
合

に
そ
の
送
達
さ
れ
た
原
本
が
裁
判
所
に
保
存
さ
れ
る
の
と
同
じ
扱
い

で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
外
国
で
な
さ
れ
た
仲
裁
の
場
合
に
は
こ
の

要
件
は
貫
き
え
な
か
っ
た
（V

gl. Stein/Jonas/Schlosser, ZPO
21, § 

1039, II.5

）。
仲
裁
判
断
書
の
預
置
の
制
度
は
、
改
正
法
で
廃
止
さ

れ
た
（
わ
が
国
も
同
様
）。

 

（
103
）B

G
H

 ZZP 68, 222.

 

（
104
）Baum

bach-Schw
ab, Schiedsgerichtsbarkeit 2, S. 118; B

G
H

 
N

JW
 1952, 27; B

G
H

Z 24,1 ff.

 

（
105
）Soergel-H

eferm
ehl 1037 ff. vor § 116.

 

（
106
）Baum

gärtel, a. a. O
., S. 178.

 

（
107
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
、Stein-Jonas-Schönke-Pohle

19 X
I k vor §

128

を
み
よ
。
撤
回
に
つ
き
、
ア
レ
ン
ス
（a. a. O

., S.41 ff.

）
も
参
照
。

し
か
し
、
同
書
は
ま
た
、
撤
回
は
遡
及
効
を
持
た
な
い
の
で
、
取
消

に
と
っ
て
の
必
要
性
を
み
る
。
し
か
し
、
こ
の
撤
回
と
取
消
の
区
別

は
、
訴
訟
行
為
に
よ
っ
て
既
に
拘
束
力
の
あ
る
訴
訟
状
態
が
生
じ
て

い
る
場
合
に
は
じ
め
て
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
取
消
も

ま
た
排
除
さ
れ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
例
え
ば
、
訴
訟
上
の
申
立

て
に
つ
き
、Arens, a. a. O

., S.171

も
そ
う
述
べ
る
。

 

（
108
）
た
し
か
にStein-Jonas-Schönke-Pohle

19

（X
I 2d vor §

128

）
に

よ
れ
ば
、
弁
論
主
義
に
よ
る
手
続
が
問
題
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、

事
実
は
当
事
者
が
欲
す
る
限
度
に
お
い
て
の
み
訴
訟
資
料
に
な
る
の

翻　　　訳
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H
abscheid K

TS 1958, 179.

 
（
訳
注
31
）（
旧
）
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
〇
四
三
条
は
、
一
九
九
七
年
一
二
月
二
二

日
の
民
事
訴
訟
法
改
正
法
（B

G
B

l. I S. 3224

）
に
よ
る
仲
裁
手
続

に
関
す
る
規
定
の
全
面
改
正
に
よ
り
改
正
さ
れ
た
。
改
正
前
規
定
は

以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
〇
四
三
条
「【
既
判
力
を
も
っ
て
執
行
可
能
と
宣
告
さ

れ
た
仲
裁
判
断
取
消
の
訴
え
】　
⑴
　
仲
裁
判
断
が
既
判
力
を
も
っ

て
執
行
可
能
と
宣
告
さ
れ
た
場
合
、
第
一
〇
四
一
条
一
項
一
号
乃
至

六
号
に
示
さ
れ
た
理
由
の
み
に
よ
っ
て
、
か
つ
、
当
事
者
が
そ
の
責

に
よ
る
こ
と
な
く
取
消
原
因
を
前
の
手
続
で
主
張
す
る
状
況
に
な

か
っ
た
こ
と
を
疎
明
し
た
場
合
に
限
り
、取
消
が
申
立
て
ら
れ
う
る
。

　
　
⑵
　
こ
の
訴
え
は
、
一
月
の
不
変
期
間
内
に
提
起
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
の
期
間
は
、
当
事
者
が
取
消
原
因
を
知
っ
た
日
か
ら
進

行
す
る
。
し
か
し
、
執
行
宣
言
に
関
す
る
裁
判
の
既
判
力
発
生
前
は

そ
の
限
り
で
な
い
。

　
　
⑶
　
仲
裁
判
断
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
、
同
時
に
執
行
宣
言
も
取
り

消
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」　

 

（
訳
注
32
）（
旧
）
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
〇
三
二
条
：「【
仲
裁
人
の
忌
避
】　
⑴
　
仲

裁
人
は
、
裁
判
官
と
同
一
の
忌
避
権
の
原
因
と
要
件
に
よ
り
忌
避
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
。」

 

（
訳
注
33
）
仲
裁
判
断
の
預
置
：
旧
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
〇
三
九
条
は
仲
裁
判
断
の

形
式
的
要
件
（
一
項
）、
そ
の
送
達
に
つ
い
て
定
め
る
（
二
項
）
と

と
も
に
、
三
項
は
、「
仲
裁
判
断
は
、
管
轄
裁
判
所
の
事
務
局
に
預

け
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
」
と
定
め
て
い
た
（
わ
が
国
、

改
正
前
民
訴
法
七
九
九
条
二
項
に
対
応
）。
こ
れ
は
、
判
決
の
場
合

に
そ
の
送
達
さ
れ
た
原
本
が
裁
判
所
に
保
存
さ
れ
る
の
と
同
じ
扱
い

で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
外
国
で
な
さ
れ
た
仲
裁
の
場
合
に
は
こ
の

要
件
は
貫
き
え
な
か
っ
た
（V

gl. Stein/Jonas/Schlosser, ZPO
21, § 

1039, II.5

）。
仲
裁
判
断
書
の
預
置
の
制
度
は
、
改
正
法
で
廃
止
さ

れ
た
（
わ
が
国
も
同
様
）。

 

（
103
）B

G
H

 ZZP 68, 222.

 

（
104
）Baum

bach-Schw
ab, Schiedsgerichtsbarkeit 2, S. 118; B

G
H

 
N

JW
 1952, 27; B

G
H

Z 24,1 ff.

 

（
105
）Soergel-H

eferm
ehl 1037 ff. vor § 116.

 

（
106
）Baum

gärtel, a. a. O
., S. 178.

 

（
107
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
、Stein-Jonas-Schönke-Pohle

19 X
I k vor §

128

を
み
よ
。
撤
回
に
つ
き
、
ア
レ
ン
ス
（a. a. O

., S.41 ff.

）
も
参
照
。

し
か
し
、
同
書
は
ま
た
、
撤
回
は
遡
及
効
を
持
た
な
い
の
で
、
取
消

に
と
っ
て
の
必
要
性
を
み
る
。
し
か
し
、
こ
の
撤
回
と
取
消
の
区
別

は
、
訴
訟
行
為
に
よ
っ
て
既
に
拘
束
力
の
あ
る
訴
訟
状
態
が
生
じ
て

い
る
場
合
に
は
じ
め
て
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
取
消
も

ま
た
排
除
さ
れ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
例
え
ば
、
訴
訟
上
の
申
立

て
に
つ
き
、Arens, a. a. O

., S.171

も
そ
う
述
べ
る
。

 

（
108
）
た
し
か
にStein-Jonas-Schönke-Pohle

19

（X
I 2d vor §

128

）
に

よ
れ
ば
、
弁
論
主
義
に
よ
る
手
続
が
問
題
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、

事
実
は
当
事
者
が
欲
す
る
限
度
に
お
い
て
の
み
訴
訟
資
料
に
な
る
の

翻　　　訳
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で
あ
る
か
ら
、
訴
訟
上
の
意
思
表
示
に
数
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ

の
訴
訟
上
の
意
思
表
示
と
い
う
広
い
概
念
は
、
法
律
行
為
上
の
意
思

表
示
と
い
う
概
念
と
は
な
ん
の
関
係
も
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
そ
れ
は
錯

誤
取
消
の
問
題
に
と
っ
て
な
ん
に
も
な
ら
な
い
。
同
旨
、Arens, a. a. 

O
., S.177 f.

 

（
109
）Enneccerus-N

ipperdey, A
llg. Teil 15, §

137 IV
2 a S.865 f.

 

（
110
）Enneccerus-N

ipperdey, A
llg. Teil 15, §

137 IV
2 a S. 865.

 

（
111
）
理
由
付
け
は
異
な
る
が
、
ア
レ
ン
ス
（a. a. O

., S.137 ff.

）
も

ま
た
訴
え
提
起
の
取
消
可
能
性
に
反
対
す
る
。
ア
レ
ン
ス
（a. a. O

., 
S.38

）
が
大
多
数
の
訴
訟
行
為
を
意
思
表
示
と
性
質
決
定
す
る
場
合

に
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
規
律
の
適
用
に
と
っ
て
の
十
分

な
基
礎
は
依
然
据
え
ら
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
決
定
的
な
の
は
、
訴

訟
上
の
「
意
思
表
示
」
が
際
立
つ
と
こ
ろ
の
効
果
が
法
律
行
為
の
効

果
と
同
列
に
論
じ
ら
れ
う
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
場

合
で
あ
っ
て
も
、
訴
訟
法
が
意
思
の
瑕
疵
を
他
の
形
式
で
顧
慮
す
る

こ
と
は
な
い
か
が
、
な
お
問
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
―
―
ア
レ

ン
ス
（a. a. O

., S.119 ff.

）
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
一
九

条
、同
一
二
三
条
に
よ
る
訴
え
取
下
げ
の
取
消
可
能
性
に
つ
い
て
は
、

別
稿
で
立
場
が
示
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

 

（
訳
注
34
）
注
（
111
）
で
い
う
「
別
稿
」
と
は
、H

enckel, D
ie 

K
lagerücknahm

e als gestaltende Verfahrenshandlung, in: FS 
B

ötticher, 1969,173

を
指
す
。

 

（
112
）Soergel-Siebert-K

nopp
10 §

242 A
nm

.268 ff.

 

（
訳
注
35
）
原
状
回
復
：
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
三
三
条
に
規
定
。

 

（
113
）
権
利
失
効
は
、
実
体
法
上
も
法
律
行
為
的
な
構
成
要
件
で
は
な

く
、
し
た
が
っ
て
取
消
に
よ
っ
て
除
去
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

Soergel-Siebert-K
nopp

10 §
242 A

nm
. 291.

 

（
114
）Stein-Jonas-Schönke-Pohle

10 §
233 A

nm
. II1 a bei N

ote 28.

 

（
訳
注
36
）
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
二
九
〇
条
は
、
裁
判
上
の
自
白
の
撤
回

に
つ
い
て
定
め
る
。「
撤
回
は
、
撤
回
を
す
る
当
事
者
が
当
該
自
白

が
真
実
に
合
致
せ
ず
、
か
つ
、
そ
れ
が
錯
誤
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
こ

と
を
証
明
し
た
場
合
に
限
り
、
裁
判
上
の
自
白
の
効
力
に
影
響
を
及

ぼ
す
。
こ
の
場
合
に
は
、自
白
は
そ
の
効
力
を
失
う
」。
河
野
（
正
）・

前
掲
書
四
〇
二
頁
注
二
九
参
照
。

 

（
115
）
異
な
る
の
は
、Arens, a. a. O

., S.194 ff.

で
あ
り
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ

二
九
〇
条
を
類
推
適
用
し
よ
う
と
す
る
。
人
が
訴
訟
行
為
を
広

く
意
思
表
示
と
理
解
す
る
場
合
に
は
じ
め
て
私
的
自
治
の
原
則

　
　（G

rundsatz der Privatautonom
ie

）
が
訴
訟
に
お
い
て
顧
慮
さ
れ
る

と
い
う
彼
の
理
解
（S.37

）
は
、
訴
訟
法
と
実
体
法
の
関
係
を
あ

ま
り
に
も
区
別
す
る
こ
と
な
く
見
て
い
る
。
疑
う
余
地
な
く
、
Ｚ
Ｐ

Ｏ
が
自
白
に
関
し
て
予
定
し
て
い
る
規
律
は
、
当
事
者
に
手
続
に
関

し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
意
思
の
支
配
（W

illensherrschaft

）
に
と

っ
て
の
著
し
い
例
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
か
ら
こ
の
支
配
の
手
段

が
民
法
上
の
意
味
で
の
意
思
表
示
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ

と
は
、
な
お
引
き
出
さ
れ
な
い
。
訴
訟
上
の
陳
述
は
、
形
式
化
の
危

険
が
支
配
す
る
広
く
規
格
化
さ
れ
た
生
活
領
域
に
お
い
て
な
さ
れ
、

ヴォルフラム・ヘンケル『訴訟法と実体法』（三）
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か
つ
手
続
に
適
合
し
た
や
り
方
が
当
事
者
に
よ
っ
て
遵
守
さ
れ
う
る

こ
と
か
ら
、
形
式
化
さ
れ
た
行
為
で
あ
る
。
ア
レ
ン
ス
（a. a. O

., 
S.197

）
が
自
白
の
場
合
の
表
示
の
錯
誤
お
よ
び
内
容
の
錯
誤
に
つ

い
て
引
用
し
た
例
は
、
例
外
な
く
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
三
九
条
に
よ
っ
て
解
決

さ
れ
う
る
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
裁
判
所
が
、
命
じ
ら
れ
た
錯
誤
を
回
避

す
る
釈
明
を
し
な
い
場
合
に
は
、
自
白
は
誤
っ
て
成
立
し
た
判
決
基

礎
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
顧
慮
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

 

（
訳
注
37
）
わ
が
国
で
は
表
示
行
為
の
用
語
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
の
方
が

多
い
。
表
示
意
識
お
よ
び
表
示
行
為
に
つ
き
、
四
宮
和
夫
『
民
法
総

則
』（
弘
文
堂
、
第
四
版
、
一
九
八
六
年
）
一
五
六
頁
参
照
。

 

（
訳
注
38
）
請
求
の
放
棄
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
〇
六
条
）
の
規
定
は
、
以
下
の
と

お
り
。「
原
告
が
、
口
頭
弁
論
に
お
い
て
主
張
し
た
請
求
を
放
棄
し

た
場
合
に
、
被
告
が
請
求
の
棄
却
を
申
し
立
て
た
と
き
は
、
放
棄
を

理
由
と
し
て
そ
の
請
求
は
棄
却
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」。
こ
れ

に
対
し
て
、
請
求
の
認
諾
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
〇
七
条
）
は
、
二
〇
〇
一
年

の
民
訴
改
正
法
前
に
は
「
⑴
　
当
事
者
の
一
方
が
、
こ
の
者
に
対
し

て
主
張
さ
れ
た
請
求
を
口
頭
弁
論
で
全
部
又
は
一
部
を
認
諾
し
た
場

合
、
申
立
て
に
よ
り
、
認
諾
に
基
づ
い
て
敗
訴
判
決
を
受
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。」
と
規
定
さ
れ
て
い
た
。
二
〇
〇
一
年
改
正
で
、「
申

立
て
に
よ
り
」
を
削
除
。
ま
た
二
〇
〇
四
年
改
正
後
は
、次
の
通
り
。

「
当
事
者
の
一
方
が
、
こ
の
者
に
対
し
て
主
張
さ
れ
た
請
求
を
全
部

又
は
一
部
認
諾
し
た
場
合
、
認
諾
に
基
づ
い
て
敗
訴
判
決
を
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
限
り
で
、
口
頭
弁
論
を
要
し
な
い
。」。
ま

た
、
当
時
ま
で
存
在
し
た
二
項
を
削
除
。

 

（
116
）
同
様
な
の
は
、A. Blom

eyer, Zivilprozeßrecht, §
62 IV

2 a 
S. 306;	

異
な
る
の
は
、H

. Lehm
ann, B

onner Festgabe für Paul 
K

rüger

（1911

）, S.215

（	 238

）; Rosenberg, Lehrbuch
9, §

131 I5 
c S. 647, §

131 II2 d S. 650.

 

（
117
）Arens, a. a. O

.,220

は
、
一
方
に
認
諾
お
よ
び
放
棄
、
そ
し
て
他

方
に
欠
席
判
決
を
等
置
す
る
こ
と
に
反
対
す
る
。
既
に
当
事
者
と
そ

の
弁
護
士
は
明
示
的
に
表
示
さ
れ
た
処
分
行
為
を
避
け
、
欠
席
判
決

を
好
む
と
い
う
実
務
上
の
経
験
が
、
彼
の
見
解
に
反
対
し
て
い
る
。

後
者
は
、望
ま
れ
た
結
果
を
放
棄
ま
た
は
認
諾
と
同
様
に
達
成
す
る
。

ま
さ
に
人
が
ア
レ
ン
ス
の
ご
と
く
民
事
訴
訟
に
お
け
る
当
事
者
の
意

思
の
意
義
を
強
調
す
る
な
ら
ば
、
人
は
同
価
値
性
を
承
認
す
べ
き
で

は
な
か
ろ
う
か
。
欠
席
の
効
果
は
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
で
あ
り
、
サ
ン
ク

シ
ョ
ン
と
い
う
考
え
は
認
諾
お
よ
び
放
棄
に
と
っ
て
ふ
さ
わ
し
く
な

い
と
い
う
ア
レ
ン
ス
の
異
議
は
、
欠
席
に
よ
っ
て
処
分
を
し
よ
う
と

す
る
当
事
者
が
、
欠
席
判
決
を
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
で
は
な
く
、

そ
の
処
分
の
意
欲
さ
れ
た
効
果
と
し
て
招
く
の
だ
と
い
う
こ
と
を
見

誤
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
も
し
認
諾
判
決
、
放
棄
判
決
お
よ
び
意
図

的
に
惹
起
さ
れ
た
欠
席
判
決
が
同
じ
よ
う
に
意
欲
さ
れ
た
処
分
行
為

の
効
果
で
あ
る
な
ら
ば
、
意
思
の
瑕
疵
の
効
果
も
ま
た
、
統
一
的
に

定
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ア
レ
ン
ス
が
提

案
し
て
い
る
よ
う
に
、
人
が
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
一
九
条
、
同
一
二
三
条
を
認

諾
お
よ
び
放
棄
に
適
用
す
る
場
合
に
は
不
可
能
で
あ
る
。

翻　　　訳
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か
つ
手
続
に
適
合
し
た
や
り
方
が
当
事
者
に
よ
っ
て
遵
守
さ
れ
う
る

こ
と
か
ら
、
形
式
化
さ
れ
た
行
為
で
あ
る
。
ア
レ
ン
ス
（a. a. O

., 
S.197

）
が
自
白
の
場
合
の
表
示
の
錯
誤
お
よ
び
内
容
の
錯
誤
に
つ

い
て
引
用
し
た
例
は
、
例
外
な
く
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
三
九
条
に
よ
っ
て
解
決

さ
れ
う
る
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
裁
判
所
が
、
命
じ
ら
れ
た
錯
誤
を
回
避

す
る
釈
明
を
し
な
い
場
合
に
は
、
自
白
は
誤
っ
て
成
立
し
た
判
決
基

礎
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
顧
慮
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

 

（
訳
注
37
）
わ
が
国
で
は
表
示
行
為
の
用
語
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
の
方
が

多
い
。
表
示
意
識
お
よ
び
表
示
行
為
に
つ
き
、
四
宮
和
夫
『
民
法
総

則
』（
弘
文
堂
、
第
四
版
、
一
九
八
六
年
）
一
五
六
頁
参
照
。

 

（
訳
注
38
）
請
求
の
放
棄
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
〇
六
条
）
の
規
定
は
、
以
下
の
と

お
り
。「
原
告
が
、
口
頭
弁
論
に
お
い
て
主
張
し
た
請
求
を
放
棄
し

た
場
合
に
、
被
告
が
請
求
の
棄
却
を
申
し
立
て
た
と
き
は
、
放
棄
を

理
由
と
し
て
そ
の
請
求
は
棄
却
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」。
こ
れ

に
対
し
て
、
請
求
の
認
諾
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
〇
七
条
）
は
、
二
〇
〇
一
年

の
民
訴
改
正
法
前
に
は
「
⑴
　
当
事
者
の
一
方
が
、
こ
の
者
に
対
し

て
主
張
さ
れ
た
請
求
を
口
頭
弁
論
で
全
部
又
は
一
部
を
認
諾
し
た
場

合
、
申
立
て
に
よ
り
、
認
諾
に
基
づ
い
て
敗
訴
判
決
を
受
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。」
と
規
定
さ
れ
て
い
た
。
二
〇
〇
一
年
改
正
で
、「
申

立
て
に
よ
り
」
を
削
除
。
ま
た
二
〇
〇
四
年
改
正
後
は
、次
の
通
り
。

「
当
事
者
の
一
方
が
、
こ
の
者
に
対
し
て
主
張
さ
れ
た
請
求
を
全
部

又
は
一
部
認
諾
し
た
場
合
、
認
諾
に
基
づ
い
て
敗
訴
判
決
を
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
限
り
で
、
口
頭
弁
論
を
要
し
な
い
。」。
ま

た
、
当
時
ま
で
存
在
し
た
二
項
を
削
除
。

 

（
116
）
同
様
な
の
は
、A. Blom

eyer, Zivilprozeßrecht, §
62 IV

2 a 
S. 306;	

異
な
る
の
は
、H

. Lehm
ann, B

onner Festgabe für Paul 
K

rüger

（1911

）, S.215

（	 238

）; Rosenberg, Lehrbuch
9, §

131 I5 
c S. 647, §

131 II2 d S. 650.

 

（
117
）Arens, a. a. O

.,220

は
、
一
方
に
認
諾
お
よ
び
放
棄
、
そ
し
て
他

方
に
欠
席
判
決
を
等
置
す
る
こ
と
に
反
対
す
る
。
既
に
当
事
者
と
そ

の
弁
護
士
は
明
示
的
に
表
示
さ
れ
た
処
分
行
為
を
避
け
、
欠
席
判
決

を
好
む
と
い
う
実
務
上
の
経
験
が
、
彼
の
見
解
に
反
対
し
て
い
る
。

後
者
は
、望
ま
れ
た
結
果
を
放
棄
ま
た
は
認
諾
と
同
様
に
達
成
す
る
。

ま
さ
に
人
が
ア
レ
ン
ス
の
ご
と
く
民
事
訴
訟
に
お
け
る
当
事
者
の
意

思
の
意
義
を
強
調
す
る
な
ら
ば
、
人
は
同
価
値
性
を
承
認
す
べ
き
で

は
な
か
ろ
う
か
。
欠
席
の
効
果
は
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
で
あ
り
、
サ
ン
ク

シ
ョ
ン
と
い
う
考
え
は
認
諾
お
よ
び
放
棄
に
と
っ
て
ふ
さ
わ
し
く
な

い
と
い
う
ア
レ
ン
ス
の
異
議
は
、
欠
席
に
よ
っ
て
処
分
を
し
よ
う
と

す
る
当
事
者
が
、
欠
席
判
決
を
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
で
は
な
く
、

そ
の
処
分
の
意
欲
さ
れ
た
効
果
と
し
て
招
く
の
だ
と
い
う
こ
と
を
見

誤
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
も
し
認
諾
判
決
、
放
棄
判
決
お
よ
び
意
図

的
に
惹
起
さ
れ
た
欠
席
判
決
が
同
じ
よ
う
に
意
欲
さ
れ
た
処
分
行
為

の
効
果
で
あ
る
な
ら
ば
、
意
思
の
瑕
疵
の
効
果
も
ま
た
、
統
一
的
に

定
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ア
レ
ン
ス
が
提

案
し
て
い
る
よ
う
に
、
人
が
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
一
九
条
、
同
一
二
三
条
を
認

諾
お
よ
び
放
棄
に
適
用
す
る
場
合
に
は
不
可
能
で
あ
る
。
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（
訳
注
39
）
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
三
九
条
：〔
裁
判
官
の
〕
釈
明
権
。
二
〇
〇
一
年

改
正
法
で
は
、
実
質
的
訴
訟
指
揮
権
に
変
更
。（
訳
注
９
）
参
照
。

 

（
118
）
異
な
る
の
は
、Arens, a. a. O

.,210

で
あ
り
、
彼
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ

一
三
九
条
の
懈
怠
は
治
癒
不
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ

一
一
九
条
、
同
一
二
三
条
の
類
推
に
よ
る
取
消
を
非
難
す
る
。

 

（
119
）Arens, W

illensm
ängel, S.60

（
学
説
お
よ
び
判
例
に
関
す
る
詳

細
な
報
告
あ
り
）; A. Blom

eyer, Zivilprozeßrecht, § 30
V

2 S. 
140; Rosenberg, Lehrbuch

9, §
61 V

 S. 288; Zeiss, D
ie A

rglistige 
Prozeßpartei, S. 44.

 

（
120
）RG

Z 150,392

（	 397

）;	

異
な
る
の
は
、B

G
H

Z 12,284 ff.; 33,73

（	 75

）,

―
―
し
か
し
、
両
方
の
裁
判
は
、
手
続
が
既
に
確
定
判
決
に

よ
っ
て
終
了
し
て
い
た
ケ
ー
ス
（
上
訴
の
取
下
げ
の
場
合
の
意
思

の
瑕
疵
）
に
関
す
る
―
―
お
よ
びArens, a. a. O

., S.68 ff.	

ア
レ
ン

ス
は
、
彼
の
見
解
を
ガ
ウ
ル
（G

rundlagen des R
estitutionsrecht 

und A
usdehnung der R

estitutionsgründe, 1956

）
に
よ
っ
て
展
開

さ
れ
た
よ
う
に
、
明
白
性
と
い
う
原
状
回
復
原
則
で
基
礎
付
け
る
。

し
か
し
、
明
白
性
だ
け
で
は
、
さ
ら
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
（
後
記
99

頁
以
下
）、
原
状
回
復
事
由
を
説
明
す
る
の
に
十
分
で
は
な
い
。
明

白
性
は
確
定
判
決
の
確
保
の
た
め
に
必
然
的
で
あ
る
と
判
明
す
る
。

そ
れ
は
既
に
刑
事
上
罰
す
べ
き
行
為
の
単
な
る
主
張
に
よ
っ
て
攻
撃

さ
れ
う
る
べ
き
で
は
な
い
。
し
か
し
、
も
し
判
決
が
上
訴
の
手
続

（R
echtsm

ittelzüge

）
の
中
で
な
お
攻
撃
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
、
明

白
性
で
は
な
く
て
、
権
利
失
効
の
原
則
に
基
づ
き
、
そ
の
限
界
を
示

す
実
体
的
な
原
状
回
復
原
理
に
基
づ
く
の
で
あ
る
。

 

（
121
）
前
記
81
頁
注
（
114
）
を
み
よ
。

 

（
122
）
39
頁
。

 

（
123
）
こ
れ
に
つ
き
詳
細
は
、
後
記
241
頁
以
下
を
み
よ
。

 

（
124
）Pohle, A

nm
. zu B

A
G

 A
P N

r.10 zu §
794 ZPO

.

 

（
125
）Rosenberg, Lehrbuch

9, §
175 IV

2 S. 911.

 

（
訳
注
40
）
現
行
司
法
補
助
官
法
二
〇
条
一
項
一
二
号
。

 

（
訳
注
41
）Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
六
八
条
：
執
行
文〔
付
与
〕に
対
す
る
異
議
の
訴
え
。

 

（
126
）
こ
の
よ
う
にRosenberg

（Lehrbuch
9, §

176 II
2 d S.919

）
お

よ
びSchönke-Baur

7

（§
13 IV

2 S.64

）
は
、
訴
え
の
申
立
て
を

定
式
化
し
て
認
識
し
よ
う
と
欲
す
る
。
異
な
る
の
は
、Baum

bach-
Lauterbach

29 §
768 A

nm
. 1:

「
強
制
執
行
を
不
適
法
と
宣
言
す
る
」。

ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
と
シ
ェ
ン
ケ
＝
バ
ウ
ア
ー
の
定
式
は
、
訴
え
が
執

行
文
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
認
識
さ
せ
る
の
で
、
こ
れ

に
左
袒
す
べ
き
で
あ
る
。

 

（
127
）
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
二
六
条
お
よ
び
同
七
二
七
条
の
中
で
予
定
さ
れ
て
い
る

証
拠
方
法
の
制
限
は
、
債
務
者
の
異
議
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
ら
な

く
て
は
な
ら
な
い
。

（
128
）	

そ
れ
ゆ
え
訴
訟
上
の
和
解
に
は
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
六
七
条
二
項
は
適
用
さ

れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
う
述
べ
る
の
は
、B

G
H

 LM
 N

r.4 zu §
767 

ZPO
 = N

JW
 1953,345 N

r. 7; Bonin, D
er Prozeßvergleich, S.112 

（N
ote 43 5 

に
論
証
あ
り
）; Rosenberg, Lehrbuch

9, §
183 III2 c 

S. 966; Schönke-Baur
7 §

39 III3 S. 169; 

異
見
は
、Baum

bach-

ヴォルフラム・ヘンケル『訴訟法と実体法』（三）
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Lauterbach
29 §

795 A
nm

. 2, 

し
か
し
、§

797 a A
nm

.2

は
異
な
る
。

 

（
129
）
異
な
る
の
は
、Pohle, R

evista de D
erecho Privado 1954,1 

ff.

（	 9

）, A
P N

r.10 zu §
794 ZPO

, Baum
gärtel, W

esen und B
egriff 

der Prozeßhandlung, S. 200; Bötticher A
P 1950 N

r.49

で
あ
り
、

こ
れ
ら
は
可
能
な
限
り
明
確
か
つ
安
定
し
た
手
続
秩
序
を
強
調
し
、

そ
れ
ゆ
え
訴
訟
終
了
に
関
す
る
一
義
的
な
基
準
を
要
求
す
る
。
し
か

し
、
当
事
者
が
和
解
の
有
効
性
を
争
う
場
合
に
、
一
義
的
な
訴
訟
状

態
へ
の
信
頼
を
保
護
す
る
根
拠
は
な
い
。
こ
の
紛
争
は
、
和
解
の
有

効
性
に
関
す
る
明
確
性
を
獲
得
す
る
た
め
に
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
し
か
し
、
明
確
性
は
、
人
が
当
事
者
に
新
訴
を
指
示
す

る
と
い
う
よ
り
も
大
き
く
は
な
い
。
同
様
な
の
は
、A. Blom

eyer, 
Zivilprozeßrecht, §

65 III3 S. 325.

 

（
130
）
こ
う
述
べ
る
の
は
、Bötticher A

P 1950 N
r. 49.

 

（
131
）
こ
の
制
約
に
つ
い
て
は
、Zeuner SA

E 61,247 f. 

お
よ
び A

P 
N

r.8 zu §
794 ZPO

参
照
。

 

（
132
）B

G
H

Z 28,171 ff.; B
A

G
 A

P N
r.1, 2, 3, 4, 7,10 zu §

794 
ZPO

（
そ
れ
ぞ
れ
ポ
ー
レ
の
反
対
評
釈
付
き
）; A

P N
r.8 zu §

794 
ZPO

（
ツ
ォ
イ
ナ
ー
の
判
旨
反
対
の
評
釈
付
き
）; Arens, a. a. O

., 
S.110 ff.; Bonin, D

er Prozeßvergleich, a. a. O
., S.99 ff.

（N
ote 

369 

か
ら 378 

に
争
い
の
状
況
に
関
す
る
論
証
あ
り
）; A. Blom

eyer, 
Zivilprozeßrecht, §

65 III S.324 ff.; R. Bruns, Festschrift für 
Fragistas, S.73 ff.

（	 90

）; Esser, Festschrift für H
. Lehm

ann, B
d. 

2, S.713 ff; H
. Lehm

ann, D
er Prozeßvergleich,

（1991

）, S.130 

ff.; Rosenberg, Lehrbuch
9, §

128 III3 S. 631.

 

（
133
）Bonin, a. a. O

., S. 111.

 

（
134
）Bötticher A

P 1950 N
r.49

参
照
。

 

（
135
）
こ
の
こ
と
を
指
摘
す
る
の
は
、Zeuner A

P N
r.8 zu §

794 ZPO
.

 

（
136
）Bonin, a. a. O

., S. 108, 116; A. Blom
eyer, Zivilprozeßrecht, 

§
65 III S. 326.

 

（
137
）
他
に
こ
う
述
べ
る
の
は
、Pohle A

P N
r.10 zu §

794 ZPO
.

 

（
138
）A. Blom

eyer

（Zivilprozeßrecht, S.326 N
ote

1

）
は
、
こ
の
結

論
を
残
念
が
る
。
し
か
し
、
人
が
抽
象
的
な
終
了
宣
言
を
訴
訟
を
終

了
さ
せ
る
も
の
と
み
な
す
場
合
、
こ
の
結
論
は
回
避
さ
れ
え
な
い
。

終
了
宣
言
が
和
解
に
関
連
す
る
と
み
な
す
と
い
う
こ
と
を
知
っ
た
裁

判
官
は
、
当
事
者
に
そ
の
帰
結
を
指
摘
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
当
事
者
が
そ
の
終
了
宣
言
に
固
執
し
、
和
解
の
調

書
へ
の
記
載
を
拒
む
の
で
あ
れ
ば
、
当
事
者
の
欲
し
た
事
柄
が
生
じ

る
。
訴
訟
全
体
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
反
対
す
る
客
観
的
な
司
法

の
利
益
は
、
訴
訟
終
了
宣
言
と
訴
え
取
下
げ
の
法
律
上
の
規
律
の
場

合
に
は
顧
慮
さ
れ
な
い
。
当
事
者
の
処
分
は
こ
こ
で
は
何
ら
制
約
さ

れ
な
い
。

 

（
139
）A

P N
r.8 zu §

794 ZPO

（
ツ
ォ
イ
ナ
ー
の
評
釈
付
き
）.

 

（
140
）A. Blom

eyer, Zivilprozeßrecht, §
65 III S. 326.

 

（
141
）
正
当
に
も
こ
う
述
べ
る
の
は
、K

ühne N
JW

 1967, 1115 ff.

で
あ

り
、O

LG
 D

üsseldorf N
JW

 1996, 2367

に
反
対
す
る
。

 

（
142
）K

ühne N
JW

 1967, 1117.
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Lauterbach
29 §

795 A
nm

. 2, 

し
か
し
、§

797 a A
nm

.2

は
異
な
る
。

 
（
129
）
異
な
る
の
は
、Pohle, R

evista de D
erecho Privado 1954,1 

ff.
（	 9
）, A

P N
r.10 zu §

794 ZPO
, Baum

gärtel, W
esen und B

egriff 
der Prozeßhandlung, S. 200; Bötticher A

P 1950 N
r.49

で
あ
り
、

こ
れ
ら
は
可
能
な
限
り
明
確
か
つ
安
定
し
た
手
続
秩
序
を
強
調
し
、

そ
れ
ゆ
え
訴
訟
終
了
に
関
す
る
一
義
的
な
基
準
を
要
求
す
る
。
し
か

し
、
当
事
者
が
和
解
の
有
効
性
を
争
う
場
合
に
、
一
義
的
な
訴
訟
状

態
へ
の
信
頼
を
保
護
す
る
根
拠
は
な
い
。
こ
の
紛
争
は
、
和
解
の
有

効
性
に
関
す
る
明
確
性
を
獲
得
す
る
た
め
に
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
し
か
し
、
明
確
性
は
、
人
が
当
事
者
に
新
訴
を
指
示
す

る
と
い
う
よ
り
も
大
き
く
は
な
い
。
同
様
な
の
は
、A. Blom

eyer, 
Zivilprozeßrecht, §

65 III3 S. 325.

 

（
130
）
こ
う
述
べ
る
の
は
、Bötticher A

P 1950 N
r. 49.

 

（
131
）
こ
の
制
約
に
つ
い
て
は
、Zeuner SA

E 61,247 f. 

お
よ
び A

P 
N

r.8 zu §
794 ZPO

参
照
。

 

（
132
）B

G
H

Z 28,171 ff.; B
A

G
 A

P N
r.1, 2, 3, 4, 7,10 zu §

794 
ZPO

（
そ
れ
ぞ
れ
ポ
ー
レ
の
反
対
評
釈
付
き
）; A

P N
r.8 zu §

794 
ZPO

（
ツ
ォ
イ
ナ
ー
の
判
旨
反
対
の
評
釈
付
き
）; Arens, a. a. O

., 
S.110 ff.; Bonin, D

er Prozeßvergleich, a. a. O
., S.99 ff.

（N
ote 

369 

か
ら 378 

に
争
い
の
状
況
に
関
す
る
論
証
あ
り
）; A. Blom

eyer, 
Zivilprozeßrecht, §

65 III S.324 ff.; R. Bruns, Festschrift für 
Fragistas, S.73 ff.

（	 90

）; Esser, Festschrift für H
. Lehm

ann, B
d. 

2, S.713 ff; H
. Lehm

ann, D
er Prozeßvergleich,

（1991

）, S.130 

ff.; Rosenberg, Lehrbuch
9, §

128 III3 S. 631.

 

（
133
）Bonin, a. a. O

., S. 111.

 

（
134
）Bötticher A

P 1950 N
r.49

参
照
。

 

（
135
）
こ
の
こ
と
を
指
摘
す
る
の
は
、Zeuner A

P N
r.8 zu §

794 ZPO
.

 

（
136
）Bonin, a. a. O

., S. 108, 116; A. Blom
eyer, Zivilprozeßrecht, 

§
65 III S. 326.

 

（
137
）
他
に
こ
う
述
べ
る
の
は
、Pohle A

P N
r.10 zu §

794 ZPO
.

 

（
138
）A. Blom

eyer

（Zivilprozeßrecht, S.326 N
ote

1

）
は
、
こ
の
結

論
を
残
念
が
る
。
し
か
し
、
人
が
抽
象
的
な
終
了
宣
言
を
訴
訟
を
終

了
さ
せ
る
も
の
と
み
な
す
場
合
、
こ
の
結
論
は
回
避
さ
れ
え
な
い
。

終
了
宣
言
が
和
解
に
関
連
す
る
と
み
な
す
と
い
う
こ
と
を
知
っ
た
裁

判
官
は
、
当
事
者
に
そ
の
帰
結
を
指
摘
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
当
事
者
が
そ
の
終
了
宣
言
に
固
執
し
、
和
解
の
調

書
へ
の
記
載
を
拒
む
の
で
あ
れ
ば
、
当
事
者
の
欲
し
た
事
柄
が
生
じ

る
。
訴
訟
全
体
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
反
対
す
る
客
観
的
な
司
法

の
利
益
は
、
訴
訟
終
了
宣
言
と
訴
え
取
下
げ
の
法
律
上
の
規
律
の
場

合
に
は
顧
慮
さ
れ
な
い
。
当
事
者
の
処
分
は
こ
こ
で
は
何
ら
制
約
さ

れ
な
い
。

 
（
139
）A

P N
r.8 zu §

794 ZPO

（
ツ
ォ
イ
ナ
ー
の
評
釈
付
き
）.

 
（
140
）A. Blom

eyer, Zivilprozeßrecht, §
65 III S. 326.

 

（
141
）
正
当
に
も
こ
う
述
べ
る
の
は
、K

ühne N
JW

 1967, 1115 ff.

で
あ

り
、O

LG
 D

üsseldorf N
JW

 1996, 2367

に
反
対
す
る
。

 

（
142
）K

ühne N
JW

 1967, 1117.
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（
訳
注
42
）
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
一
三
条
は
二
〇
〇
一
年
民
事
訴
訟
法
改
正
法

（
二
〇
〇
二
年
一
月
一
日
施
行
）
に
よ
り
改
正
さ
れ
、
条
文
番
号
が

変
更
と
な
り
五
一
四
条
と
な
っ
た
。
内
容
の
変
更
は
な
い
。
Ｚ
Ｐ
Ｏ

五
一
四
条
〔
旧
五
一
三
条
〕
二
項
は
「
異
議
自
体
を
許
容
し
な
い
欠

席
判
決
は
、
責
に
帰
す
る
懈
怠
（schuldhafte Versäum

nis

）
の
場

合
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
根
拠
と
す
る
限
り
で
、
控
訴
又
は
附
帯
控

訴
に
服
す
る
。」
と
定
め
る
。

 

（
訳
注
43
）両
規
定
は
、一
九
七
六
年
簡
素
化
法（Vereinfachungsnovelle 

von 1976

）
で
、
改
正
削
除
さ
れ
、
二
九
六
条
が
定
め
ら
れ
た
。
改

正
前
の
二
七
九
条
は
、「
⑴
　
当
事
者
の
一
方
に
よ
っ
て
後
れ
て
提

出
さ
れ
た
攻
撃
・
防
御
方
法
は
、
そ
れ
を
許
容
す
る
こ
と
が
裁
判
の

完
結
を
遅
延
せ
し
め
る
恐
れ
が
あ
り
、
か
つ
裁
判
所
の
自
由
な
心
証

に
よ
れ
ば
、
当
事
者
が
意
図
的
に
訴
訟
を
遅
延
さ
せ
る
こ
と
又
は
重

大
な
過
失
で
攻
撃
又
は
防
御
方
法
を
よ
り
以
前
に
提
出
し
な
か
っ
た

場
合
に
は
、却
下
さ
れ
う
る
。」、「
⑵
　
当
事
者
が
準
備
書
面（
二
七
二

条
）
に
よ
る
適
時
の
通
知
を
怠
っ
た
場
合
に
は
、
第
一
項
に
示
さ
れ

た
要
件
の
下
で
、
さ
ら
な
る
攻
撃
・
防
御
方
法
は
却
下
さ
れ
う
る
。」

と
定
め
て
い
た
。
ま
た
、
二
八
三
条
二
項
は
、「
⑵
　
時
機
に
後
れ

た
証
拠
方
法
及
び
証
拠
抗
弁
に
つ
い
て
は
、
第
二
七
八
条
第
二
項
及

び
第
二
七
九
条
、
第
二
七
九
ａ
条
の
規
定
が
準
用
さ
れ
る
。」
と
定

め
て
い
た
。

 

（
143
）Soergel-Siebert-K

nopp
10 §

242 A
nm

. 328.

 

（
144
）R

G
Z 134,270

の
裁
判
ま
で;	 Soergel-Siebert-K

nopp
10 §

242 

A
nm

.291

参
照
。

 

（
145
）
た
し
か
に
放
棄
不
可
能
な
権
利
が
失
効
さ
れ
う
る
の
だ
ろ
う
か

と
い
う
こ
と
が
た
び
た
び
主
張
さ
れ
て
い
る
（Soergel-Siebert-
K

nopp
10 §

242 A
nm

. 292; Staudinger-W
eber

11, §
242 A

nm
. D

 
581; R

A
G

 JW
 1935, 3177; B

G
H

Z 8, 66; B
G

H
 LM

 N
r.2 zu § 

1598 B
G

B

）。
し
か
し
、こ
の
見
解
に
は
追
随
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

も
し
あ
る
権
利
そ
の
も
の
が
処
分
し
え
な
い
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

当
該
権
利
は
失
効
す
る
こ
と
も
あ
り
得
な
い
。
け
だ
し
、
そ
の
利
益

領
域
お
よ
び
作
用
領
域
外
に
あ
る
と
の
理
由
で
、
そ
の
所
持
者
の
処

分
が
奪
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
そ
れ
は
当
事
者
の
懈

怠
に
よ
っ
て
も
侵
害
さ
れ
な
い
。
も
し
こ
れ
に
反
し
て
事
前
の
放
棄

の
み
が
排
除
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
将
来
の
権
利
に
関
し
な
い
限
り

で
、
そ
の
失
効
は
可
能
で
あ
る
。
夫
に
よ
る
嫡
出
取
消
（
否
認
）
権

の
失
効
に
反
対
す
る
の
は
、
す
な
わ
ち
、Beitzke, SJZ 1950, 500; 

Schw
oerer N

JW
 1961, 2291 ff.

（2293

）; B
G

H
Z 2,130

（	 138

）; 

ま
た
基
本
的
に
は
、G

ernhuber, Fam
ilienrecht, §

45 III insbes. 
S.459 A

nm
.3. 

嫡
出
の
取
消
に
つ
い
て
権
利
失
効
の
考
え
に
還
元
さ

れ
う
る
除
斥
期
間
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
続
く
本
文
を
み
よ
）
が
経
過

す
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
期
間
を
短
縮
さ
せ
る
た
め
に
、
一
般
的

な
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
二
条
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
権
利
失
効
の
規
律
の
適

用
を
正
当
化
す
る
も
の
で
は
な
い
。
期
間
の
経
過
に
至
る
ま
で
、
取

消
は
放
棄
不
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
失
効
し
え
ず
、
夫
の
法
律
行

為
的
な
処
分
が
剥
奪
さ
れ
て
い
る
。
子
が
取
消
さ
な
い
場
合
に
は
、
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夫
は
期
間
の
徒
過
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

取
消
は
既
に
期
間
の
経
過
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
て
い
る
の
で
、
平
行

し
た
放
棄
の
可
能
性
に
と
っ
て
、
こ
こ
で
は
余
地
は
な
い
。
―
―
賃

金
請
求
権
の
放
棄
と
失
効
に
つ
い
て
は
、
後
記
141
頁
以
下
を
み
よ
。

 

（
146
）Soergel-Siebert-K

nopp
10 §

242 A
nm

. 322.

 

（
訳
注
44
）	

Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
二
条
：「
債
務
者
は
、
取
引
倫
理
を
考
慮
し
て
、

信
義
誠
実
の
要
求
に
即
し
て
給
付
を
行
う
義
務
を
負
う
」。（
訳
注

23
）
の
誤
植
を
訂
正
し
て
お
く
。
既
に
そ
こ
で
述
べ
た
よ
う
に
、
ド

イ
ツ
民
法
学
説
は
、
こ
の
規
定
の
機
能
に
つ
き
、
①
補
充
的
機
能
、

②
制
限
的
機
能
、
お
よ
び
、
③
修
正
的
機
能
を
認
め
る
の
が
一
般
で

あ
る
。

 

（
147
）Soergel-Siebert-K

nopp
10 §

242 A
nm

. 290; Baum
gärtel ZZP 

67,426 f.

 

（
148
）
こ
う
述
べ
る
の
は
、
例
え
ば
、G

aul, D
ie G

rundlagen des 
W

iederaufnahm
erechts und die A

usdehnung der W
iederauf-

nahm
egründe

（1956

）, S. 88,91 ff.
 

（
149
）G

aul, a. a. O
., S. 92.

 

（
150
）G

aul, a. a. O
., S. 93.

 

（
151
）
し
た
が
っ
て
、実
体
的
法
状
況
か
ら
逸
脱
し
た
判
決
の
既
判
力
は
、

Bernhardt ZZP 66,67 f.

が
承
認
し
て
い
る
が
ご
と
く
公
共
性
の
利

益
の
み
か
ら
正
当
化
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
第
一
次
的
に

は
勝
訴
当
事
者
は
法
的
争
訟
の
終
局
的
か
つ
拘
束
力
あ
る
終
了
と
い

う
利
益
を
有
す
る
。
こ
う
述
べ
る
の
は
ま
た
、Jauernig, ZZP 64, 

305, ZZP 66, 415.

 

（
152
）
こ
の
責
任
領
域
に
つ
き
、H

enckel, Vom
 G

erechtigkeitsw
ert 

verfahrensrechtlicher N
orm

en

（1966

）, S. 19 

を
み
よ
。

 

（
153
）
因
果
関
係
に
つ
き
、G

aul, D
ie G

rundlagen des W
iederauf-

nahm
erechts,  S. 70.

 

（
154
）
し
た
が
っ
て
、
再
審
の
構
成
要
件
は
、Bernhardt ZZP 66,79

が

述
べ
て
い
る
が
ご
と
く
恣
意
的
に
選
び
出
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
。G

aul, a.a.O
.

は
、
原
状
回
復
事
由
を
単
一
の
原
理
に
還
元
し
よ

う
と
試
み
る
こ
と
で
、
こ
の
こ
と
を
適
切
に
示
し
た
。

 

（
155
）R

G
Z 48, 385; 123, 306.

 

（
156
）A

. a. O
., S.69 ff.

 

（
157
）A

. a. O
., S. 83.

 

（
158
）Soergel-Siebert-K

nopp
10 §

242 A
nm

. 300.

 

（
159
）G

aul, D
ie G

rundlegen des W
iederaufnahm

erechts, S. 123.

 

（
160
）B

aum
bach-Lauterbach

29 §
582 A

nm
.1 B

; R
osenberg, 

Lehrbuch
9, §

155 II2 c S. 778.

 

（
161
）
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
八
二
条
の
意
味
に
お
け
る
再
審
事
由
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ

五
八
〇
条
一
号

－

五
号
の
諸
場
合
に
お
い
て
は
、
刑
事
上
罰
す
べ
き

行
為
で
あ
る
の
み
で
あ
り
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
八
一
条
に
お
い
て
要
求
さ
れ

た
処
罰
も
こ
れ
に
含
ま
れ
る
も
の
で
は
な
い（G

aul, a.a.O
., S.87

）。

 

（
162
）A

. a. O
., S.69 ff.

 

（
163
）B

aum
bach-Lauterbach

29 §
581 A

nm
.1 b; R

osenberg, 
Lehrbuch

9, §
155 II2 a γ S. 775.
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夫
は
期
間
の
徒
過
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

取
消
は
既
に
期
間
の
経
過
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
て
い
る
の
で
、
平
行

し
た
放
棄
の
可
能
性
に
と
っ
て
、
こ
こ
で
は
余
地
は
な
い
。
―
―
賃

金
請
求
権
の
放
棄
と
失
効
に
つ
い
て
は
、
後
記
141
頁
以
下
を
み
よ
。

 

（
146
）Soergel-Siebert-K

nopp
10 §

242 A
nm

. 322.

 

（
訳
注
44
）	

Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
二
条
：「
債
務
者
は
、
取
引
倫
理
を
考
慮
し
て
、

信
義
誠
実
の
要
求
に
即
し
て
給
付
を
行
う
義
務
を
負
う
」。（
訳
注

23
）
の
誤
植
を
訂
正
し
て
お
く
。
既
に
そ
こ
で
述
べ
た
よ
う
に
、
ド

イ
ツ
民
法
学
説
は
、
こ
の
規
定
の
機
能
に
つ
き
、
①
補
充
的
機
能
、

②
制
限
的
機
能
、
お
よ
び
、
③
修
正
的
機
能
を
認
め
る
の
が
一
般
で

あ
る
。

 

（
147
）Soergel-Siebert-K

nopp
10 §

242 A
nm

. 290; Baum
gärtel ZZP 

67,426 f.

 

（
148
）
こ
う
述
べ
る
の
は
、
例
え
ば
、G

aul, D
ie G

rundlagen des 
W

iederaufnahm
erechts und die A

usdehnung der W
iederauf-

nahm
egründe

（1956

）, S. 88,91 ff.
 

（
149
）G

aul, a. a. O
., S. 92.

 

（
150
）G

aul, a. a. O
., S. 93.

 

（
151
）
し
た
が
っ
て
、実
体
的
法
状
況
か
ら
逸
脱
し
た
判
決
の
既
判
力
は
、

Bernhardt ZZP 66,67 f.

が
承
認
し
て
い
る
が
ご
と
く
公
共
性
の
利

益
の
み
か
ら
正
当
化
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
第
一
次
的
に

は
勝
訴
当
事
者
は
法
的
争
訟
の
終
局
的
か
つ
拘
束
力
あ
る
終
了
と
い

う
利
益
を
有
す
る
。
こ
う
述
べ
る
の
は
ま
た
、Jauernig, ZZP 64, 

305, ZZP 66, 415.

 

（
152
）
こ
の
責
任
領
域
に
つ
き
、H

enckel, Vom
 G

erechtigkeitsw
ert 

verfahrensrechtlicher N
orm

en

（1966

）, S. 19 

を
み
よ
。

 

（
153
）
因
果
関
係
に
つ
き
、G

aul, D
ie G

rundlagen des W
iederauf-

nahm
erechts,  S. 70.

 

（
154
）
し
た
が
っ
て
、
再
審
の
構
成
要
件
は
、Bernhardt ZZP 66,79

が

述
べ
て
い
る
が
ご
と
く
恣
意
的
に
選
び
出
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
。G

aul, a.a.O
.

は
、
原
状
回
復
事
由
を
単
一
の
原
理
に
還
元
し
よ

う
と
試
み
る
こ
と
で
、
こ
の
こ
と
を
適
切
に
示
し
た
。

 

（
155
）R

G
Z 48, 385; 123, 306.

 

（
156
）A

. a. O
., S.69 ff.

 

（
157
）A

. a. O
., S. 83.

 

（
158
）Soergel-Siebert-K

nopp
10 §

242 A
nm

. 300.

 

（
159
）G

aul, D
ie G

rundlegen des W
iederaufnahm

erechts, S. 123.

 

（
160
）B

aum
bach-Lauterbach

29 §
582 A

nm
.1 B

; R
osenberg, 

Lehrbuch
9, §

155 II2 c S. 778.

 

（
161
）
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
八
二
条
の
意
味
に
お
け
る
再
審
事
由
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ

五
八
〇
条
一
号

－

五
号
の
諸
場
合
に
お
い
て
は
、
刑
事
上
罰
す
べ
き

行
為
で
あ
る
の
み
で
あ
り
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
八
一
条
に
お
い
て
要
求
さ
れ

た
処
罰
も
こ
れ
に
含
ま
れ
る
も
の
で
は
な
い（G

aul, a.a.O
., S.87

）。

 

（
162
）A

. a. O
., S.69 ff.

 

（
163
）B

aum
bach-Lauterbach

29 §
581 A

nm
.1 b; R

osenberg, 
Lehrbuch

9, §
155 II2 a γ S. 775.

翻　　　訳

54（熊本法学152号 ’21） （熊本法学152号 ’21）



 
（
164
）Baum

bach-Lauterbach
29 §

580 A
nm

.4 c; G
aul, a.a.O

., S.82 f.

 
（
165
）
か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
の
見
解
も
ま
た
、
そ
こ
か
らG

aul, a.a.O
.

が

Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
八
〇
条
五
号
七
ｂ
号
の
類
推
適
用
の
問
題
を
研
究
し
た
基

礎
を
提
供
し
て
い
る
。

 

（
166
）B

egründung des Entw
urfs 1874 zu §

525

（H
ahn-Stegem

ann 
S.385

）:

「
時
間
の
経
過
の
後
に
は
全
て
の
関
連
し
た
関
係
が
既
に

曖
昧
に
な
っ
て
い
た
」。

 

（
167
）R. Bruns JW

 1937, 2432, Fam
R

Z 1957,201

（	 203

）; Thum
m

, 
D

ie K
lage aus §

826 B
G

B
 gegen rechtskräftige U

rteile

（1959

）, 
S.64 ff.; G

aul Fam
R

Z 1960,250 f.; JZ 1964, 518; A. Blom
eyer,	

Zivilprozeßrecht, §
107 II S.607 f.; H

ellw
ig, System

 I, §
241 I4 

S. 864; Lent-Jauernig
13 §

76 III S. 224.

 

（
168
）
一
九
三
一
年
草
案
の
五
五
二
条
は
、
一
〇
年
の
期
間
を
予
定
し
て

い
る
。同
様
に
既
にEntw

urf 1874, §
525 A

bs.2
（H

ahn-Stegem
ann 

S.67

）。
帝
国
議
会
の
委
員
会
に
お
い
て
は
じ
め
て
期
間
が
五
年
に

短
縮
さ
れ
た
（H

ahn-Stegem
ann S.746

）。

 

（
169
）R

G
Z 46, 75; 61, 359; R

G
 Seuff. A

. 89, 340; B
G

H
Z 50,115

（	 120

）.
 

（
170
）G

aul Fam
R

Z 1960,250 f.; JZ 1964, 518.	

こ
の
関
連
に
お
い

て
、
官
吏
法
の
訴
え
の
除
斥
期
間
（
帝ラ
イ
ヒ国

官
吏
法
一
四
九
条
お
よ
び

連
邦
の
定
め
で
あ
る
ド
イ
ツ
公
務
員
法
［
Ｄ
Ｂ
Ｇ
］
の
一
四
三
条
）

に
つ
い
て
の
大
審
院
お
よ
び
連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
例
が
興
味
深

い
。
大
審
院
は
、
こ
の
訴
訟
上
の
期
間
の
懈
怠
の
効
果
を
権
利
濫
用

と
い
う
観
点
の
下
で
排
除
す
る
こ
と
を
拒
絶
し
た
（R

G
Z 146,35

［	 38

］）。
期
間
は
、
手
続
法
上
の
意
義
し
か
持
た
ず
、
実
質
法
的

な
当
事
者
の
関
係
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
。
連
邦
通
常
裁

判
所
（B

G
H

Z 14,128

）
は
、
Ｄ
Ｂ
Ｇ
一
四
三
条
の
提
訴
期
間
は
当

事
者
の
合
意
に
は
服
さ
ず
、
そ
れ
ゆ
え
そ
の
徒
過
を
「
援
用
す
る
」

こ
と
に
賛
成
す
る
余
地
は
存
在
し
な
い
、
と
い
う
理
由
で
こ
れ
に

従
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
実
質
法
の
領
域
に
属
す
る
信
誠
誠
実
の
原
則

は
、
こ
こ
で
は
適
用
で
き
な
い
と
い
う
。
し
か
し
、
両
裁
判
所
は
、

受
給
権
者
が
過
責
に
よ
っ
て
提
訴
期
間
の
経
過
を
指
摘
さ
れ
な
か
っ

た
場
合
に
、
期
間
の
経
過
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
年
金
請
求
権
の
支
払

い
を
求
め
る
訴
え
を
棄
却
す
る
こ
と
な
く
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
三
九
条
に
基

づ
く
請
求
権
ま
た
は
公
務
員
法
上
の
配
慮
義
務
の
違
背
に
基
づ
く
請

求
権
を
肯
定
し
て
い
る
。
実
質
的
な
当
事
者
の
法
的
関
係
は
、
提
訴

期
間
の
徒
過
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
理
由

付
け
は
、
し
か
し
、
人
が
損
害
賠
償
請
求
権
を
肯
定
す
る
場
合
に
の

み
正
当
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
こ
で
は
既
判
力
に
矛

盾
抵
触
し
な
い
の
で
可
能
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
訴
訟
上
の

期
間
の
経
過
が
あ
る
裁
判
の
既
判
力
と
い
う
結
果
に
な
る
の
で
あ

れ
ば
、
こ
れ
は
損
害
賠
償
請
求
権
に
よ
る
迂
路
は
許
さ
れ
な
い
。

期
間
の
経
過
が
実
体
的
な
法
律
関
係
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
と
い

う
論
拠
は
、
こ
の
場
合
も
は
や
正
し
く
な
い
。
―
―
Ｒ
Ｇ
お
よ
び

Ｂ
Ｇ
Ｈ
と
同
様
、
Ｒ
Ａ
Ｇ
（
帝
国
労
働
裁
判
所
）
は
、
和
解
撤
回

期
間
の
懈
怠
を
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
二
六
条
で
救
済
し
よ
う
と
し
た
（R

A
G
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D
R

 1943,551

）。
こ
れ
に
正
当
に
も
反
対
す
る
の
は
、Säcker ZZP 

80,443 ff.

 

（
171
）Soergel-Siebert-K

nopp
10 §

242 A
nm

.275 ff.; Staudinger-
W

eber
11 §

242 A
nm

. D
502 ff.; B

oehm
er, G

rundlagen der 
B

ürgerlichen R
echtsordnung II 2, S.122 ff.

は
強
く
制
限
す
る
。

ま
た
、Säcker ZZP 80,435 ff.

も
参
照
。

 

（
172
）R

G
Z 155,55

（	 58

）; B
G

H
Z 50,115

（	 118

）; 

こ
れ
に
反
対
す
る

の
は
、Lukes ZZP 72,99

（	 107

）.
 

（
173
）R

G
Z 155,55

（	 58

）; B
G

H
Z 26,391

（	 396

）; Bernhardt ZZP 
66, 78, 86.

 

（
174
）R

G
Z 61,359

（ 365

）; B
G

H
Z 40,130

（ 133

）; 50,115

（ 120

）.
 

（
175
）
異
な
る
の
はBernhardt ZZP 66,78

で
あ
り
、
こ
れ
は
既
判
力
を

単
に
合
目
的
性
の
措
置
と
し
か
み
な
い
。

 

（
176
）R. Bruns JW

 1937, 2432, Fam
R

Z 1957, 201; Jauernig ZZP 
66,405 ff.; G

aul, D
ie G

rundlagen des W
iederaufnahm

erechts, 
S. 1ff.; Jus 1962,1 ff.; JZ 1964,515 ff.; Thum

m
, D

ie K
lage aus 

§
826 B

G
B

 gegen rechtskräftige U
rteile.	

Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
こ
れ
ら

の
異
議
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
判
例
を
維
持
し
て
い
る
（B

G
H

Z 
50,115 ff. S.117

に
論
証
あ
り
。）。
原
状
回
復
の
訴
え
で
は
把
捉
さ

れ
な
い
判
決
の
不
当
詐
取
と
い
う
諸
事
例
が
存
在
す
る
と
い
う
理
由

付
け
は
（B

G
H

Z 50,119

）、
と
り
わ
け
明
ら
か
に
原
状
回
復
事
由

が
存
在
し
た
事
例
の
裁
判
の
た
め
に
引
合
い
に
出
さ
れ
る
場
合
に

は
、
説
得
的
で
は
な
い
。
Ｂ
Ｇ
Ｈ
が
挙
げ
て
い
る
唯
一
の
場
合
は
、

再
審
に
よ
っ
て
も
把
捉
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
加
害
者
が
、
行
為
の

時
点
で
責
任
無
能
力
で
あ
っ
た
の
で
無
罪
と
さ
れ
た
場
合
、
加
害
者

が
訴
訟
の
相
手
方
で
あ
っ
た
な
ら
ば
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
七
九
条
一
項
四
号
の

再
審
事
由
が
与
え
ら
れ
る
。
こ
の
再
審
事
由
は
、
訴
訟
無
能
力
者
ま

た
は
そ
の
法
定
代
理
人
に
よ
っ
て
だ
け
で
は
な
く
、
相
手
方
当
事
者

に
よ
っ
て
も
主
張
さ
れ
う
る（Stein-Jonas-Schönke-Pohle

18, §
579 

A
nm

. II 4; Baum
bach-Lauterbach

29 §
579 A

nm
. 4; 

異
な
る
の
は
、

今
や
も
ち
ろ
んStein-Jonas-G

runsky
19, §

579 A
nm

. II4

で
あ
る

が
、
し
か
し
、
確
信
を
抱
か
せ
る
理
由
を
示
し
て
い
な
い
。）。
法
定

代
理
人
が
許
可
を
与
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
再
審
の
訴
え
の
基
礎
を
奪

う
な
ら
ば
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
七
九
条
一
項
四
号
）、
彼
は
か
く
し
て
自
ら

が
少
な
く
と
も
刑
事
上
罰
す
べ
き
訴
訟
詐
欺
の
共
犯
者
と
な
り
、
Ｚ

Ｐ
Ｏ
五
八
〇
条
四
号
の
原
状
回
復
が
開
始
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ

れ
と
は
異
な
る
方
策
を
グ
ル
ン
ス
キ
ー
（Stein-Jonas-G

runsky
19, 

§
581 A

nm
. I N

ote
5

）
が
提
案
し
て
お
り
、
そ
れ
は
、
加
害
者
の

責
任
無
能
力
の
諸
事
例
に
お
い
て
、
行
為
の
時
点
で
、
証
拠
の
欠
缺

と
は
異
な
る
理
由
に
基
づ
く
刑
事
手
続
の
開
始
ま
た
は
続
行
は
起
こ

り
え
な
い
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
八
一
条
一
項
）
と
い
う
こ
と
を
承
認
す
る
。

 

（
177
）
こ
れ
に
つ
き
詳
細
は
、Lerche ZZP 78,1 ff.; Zeuner, Festschrift 

für N
ipperdey

（1965

）, B
d. I S. 1013 ff.; H

enckel ZZP 77,321 
ff.

を
み
よ
。

 

（
訳
注
45
）
民
事
訴
訟
手
続
に
お
け
る
審
問
請
求
権
違
反
に
つ
い
て
は
、

Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
二
一
ａ
条
が
、
二
〇
〇
二
年
の
民
事
訴
訟
法
改
正
で
挿
入

翻　　　訳
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D
R

 1943,551

）。
こ
れ
に
正
当
に
も
反
対
す
る
の
は
、Säcker ZZP 

80,443 ff.

 

（
171
）Soergel-Siebert-K

nopp
10 §

242 A
nm

.275 ff.; Staudinger-
W

eber
11 §

242 A
nm

. D
502 ff.; B

oehm
er, G

rundlagen der 
B

ürgerlichen R
echtsordnung II 2, S.122 ff.

は
強
く
制
限
す
る
。

ま
た
、Säcker ZZP 80,435 ff.

も
参
照
。

 

（
172
）R

G
Z 155,55

（	 58
）; B

G
H

Z 50,115

（	 118

）; 

こ
れ
に
反
対
す
る

の
は
、Lukes ZZP 72,99
（	 107

）.
 

（
173
）R

G
Z 155,55

（	 58

）; B
G

H
Z 26,391

（	 396

）; Bernhardt ZZP 
66, 78, 86.

 

（
174
）R

G
Z 61,359

（ 365

）; B
G

H
Z 40,130

（ 133

）; 50,115

（ 120

）.
 

（
175
）
異
な
る
の
はBernhardt ZZP 66,78
で
あ
り
、
こ
れ
は
既
判
力
を

単
に
合
目
的
性
の
措
置
と
し
か
み
な
い
。

 

（
176
）R. Bruns JW

 1937, 2432, Fam
R

Z 1957, 201; Jauernig ZZP 
66,405 ff.; G

aul, D
ie G

rundlagen des W
iederaufnahm

erechts, 
S. 1ff.; Jus 1962,1 ff.; JZ 1964,515 ff.; Thum

m
, D

ie K
lage aus 

§
826 B

G
B

 gegen rechtskräftige U
rteile.	

Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
こ
れ
ら

の
異
議
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
判
例
を
維
持
し
て
い
る
（B

G
H

Z 
50,115 ff. S.117

に
論
証
あ
り
。）。
原
状
回
復
の
訴
え
で
は
把
捉
さ

れ
な
い
判
決
の
不
当
詐
取
と
い
う
諸
事
例
が
存
在
す
る
と
い
う
理
由

付
け
は
（B

G
H

Z 50,119

）、
と
り
わ
け
明
ら
か
に
原
状
回
復
事
由

が
存
在
し
た
事
例
の
裁
判
の
た
め
に
引
合
い
に
出
さ
れ
る
場
合
に

は
、
説
得
的
で
は
な
い
。
Ｂ
Ｇ
Ｈ
が
挙
げ
て
い
る
唯
一
の
場
合
は
、

再
審
に
よ
っ
て
も
把
捉
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
加
害
者
が
、
行
為
の

時
点
で
責
任
無
能
力
で
あ
っ
た
の
で
無
罪
と
さ
れ
た
場
合
、
加
害
者

が
訴
訟
の
相
手
方
で
あ
っ
た
な
ら
ば
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
七
九
条
一
項
四
号
の

再
審
事
由
が
与
え
ら
れ
る
。
こ
の
再
審
事
由
は
、
訴
訟
無
能
力
者
ま

た
は
そ
の
法
定
代
理
人
に
よ
っ
て
だ
け
で
は
な
く
、
相
手
方
当
事
者

に
よ
っ
て
も
主
張
さ
れ
う
る（Stein-Jonas-Schönke-Pohle

18, §
579 

A
nm

. II 4; Baum
bach-Lauterbach

29 §
579 A

nm
. 4; 

異
な
る
の
は
、

今
や
も
ち
ろ
んStein-Jonas-G

runsky
19, §

579 A
nm

. II4

で
あ
る

が
、
し
か
し
、
確
信
を
抱
か
せ
る
理
由
を
示
し
て
い
な
い
。）。
法
定

代
理
人
が
許
可
を
与
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
再
審
の
訴
え
の
基
礎
を
奪

う
な
ら
ば
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
七
九
条
一
項
四
号
）、
彼
は
か
く
し
て
自
ら

が
少
な
く
と
も
刑
事
上
罰
す
べ
き
訴
訟
詐
欺
の
共
犯
者
と
な
り
、
Ｚ

Ｐ
Ｏ
五
八
〇
条
四
号
の
原
状
回
復
が
開
始
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ

れ
と
は
異
な
る
方
策
を
グ
ル
ン
ス
キ
ー
（Stein-Jonas-G

runsky
19, 

§
581 A

nm
. I N

ote
5

）
が
提
案
し
て
お
り
、
そ
れ
は
、
加
害
者
の

責
任
無
能
力
の
諸
事
例
に
お
い
て
、
行
為
の
時
点
で
、
証
拠
の
欠
缺

と
は
異
な
る
理
由
に
基
づ
く
刑
事
手
続
の
開
始
ま
た
は
続
行
は
起
こ

り
え
な
い
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
八
一
条
一
項
）
と
い
う
こ
と
を
承
認
す
る
。

 
（
177
）
こ
れ
に
つ
き
詳
細
は
、Lerche ZZP 78,1 ff.; Zeuner, Festschrift 

für N
ipperdey

（1965

）, B
d. I S. 1013 ff.; H

enckel ZZP 77,321 
ff.

を
み
よ
。

 

（
訳
注
45
）
民
事
訴
訟
手
続
に
お
け
る
審
問
請
求
権
違
反
に
つ
い
て
は
、

Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
二
一
ａ
条
が
、
二
〇
〇
二
年
の
民
事
訴
訟
法
改
正
で
挿
入

翻　　　訳
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さ
れ
た
。

 
（
178
）
既
に
前
記
62
頁
、
69
頁
以
下
、
93
頁
以
下
、
96
頁
を
み
よ
。

 

（
訳
注
46
）
原
状
回
復
に
関
す
る
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
三
三
条
は
、
一
九
七
六
年
の

簡
素
化
法
に
お
い
て
大
幅
に
改
正
さ
れ
た
。	

 

（
179
）O

stler N
JW

 1965, 1785 ff., 2081 ff.

 

（
180
）H

enckel, Vom
 G

erechtigkeitsw
ert verfahrensrechtlicher 

N
orm

en

（1966
）, S. 24.

 

（
181
）
こ
う
述
べ
る
の
は
、B

ericht der K
om

m
ission zur Vorbereitung 

einer R
eform

 der Zivilgerichtsbarkeit

（1961

）, S.234 ff. 
 

（
182
）H

ahn-Stegem
ann S. 246.

 

（
183
）O

stler N
JW

 1965, 1785 ff.

の
設
例
。

 

（
184
）B

ericht der K
om

m
ission zur Vorbereitung einer R

eform
 der 

Zivilgerichtsbarkeit

（1961

）, S.236

も
ま
た
こ
う
述
べ
る
。

 

（
185
）
そ
れ
が
困
難
を
惹
起
し
な
い
場
合
に
は
、
か
つ
て
の
厳
格
な
判
断

に
反
し
て
、
弁
護
士
が
、
そ
の
実
務
上
の
日
常
的
な
期
間
の
計
算
を
、

よ
く
訓
練
さ
れ
、
か
つ
、
注
意
深
く
監
督
さ
れ
た
事
務
職
員
に
委
任

し
う
る
と
い
う
こ
と
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
（N

JW
 1965, 1021 = JZ 1965, 

323; O
stler N

JW
 1965, 1786

参
照
）
に
よ
っ
て
こ
の
間
に
承
認
さ

れ
て
い
る
。

 

（
186
）B

G
H

 LM
 N

r.16 zu §
233 ZPO

（Fc

）.
 

（
187
）Baum

bach-Lauterbach
29 §

233 A
nm

.2 B
.

 

（
188
）Reim

er Schm
idt, D

ie O
bliegenheiten

（1953

）, S.170 ff.; 
Soergel-Schm

idt 10 §
278 A

nm
. 11; Esser, Schuldrecht 2, § 64, 7,8 

S.281 f.

 

（
189
）Esser, Schuldrecht 2, § 64,8 S. 282.

 

（
190
）B

ericht der K
om

m
ission zur Vorbereitung einer R

eform
 der 

Zivilgerichtsbarkeit

（1961

）, S. 236.
 

（
191
）System

 I, §
172 II3 b S. 547.

 

（
192
）H

ahn-Stegem
ann S. 247.

 

（
193
）
さ
ら
な
る
事
例
は
、Säcker ZZP 80, 438.

 

（
194
）Soergel-Augustin

10 §
203 A

nm
.6 ff.	

参
照
。

 

（
195
）Säcker ZZP 80, 442.

 

（
196
）N

JW
 1962, 1823.	

こ
れ
に
つ
き
、Lüderitz ZZP 78, 139.

 

（
訳
注
47
）A

rm
enrecht

（
こ
の
表
現
は
、
例
え
ばH

ellw
ig, Lehrbuch 

des D
eutschen C

ivilprozeßrechts, B
d. I, 1903, § 95, S.235

に

見
出
せ
る
。）
は
、
訴
訟
費
用
援
助
（Prozesskostenhilfe

）
の
旧

称
。
こ
の
旧
称
は
、
差
別
的
で
あ
る
と
さ
れ
て
変
更
さ
れ
た
（A. 

Blom
eyer, Zivilprozessrecht, 2. A

ufl., 1985, S.780, Fn.1

）.
 

（
197
）N

JW
 1967, 1267.

 

（
198
）ZZP 78,131 ff.（	 157

）;	

賛
成
す
る
の
は
、Baum

bach-Lauterbach
29 

§
234 A

nm
.3 B

; 

ま
た
、K

em
pf JZ 1962,84 ff.	

も
参
照
。

 
（
199
）
三
三
七
条
一
文
の
「
で
き
る
」
は
、延
期
が
裁
判
所
の
裁
量
に
よ
っ

て
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。Stein-

Jonas-Schönke-Pohle
18, §

337 A
nm

. I 2.

 

（
訳
注
48
）
Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
三
七
条
一
文
は
一
九
七
七
年
の
簡
素
化
法
で
改
正

さ
れ
、「
で
き
る
」
の
文
言
は
削
除
さ
れ
た
。

ヴォルフラム・ヘンケル『訴訟法と実体法』（三）
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（
200
）Stein-Jonas-Schönke-Pohle

18, §
337 A

nm
. I1 b.

 

（
201
）Baum

bach-Lauterbach
29 §

337 A
nm

. 1.

 

（
202
）
前
記
44
頁
、
46
頁
も
み
よ
。

 

（
203
）Baum

bach-Lauterbach
29 §

513 A
nm

.2; Rosenberg, Lehrbuch
9, 

§
113 I1 b S. 655; Thom

as-Putzo
3 §

513 A
nm

. 2; R
A

G
 JW

 1932, 
3527; R

G
Z 166, 246.

 

（
204
）D

eutsch JZ 1963,385

（	 390

）
参
照
。

 

（
205
）
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
三
三
条
一
項
に
対
す
る
逸
脱
は
一
風
変
わ
っ
た
も
の
で

あ
る
。
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
七
九
ａ
条
の
場
合
に
は
、
原
状
回
復
事
例
の
場
合

と
同
様
に
、
明
ら
か
に
訴
訟
の
要
求
に
違
反
す
る
行
態
が
問
題
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
主
観
的
要
件
の
調
和
が
命
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
人
が

Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
三
三
条
に
お
い
て
過
失
責
任
主
義
に
移
行
す
る
場
合
に
達

成
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
前
記
106
頁
以
下
を
み
よ
。

 

（
206
）
こ
う
述
べ
る
の
は
、
ド
イ
ツ
裁
判
官
連
盟
の
改
正
委
員
会
（die 

R
eform

kom
m

ission des D
eutschen R

ichterbundes

）
のLeitsätze 

zur G
estaltung der G

roßen Justizreform

（1961

）, S. 27. 
B

ericht der K
om

m
ission zur Vorbereitung einer R

eform
 der 

Zivilgerichtsbarkeit

（1961

）, S.206

参
照
。

 

（
207
）Baum

gärtel ZZP 67,434

 

（
208
）Baum

gärtel ZZP 67, 434.	

も
う
一
つ
の
問
題
は
、
訴
訟
上
の
権

能
の
濫
用
に
よ
る
訴
訟
の
引
き
延
ば
し
に
対
応
し
う
る
か
ど
う
か

で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、Zeiss, D

ie arglistige Prozeßpartei, 
S.179 ff.

参
照
。

 

（
209
）Baum

gärtel ZZP 67,434 f

 

（
210
）
異
な
る
の
は
、BA

G
 A

P N
r.1 zu §

242

（
ベ
ッ
テ
ィ
ヒ
ャ
ー
の
判

旨
反
対
の
評
釈
付
き
）。提
訴
権
の
失
効
可
能
性
を
ツ
ァ
イ
ス（Zeiss, 

D
ie arglistige Prozeßpartei, 1967, S.115 ff.,142 ff.

）
も
ま
た
承

認
す
る
。
し
か
し
、
提
訴
権
は
、
実
体
的
な
形
成
権
を
基
礎
に
置

か
な
い
形
成
の
訴
え
に
関
し
て
の
み
失
効
さ
れ
う
る
の
だ
と
い
う
。

ツ
ァ
イ
ス
が
こ
れ
に
数
え
る
の
は
、
特
許
無
効
の
訴
え
（S.144

）

お
よ
び
実
際
株
式
法
上
の
取
消
の
訴
え
と
無
効
確
認
の
訴
え
で
あ
る

（S.119

）。
形
成
の
訴
え
を
実
体
的
形
成
権
を
伴
う
も
の
と
伴
わ
な

い
も
の
と
に
区
別
す
る
こ
と
を
、
私
は
正
当
と
は
考
え
な
い
。
特
殊

性
が
存
在
す
る
の
は
、
せ
い
ぜ
い
訴
訟
上
の
形
成
の
訴
え
の
場
合
で

あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
外
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
こ
と
が
妥
当
す

る
。あ
る
い
は
、実
体
的
な
形
成
権
を
そ
の
基
礎
に
置
く
。そ
の
場
合
、

こ
の
こ
と
は
全
て
の
形
成
の
訴
え
に
つ
い
て
妥
当
す
る
。
公
益
が
存

在
す
る
か
ど
う
か
は
重
要
で
は
な
い
が
、
そ
の
理
由
は
、
立
法
者
は

か
か
る
利
益
を
擁
護
す
る
た
め
に
私
的
な
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
を
活
動

さ
せ
、
こ
の
目
的
の
た
め
に
実
体
的
な
形
成
権
を
保
障
し
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、し
か
し
、私
が
行
っ
た
よ
う
に（Parteilehre 

und Streitgegenstand, S.33 f.

）、
人
は
形
成
の
訴
え
の
基
礎
と
し

て
の
実
体
的
形
成
権
を
否
認
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
、
あ
ら
ゆ

る
形
成
の
訴
え
は
、
―
―
法
律
上
に
承
認
さ
れ
た
―
―
形
成
に
対
す

る
利
益
に
よ
り
主
観
的
な
も
の
に
位
置
付
け
ら
れ
た
実
体
的
形
成
原

因
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
ツ
ァ
イ
ス
が
形
成
の
訴
え
の
権
限

翻　　　訳
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（
200
）Stein-Jonas-Schönke-Pohle

18, §
337 A

nm
. I1 b.

 
（
201
）Baum

bach-Lauterbach
29 §

337 A
nm

. 1.

 

（
202
）
前
記
44
頁
、
46
頁
も
み
よ
。

 

（
203
）Baum

bach-Lauterbach
29 §

513 A
nm

.2; Rosenberg, Lehrbuch
9, 

§
113 I1 b S. 655; Thom

as-Putzo
3 §

513 A
nm

. 2; R
A

G
 JW

 1932, 
3527; R

G
Z 166, 246.

 

（
204
）D

eutsch JZ 1963,385

（	 390

）
参
照
。

 

（
205
）
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
三
三
条
一
項
に
対
す
る
逸
脱
は
一
風
変
わ
っ
た
も
の
で

あ
る
。
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
七
九
ａ
条
の
場
合
に
は
、
原
状
回
復
事
例
の
場
合

と
同
様
に
、
明
ら
か
に
訴
訟
の
要
求
に
違
反
す
る
行
態
が
問
題
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
主
観
的
要
件
の
調
和
が
命
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
人
が

Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
三
三
条
に
お
い
て
過
失
責
任
主
義
に
移
行
す
る
場
合
に
達

成
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
前
記
106
頁
以
下
を
み
よ
。

 

（
206
）
こ
う
述
べ
る
の
は
、
ド
イ
ツ
裁
判
官
連
盟
の
改
正
委
員
会
（die 

R
eform

kom
m

ission des D
eutschen R

ichterbundes
）
のLeitsätze 

zur G
estaltung der G

roßen Justizreform

（1961
）, S. 27. 

B
ericht der K

om
m

ission zur Vorbereitung einer R
eform

 der 
Zivilgerichtsbarkeit

（1961

）, S.206

参
照
。

 

（
207
）Baum

gärtel ZZP 67,434

 

（
208
）Baum

gärtel ZZP 67, 434.	

も
う
一
つ
の
問
題
は
、
訴
訟
上
の
権

能
の
濫
用
に
よ
る
訴
訟
の
引
き
延
ば
し
に
対
応
し
う
る
か
ど
う
か

で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、Zeiss, D

ie arglistige Prozeßpartei, 
S.179 ff.

参
照
。

 

（
209
）Baum
gärtel ZZP 67,434 f

 

（
210
）
異
な
る
の
は
、BA

G
 A

P N
r.1 zu §

242

（
ベ
ッ
テ
ィ
ヒ
ャ
ー
の
判

旨
反
対
の
評
釈
付
き
）。提
訴
権
の
失
効
可
能
性
を
ツ
ァ
イ
ス（Zeiss, 
D

ie arglistige Prozeßpartei, 1967, S.115 ff.,142 ff.

）
も
ま
た
承

認
す
る
。
し
か
し
、
提
訴
権
は
、
実
体
的
な
形
成
権
を
基
礎
に
置

か
な
い
形
成
の
訴
え
に
関
し
て
の
み
失
効
さ
れ
う
る
の
だ
と
い
う
。

ツ
ァ
イ
ス
が
こ
れ
に
数
え
る
の
は
、
特
許
無
効
の
訴
え
（S.144

）

お
よ
び
実
際
株
式
法
上
の
取
消
の
訴
え
と
無
効
確
認
の
訴
え
で
あ
る

（S.119

）。
形
成
の
訴
え
を
実
体
的
形
成
権
を
伴
う
も
の
と
伴
わ
な

い
も
の
と
に
区
別
す
る
こ
と
を
、
私
は
正
当
と
は
考
え
な
い
。
特
殊

性
が
存
在
す
る
の
は
、
せ
い
ぜ
い
訴
訟
上
の
形
成
の
訴
え
の
場
合
で

あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
外
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
こ
と
が
妥
当
す

る
。あ
る
い
は
、実
体
的
な
形
成
権
を
そ
の
基
礎
に
置
く
。そ
の
場
合
、

こ
の
こ
と
は
全
て
の
形
成
の
訴
え
に
つ
い
て
妥
当
す
る
。
公
益
が
存

在
す
る
か
ど
う
か
は
重
要
で
は
な
い
が
、
そ
の
理
由
は
、
立
法
者
は

か
か
る
利
益
を
擁
護
す
る
た
め
に
私
的
な
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
を
活
動

さ
せ
、
こ
の
目
的
の
た
め
に
実
体
的
な
形
成
権
を
保
障
し
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、し
か
し
、私
が
行
っ
た
よ
う
に（Parteilehre 

und Streitgegenstand, S.33 f.

）、
人
は
形
成
の
訴
え
の
基
礎
と
し

て
の
実
体
的
形
成
権
を
否
認
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
、
あ
ら
ゆ

る
形
成
の
訴
え
は
、
―
―
法
律
上
に
承
認
さ
れ
た
―
―
形
成
に
対
す

る
利
益
に
よ
り
主
観
的
な
も
の
に
位
置
付
け
ら
れ
た
実
体
的
形
成
原

因
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
ツ
ァ
イ
ス
が
形
成
の
訴
え
の
権
限
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の
失
効
と
み
た
も
の
は
、
常
に
、
人
が
実
体
的
形
成
権
を
承
認
す
る

か
否
か
に
関
係
し
な
い
、
実
体
法
上
の
効
果
で
あ
る
。
も
し
失
効
し

な
い
形
成
原
因
と
失
効
し
な
い
形
成
の
利
益
が
存
在
す
る
の
で
あ
れ

ば
、
訴
訟
追
行
権
を
有
す
る
原
告
に
裁
判
上
の
権
利
保
護
が
拒
絶
さ

れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

 

（
211
）Baum

gärtel ZZP 75,385 ff.; Zeiss, a. a. O
., S.143 f.

（
給
付

の
訴
え
に
つ
い
て
）, S.144 f.

（
実
体
的
形
成
権
に
も
と
づ
く
形
成

の
訴
え
に
つ
い
て
。
こ
れ
に
つ
き
、
前
注
（
198
）
を
み
よ
。）, S.145 

ff.

（
確
認
の
訴
え
に
つ
い
て
）

 

（
212
）Baum

gärtel ZZP 67, 425,444 ff.

 

（
213
）Baum

gärtel ZZP 67, 442,449, 451.	
そ
れ
ゆ
え
Ｂ
Ｇ
Ｈ
（N

JW
 

1968,105

）
は
、
実
体
的
法
状
態
は
不
動
産
登
記
簿
に
よ
っ
て
影
響

さ
れ
ず
に
続
き
、
そ
れ
ゆ
え
不
動
産
登
記
簿
の
状
況
の
存
続
へ
の
信

頼
の
保
護
は
保
障
さ
れ
な
い
の
で
、
正
当
に
も
不
動
産
登
記
簿
事
件

に
お
け
る
期
間
の
定
め
の
な
い
抗
告
の
失
効
を
退
け
た
。
立
法
者
は

そ
れ
ゆ
え
に
登
記
官
吏
の
裁
判
が
既
判
力
を
生
ぜ
し
め
る
こ
と
を
も

無
視
し
た
。
相
続
証
明
書
付
与
手
続
〔
相
続
人
の
申
立
に
よ
り
、
相

続
裁
判
所
が
相
続
人
に
、
相
続
権
の
証
明
書
を
付
与
す
る
手
続
。
Ｂ

Ｇ
Ｂ
二
三
五
三
条
以
下
。〕
に
お
け
る
こ
れ
と
比
較
可
能
な
状
況
に

つ
き
、O

LG
 N

eustadt N
JW

 1958,836

を
み
よ
。

 

（
214
）ZZP 67,423 ff.

 

（
215
）Baum

gärtel ZZP 67, 444; Zeiss

（D
ie arglistige Prozeßpartei, 

S.125 ff.

）
は
、
さ
ら
にO

LG
 D

resden

（JW
 1938, 3161

）
の
裁

判
に
関
し
て
、
費
用
償
還
請
求
権
が
失
効
し
た
場
合
に
費
用
を
確
定

さ
せ
る
権
能
が
失
効
す
る
こ
と
を
承
認
す
る
。
し
か
し
、
バ
ウ
ム
ゲ

ル
テ
ル
（ZZP 67,439 f.

）
と
と
も
に
、実
体
的
な
失
効
の
抗
弁
は
、

請
求
異
議
の
訴
え
の
手
続
で
の
行
使
が
指
示
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
信
義
誠
実
に
反
す
る
行
態
の
実
現
に
協
力
す
る
こ
と
が
裁
判
所

に
期
待
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
見
解
は
、
訴
訟
費
用
確
定
手
続

に
対
応
す
る
が
ご
と
く
、
こ
の
失
効
の
実
体
法
上
の
問
題
が
こ
の
手

続
の
中
で
は
顧
慮
さ
れ
な
い
ま
ま
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
れ

ば
、
確
定
権
能
の
訴
訟
上
の
失
効
に
賛
成
す
る
も
の
で
は
な
い
。
実

体
的
正
義
は
手
続
上
、
正
当
な
手
続
の
途
が
選
択
さ
れ
る
場
合
に
は

じ
め
て
実
現
さ
れ
る
。

 

（
216
）Baum

gärtel ZZP 67,444 ff.; Zeiss, a. a. O
., S.131 ff.

 

（
217
）Baum

gärtel ZZP 67, 429, 448 

異
な
る
の
は
、Zeiss, a. a. O

., 
S.140 ff.

 

（
218
）Baum

gärtel ZZP 67, 450.

 

（
219
）Baum

gärtel ZZP 69,89 ff.

参
照
。

 

（
220
）
ま
さ
に
実
体
権
の
保
護
の
た
め
に
厳
格
に
規
律
さ
れ
か
つ
形
式
化

さ
れ
た
手
続
の
流
れ
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
バ
ウ
ア
ー

（Richterm
acht und Form

alism
us im

 Verfahrensrecht in: sum
m

um
 

ius, sum
m

a iniuria, S.97 ff.,112 ff.

）
が
、印
象
深
く
示
し
て
い
る
。
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