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Ⅳ
　
処
分
権
主
義
と
弁
論
主
義

１
　
訴
訟
原
則
の
意
義

　
民
事
訴
訟
を
処
分
権
主
義
お
よ
び
弁
論
主
義
と
い
う
概
念
で
と
ら
え
よ

う
と
試
み
る
者
は
、
原
理
原
則
か
ら
個
別
問
題
の
解
決
を
演
繹
し
、
そ
れ

に
よ
っ
て
「
さ
ら
な
る
探
求
と
特
別
な
現
実
の
評
価
を
し
な
い
で
済
ま
せ

る
」（
（（2
（

一
九
世
紀
の
概
念
法
学
に
後
退
し
て
い
る
と
い
う
疑
義
に
さ
ら
さ
れ

る
。

　
こ
こ
は
一
九
世
紀
の
法
律
学
が
こ
の
非
難
に
実
際
に
ふ
さ
わ
し
い
か
ど

う
か
を
論
争
し
、
あ
る
い
は
、
い
か
な
る
法
的
習エ
ー
ト
ス性

が
演
繹
手
法
を
担
っ

て
き
た
の
か
と
い
う
問
題
を
掘
り
返
す
場
所
で
は
な
い
。
け
だ
し
、
わ
れ

わ
れ
は
処
分
権
主
義
お
よ
び
弁
論
主
義
と
い
う
概
念
を
、
そ
こ
か
ら
訴
訟

上
の
諸
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
現
行
の
訴
訟

法
を
叙
述
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
の
み
利
用
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
ら
で
も
っ
て
一
元
的
な
ド
グ
マ
を
構
築
し
よ
う
と
し
て

い
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
、
訴
訟
法
と
実
体
法
の
間
の
諸
関
連
を
明
ら
か

に
す
る
た
め
の
規
準
（R

ichtm
aß

）
と
し
て
そ
れ
ら
を
用
い
て
い
る
に
す

ぎ
な
い
。
そ
の
際
に
、
わ
れ
わ
れ
の
訴
訟
法
が
こ
れ
ら
の
概
念
の
下
に
押

し
込
め
ら
れ
て
い
る
訳
で
な
い
こ
と
、そ
し
て
こ
の
諸
原
則
（M

axim
en

）

が
た
び
た
び
緩
和
さ
れ
、
か
つ
違
反
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
逸
脱
を
、
原
則
か
ら
外
れ
た
例
外
あ
る
い
は

解
釈
論
上
の
雛
型
を
免
れ
た
現
実
に
対
す
る
譲
歩
と
捉
え
る
の
は
、
間
違

い
で
は
な
か
ろ
う
か
。
む
し
ろ
誤
っ
て
想
定
さ
れ
て
い
る
解
釈
論
上
の

矛
盾
は
、
実
体
法
上
の
価
値
の
帰
結
な
の
だ
と
い
う
こ
と
が
判
明
す
る
。

一
九
世
紀
に
お
い
て
も
、
民
事
訴
訟
の
手
続
形
態
が
「
民
事
事
件
の
特
性
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の
必
然
的
結
果
〔
と
し
て
〕、
公
共
性
と
は
無
縁
の
私
法
上
の
利
益
が
官

憲
手
続
（O

ffi
zialverfahren

）
の
排
除
を
要
求
す
る
も
の
」（

（（（
（

と
み
な
さ
れ

て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、わ
れ
わ
れ
を
驚
か
す
も
の
で
は
な
い
。
け
だ
し
、

一
方
で
、
わ
れ
わ
れ
の
実
体
民
事
法
は
も
は
や
一
九
世
紀
の
そ
れ
で
は
な

く
、
そ
の
結
果
、
訴
訟
法
に
と
っ
て
の
帰
結
は
実
体
法
と
と
も
に
変
遷
し

た
か
ら
で
あ
る
が
、
し
か
し
他
方
で
、
わ
れ
わ
れ
は
実
体
法
に
対
す
る
訴

訟
法
の
関
係
を
、
論
理
的
帰
結
と
し
て
で
は
な
く
、
波
及
的
評
価
の
結
果

と
し
て
理
解
す
る
か
ら
で
あ
る（
（（2
（

。

　
訴
訟
原
則
に
は
実
体
法
の
基
本
原
則
と
同
様
の
意
義
が
認
め
ら
れ
る（

（（2
（

。

何
人
も
私
的
自
治
ま
た
は
契
約
自
由
と
い
う
概
念
を
、
人
が
そ
こ
か
ら
具

体
的
な
個
別
事
例
に
と
っ
て
の
解
決
を
演
繹
し
え
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、

ま
た
は
、
そ
れ
ら
が
数
々
の
制
約
に
服
す
る
こ
と
を
理
由
に
、
実
体
民
事

法
か
ら
締
め
出
そ
う
と
は
し
な
い
だ
ろ
う
。
ま
さ
に
契
約
自
由
の
限
界
を

説
明
す
る
た
め
に
、
人
は
、
契
約
自
由
と
は
何
か
、
そ
れ
は
何
に
基
礎
を

置
い
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
は
い
か
な
る
目
的
に
奉
仕
す
る
の
か
を

知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
処
分
権
主
義

　
処
分
権
主
義
は
、
手
続
の
開
始
と
対
象
に
つ
い
て
の
当
事
者
の
形
成
の

自
由
の
原
則
で
あ
る（
（（2
（

。

ａ
）
手
続
の
開
始

　
民
事
訴
訟
は
、
訴
え
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
る
。
職
権
に
よ
る
訴
訟
と
い

う
も
の
は
存
在
し
な
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
訴
訟
法
は
、
通
常
は
民
事
訴
訟

に
お
い
て
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
争
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
実
体
的
な
主
観
的

な
私
権
の
本
質
的
な
内
容
（W

esensgehalt

）
に
従
っ
て
い
る
。
所
持
者

ま
た
は
行
使
権
者
が
そ
の
権
利
を
主
張
す
る
意
思
の
有
無
と
時
期
は
こ
の

者
の
自
由
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
に
対
応
す
る
。
何

人
も
そ
の
者
の
権
利
を
行
使
す
る
よ
う
に
強
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。

　
た
し
か
に
職
権
に
よ
る
民
事
訴
訟
の
開
始
は
存
在
し
な
い
と
し
て
も
、

な
お
若
干
の
事
例
に
お
い
て
民
事
訴
訟
は
関
与
す
る
私
人
の
意
思
に
反
し

て
追
行
さ
れ
う
る
。
し
た
が
っ
て
、
婚
姻
法
二
四
条（
（訳

（
訳
注

に
よ
れ
ば
、
検
察
官

は
婚
姻
無
効
の
訴
え
を
提
起
す
る
権
限
を
有
す
る
。
こ
の
規
律
の
基
礎
は

明
白
で
あ
る
。
否
認
さ
れ
う
る
婚
姻
が
否
認
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ

れ
に
つ
い
て
国
家
が
Ｇ
Ｇ
六
条
一
項（
（訳

（
訳
注

に
よ
り
責
任
を
負
っ
て
い
る
と
こ
ろ

の
客
観
的
婚
姻
秩
序
と
い
う
利
益
に
あ
る
。
検
察
官
は
、
禁
治
産
宣
告
に

対
す
る
取
消
の
訴
え
も
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
六
六
四
条
二

項
、同
六
四
六
条
二
項
）（
（訳

（
訳
注

。こ
の
提
訴
権
も
公
益
に
奉
仕
す
る
。そ
れ
に
よ
っ

て
禁
治
産
者
自
身
お
よ
び
Ｚ
Ｐ
Ｏ
六
四
六
条
一
項
に
列
挙
さ
れ
た
者
が
禁

治
産
宣
告
を
甘
受
す
る
こ
と
を
欲
す
る
場
合
に
、
禁
治
産
者
に
は
判
決
手

続
が
保
障
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
公
益
は
、
こ
こ
で
は
、

何
人
も
た
と
え
彼
自
ら
が
禁
治
産
に
対
し
て
防
御
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て

も
、
不
当
に
禁
治
産
と
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
国
家

は
、
そ
の
機
関
を
通
じ
て
、
行
為
能
力
お
よ
び
そ
れ
に
結
び
付
い
た
法
的

取
引
へ
精
神
的
健
常
者
の
、
妨
げ
の
な
い
参
加
を
保
障
し
て
い
る
。
反
対

に
、
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。
何
人
も
自
己
の
成
年
（M

ündigkeit

）
に

119

120

翻　　　訳

2（熊本法学153号 ’21） （熊本法学153号 ’21）

つ
い
て
処
分
は
で
き
な
い
、
と
。

　
家
内
労
働
法
（H

eim
arbeitsgesetz

）
二
五
条
に
よ
れ
ば
、
最
上
級
の

労
働
官
庁
と
し
て
の
州ラ
ン
トは

賃
金
格
差
の
追
加
支
払
い
を
訴
え
る
権
限
を
有

す
る
。
公
益
は
、
こ
こ
で
は
過
少
支
払
い
が
な
さ
れ
た
家
内
労
働
者
の
、

十
分
に
配
慮
さ
れ
た
利
益
と
合
致
す
る
。
州ラ
ン
トは

、
家
内
労
働
者
の
た
め
に

訴
訟
担
当
の
資
格
で
訴
訟
を
追
行
し
、
家
内
労
働
者
の
意
思
に
反
し
て
も

賃
金
請
求
権
を
主
張
す
る
権
限
を
有
す
る
。

　
こ
れ
に
対
応
す
る
規
律
を
一
九
五
二
年
一
月
一
一
日
の
最
低
労
働
条
件

の
設
定
に
関
す
る
法
律
の
一
四
条
が
有
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
州ラ
ン
ト

は
、
最
上
級
の
労
働
官
庁
ま
た
は
そ
れ
に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
た
当
局
に

よ
っ
て
代
理
さ
れ
、
自
己
の
名
に
お
い
て
最
低
労
働
条
件
に
基
づ
く
被
用

者
の
請
求
権
を
裁
判
上
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
判
決
は
同
じ
く
被
用

者
の
有
利
に
も
不
利
に
も
及
ぶ
。
も
し
被
用
者
の
労
働
関
係
が
最
低
労
働

条
件
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
州ラ
ン
トは

法
律
の
一
五
条
に
よ
り

被
用
者
に
他
の
法
律
上
の
規
定
に
よ
っ
て
生
じ
た
労
働
契
約
に
基
づ
く
そ

の
他
の
請
求
権
を
自
己
の
名
に
お
い
て
訴
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
秩
序
あ
る
競
争
に
対
す
る
公
益
は
、
二
つ
の
や
り
方
で
顧
慮
さ
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
、
不
正
競
争
防
止
法
（
U
W
G
）
一
三
条
一

項
、
同
一
ａ
条
、
割
引
法
（
R
a
b
G
）
一
二
条
一
項
お
よ
び
景
品
例

（
Z
u
g
a
b
e
V
O
）
二
条
一
項
一
文
は
、
あ
ら
ゆ
る
競
業
者
に
、
た
と

え
彼
が
競
争
行
為
に
よ
っ
て
自
己
の
競
争
活
動
へ
の
侵
害
が
な
さ
れ
な

く
と
も
独
自
の
不
作
為
請
求
権
を
認
め
て
い
る
。
公
正
な
競
争
に
対
す

る
各
競
業
者
の
独
自
の
利
益
が
、
こ
こ
で
は
一
般
的
利
益
の
防
衛
の
た

め
に
動
員
さ
れ
て
い
る
。
他
方
で
、
U
W
G
一
三
条
一
項
、
同
一
ａ
条
、

R
a
b
G
一
二
条
一
項
、
Z
u
g
a
b
e
V
O
二
条
一
項
お
よ
び
競
争
法

（
G
W
B
）
三
五
条
二
項
は
、
団
体
に
競
争
的
利
益
の
促
進
の
た
め
に
独

自
の
不
作
為
請
求
権
を
与
え
て
い
る
。
団
体
は
、
訴
訟
に
お
い
て
、〔
当

該
団
体
の
〕
規
約
に
明
記
さ
れ
た
利
益
を
主
張
す
る（
（（2
（

。
公
正
な
競
争
に
対

す
る
一
般
的
利
益
は
、
競
業
者
の
十
分
に
配
慮
さ
れ
た
独
自
の
利
益
と
重

な
り
合
う
の
で
、競
業
行
為
に
よ
っ
て
直
接
的
に
侵
害
さ
れ
た
競
業
者
は
、

不
作
為
請
求
に
よ
っ
て
間
接
的
に
、
こ
の
者
の
意
思
に
反
し
て
も
保
護
さ

れ
る
。

　
一
九
五
二
年
一
〇
月
一
七
日
の
貨
物
自
動
車
運
送
法

（G
üterkraftverkehrsgesetz

、
Ｇ
ü
Ｋ
Ｇ
）
は
、
公
益
の
保
護
に
対
す
る

他
の
形
態
を
用
い
て
い
る
。
こ
の
法
律
の
二
三
条
は
、
輸
送
運
賃
表
が
守

ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
保
障
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
同
条
は
、

運
賃
表
に
基
い
て
輸
送
を
し
た
企
業
に
は
、
差
額
を
追
加
請
求
し
、
場
合

に
よ
り
裁
判
上
主
張
す
る
（
Ｇ
ü
Ｋ
Ｇ
二
三
条
一
項
）
こ
と
を
、そ
し
て
、

相
手
方
に
は
、
運
賃
表
を
超
え
た
支
払
い
に
つ
き
―
―
必
要
な
場
合
に
は

裁
判
上
で
―
―
返
還
を
求
め
る
こ
と
を
（
Ｇ
ü
Ｋ
Ｇ
二
三
条
二
項
）
義
務

付
け
て
い
る
。
こ
の
請
求
権
が
主
張
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
例
え
ば
国
家

が
請
求
権
を
権
利
者
の
た
め
に
訴
求
す
る
こ
と
は
せ
ず
、
こ
の
請
求
権
は

没
収
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
〔
請
求
権
〕
は
連
邦
貨
物
輸
送
庁
（B

undesanstalt 
für den G

üterkraftverkehr

）（
（訳

（
訳
注

に
移
転
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
名
に
お

い
て
訴
求
さ
れ
る
。
こ
の
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
で
も
っ
て
、
権
利
者
に
は
直
接

的
な
提
訴
強
制
が
な
さ
れ
る
。
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つ
い
て
処
分
は
で
き
な
い
、
と
。

　
家
内
労
働
法
（H

eim
arbeitsgesetz

）
二
五
条
に
よ
れ
ば
、
最
上
級
の

労
働
官
庁
と
し
て
の
州ラ
ン
トは

賃
金
格
差
の
追
加
支
払
い
を
訴
え
る
権
限
を
有

す
る
。
公
益
は
、
こ
こ
で
は
過
少
支
払
い
が
な
さ
れ
た
家
内
労
働
者
の
、

十
分
に
配
慮
さ
れ
た
利
益
と
合
致
す
る
。
州ラ
ン
トは

、
家
内
労
働
者
の
た
め
に

訴
訟
担
当
の
資
格
で
訴
訟
を
追
行
し
、
家
内
労
働
者
の
意
思
に
反
し
て
も

賃
金
請
求
権
を
主
張
す
る
権
限
を
有
す
る
。

　
こ
れ
に
対
応
す
る
規
律
を
一
九
五
二
年
一
月
一
一
日
の
最
低
労
働
条
件

の
設
定
に
関
す
る
法
律
の
一
四
条
が
有
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
州ラ
ン
ト

は
、
最
上
級
の
労
働
官
庁
ま
た
は
そ
れ
に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
た
当
局
に

よ
っ
て
代
理
さ
れ
、
自
己
の
名
に
お
い
て
最
低
労
働
条
件
に
基
づ
く
被
用

者
の
請
求
権
を
裁
判
上
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
判
決
は
同
じ
く
被
用

者
の
有
利
に
も
不
利
に
も
及
ぶ
。
も
し
被
用
者
の
労
働
関
係
が
最
低
労
働

条
件
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
州ラ
ン
トは

法
律
の
一
五
条
に
よ
り

被
用
者
に
他
の
法
律
上
の
規
定
に
よ
っ
て
生
じ
た
労
働
契
約
に
基
づ
く
そ

の
他
の
請
求
権
を
自
己
の
名
に
お
い
て
訴
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
秩
序
あ
る
競
争
に
対
す
る
公
益
は
、
二
つ
の
や
り
方
で
顧
慮
さ
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
、
不
正
競
争
防
止
法
（
U
W
G
）
一
三
条
一

項
、
同
一
ａ
条
、
割
引
法
（
R
a
b
G
）
一
二
条
一
項
お
よ
び
景
品
例

（
Z
u
g
a
b
e
V
O
）
二
条
一
項
一
文
は
、
あ
ら
ゆ
る
競
業
者
に
、
た
と

え
彼
が
競
争
行
為
に
よ
っ
て
自
己
の
競
争
活
動
へ
の
侵
害
が
な
さ
れ
な

く
と
も
独
自
の
不
作
為
請
求
権
を
認
め
て
い
る
。
公
正
な
競
争
に
対
す

る
各
競
業
者
の
独
自
の
利
益
が
、
こ
こ
で
は
一
般
的
利
益
の
防
衛
の
た

め
に
動
員
さ
れ
て
い
る
。
他
方
で
、
U
W
G
一
三
条
一
項
、
同
一
ａ
条
、

R
a
b
G
一
二
条
一
項
、
Z
u
g
a
b
e
V
O
二
条
一
項
お
よ
び
競
争
法

（
G
W
B
）
三
五
条
二
項
は
、
団
体
に
競
争
的
利
益
の
促
進
の
た
め
に
独

自
の
不
作
為
請
求
権
を
与
え
て
い
る
。
団
体
は
、
訴
訟
に
お
い
て
、〔
当

該
団
体
の
〕
規
約
に
明
記
さ
れ
た
利
益
を
主
張
す
る（
（（2
（

。
公
正
な
競
争
に
対

す
る
一
般
的
利
益
は
、
競
業
者
の
十
分
に
配
慮
さ
れ
た
独
自
の
利
益
と
重

な
り
合
う
の
で
、競
業
行
為
に
よ
っ
て
直
接
的
に
侵
害
さ
れ
た
競
業
者
は
、

不
作
為
請
求
に
よ
っ
て
間
接
的
に
、
こ
の
者
の
意
思
に
反
し
て
も
保
護
さ

れ
る
。

　
一
九
五
二
年
一
〇
月
一
七
日
の
貨
物
自
動
車
運
送
法

（G
üterkraftverkehrsgesetz

、
Ｇ
ü
Ｋ
Ｇ
）
は
、
公
益
の
保
護
に
対
す
る

他
の
形
態
を
用
い
て
い
る
。
こ
の
法
律
の
二
三
条
は
、
輸
送
運
賃
表
が
守

ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
保
障
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
同
条
は
、

運
賃
表
に
基
い
て
輸
送
を
し
た
企
業
に
は
、
差
額
を
追
加
請
求
し
、
場
合

に
よ
り
裁
判
上
主
張
す
る
（
Ｇ
ü
Ｋ
Ｇ
二
三
条
一
項
）
こ
と
を
、そ
し
て
、

相
手
方
に
は
、
運
賃
表
を
超
え
た
支
払
い
に
つ
き
―
―
必
要
な
場
合
に
は

裁
判
上
で
―
―
返
還
を
求
め
る
こ
と
を
（
Ｇ
ü
Ｋ
Ｇ
二
三
条
二
項
）
義
務

付
け
て
い
る
。
こ
の
請
求
権
が
主
張
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
例
え
ば
国
家

が
請
求
権
を
権
利
者
の
た
め
に
訴
求
す
る
こ
と
は
せ
ず
、
こ
の
請
求
権
は

没
収
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
〔
請
求
権
〕
は
連
邦
貨
物
輸
送
庁
（B

undesanstalt 
für den G

üterkraftverkehr

）（
（訳

（
訳
注

に
移
転
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
名
に
お

い
て
訴
求
さ
れ
る
。
こ
の
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
で
も
っ
て
、
権
利
者
に
は
直
接

的
な
提
訴
強
制
が
な
さ
れ
る
。
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Ｇ
ü
Ｋ
Ｇ
二
三
条
は
、
契
約
当
事
者
に
運
賃
表
の
遵
守
に
対
す
る
公
的

利
益
に
お
い
て
、
こ
の
者
が
契
約
内
容
に
よ
れ
ば
望
ま
な
か
っ
た
か
も
し

れ
な
い
請
求
権
を
押
し
付
け
る
限
り
に
お
い
て
、
一
つ
の
特
別
事
例
を
意

味
し
て
い
る
。
こ
の
請
求
権
は
、
本
当
の
と
こ
ろ
全
く
主
観
的
権
利
な
ど

で
は
な
く
、
形
式
的
秩
序
、
し
た
が
っ
て
経
済
的
な
秩
序
原
理
を
守
る
た

め
の
法
技
術
的
な
手
段
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
容
易
に
国

家
に
よ
る
没
収
に
な
じ
む
こ
と
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
と
は
逆
に
、
真
正
の
主
観
的
権
利
の
行
使
が
問
題
に
な
っ
て
い
る

の
で
あ
れ
ば
、
提
訴
強
制
が
行
わ
れ
る
こ
と
も
、
そ
の
事
件
に
つ
い
て
は

自
ら
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
行
為
能
力
を
有
し
か
つ
同
時
に
訴
訟
能
力

を
有
す
る
者
が
、
そ
の
意
思
に
反
し
て
原
告
と
し
て
訴
訟
へ
引
き
出
さ
れ

る
こ
と
も
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
保
有
者
に
自
由
な
処
分
の
た
め
の

意
思
の
力
（W

illensm
acht

）
を
付
与
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
主
観
的
権
利

の
内
容
お
よ
び
本
質
に
合
致
し
て
い
る
。
行
使
へ
の
強
制
は
、
主
観
的
権

利
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

　
行
為
無
能
力
者
で
あ
る
と
同
時
に
訴
訟
無
能
力
者
の
権
利
は
、
そ
の
法

定
代
理
人
が
行
使
す
る
。
彼
は
本
人
の
利
益
を
主
張
し
、
そ
れ
ゆ
え
権
利

の
行
使
に
つ
い
て
も
決
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
し
か
に
彼
は
そ
の

際
に
後
見
裁
判
所
の
監
督
に
服
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
〔
＝
後
見
裁
判

所
〕
は
両
親
に
対
し
て
訴
え
提
起
を
命
令
し
て
は
な
ら
ず（
（（2
（

、
こ
れ
に
対
応

し
て
、
両
親
が
子
の
権
利
を
行
使
し
な
い
場
合
に
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
六
六
九
条
に

よ
る
財
産
管
理
権
を
剥
奪
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、、
両

親
の
決
断
の
自
由
は
原
則
と
し
て
影
響
を
受
け
な
い
し
、
両
親
が
権
利
行

使
を
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
財
産
を
危
険
に
さ
ら
す
場
合
に
、
子
に

申
し
開
き
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
け
で
あ
り
、
か
つ
、
後
見
裁
判
所

の
命
令
に
基
づ
き
担
保
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
両
親
が
命
じ
ら

れ
た
担
保
提
供
を
し
な
い
場
合
、
後
見
裁
判
所
は
い
ず
れ
に
せ
よ
彼
ら
か

ら
こ
の
こ
と
を
理
由
に
財
産
管
理
を
剥
奪
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ

一
六
六
九
条
）。
さ
ら
に
、
代
理
権
の
剥
奪
は
、
利
益
相
反
の
事
例
に
限
っ

て
予
定
さ
れ
て
い
る
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
六
二
九
条
、
同
一
七
九
六
条
）。

　
後
見
人
に
対
し
て
は
、
後
見
裁
判
所
の
権
限
は
さ
ら
に
及
ぶ
。
後
見
裁

判
所
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
八
三
七
条
一
項
に
よ
り
後
見
人
の
全
て
の
活
動
を
監

督
し
、
義
務
違
反
に
対
し
て
は
適
当
な
命
令
お
よ
び
禁
止
に
よ
っ
て
介
入

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
後
見
人
は
、
彼
が
訴
え
な
い
場
合
に
、

通
常
は
義
務
に
反
し
て
行
為
す
る
の
で
は
な
い
。
け
だ
し
、
具
体
的
事
例

に
お
い
て
訴
え
を
提
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ど
う
か
は
、
通
例
、
後

見
裁
判
所
が
指
図
を
与
え
る
こ
と
の
許
さ
れ
な
い
合
目
的
性
ま
た
は
裁
量

の
問
題
だ
か
ら
で
あ
る（
（（2
（

。
こ
れ
に
対
し
て
、
勝
訴
の
見
込
み
が
あ
り
、
相

手
方
は
訴
訟
な
し
に
は
給
付
を
せ
ず
、
執
行
が
奏
功
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と

が
一
義
的
に
確
認
さ
れ
る
諸
事
例
に
お
い
て
は
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
権
利

が
―
―
例
え
ば
消
滅
時
効
に
よ
り
―
―
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
場
合
に

は
、
後
見
裁
判
所
は
、
訴
え
提
起
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の

諸
事
例
に
お
い
て
は
、
後
見
人
は
、
見
込
み
の
な
い
、
被
後
見
人
に
不
利

な
訴
訟
を
追
行
す
る
場
合
と
同
様
に
、
義
務
に
反
し
て
行
為
し
て
い
る（
（（2
（

。

　
行
為
無
能
力
者
と
並
ん
で
自
己
の
財
産
ま
た
は
そ
の
独
立
の
一
部
を
処

分
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
者
は
、
そ
の
権
利
行
使
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
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い
。
遺
産
が
遺
言
執
行
者
に
よ
り
管
理
さ
れ
、
ま
た
は
遺
産
管
理
が
命
じ

ら
れ
て
い
る
相
続
人
お
よ
び
破
産
者
が
こ
れ
で
あ
る
。
訴
訟
に
お
け
る
権

利
行
使
は
、
職
務
上
の
当
事
者
（Partei kraft A

m
tes

）
と
し
て
の
管
理

人
・
管
財
人
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る（

（23
（

。
遺
言
執
行
者
が
国
家
に
よ
る
監
督
に

は
服
さ
な
い
の
に
対
し
て
、
遺
産
管
理
人
に
関
す
る
監
督
に
つ
い
て
は
、

後
見
人
の
場
合
と
同
様
の
規
律
が
妥
当
す
る
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
九
七
五
条
、
同

一
九
一
五
条
一
項
）。
破
産
管
財
人
は
、二
重
の
監
督
に
服
す
る
。
一
方
で
、

破
産
管
財
人
は
訴
訟
に
つ
い
て
債
権
者
委
員
会
の
同
意
（G

enehm
igung

）

を
必
要
と
す
る
が
（
Ｋ
Ｏ
一
三
三
条
一
号
）（

（22
（

、
他
方
で
、
破
産
裁
判
所
の

指
示
に
服
す
る
（
Ｋ
Ｏ
八
三
条
）。
し
か
し
、
破
産
裁
判
所
は
、
合
目
的

性
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
管
財
人
に
拘
束
力
の
あ
る
指

示
を
与
え
て
は
な
ら
な
い（
（2（
（

。
管
財
人
が
訴
え
を
提
起
す
る
か
ど
う
か
は
、

通
常
は
合
目
的
性
の
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
破
産
裁
判
所
は
、
提
訴
し

な
い
こ
と
が
明
白
に
義
務
違
背
と
思
わ
れ
る
場
合
に
は
、
訴
え
る
よ
う
促

す
こ
と
が
で
き
る（
（22
（

。

　
要
約
す
る
と
、
次
の
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
お
よ
そ
自
ら

に
主
観
的
権
利
が
あ
る
と
要
求
す
る
者
は
、
―
―
こ
の
者
が
行
為
能
力
を

有
し
、
そ
れ
に
伴
っ
て
訴
訟
能
力
を
有
し
、
自
ら
の
事
件
を
自
ら
代
表
す

る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
は
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
九
一
〇
条
、
同
一
九
一
一
条
参

照
）
―
―
原
則
と
し
て
単
独
で
、
そ
の
権
利
を
訴
え
に
よ
っ
て
訴
訟
上
行

使
し
よ
う
と
す
る
か
否
か
を
決
め
る
権
限
を
有
す
る
。
財
産
訴
訟
に
お
い

て
は
、
こ
の
決
断
の
自
由
は
、
さ
ら
に
彼
が
そ
れ
に
つ
き
権
利
を
要
求
し

て
い
る
財
産
を
処
分
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
権
利
行

使
が
、
自
ら
権
利
を
要
求
し
、
ま
た
は
相
手
方
の
訴
訟
を
誘
発
し
た
行
為

に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
た
者
の
利
益
の
た
め
に
あ
る
の
で
な
い
場
合
に
は
、

こ
の
者
の
ほ
か
に
他
の
者
も
、
訴
訟
を
訴
え
に
よ
っ
て
開
始
す
る
権
限
が

あ
る
。
そ
の
際
に
、
わ
れ
わ
れ
の
関
心
は
、
あ
る
第
三
者
が
私
法
上
の
利

益
の
結
果
と
し
て
訴
訟
追
行
権
を
有
す
る
諸
場
合
で
は
な
く
て
、
公
共
の

利
益
に
お
い
て
権
利
主
体
ま
た
は
関
係
人
の
意
思
に
反
し
て
訴
訟
が
開
始

さ
れ
う
る
諸
場
合
で
あ
る
（
婚
姻
法
二
四
条
に
よ
る
検
察
官
の
訴
え
、
家

内
労
働
法
二
五
条
に
よ
る
州ラ
ン
トの
訴
え
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ
一
三
条
一
項
、
一
ａ
項
に

よ
る
団
体
訴
訟
）。
提
訴
強
制
は
、
権
利
が
権
利
主
体
の
利
益
の
た
め
に

で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
公
的
利
害
の
擁
護
の
た
め
に
形
式
的
に
位
置
付
け

ら
れ
る
場
合
に
は
じ
め
て
、こ
の
者
に
及
ぼ
さ
れ
る（
Ｇ
ü
Ｋ
Ｇ
二
三
条
）。

法
定
代
理
人
お
よ
び
財
産
管
理
人
は
、
例
外
的
に
提
訴
強
制
に
服
す
る
に

す
ぎ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
訴
え
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
義
務
違
反
と
思

わ
れ
、
か
つ
国
家
的
な
監
督
の
利
益
が
私
的
利
益
に
優
越
す
る
場
合
に
当

て
は
ま
る
。
そ
の
よ
う
な
監
督
の
利
益
の
優
越
は
、
両
親
お
よ
び
遺
言
執

行
者
に
対
し
て
は
欠
け
て
い
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
そ
れ
は
後
見
人
、

保
護
人
（Pfleger

）
お
よ
び
破
産
管
財
人
に
対
し
て
は
与
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
概
観
は
、
今
日
の
法
状
態
の
叙
述
に
奉
仕
す
る
だ
け
で
は
な
く
、

法
政
策
的
考
察
に
と
っ
て
の
手
掛
か
り
を
も
与
え
る
。
国
家
は
、
従
来

よ
り
も
さ
ら
に
広
範
に
民
事
の
権
利
保
護
に
対
す
る
利
益
を
引
き
受
け

て
よ
い
の
か
と
い
う
問
い
は
、
そ
の
答
え
を
、
実
体
民
事
法
お
よ
び
憲

法
に
見
出
す
。
主
観
的
な
私
権
が
擁
護
さ
れ
、
承
認
さ
れ
る
と
こ
ろ
で

は
、
権
利
主
体
に
対
す
る
提
訴
強
制
は
排
除
さ
れ
る
。
法
定
代
理
人
お
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い
。
遺
産
が
遺
言
執
行
者
に
よ
り
管
理
さ
れ
、
ま
た
は
遺
産
管
理
が
命
じ

ら
れ
て
い
る
相
続
人
お
よ
び
破
産
者
が
こ
れ
で
あ
る
。
訴
訟
に
お
け
る
権

利
行
使
は
、
職
務
上
の
当
事
者
（Partei kraft A

m
tes

）
と
し
て
の
管
理

人
・
管
財
人
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る（

（23
（

。
遺
言
執
行
者
が
国
家
に
よ
る
監
督
に

は
服
さ
な
い
の
に
対
し
て
、
遺
産
管
理
人
に
関
す
る
監
督
に
つ
い
て
は
、

後
見
人
の
場
合
と
同
様
の
規
律
が
妥
当
す
る
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
九
七
五
条
、
同

一
九
一
五
条
一
項
）。
破
産
管
財
人
は
、二
重
の
監
督
に
服
す
る
。
一
方
で
、

破
産
管
財
人
は
訴
訟
に
つ
い
て
債
権
者
委
員
会
の
同
意
（G

enehm
igung

）

を
必
要
と
す
る
が
（
Ｋ
Ｏ
一
三
三
条
一
号
）（

（22
（

、
他
方
で
、
破
産
裁
判
所
の

指
示
に
服
す
る
（
Ｋ
Ｏ
八
三
条
）。
し
か
し
、
破
産
裁
判
所
は
、
合
目
的

性
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
管
財
人
に
拘
束
力
の
あ
る
指

示
を
与
え
て
は
な
ら
な
い（
（2（
（

。
管
財
人
が
訴
え
を
提
起
す
る
か
ど
う
か
は
、

通
常
は
合
目
的
性
の
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
破
産
裁
判
所
は
、
提
訴
し

な
い
こ
と
が
明
白
に
義
務
違
背
と
思
わ
れ
る
場
合
に
は
、
訴
え
る
よ
う
促

す
こ
と
が
で
き
る（
（22
（

。

　
要
約
す
る
と
、
次
の
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
お
よ
そ
自
ら

に
主
観
的
権
利
が
あ
る
と
要
求
す
る
者
は
、
―
―
こ
の
者
が
行
為
能
力
を

有
し
、
そ
れ
に
伴
っ
て
訴
訟
能
力
を
有
し
、
自
ら
の
事
件
を
自
ら
代
表
す

る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
は
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
九
一
〇
条
、
同
一
九
一
一
条
参

照
）
―
―
原
則
と
し
て
単
独
で
、
そ
の
権
利
を
訴
え
に
よ
っ
て
訴
訟
上
行

使
し
よ
う
と
す
る
か
否
か
を
決
め
る
権
限
を
有
す
る
。
財
産
訴
訟
に
お
い

て
は
、
こ
の
決
断
の
自
由
は
、
さ
ら
に
彼
が
そ
れ
に
つ
き
権
利
を
要
求
し

て
い
る
財
産
を
処
分
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
権
利
行

使
が
、
自
ら
権
利
を
要
求
し
、
ま
た
は
相
手
方
の
訴
訟
を
誘
発
し
た
行
為

に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
た
者
の
利
益
の
た
め
に
あ
る
の
で
な
い
場
合
に
は
、

こ
の
者
の
ほ
か
に
他
の
者
も
、
訴
訟
を
訴
え
に
よ
っ
て
開
始
す
る
権
限
が

あ
る
。
そ
の
際
に
、
わ
れ
わ
れ
の
関
心
は
、
あ
る
第
三
者
が
私
法
上
の
利

益
の
結
果
と
し
て
訴
訟
追
行
権
を
有
す
る
諸
場
合
で
は
な
く
て
、
公
共
の

利
益
に
お
い
て
権
利
主
体
ま
た
は
関
係
人
の
意
思
に
反
し
て
訴
訟
が
開
始

さ
れ
う
る
諸
場
合
で
あ
る
（
婚
姻
法
二
四
条
に
よ
る
検
察
官
の
訴
え
、
家

内
労
働
法
二
五
条
に
よ
る
州ラ
ン
トの

訴
え
、
Ｕ
Ｗ
Ｇ
一
三
条
一
項
、
一
ａ
項
に

よ
る
団
体
訴
訟
）。
提
訴
強
制
は
、
権
利
が
権
利
主
体
の
利
益
の
た
め
に

で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
公
的
利
害
の
擁
護
の
た
め
に
形
式
的
に
位
置
付
け

ら
れ
る
場
合
に
は
じ
め
て
、こ
の
者
に
及
ぼ
さ
れ
る（
Ｇ
ü
Ｋ
Ｇ
二
三
条
）。

法
定
代
理
人
お
よ
び
財
産
管
理
人
は
、
例
外
的
に
提
訴
強
制
に
服
す
る
に

す
ぎ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
訴
え
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
義
務
違
反
と
思

わ
れ
、
か
つ
国
家
的
な
監
督
の
利
益
が
私
的
利
益
に
優
越
す
る
場
合
に
当

て
は
ま
る
。
そ
の
よ
う
な
監
督
の
利
益
の
優
越
は
、
両
親
お
よ
び
遺
言
執

行
者
に
対
し
て
は
欠
け
て
い
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
そ
れ
は
後
見
人
、

保
護
人
（Pfleger

）
お
よ
び
破
産
管
財
人
に
対
し
て
は
与
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
概
観
は
、
今
日
の
法
状
態
の
叙
述
に
奉
仕
す
る
だ
け
で
は
な
く
、

法
政
策
的
考
察
に
と
っ
て
の
手
掛
か
り
を
も
与
え
る
。
国
家
は
、
従
来

よ
り
も
さ
ら
に
広
範
に
民
事
の
権
利
保
護
に
対
す
る
利
益
を
引
き
受
け

て
よ
い
の
か
と
い
う
問
い
は
、
そ
の
答
え
を
、
実
体
民
事
法
お
よ
び
憲

法
に
見
出
す
。
主
観
的
な
私
権
が
擁
護
さ
れ
、
承
認
さ
れ
る
と
こ
ろ
で

は
、
権
利
主
体
に
対
す
る
提
訴
強
制
は
排
除
さ
れ
る
。
法
定
代
理
人
お
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よ
び
管
理
人
（A

m
tsverw

alter

）
の
監
督
と
い
う
手
段
で
の
提
訴
強
制

は
、
監
督
の
利
益
が
私
的
利
益
に
優
越
す
る
場
合
に
は
じ
め
て
許
容
さ
れ

る
。
そ
の
場
合
で
も
ま
た
、
監
督
は
義
務
違
反
に
限
定
さ
れ
る
。
そ
れ

〔
＝
義
務
違
反
〕
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
は
、
管
理
の
利
益
で
測
ら
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
法
定
代
理
人
の
場
合
に
は
も
っ
ぱ
ら
被
後

見
人
（M

ündel

）
の
私
的
利
益
で
あ
り
、
遺
産
管
理
お
よ
び
相
続
財
産

破
産
（N

achlaßkonkurs
）
の
場
合
に
は
債
権
者
お
よ
び
財
産
の
所
有
者

（Verm
ögensinhaber

）
の
利
益
で
あ
る
。

　
関
係
人
ま
た
は
権
利
主
体
と
並
ぶ
第
三
者
の
提
訴
権
は
、
憲
法
上
要
求

さ
れ
る
私
的
権
利
関
係
の
保
護
の
た
め
に
個
々
人
の
自
由
が
制
約
に
服
す

る
場
合
に
は
じ
め
て
、
公
益
を
理
由
に
認
め
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
そ
こ

か
ら
婚
姻
の
保
護
の
た
め
に
定
め
ら
れ
た
婚
姻
法
二
四
条
に
よ
る
検
察
官

の
提
訴
権
お
よ
び
自
由
な
競
争
の
保
護
の
た
め
の
団
体
訴
訟
が
正
当
化
さ

れ
る
。
後
者
は
、
自
由
な
私
法
上
の
取
引
に
対
す
る
公
的
利
益
の
擁
護
を

自
律
し
た
私
法
上
の
主
体
に
委
託
す
る
こ
と
、
国
家
に
対
し
て
は
、
そ
れ

が
絶
対
必
要
な
と
こ
ろ
に
限
っ
て
そ
の
機
関
に
よ
っ
て
介
入
さ
せ
る
こ
と

が
全
く
も
っ
て
命
じ
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
に
せ
よ
、
合
目
的
的
で
あ
る

と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
最
後
に
、
い
か
な
る
範
囲
で
国
家
は
、
も
っ
ぱ
ら
権
利
主
体
の
保
護
に

奉
仕
し
、
公
共
の
利
害
に
は
奉
仕
し
な
い
主
観
的
な
私
権
の
行
使
に
利
害

関
係
を
持
つ
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
か
、
が
問
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

国
家
が
従
来
そ
の
よ
う
な
利
益
を
示
し
て
き
た
唯
一
の
事
例
は
、
家
内
労

働
法
二
五
条
お
よ
び
最
低
労
働
条
件
の
設
定
に
関
す
る
法
律
一
四
条
、
同

一
五
条
の
事
例
で
あ
る（
（22
（

。
社
会
的
従
属
（soziale A

bhängigkeit

）
が
権

利
行
使
を
妨
げ
う
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
れ
ら
諸
規
定
の
基
本
的
な

考
え
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
他
の
諸
事
例
に
も
当
て
は
ま
る
。
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
連
邦
労
働
裁
判
所（
（22
（

は
、
組
合
員
の
た
め
の
労
働
組
合
の
訴
訟

担
当
を
拒
絶
し
て
き
た（

（22
（

。
立
法
者
も
、
さ
ら
な
る
こ
れ
に
比
較
し
う
る
規

律
を
控
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
け
だ
し
、
家
内
労
働
法
二
五
条
お
よ
び

最
低
労
働
条
件
の
設
定
に
関
す
る
法
律
一
四
条
、
同
一
五
条
は
、
労
働
者

か
ら
あ
ら
ゆ
る
自
発
性
と
自
己
責
任
を
奪
う
労
働
者
の
後
見
を
含
ん
で
い

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
保
護
規
定
は
そ
こ
ま
で
は
行
か
な
い
。
そ

れ
ら
は
あ
る
人
の
保
護
の
た
め
に
請
求
権
を
付
与
し
、
ま
た
は
保
護
目
的

に
違
背
す
る
契
約
上
の
拘
束
を
無
効
と
宣
言
す
る
だ
け
で
満
足
す
る
。
あ

る
人
の
保
護
の
た
め
に
発
令
さ
れ
た
法
律
上
の
禁
止
の
違
背
は
、
た
し
か

に
契
約
を
無
効
な
ら
し
め
、
か
つ
保
護
さ
れ
る
べ
き
者
を
あ
ら
ゆ
る
合
意

に
対
す
る
拘
束
か
ら
解
放
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
し
て
保
護
さ
れ

た
者
は
、
そ
の
禁
止
を
自
ら
援
用
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
ら
れ
て
は
い
な

い
。
こ
の
者
の
保
護
は
、
職
権
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
自
ら

の
利
益
の
た
め
に
そ
れ
を
利
用
す
る
こ
と
を
申
し
出
る
の
で
あ
る（
（22
（

。
そ
れ

を
超
え
る
こ
と
は
、
せ
い
ぜ
い
意
図
さ
れ
た
保
護
が
、
国
家
に
よ
っ
て
監

視
さ
れ
る
場
合
に
の
み
付
与
さ
れ
う
る
に
す
ぎ
な
い
場
合
に
、
そ
の
き
っ

か
け
が
存
在
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
立
法
者
は
、
家
内
労
働
法
お
よ
び
最
低

労
働
条
件
の
設
定
に
関
す
る
法
律
の
前
述
し
た
諸
規
定
の
場
合
に
、
こ
の

点
か
ら
出
発
し
た
。
そ
れ
ら
は
労
働
官
庁
の
調
査
・
監
督
権
限
（
家
内
労

働
法
二
三
条
お
よ
び
最
低
労
働
条
件
の
設
定
に
関
す
る
法
律
一
二
条
）
と
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直
接
的
な
関
係
に
立
っ
て
い
る
。
家
内
労
働
の
特
殊
性
を
理
由
と
し
た
労

働
組
合
に
よ
る
保
護
と
最
低
労
働
条
件
の
設
定
に
関
す
る
法
律
に
お
い
て

前
提
と
さ
れ
た
協
約
の
不
存
在
（Tariflosiglkeit

）
と
い
う
保
護
は
十
分

で
は
な
い
の
で
、
こ
れ
ら
が
必
要
で
あ
る
。

　
他
の
全
て
の
諸
場
合
に
お
い
て
、
社
会
的
従
属
者
の
た
め
の
訴
訟
担
当

は
、
適
切
か
つ
必
然
的
な
保
護
の
手
段
で
は
な
い
。
労
働
契
約
の
形
成
の

た
め
の
労
働
組
合
の
関
与
は
、
労
働
協
約
の
当
事
者
に
よ
っ
て
守
ら
れ
る

契
約
自
由
の
要
件
と
し
て
の
機
会
の
平
等
の
回
復
に
奉
仕
す
る
。
労
働
協

約
に
よ
っ
て
目
指
さ
れ
た
労
働
者
の
保
護
は
、
そ
の
個
別
的
な
契
約
自
由

の
制
限
を
求
め
て
い
る
（
Ｔ
Ｖ
Ｇ
［
労
働
協
約
法
］
四
条
）。
し
か
し
、

労
働
協
約
法
も
労
働
協
約
も
労
働
組
合
に
、
監
視
と
い
う
手
段
で
協
約
の

遵
守
を
す
る
権
利
を
与
え
て
は
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
協
約
の
実
行
に

関
し
て
、
個
々
の
労
働
者
は
、
家
内
労
働
法
お
よ
び
最
低
労
働
条
件
の
設

定
に
関
す
る
法
律
が
付
与
し
て
い
る
保
護
を
享
受
し
て
い
な
い
。
労
働
組

合
が
監
督
機
関
（K

ontrollinstanz

）
と
し
て
使
用
者
よ
り
も
上
位
に
置

か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
労
働
組
合
は
協
約
当
事
者
で
あ
り
、
そ
れ

自
体
と
し
て
、
労
働
協
約
の
実
行
を
協
約
当
事
者
に
要
求
す
る
権
限
を
有

す
る
。
そ
れ
ゆ
え
家
内
労
働
法
二
三
条
お
よ
び
最
低
労
働
条
件
の
設
定
に

関
す
る
法
律
一
四
条
、
同
一
五
条
を
類
推
し
て
労
働
組
合
を
訴
訟
担
当
と

す
る
余
地
は
存
在
し
な
い
、
そ
こ
で
前
提
と
さ
れ
た
監
視
権
限
が
欠
け
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
労
働
者
は
、
実
際
的
な
経
験
が
示
す
よ
う
に
、
そ
の

よ
う
な
労
働
組
合
の
訴
訟
担
当
が
な
く
と
も
通
常
は
十
分
に
保
護
さ
れ
て

お
り
、
し
た
が
っ
て
権
利
行
使
に
関
し
て
後
見
を
必
要
と
し
な
い（
（22
（

と
い
う

こ
と
は
、
そ
れ
が
労
働
協
約
法
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
の
と
同
様
、
自

由
な
利
益
の
調
整
を
は
た
す
能
力
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
個
々
人
が
社
会
的
優
位
者
に
直
面
す
る
と
こ
ろ
で
、
そ
の
自
由
が
脅

か
さ
れ
害
さ
れ
る
と
い
う
危
険
に
対
し
て
は
、
立
法
者
は
、
個
々
人
の
自

由
お
よ
び
そ
れ
と
結
び
付
い
た
自
己
責
任
を
法
律
上
廃
棄
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
対
処
す
べ
き
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
国
家
は
、
自
由
を
脅
か
す

社
会
的
な
優
位
者
を
阻
止
す
る
た
め
に
、
常
に
こ
れ
と
は
別
な
手
段
を
用

意
す
べ
き
な
の
か
。
国
家
は
、
も
ち
ろ
ん
、
単
に
包
括
的
な
権
利
保
護
を

提
供
し
、
自
ら
が
裁
判
所
へ
の
出
訴
方
法
を
遮
ら
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
の

み
市
民
の
自
由
を
保
護
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
国
家
が
市
民
を
非
国

家
的
な
権
力
の
干
渉
か
ら
も
保
護
す
る
場
合
に
は
じ
め
て
国
家
が
他
の
基

本
権
も
保
障
す
る
よ
う
に
、
出
訴
手
段
の
保
障
も
、
そ
の
価
値
を
、
社
会

的
権
力
の
権
利
濫
用
に
よ
っ
て
妨
害
さ
れ
な
い
場
合
に
は
じ
め
て
獲
得
す

る
。
し
か
し
、
適
切
な
手
段
は
、
そ
う
し
た
諸
権
力
の
力
を
断
固
と
し
て

阻
止
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
権
利
の
行
使
に
際
し
て
市
民
の
全
面
的
な

後
見
に
そ
の
明
白
な
表
現
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
こ
の
権
力
へ
の
降
伏
で
は

な
い
。

ｂ
）
訴
訟
物
の
特
定；

Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
三
九
条

　
民
事
訴
訟
に
お
い
て
は
、
原
告
が
訴
訟
物
を
特
定
す
る
。
訴
え
を
提
起

す
る
か
否
か
と
時
期
だ
け
で
な
く
、
い
か
な
る
対
象
で
訴
訟
を
追
行
す
る

の
か
も
、
原
告
の
私
的
な
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

処
分
の
自
由
は
、
権
利
保
護
形
式
の
法
律
上
の
要
件
に
そ
の
限
界
を
見
出
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直
接
的
な
関
係
に
立
っ
て
い
る
。
家
内
労
働
の
特
殊
性
を
理
由
と
し
た
労

働
組
合
に
よ
る
保
護
と
最
低
労
働
条
件
の
設
定
に
関
す
る
法
律
に
お
い
て

前
提
と
さ
れ
た
協
約
の
不
存
在
（Tariflosiglkeit

）
と
い
う
保
護
は
十
分

で
は
な
い
の
で
、
こ
れ
ら
が
必
要
で
あ
る
。

　
他
の
全
て
の
諸
場
合
に
お
い
て
、
社
会
的
従
属
者
の
た
め
の
訴
訟
担
当

は
、
適
切
か
つ
必
然
的
な
保
護
の
手
段
で
は
な
い
。
労
働
契
約
の
形
成
の

た
め
の
労
働
組
合
の
関
与
は
、
労
働
協
約
の
当
事
者
に
よ
っ
て
守
ら
れ
る

契
約
自
由
の
要
件
と
し
て
の
機
会
の
平
等
の
回
復
に
奉
仕
す
る
。
労
働
協

約
に
よ
っ
て
目
指
さ
れ
た
労
働
者
の
保
護
は
、
そ
の
個
別
的
な
契
約
自
由

の
制
限
を
求
め
て
い
る
（
Ｔ
Ｖ
Ｇ
［
労
働
協
約
法
］
四
条
）。
し
か
し
、

労
働
協
約
法
も
労
働
協
約
も
労
働
組
合
に
、
監
視
と
い
う
手
段
で
協
約
の

遵
守
を
す
る
権
利
を
与
え
て
は
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
協
約
の
実
行
に

関
し
て
、
個
々
の
労
働
者
は
、
家
内
労
働
法
お
よ
び
最
低
労
働
条
件
の
設

定
に
関
す
る
法
律
が
付
与
し
て
い
る
保
護
を
享
受
し
て
い
な
い
。
労
働
組

合
が
監
督
機
関
（K

ontrollinstanz

）
と
し
て
使
用
者
よ
り
も
上
位
に
置

か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
労
働
組
合
は
協
約
当
事
者
で
あ
り
、
そ
れ

自
体
と
し
て
、
労
働
協
約
の
実
行
を
協
約
当
事
者
に
要
求
す
る
権
限
を
有

す
る
。
そ
れ
ゆ
え
家
内
労
働
法
二
三
条
お
よ
び
最
低
労
働
条
件
の
設
定
に

関
す
る
法
律
一
四
条
、
同
一
五
条
を
類
推
し
て
労
働
組
合
を
訴
訟
担
当
と

す
る
余
地
は
存
在
し
な
い
、
そ
こ
で
前
提
と
さ
れ
た
監
視
権
限
が
欠
け
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
労
働
者
は
、
実
際
的
な
経
験
が
示
す
よ
う
に
、
そ
の

よ
う
な
労
働
組
合
の
訴
訟
担
当
が
な
く
と
も
通
常
は
十
分
に
保
護
さ
れ
て

お
り
、
し
た
が
っ
て
権
利
行
使
に
関
し
て
後
見
を
必
要
と
し
な
い（
（22
（

と
い
う

こ
と
は
、
そ
れ
が
労
働
協
約
法
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
の
と
同
様
、
自

由
な
利
益
の
調
整
を
は
た
す
能
力
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
個
々
人
が
社
会
的
優
位
者
に
直
面
す
る
と
こ
ろ
で
、
そ
の
自
由
が
脅

か
さ
れ
害
さ
れ
る
と
い
う
危
険
に
対
し
て
は
、
立
法
者
は
、
個
々
人
の
自

由
お
よ
び
そ
れ
と
結
び
付
い
た
自
己
責
任
を
法
律
上
廃
棄
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
対
処
す
べ
き
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
国
家
は
、
自
由
を
脅
か
す

社
会
的
な
優
位
者
を
阻
止
す
る
た
め
に
、
常
に
こ
れ
と
は
別
な
手
段
を
用

意
す
べ
き
な
の
か
。
国
家
は
、
も
ち
ろ
ん
、
単
に
包
括
的
な
権
利
保
護
を

提
供
し
、
自
ら
が
裁
判
所
へ
の
出
訴
方
法
を
遮
ら
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
の

み
市
民
の
自
由
を
保
護
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
国
家
が
市
民
を
非
国

家
的
な
権
力
の
干
渉
か
ら
も
保
護
す
る
場
合
に
は
じ
め
て
国
家
が
他
の
基

本
権
も
保
障
す
る
よ
う
に
、
出
訴
手
段
の
保
障
も
、
そ
の
価
値
を
、
社
会

的
権
力
の
権
利
濫
用
に
よ
っ
て
妨
害
さ
れ
な
い
場
合
に
は
じ
め
て
獲
得
す

る
。
し
か
し
、
適
切
な
手
段
は
、
そ
う
し
た
諸
権
力
の
力
を
断
固
と
し
て

阻
止
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
権
利
の
行
使
に
際
し
て
市
民
の
全
面
的
な

後
見
に
そ
の
明
白
な
表
現
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
こ
の
権
力
へ
の
降
伏
で
は

な
い
。

ｂ
）
訴
訟
物
の
特
定；

Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
三
九
条

　
民
事
訴
訟
に
お
い
て
は
、
原
告
が
訴
訟
物
を
特
定
す
る
。
訴
え
を
提
起

す
る
か
否
か
と
時
期
だ
け
で
な
く
、
い
か
な
る
対
象
で
訴
訟
を
追
行
す
る

の
か
も
、
原
告
の
私
的
な
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

処
分
の
自
由
は
、
権
利
保
護
形
式
の
法
律
上
の
要
件
に
そ
の
限
界
を
見
出
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す
。
給
付
の
訴
え
は
、
原
則
的
に
現
在
の
給
付
を
求
め
る
訴
え
と
し
て
の

み
適
法
で
あ
る
。
将
来
の
給
付
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
五
七
条

－

二
五
九
条
の
特

別
の
要
件
の
下
で
は
じ
め
て
訴
求
さ
れ
う
る
。
確
認
の
訴
え
は
、
ま
さ
に

こ
の
権
利
保
護
形
式
に
対
す
る
法
的
利
益
を
必
要
と
し
て
い
る
。最
後
に
、

形
成
の
訴
え
は
、
法
律
の
中
で
予
定
さ
れ
た
場
合
に
の
み
適
法
で
あ
る
。

形
成
の
訴
え
に
と
っ
て
、
そ
も
そ
も
相
手
方
の
意
思
に
反
し
た
形
成
が
必

要
で
あ
る
と
い
う
要
件
は
共
通
で
あ
り
、
そ
れ
は
―
―
実
体
的
な
法
律
関

係
の
形
成
が
問
題
で
あ
る
限
り
で
は
―
―
と
り
わ
け
継
続
的
な
関
係
の
場

合
に
当
て
は
ま
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
形
成
の
訴
え
は
、
原
告
が
裁

判
外
で
の
形
成
の
表
示
に
よ
っ
て
法
律
関
係
の
変
更
を
自
ら
惹
起
す
る
こ

と
の
で
き
な
い
場
合
に
は
じ
め
て
予
定
さ
れ
て
い
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
権
利
保
護
は
、
原
告
が
こ
れ
を
そ
の
権
利
の
主
張
の
た

め
に
必
要
と
し
て
い
る
限
度
で
の
み
保
障
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
前
述
し
た
個
々
の
権
利
保
護
形
式
の
要
件
は
、
権
利
保
護
の
必

要
（R

echtsschtzbedürfnis

）
を
具
体
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

権
利
保
護
の
必
要
と
い
う
一
般
条
項
に
類
し
た
概
念
に
、
立
法
者
が
欲
し

た
以
上
に
制
限
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
権
利
保
護
の

必
要
は
、
法
律
の
目
的
に
反
し
た
権
利
保
護
制
度
の
濫
用
を
阻
止
す
る
こ

と
に
だ
け
奉
仕
し
う
る
に
す
ぎ
な
い（
（22
（

。

　
処
分
権
主
義
は
実
体
法
に
よ
っ
て
条
件
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
、
訴
訟

に
お
い
て
処
分
さ
れ
る
対
象
も
ま
た
実
体
法
に
合
致
し
て
設
定
さ
れ
な
く

て
は
な
ら
な
い（
（23
（

。
こ
の
こ
と
は
一
方
で
、
訴
訟
上
の
処
分
の
対
象
は
実
体

的
な
処
分
と
広
範
囲
で
一
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、
お
よ

び
他
方
で
、
訴
訟
物
は
、
当
事
者
が
こ
の
対
象
に
つ
い
て
実
体
法
上
処
分

す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
に
も
依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
ヤ
ウ
エ
ル
ニ
ヒ
（Jauernig

）（
（22
（

は
、
第
二
の
観

点
を
特
に
指
摘
し
て
い
た
。
彼
が
こ
の
問
題
を
弁
論
主
義
と
い
う
観
点
の

下
で
検
討
し
え
た
こ
と
は
、
緊
密
な
、
実
体
法
に
よ
っ
て
条
件
付
け
ら
れ

た
弁
論
主
義
と
処
分
権
主
義
の
間
の
関
係
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
正
当
に

も
ヤ
ウ
エ
ル
ニ
ヒ
は
、
婚
姻
無
効
訴
訟
に
お
い
て
、
訴
訟
物
は
形
成
原
因

に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
い
る（
（2（
（

。
無

効
確
認
の
訴
え
が
提
起
さ
れ
る
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
全
て
の
無
効
事

由
を
審
査
し
な
く
て
は
な
ら
な
い（
（22
（

。
し
か
し
、
も
し
当
事
者
が
訴
訟
物

に
つ
い
て
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
訴
訟
物
は
実
体
的

な
処
分
対
象
に
依
拠
し
て
定
義
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
限
り

で
、
ヤ
ウ
エ
ル
ニ
ヒ
の
見
解
と
私
の
結
論
と
の
間
に
は
何
ら
相
違
は
存

し
な
い
。
一
つ
の
論
争
点
の
み
が
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ヤ

ウ
エ
ル
ニ
ヒ（
（22
（

は
、
私
が
訴
訟
物
を
識
別
す
る
た
め
に
実
体
法
上
の
請
求

権
（A

nspruch

）
概
念
を
「
改
変
」
し
た
と
非
難
す
る
。
私
に
は
こ
の
点

に
は
誤
解
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
私
の
実
体
的
な
請
求
権
概
念
の
定

義
は
、
実
体
法
の
変
更
を
意
図
し
た
も
の
で
は
な
い
。
私
に
は
、
訴
訟
物

の
概
念
と
実
体
的
な
請
求
権
の
概
念
の
少
し
ば
か
り
の
見
か
け
上
の
矛
盾

を
解
決
す
る
こ
と
の
み
が
問
題
で
あ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
細
分
化
さ
れ
た

実
体
的
な
請
求
権
概
念
は
、
有
用
な
訴
訟
物
の
定
義
を
発
見
す
る
と
い
う

目
的
に
資
す
る
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
ま
ず
第
一
に
、
実
体
法

の
正
し
い
適
用
を
担
保
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
私
は
、
処
分
対
象
と
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し
て
の
請
求
権
は
消
滅
時
効
の
対
象
と
し
て
の
請
求
権
ま
た
は
包
摂
規
範

（Subsum
tionsnorm

）
と
し
て
の
請
求
権
と
は
異
な
る
も
の
と
し
て
識
別

さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
。
こ
れ
は
そ
れ
自
体
何

ら
新
し
い
こ
と
で
は
な
く
、
乗
客
の
事
故
に
基
づ
く
請
求
権
（
契
約
、
不

法
行
為
、
責
任
義
務
法
）
を
別
個
に
譲
渡
す
る
こ
と
を
当
然
の
こ
と
な
が

ら
認
め
な
い
従
来
の
判
例
お
よ
び
学
説
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
。
新
し

い
の
は
、
私
が
、
こ
れ
お
よ
び
別
の
帰
結
を
請
求
権
概
念
の
修
正
に
よ
っ

て
擁
護
し
よ
う
と
し
た
こ
と
の
み
で
あ
る
。

　
ヤ
ウ
エ
ル
ニ
ヒ（
（22
（

が
、訴
訟
物
は
職
権
探
知
主
義
（Inquisitionsm

axim
e

）

へ
移
行
す
る
場
合
に
は
変
わ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
か

ら
、
こ
れ
に
よ
っ
て
訴
訟
物
概
念
に
と
っ
て
の
確
固
た
る
基
礎
を
獲
得
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
場
合
、
何
よ
り
も
こ
れ
に
対
し
て
は
、
第

一
に
、
私
は
現
行
法
を
叙
述
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
乗
客
の
事

故
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
は
弁
論
主
義
を
伴
っ
た
民
事
訴
訟
に
お
い

て
訴
求
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
、
し
か
し
他
方
で
、
処
分
権
主
義
か
ら
官
憲

主
義
（O

ffi
zialprinzip

）
へ
の
移
行
お
よ
び
弁
論
主
義
か
ら
職
権
探
知
主

義
へ
の
移
行
は
、
立
法
者
の
自
由
な
処
分
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
と
い
う
異
議
が
唱
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
も
、
法
律
が

主
観
的
な
私
権
を
め
ぐ
る
争
い
に
つ
い
て
官
憲
主
義
と
職
権
探
知
主
義
を

伴
っ
た
手
続
を
導
入
し
よ
う
と
す
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
実
体
法
へ
の
重
要

な
反
射
的
効
果
を
持
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
主
観
的
権
利
の
概
念
は

変
更
さ
れ
、
処
分
の
自
由
は
広
範
に
廃
棄
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な

い
か
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
実
体
的
請
求
権
概
念
の
新
た
な
定
義
と
識
別
が

必
要
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
し
た
が
っ
て
、
職
権
探
知
主
義
を
弁
論
主

義
に
よ
っ
て
置
き
換
え
た
プ
ロ
イ
セ
ン
諸
国
家
の
た
め
の
一
般
裁
判
所
法

（allgem
eine G

erichtsordnung für die preußischen Staaten

）
の
改
正
も

ま
た
、
立
法
者
の
恣
意
の
行
為
で
は
な
く
、
立
法
者
に
と
っ
て
主
観
的
権

利
の
機
能
と
本
質
に
よ
っ
て
強
い
ら
れ
た
必
然
的
な
修
正
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
そ
の
限
界
内
に
前
述
し
た
訴
訟
物
を
設
定
す
る
と
い
う
自
由（
（22
（

に
よ
っ
て
、
原
告
に
は
そ
の
権
利
追
求
の
正
当
性
と
合
目
的
性
に
つ
い
て

の
責
任
も
ま
た
課
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
責
任
は
、
裁
判
長
に
当
事

者
が
適
切
な
申
立
て
を
定
立
す
る
よ
う
に
働
き
か
け
る
よ
う
義
務
付
け
る

Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
三
九
条
に
よ
っ
て
緩
和
さ
れ
る
。
訴
訟
法
と
実
体
法
の
関
係
に

と
っ
て
、
改
正
立
法
（N

ovellengesetzgebung

）
に
お
け
る
こ
の
規
定

の
成
立
史
は
と
り
わ
け
興
味
深
い
。
当
初
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
裁
判
長
は

「
問
い
を
通
じ
て
不
明
瞭
な
申
立
て
が
説
明
…
…
さ
れ
る
よ
う
に
働
き
か

け
る
」
だ
け
で
あ
っ
た
（
一
八
七
七
年
の
Ｃ
Ｐ
Ｏ
一
三
〇
条
、
一
八
九
八

年
の
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
三
九
条
）。
し
た
が
っ
て
、
法
律
は
、
訴
え
の
申
立
て
の

選
択
は
当
事
者
の
み
に
委
ね
ら
れ
、
当
事
者
の
み
が
そ
れ
に
つ
き
責
任
を

負
う
と
い
う
こ
と
か
ら
出
発
し
て
い
た
。
裁
判
官
は
、
よ
り
よ
い
定
式
を

促
す
こ
と
す
ら
で
き
ず
、
問
い
を
通
じ
て
不
明
瞭
を
除
去
す
る
こ
と
の
み

が
許
さ
れ
た
。
区
裁
判
所
の
訴
訟
で
は
こ
れ
と
は
別
の
こ
と
が
妥
当
し
て

い
た
。
こ
こ
で
は
裁
判
所
は
当
初
か
ら
「
当
事
者
が
…
…
事
案
に
適
し

た
（sachdienlich

）
申
立
て
を
な
す
よ
う
に
働
き
か
け
」
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
（
一
八
七
七
年
の
Ｃ
Ｐ
Ｏ
四
六
四
条
、
一
八
九
八
年
の
Ｚ
Ｐ
Ｏ

五
〇
三
条
、
一
九
〇
九
年
の
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
〇
二
条
）。
法
律
は
こ
こ
で
は
、
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し
て
の
請
求
権
は
消
滅
時
効
の
対
象
と
し
て
の
請
求
権
ま
た
は
包
摂
規
範

（Subsum
tionsnorm

）
と
し
て
の
請
求
権
と
は
異
な
る
も
の
と
し
て
識
別

さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
。
こ
れ
は
そ
れ
自
体
何

ら
新
し
い
こ
と
で
は
な
く
、
乗
客
の
事
故
に
基
づ
く
請
求
権
（
契
約
、
不

法
行
為
、
責
任
義
務
法
）
を
別
個
に
譲
渡
す
る
こ
と
を
当
然
の
こ
と
な
が

ら
認
め
な
い
従
来
の
判
例
お
よ
び
学
説
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
。
新
し

い
の
は
、
私
が
、
こ
れ
お
よ
び
別
の
帰
結
を
請
求
権
概
念
の
修
正
に
よ
っ

て
擁
護
し
よ
う
と
し
た
こ
と
の
み
で
あ
る
。

　
ヤ
ウ
エ
ル
ニ
ヒ（
（22
（

が
、訴
訟
物
は
職
権
探
知
主
義
（Inquisitionsm

axim
e

）

へ
移
行
す
る
場
合
に
は
変
わ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
か

ら
、
こ
れ
に
よ
っ
て
訴
訟
物
概
念
に
と
っ
て
の
確
固
た
る
基
礎
を
獲
得
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
場
合
、
何
よ
り
も
こ
れ
に
対
し
て
は
、
第

一
に
、
私
は
現
行
法
を
叙
述
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
乗
客
の
事

故
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
は
弁
論
主
義
を
伴
っ
た
民
事
訴
訟
に
お
い

て
訴
求
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
、
し
か
し
他
方
で
、
処
分
権
主
義
か
ら
官
憲

主
義
（O

ffi
zialprinzip

）
へ
の
移
行
お
よ
び
弁
論
主
義
か
ら
職
権
探
知
主

義
へ
の
移
行
は
、
立
法
者
の
自
由
な
処
分
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
と
い
う
異
議
が
唱
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
も
、
法
律
が

主
観
的
な
私
権
を
め
ぐ
る
争
い
に
つ
い
て
官
憲
主
義
と
職
権
探
知
主
義
を

伴
っ
た
手
続
を
導
入
し
よ
う
と
す
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
実
体
法
へ
の
重
要

な
反
射
的
効
果
を
持
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
主
観
的
権
利
の
概
念
は

変
更
さ
れ
、
処
分
の
自
由
は
広
範
に
廃
棄
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な

い
か
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
実
体
的
請
求
権
概
念
の
新
た
な
定
義
と
識
別
が

必
要
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
し
た
が
っ
て
、
職
権
探
知
主
義
を
弁
論
主

義
に
よ
っ
て
置
き
換
え
た
プ
ロ
イ
セ
ン
諸
国
家
の
た
め
の
一
般
裁
判
所
法

（allgem
eine G

erichtsordnung für die preußischen Staaten

）
の
改
正
も

ま
た
、
立
法
者
の
恣
意
の
行
為
で
は
な
く
、
立
法
者
に
と
っ
て
主
観
的
権

利
の
機
能
と
本
質
に
よ
っ
て
強
い
ら
れ
た
必
然
的
な
修
正
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
そ
の
限
界
内
に
前
述
し
た
訴
訟
物
を
設
定
す
る
と
い
う
自
由（
（22
（

に
よ
っ
て
、
原
告
に
は
そ
の
権
利
追
求
の
正
当
性
と
合
目
的
性
に
つ
い
て

の
責
任
も
ま
た
課
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
責
任
は
、
裁
判
長
に
当
事

者
が
適
切
な
申
立
て
を
定
立
す
る
よ
う
に
働
き
か
け
る
よ
う
義
務
付
け
る

Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
三
九
条
に
よ
っ
て
緩
和
さ
れ
る
。
訴
訟
法
と
実
体
法
の
関
係
に

と
っ
て
、
改
正
立
法
（N

ovellengesetzgebung

）
に
お
け
る
こ
の
規
定

の
成
立
史
は
と
り
わ
け
興
味
深
い
。
当
初
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
裁
判
長
は

「
問
い
を
通
じ
て
不
明
瞭
な
申
立
て
が
説
明
…
…
さ
れ
る
よ
う
に
働
き
か

け
る
」
だ
け
で
あ
っ
た
（
一
八
七
七
年
の
Ｃ
Ｐ
Ｏ
一
三
〇
条
、
一
八
九
八

年
の
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
三
九
条
）。
し
た
が
っ
て
、
法
律
は
、
訴
え
の
申
立
て
の

選
択
は
当
事
者
の
み
に
委
ね
ら
れ
、
当
事
者
の
み
が
そ
れ
に
つ
き
責
任
を

負
う
と
い
う
こ
と
か
ら
出
発
し
て
い
た
。
裁
判
官
は
、
よ
り
よ
い
定
式
を

促
す
こ
と
す
ら
で
き
ず
、
問
い
を
通
じ
て
不
明
瞭
を
除
去
す
る
こ
と
の
み

が
許
さ
れ
た
。
区
裁
判
所
の
訴
訟
で
は
こ
れ
と
は
別
の
こ
と
が
妥
当
し
て

い
た
。
こ
こ
で
は
裁
判
所
は
当
初
か
ら
「
当
事
者
が
…
…
事
案
に
適
し

た
（sachdienlich

）
申
立
て
を
な
す
よ
う
に
働
き
か
け
」
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
（
一
八
七
七
年
の
Ｃ
Ｐ
Ｏ
四
六
四
条
、
一
八
九
八
年
の
Ｚ
Ｐ
Ｏ

五
〇
三
条
、
一
九
〇
九
年
の
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
〇
二
条
）。
法
律
は
こ
こ
で
は
、
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法
的
に
無
知
な
、
弁
護
士
に
よ
っ
て
代
理
さ
れ
て
い
な
い
当
事
者
が
、
し

ば
し
ば
そ
の
申
立
て
を
正
し
い
形
式
で
行
い
、
か
つ
提
出
さ
れ
た
事
実
か

ら
正
し
い
法
的
推
論
を
引
き
出
す
状
態
に
は
な
い
こ
と
を
顧
慮
し
て
い

た
。
正
当
な
申
立
て
は
、
就
中
、
人
が
原
則
と
し
て
法
の
適
用
は
裁
判
所

の
事
柄
だ
と
い
う
こ
と
か
ら
出
発
し
た
と
し
て
も
、
と
に
か
く
法
的
に
無

知
な
当
事
者
に
は
期
待
し
え
な
い
法
知
識
を
前
提
と
し
て
い
る（
（22
（

。他
方
で
、

弁
護
士
訴
訟
に
お
い
て
は
当
事
者
に
そ
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
完
全
な
責

任
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
し
か
し
Ｚ
Ｐ
Ｏ
の
訴
訟
観
念
に

本
質
的
に
は
も
は
や
合
致
し
な
い
ア
ク
チ
オ
法
的
思
考
の
残
滓
だ
と
説
明

さ
れ
る
。
け
だ
し
、
ア
ク
チ
オ
法
的
な
図シ
ェ
ー
マ式
は
、
―
―
も
し
そ
れ
が
機
能

す
べ
き
で
あ
れ
ば
―
―
古
典
期
の
ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
よ
う
に
、
法
適
用

に
責
任
を
負
っ
た
法
務
官
が
ア
ク
チ
オ
を
付
与
す
る
と
い
う
こ
と
、
あ
る

い
は
、
当
事
者
が
法
適
用
に
つ
い
て
も
責
任
を
引
き
受
け
る
と
い
う
こ
と

の
い
ず
れ
か
を
前
提
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る（
（22
（

。
そ
れ
ゆ
え
一
九
二
四
年

の
改
正
が
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
三
九
条
に
今
日
の
形
式
を
与
え
た
こ
と
、
お
よ
び
、

そ
れ
に
伴
い
弁
護
士
訴
訟
に
お
い
て
も
裁
判
長
に
事
案
に
適
し
た
申
立
て

を
促
す
よ
う
に
義
務
付
け
た
と
い
う
こ
と
だ
け
は
首
尾
一
貫
し
て
い
る
。

け
だ
し
、
弁
護
士
に
よ
っ
て
代
理
さ
れ
た
当
事
者
も
、
わ
れ
わ
れ
の
訴
訟

法
に
よ
れ
ば
正
し
い
法
の
適
用
に
つ
い
て
の
責
任
を
引
き
受
け
て
は
い
な

い
か
ら
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
そ
の
今
日
的
な
形
式
に
お
け
る
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
三
九
条
お
よ

び
区
裁
判
所
の
訴
訟
に
お
け
る
そ
の
先
駆
は
、
当
事
者
の
意
思
に
正
し
い

形
式
を
与
え
、
当
事
者
に
そ
の
事
実
陳
述
か
ら
の
法
的
推
論
を
し
っ
か
り

理
解
さ
せ（
（22
（

、
そ
れ
に
よ
っ
て
当
事
者
が
法
の
知
識
を
も
っ
て
現
実
に
臨
む

申
立
て
に
つ
い
て
決
断
す
る
こ
と
に
奉
仕
す
る
の
み
で
あ
る
べ
き
で
あ

る
。
こ
れ
と
は
逆
に
、
そ
れ
は
裁
判
官
に
、
当
事
者
の
意
思
を
操
縦
し
、

裁
判
官
が
彼
の
側
で
合
理
的
だ
と
考
え
る
何
か
を
申
し
立
て
る
よ
う
に
勧

め
る
と
い
う
方
法
で
当
事
者
を
後
見
す
る
き
っ
か
け
を
与
え
る
も
の
で
は

な
い
。
当
事
者
の
意
思
が
主
観
的
な
私
権
の
行
使
に
つ
い
て
決
断
す
べ
き

な
の
で
あ
り
、
裁
判
官
の
理
性
に
よ
っ
て
代
替
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。

　
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
三
九
条
が
、
事
案
に
適
し
た
申
立
て
を
促
す
こ
と
の
み
を
裁

判
官
に
許
容
す
る
が
、
し
か
し
、
当
事
者
の
申
立
て
を
事
案
に
適
し
た
申

立
て
に
よ
っ
て
代
替
し
、
あ
る
い
は
、
当
事
者
に
申
立
て
の
変
更
へ
と
強

い
る
こ
と
は
許
容
し
な
い
こ
と
は
、こ
れ
に
対
応
し
て
い
る
。
裁
判
官
は
、

問
い
と
法
的
な
指
摘
に
よ
っ
て
の
み
事
案
に
適
し
た
申
立
て
を
促
す
こ
と

が
で
き
る
。
当
事
者
が
示
唆
に
従
わ
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
変
更
さ
れ
な

い
申
立
て
に
つ
い
て
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
Ｚ
Ｐ

Ｏ
一
三
九
条
は
、
処
分
権
主
義
の
破
壊
を
含
む
も
の
で
は
な
く
、
当
事
者

に
正
し
く
処
分
す
る
よ
う
援
助
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
当
事
者
を
処
分
権
主

義
が
法
的
に
無
知
な
、
ま
た
は
誤
っ
て
助
言
さ
れ
た
当
事
者
に
惹
起
す
る

危
険
か
ら
守
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
三
九
条
が

裁
判
官
に
認
め
た
権
限
の
限
界
を
処
分
権
主
義
に
よ
っ
て
決
定
し
よ
う
と

す
る
の
は（
（23
（

正
し
く
な
い
。
け
だ
し
、
そ
の
申
立
て
を
維
持
す
る
か
、
あ
る

い
は
裁
判
所
が
事
案
に
適
し
て
い
る
と
考
え
る
申
立
て
を
す
る
か
に
つ
い

て
は
、
常
に
当
事
者
が
決
断
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
処
分
権
主
義
は
、
最
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大
限
に
広
い
解
釈
に
よ
る
場
合
も
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
三
九
条
に
よ
っ
て
侵
さ
れ

る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
処
分
権
主
義
が
Ｚ
Ｐ
Ｏ

一
三
九
条
を
限
界
付
け
る
の
で
は
な
い
。
同
条
の
適
用
領
域
に
と
っ
て
決

定
的
な
の
は
、
む
し
ろ
い
か
な
る
範
囲
で
法
律
は
当
事
者
か
ら
誤
っ
た
申

立
て
の
リ
ス
ク
を
排
除
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
で
あ
る
。

　
こ
の
問
題
は
、
公
式
の
理
由
書（
（22
（

の
中
で
表
明
さ
れ
た
目
的
で
も
っ
て
は

な
お
十
分
に
は
解
答
さ
れ
て
い
な
い
。
け
だ
し
、
も
し
当
事
者
に
そ
の
事

実
陳
述
か
ら
の
法
的
推
論
を
し
っ
か
り
理
解
さ
せ
、
こ
れ
に
よ
り
当
事
者

か
ら
法
律
状
態
の
誤
っ
た
評
価
の
リ
ス
ク
を
排
除
す
る
こ
と
が
問
題
で
あ

る
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
三
九
条
が
裁
判
官
に
、
事
実
関
係
の

検
討
と
事
案
に
適
し
た
問
い
か
け
に
よ
る
事
実
の
解
明
に
協
力
す
る
こ
と

を
も
義
務
付
け
て
い
る
こ
と
を
よ
く
よ
く
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
し
か
し
、
裁
判
官
が
よ
り
広
範
に
事
案
の
検
討
の
弓
を
引
き
絞
れ
ば

絞
る
ほ
ど
、
当
事
者
の
事
実
陳
述
は
広
範
と
な
り
う
る
し
、
よ
り
多
く
の

手
掛
か
り
が
事
案
に
適
し
た
申
立
て
の
変
更
の
示
唆
の
た
め
に
判
明
し
う

る
。
事
実
の
解
明
が
訴
訟
物
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
る
と
い
う
大
ま
か
な
規

律
（Faustform

el

）
は
、
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
の
助
け
に
は
な
ら
な
い
。

け
だ
し
、
も
し
裁
判
官
が
、
当
事
者
が
訴
訟
物
を
事
案
に
適
し
た
形
で
特

定
し
た
か
ど
う
か
を
気
に
か
け
る
べ
き
で
あ
れ
ば
、
裁
判
官
は
事
実
を
検

討
す
る
に
お
い
て
、
原
告
の
、
事
案
に
即
さ
な
い
可
能
性
の
あ
る
申
立
て

に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
三
九
条
の
解
釈
が
も
た
ら
す
困
難
は
、
大
審
院
お
よ
び

連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
例
に
印
象
深
く
反
映
さ
れ
て
い
る
。
原
告
に
新
た

な
申
立
原
因
を
付
与
し
、
訴
え
の
変
更
を
促
す
こ
と
を
裁
判
官
に
許
容
し

よ
う
と
し
な
い
裁
判（
（2（
（

は
、
他
の
、
事
実
審
の
裁
判
官
は
適
切
な
訴
え
の
変

更
を
示
唆
し
、
こ
の
目
的
の
た
め
に
事
実
関
係
を
さ
ら
に
解
明
す
る
義
務

を
負
っ
て
い
る
と
い
う
裁
判（
（22
（

と
、
そ
れ
ぞ
れ
無
関
係
に
並
立
し
て
い
る
。

　
人
が
「
事
案
に
適
し
た
（sachdienlich

）」
と
い
う
文
言
の
解
釈
に
従

事
す
る
場
合
に
、
同
様
の
矛
盾
に
直
面
す
る
。
そ
れ
は
一
方
で
は
客
観
的

に
解
釈
さ
れ
る（
（22
（

。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
客
観
的
な
司
法
の
利
益
に
よ
れ
ば
い

か
な
る
申
立
て
が
合
目
的
で
あ
る
か
が
問
題
で
あ
る
。
人
が
、
訴
訟
目
的

を
促
進
す
る
あ
ら
ゆ
る
申
立
て
を
事
案
に
適
し
て
い
る
と
み
な
し（
（22
（

、
客
観

法
の
実
現
を
訴
訟
目
的
と
み
な
す（

（22
（

の
は
同
一
の
線
上
に
あ
る
。そ
の
場
合
、

紛
争
を
当
事
者
に
一
つ
の
法
的
争
訟
の
中
で
解
決
し
、
新
た
な
訴
訟
を
で

き
る
だ
け
予
防
す
る
申
立
て
を
原
告
に
促
す
の
が
妥
当
で
あ
る（
（22
（

。
し
か
し

他
方
で
、「
事
案
に
適
し
た
」
と
い
う
文
言
の
主
観
的
解
釈
、
し
た
が
っ

て
申
立
て
を
な
し
た
者
の
保
護
と
利
益
の
み
に
目
を
向
け
る
解
釈
が
擁
護

さ
れ
て
い
る（
（22
（

。

　
こ
の
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
三
九
条
の
解
釈
に
お
け
る
矛
盾
は
、
人
が
裁
判
所
と
当

事
者
の
責
任
領
域
を
正
し
く
限
界
付
け
る
と
き
に
は
じ
め
て
取
り
除
か
れ

る
。
原
告
は
、
彼
に
帰
属
す
る
権
利
を
訴
訟
上
行
使
し
よ
う
と
す
る
の
か

否
か
を
決
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
、
い
か
な
る
権
利
が
彼

に
は
被
告
に
対
し
て
帰
属
し
て
い
る
の
か
を
知
る
必
要
は
な
い
。
そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
五
三
条
に
よ
っ
て
、
原
告
は
訴
訟
を
一
定
の
申

立
て
に
よ
っ
て
開
始
す
る
よ
う
に
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
と
す
る
な
ら

ば
、
法
律
は
、
当
面
の
と
こ
ろ
、
原
告
に
し
ば
し
ば
彼
に
期
待
さ
れ
う
る
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大
限
に
広
い
解
釈
に
よ
る
場
合
も
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
三
九
条
に
よ
っ
て
侵
さ
れ

る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
処
分
権
主
義
が
Ｚ
Ｐ
Ｏ

一
三
九
条
を
限
界
付
け
る
の
で
は
な
い
。
同
条
の
適
用
領
域
に
と
っ
て
決

定
的
な
の
は
、
む
し
ろ
い
か
な
る
範
囲
で
法
律
は
当
事
者
か
ら
誤
っ
た
申

立
て
の
リ
ス
ク
を
排
除
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
で
あ
る
。

　
こ
の
問
題
は
、
公
式
の
理
由
書（
（22
（

の
中
で
表
明
さ
れ
た
目
的
で
も
っ
て
は

な
お
十
分
に
は
解
答
さ
れ
て
い
な
い
。
け
だ
し
、
も
し
当
事
者
に
そ
の
事

実
陳
述
か
ら
の
法
的
推
論
を
し
っ
か
り
理
解
さ
せ
、
こ
れ
に
よ
り
当
事
者

か
ら
法
律
状
態
の
誤
っ
た
評
価
の
リ
ス
ク
を
排
除
す
る
こ
と
が
問
題
で
あ

る
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
三
九
条
が
裁
判
官
に
、
事
実
関
係
の

検
討
と
事
案
に
適
し
た
問
い
か
け
に
よ
る
事
実
の
解
明
に
協
力
す
る
こ
と

を
も
義
務
付
け
て
い
る
こ
と
を
よ
く
よ
く
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
し
か
し
、
裁
判
官
が
よ
り
広
範
に
事
案
の
検
討
の
弓
を
引
き
絞
れ
ば

絞
る
ほ
ど
、
当
事
者
の
事
実
陳
述
は
広
範
と
な
り
う
る
し
、
よ
り
多
く
の

手
掛
か
り
が
事
案
に
適
し
た
申
立
て
の
変
更
の
示
唆
の
た
め
に
判
明
し
う

る
。
事
実
の
解
明
が
訴
訟
物
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
る
と
い
う
大
ま
か
な
規

律
（Faustform

el

）
は
、
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
の
助
け
に
は
な
ら
な
い
。

け
だ
し
、
も
し
裁
判
官
が
、
当
事
者
が
訴
訟
物
を
事
案
に
適
し
た
形
で
特

定
し
た
か
ど
う
か
を
気
に
か
け
る
べ
き
で
あ
れ
ば
、
裁
判
官
は
事
実
を
検

討
す
る
に
お
い
て
、
原
告
の
、
事
案
に
即
さ
な
い
可
能
性
の
あ
る
申
立
て

に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
三
九
条
の
解
釈
が
も
た
ら
す
困
難
は
、
大
審
院
お
よ
び

連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
例
に
印
象
深
く
反
映
さ
れ
て
い
る
。
原
告
に
新
た

な
申
立
原
因
を
付
与
し
、
訴
え
の
変
更
を
促
す
こ
と
を
裁
判
官
に
許
容
し

よ
う
と
し
な
い
裁
判（
（2（
（

は
、
他
の
、
事
実
審
の
裁
判
官
は
適
切
な
訴
え
の
変

更
を
示
唆
し
、
こ
の
目
的
の
た
め
に
事
実
関
係
を
さ
ら
に
解
明
す
る
義
務

を
負
っ
て
い
る
と
い
う
裁
判（
（22
（

と
、
そ
れ
ぞ
れ
無
関
係
に
並
立
し
て
い
る
。

　
人
が
「
事
案
に
適
し
た
（sachdienlich

）」
と
い
う
文
言
の
解
釈
に
従

事
す
る
場
合
に
、
同
様
の
矛
盾
に
直
面
す
る
。
そ
れ
は
一
方
で
は
客
観
的

に
解
釈
さ
れ
る（
（22
（

。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
客
観
的
な
司
法
の
利
益
に
よ
れ
ば
い

か
な
る
申
立
て
が
合
目
的
で
あ
る
か
が
問
題
で
あ
る
。
人
が
、
訴
訟
目
的

を
促
進
す
る
あ
ら
ゆ
る
申
立
て
を
事
案
に
適
し
て
い
る
と
み
な
し（
（22
（

、
客
観

法
の
実
現
を
訴
訟
目
的
と
み
な
す（

（22
（

の
は
同
一
の
線
上
に
あ
る
。そ
の
場
合
、

紛
争
を
当
事
者
に
一
つ
の
法
的
争
訟
の
中
で
解
決
し
、
新
た
な
訴
訟
を
で

き
る
だ
け
予
防
す
る
申
立
て
を
原
告
に
促
す
の
が
妥
当
で
あ
る（
（22
（

。
し
か
し

他
方
で
、「
事
案
に
適
し
た
」
と
い
う
文
言
の
主
観
的
解
釈
、
し
た
が
っ

て
申
立
て
を
な
し
た
者
の
保
護
と
利
益
の
み
に
目
を
向
け
る
解
釈
が
擁
護

さ
れ
て
い
る（
（22
（

。

　
こ
の
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
三
九
条
の
解
釈
に
お
け
る
矛
盾
は
、
人
が
裁
判
所
と
当

事
者
の
責
任
領
域
を
正
し
く
限
界
付
け
る
と
き
に
は
じ
め
て
取
り
除
か
れ

る
。
原
告
は
、
彼
に
帰
属
す
る
権
利
を
訴
訟
上
行
使
し
よ
う
と
す
る
の
か

否
か
を
決
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
、
い
か
な
る
権
利
が
彼

に
は
被
告
に
対
し
て
帰
属
し
て
い
る
の
か
を
知
る
必
要
は
な
い
。
そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
五
三
条
に
よ
っ
て
、
原
告
は
訴
訟
を
一
定
の
申

立
て
に
よ
っ
て
開
始
す
る
よ
う
に
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
と
す
る
な
ら

ば
、
法
律
は
、
当
面
の
と
こ
ろ
、
原
告
に
し
ば
し
ば
彼
に
期
待
さ
れ
う
る
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以
上
の
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
三
九
条
が
こ
れ
を
是
正
す
べ

き
で
あ
る
。
か
く
し
て
こ
の
規
定
の
正
し
い
適
用
は
、
そ
れ
が
特
定
の
な

い
訴
え
の
申
立
て
の
許
容
を
必
然
的
に
伴
い
う
る
こ
と
に
な
る
よ
う
な
、

Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
五
三
条
の
不
適
切
な
違
背
を
阻
止
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
原
告

に
は
、
訴
え
の
申
立
て
に
よ
っ
て
訴
訟
の
目
標
を
、
さ
し
あ
た
っ
て
概
要

を
略
述
し
、
し
た
が
っ
て
訴
状
の
中
で
は
、
訴
訟
に
お
い
て
追
求
し
よ
う

と
す
る
利
益
を
裁
判
所
と
相
手
方
に
明
示
す
る
以
上
の
こ
と
は
要
求
さ
れ

え
な
い
。
訴
え
の
申
立
て
を
最
終
的
に
定
式
化
す
る
に
あ
た
り
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ

一
三
九
条
に
よ
り
、
裁
判
所
は
協
力
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ

と
は
、
法
律
状
態
が
ま
す
ま
す
困
難
か
つ
見
通
し
の
利
か
な
い
も
の
に
な

れ
ば
な
る
ほ
ど
、
一
層
強
く
必
要
に
な
る
。
例
え
ば
、
原
告
が
瑕
疵
あ
る

物
の
た
め
に
支
払
っ
た
売
買
代
金
の
返
還
を
請
求
す
る
場
合
、裁
判
官
は
、

原
告
が
被
告
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
取
引
約
款
か
ら
明
ら
か
に
な
る
契
約

解
除
（W

andlung

）
の
排
除
を
見
落
と
し
て
、
契
約
解
除
に
代
え
て
取

引
約
款
の
中
で
謳
わ
れ
た
修
補
を
要
求
す
る
意
図
な
の
か
ど
う
か
を
問
い

か
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
原
告
は
そ
の
場
合
に
、
取
引
約
款
は
契
約
内

容
に
な
っ
て
い
な
い
、
ま
た
は
無
効
で
あ
る
と
考
え
、
そ
れ
ゆ
え
に
売
買

代
金
の
返
還
を
言
い
張
っ
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
修
補
請
求
権
に
移

行
す
る
の
か
ど
う
か
を
説
明
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
―
―
原
告
が
物
の
引

渡
し
を
請
求
し
、
被
告
が
自
身
の
占
有
を
否
認
す
る
が
、
原
告
は
証
拠
申

出
を
し
な
い
場
合
、
裁
判
官
は
、
こ
の
当
事
者
が
彼
に
は
非
占
有
者
に
対

し
て
引
渡
請
求
権
は
帰
属
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
か
ら
出
発
し
う
る
の
で
あ
れ
ば
、
裁
判
官
の
指
摘
は
必
要
で
は
な
い
。

し
か
し
、
そ
の
当
事
者
が
こ
の
こ
と
を
知
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
裁
判
官

は
当
事
者
を
教
示
し
、
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
意
図
な
の
か
ど
う
か
を
問

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（
（22
（

。

　
し
た
が
っ
て
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
三
九
条
の
解
明
義
務
は
、
法
律
効
果
が
原

告
に
と
っ
て
不
明
確
で
あ
る
に
応
じ
て
強
化
さ
れ
る
。
そ
の
際
に
、
人

は
、
弁
護
士
は
法
律
効
果
を
知
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
そ

れ
ゆ
え
に
弁
護
士
訴
訟
で
は
原
則
的
に
事
案
に
適
し
た
申
立
て
の
指
摘
は

必
要
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
出
発
し
て
は
な
ら
な
い
。
弁
護
士
も
ま

た
法
律
効
果
を
見
通
し
え
な
い
一
連
の
事
例
が
存
在
す
る
。
こ
の
こ
と
は

と
り
わ
け
法
的
争
訟
が
法
創
造
的
な
判
決
に
よ
っ
て
裁
判
さ
れ
る
場
合
に

妥
当
す
る
。
と
に
か
く
第
一
次
大
戦
直
後
に
お
い
て
―
―
た
と
え
今
日
に

お
い
て
も
な
お
そ
う
で
は
な
い
と
し
て
も
―
―
裁
判
所
が
行
為
基
礎
の
喪

失
の
場
合
に
解
除
を
許
容
す
る
か
、
あ
る
い
は
契
約
を
適
応
さ
せ
る
こ
と

が
事
案
に
適
し
て
い
る
と
考
え
る
で
あ
ろ
う
か
を
予
め
知
っ
て
い
る
こ
と

を
弁
護
士
に
期
待
し
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
誤
っ
た
申
立
て
の

リ
ス
ク
を
、
人
は
弁
護
士
に
負
わ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い（
（23
（

。
人
は
、
い
か

な
る
事
実
に
関
す
る
事
情
を
裁
判
官
が
創
造
さ
れ
た
法
に
と
っ
て
重
要
と

み
な
す
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
を
弁
護
士
が
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を

期
待
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
裁
判
官
は
、
提
出
さ
れ
た
事
実

関
係
に
し
た
が
っ
て
事
案
に
適
し
た
申
立
て
を
指
摘
す
る
こ
と
だ
け
で
な

く
、
両
当
事
者
が
訴
訟
で
追
求
し
て
い
る
双
方
の
利
害
を
手
掛
か
り
に
し

て
、
裁
判
に
と
っ
て
重
要
な
事
実
関
係
を
彼
ら
と
と
も
に
獲
得
し
、
か
つ

当
事
者
に
そ
こ
か
ら
考
え
ら
れ
る
法
的
推
論
を
指
摘
す
る
こ
と
も
義
務
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付
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
事
例
を
別
と
し
て
も
、

一
九
二
四
年
の
改
正
法
に
よ
る
弁
護
士
訴
訟
へ
の
裁
判
官
の
解
明
義
務
の

受
容
は
、
誤
っ
た
法
的
推
論
の
リ
ス
ク
が
弁
護
士
に
よ
っ
て
代
理
さ
れ
た

当
事
者
か
ら
は
除
去
さ
れ
る
に
違
い
な
い
と
い
う
こ
と
と
決
し
て
異
な
っ

た
意
味
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
。
弁
護
士
訴
訟
に
お
い
て
も
「
法
は
裁
判

官
の
知
る
と
こ
ろ
（iura novit curia

）」
の
命
題
が
妥
当
す
る
。
弁
護
士

は
、
い
か
な
る
法
律
効
果
を
裁
判
所
は
特
定
さ
れ
た
事
実
関
係
か
ら
引
き

出
す
の
か
を
判
定
し
た
法
務
官
（Prätor

）
の
機
能
を
持
つ
も
の
で
は
な

い
。
弁
護
士
訴
訟
の
唯
一
の
特
殊
性
は
、
裁
判
官
が
よ
り
強
い
程
度
に
お

い
て
、
弁
護
士
は
法
律
効
果
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
出
発
し
う

る
点
に
存
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
非
占
有
者
に
対
す
る
所
有
権
者
の
物
の
引

渡
請
求
権
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
と
主
張
す
る
弁

護
士
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
連
邦
通
常
裁
判
所
の
面
前
で
信
じ
て
も
ら
え
な

い
で
あ
ろ
う
。
被
告
が
占
有
を
争
っ
た
後
で
、
事
実
審
の
裁
判
官
が
損
害

賠
償
請
求
権
へ
の
移
行
を
促
さ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
理
由
と
す
る
上

告
の
背
後
に
は
、
お
そ
ら
く
は
被
告
の
否
認
を
見
落
と
し
て
し
ま
っ
た
事

実
審
弁
護
士
（Instanzanw

alt

）
の
不
注
意
が
隠
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
三
九
条
の
異
議
（R

üge

）
は
、
弁
護
士
が
事
実
上

の
局
面
で
犯
し
た
誤
り
を
訂
正
す
る
結
果
と
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
大

審
院
と
連
邦
通
常
裁
判
所
の
間
で
の
矛
盾
す
る
判
例
は
、
大
部
分
に
つ
き

隠
さ
れ
た
事
実
に
関
す
る
異
議
を
排
除
す
る
上
告
裁
判
所
の
正
当
な
努
力

に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と

は
、
人
が
、
事
案
に
適
し
た
訴
え
変
更
へ
の
事
実
審
裁
判
官
の
指
摘
は
も

は
や
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
三
九
条
に
よ
っ
て
命
じ
ら
れ
て
い
な
い
と
み
な
す
、
と
い

う
や
り
方
で
は
生
じ
得
な
い
。
む
し
ろ
、
上
告
審
裁
判
所
が
、
事
案
に
即

さ
な
い
申
立
て
は
弁
護
士
の
法
的
無
知
に
基
い
て
維
持
さ
れ
る
か
と
い
う

こ
と
を
確
信
し
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
、
弁
護
士
が
法
律
状
態
を
知
っ
た

上
で
誤
っ
た
申
立
て
を
し
て
い
る
の
か
が
問
題
と
な
り
う
る
に
す
ぎ
な

い
。
こ
の
問
題
の
審
査
に
際
し
て
は
、
上
告
審
裁
判
所
は
、
い
か
な
る
範

囲
で
事
実
審
の
裁
判
官
が
弁
護
士
の
審
査
さ
れ
な
い
法
的
知
識
を
前
提
と

し
て
よ
い
か
を
確
認
す
る
機
会
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
要
約
す
る
と
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
三
九
条
は
、
当
事
者
が
い
か
な
る
権
利
を
訴

訟
に
お
い
て
追
求
す
る
の
か
に
つ
い
て
の
判
断
を
当
事
者
か
ら
剥
奪
す
る

こ
と
を
許
容
し
て
い
な
い
。
主
観
的
な
私
権
の
行
使
は
、
訴
訟
上
も
当
事

者
の
処
分
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
い
か
な

る
法
律
効
果
が
あ
る
事
実
関
係
か
ら
生
じ
る
か
を
当
事
者
に
述
べ
、
か
く

し
て
誤
っ
た
法
的
評
価
の
リ
ス
ク
を
当
事
者
か
ら
除
去
す
る
の
は
、
お
そ

ら
く
裁
判
所
の
任
務
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
三
九
条
が
要
求
し
て

い
る
事
実
の
解
明
は
、
訴
状
に
記
載
さ
れ
た
申
立
て
に
よ
っ
て
は
限
界
付

け
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
裁
判
官
は
、
事
実
関
係
を
当
事
者
と
と
も
に
訴
状

に
お
い
て
記
載
さ
れ
た
原
告
の
利
益
を
手
掛
か
り
に
検
討
し
、
こ
の
検
討

を
手
掛
か
り
に
、
適
切
な
申
立
て
を
示
唆
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の

Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
三
九
条
の
観
点
か
ら
は
、
訴
状
に
記
載
さ
れ
た
申
立
て
を
手
掛

か
り
に
し
た
極
度
に
形
式
的
な
有
理
性
審
査
（Schlüssigkeitsprüfung

）

に
対
し
て
は
疑
念
が
提
示
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
申
立
て
に

と
っ
て
法
的
に
重
要
な
（erheblich

）
事
実
の
み
を
検
討
す
る
こ
と
に
限
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付
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
事
例
を
別
と
し
て
も
、

一
九
二
四
年
の
改
正
法
に
よ
る
弁
護
士
訴
訟
へ
の
裁
判
官
の
解
明
義
務
の

受
容
は
、
誤
っ
た
法
的
推
論
の
リ
ス
ク
が
弁
護
士
に
よ
っ
て
代
理
さ
れ
た

当
事
者
か
ら
は
除
去
さ
れ
る
に
違
い
な
い
と
い
う
こ
と
と
決
し
て
異
な
っ

た
意
味
を
持
つ
も
の
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は
な
い
。
弁
護
士
訴
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い
て
も
「
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は
裁
判
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知
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）」
の
命
題
が
妥
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す
る
。
弁
護
士

は
、
い
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な
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法
律
効
果
を
裁
判
所
は
特
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れ
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事
実
関
係
か
ら
引
き

出
す
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か
を
判
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し
た
法
務
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）
の
機
能
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持
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も
の
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な
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訴
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特
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裁
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。
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す
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引
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権
は
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し
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と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
と
主
張
す
る
弁

護
士
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
連
邦
通
常
裁
判
所
の
面
前
で
信
じ
て
も
ら
え
な

い
で
あ
ろ
う
。
被
告
が
占
有
を
争
っ
た
後
で
、
事
実
審
の
裁
判
官
が
損
害

賠
償
請
求
権
へ
の
移
行
を
促
さ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
理
由
と
す
る
上

告
の
背
後
に
は
、
お
そ
ら
く
は
被
告
の
否
認
を
見
落
と
し
て
し
ま
っ
た
事

実
審
弁
護
士
（Instanzanw

alt

）
の
不
注
意
が
隠
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
三
九
条
の
異
議
（R

üge

）
は
、
弁
護
士
が
事
実
上

の
局
面
で
犯
し
た
誤
り
を
訂
正
す
る
結
果
と
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
大

審
院
と
連
邦
通
常
裁
判
所
の
間
で
の
矛
盾
す
る
判
例
は
、
大
部
分
に
つ
き

隠
さ
れ
た
事
実
に
関
す
る
異
議
を
排
除
す
る
上
告
裁
判
所
の
正
当
な
努
力

に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と

は
、
人
が
、
事
案
に
適
し
た
訴
え
変
更
へ
の
事
実
審
裁
判
官
の
指
摘
は
も

は
や
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
三
九
条
に
よ
っ
て
命
じ
ら
れ
て
い
な
い
と
み
な
す
、
と
い

う
や
り
方
で
は
生
じ
得
な
い
。
む
し
ろ
、
上
告
審
裁
判
所
が
、
事
案
に
即

さ
な
い
申
立
て
は
弁
護
士
の
法
的
無
知
に
基
い
て
維
持
さ
れ
る
か
と
い
う

こ
と
を
確
信
し
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
、
弁
護
士
が
法
律
状
態
を
知
っ
た

上
で
誤
っ
た
申
立
て
を
し
て
い
る
の
か
が
問
題
と
な
り
う
る
に
す
ぎ
な

い
。
こ
の
問
題
の
審
査
に
際
し
て
は
、
上
告
審
裁
判
所
は
、
い
か
な
る
範

囲
で
事
実
審
の
裁
判
官
が
弁
護
士
の
審
査
さ
れ
な
い
法
的
知
識
を
前
提
と

し
て
よ
い
か
を
確
認
す
る
機
会
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
要
約
す
る
と
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
三
九
条
は
、
当
事
者
が
い
か
な
る
権
利
を
訴

訟
に
お
い
て
追
求
す
る
の
か
に
つ
い
て
の
判
断
を
当
事
者
か
ら
剥
奪
す
る

こ
と
を
許
容
し
て
い
な
い
。
主
観
的
な
私
権
の
行
使
は
、
訴
訟
上
も
当
事

者
の
処
分
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
い
か
な

る
法
律
効
果
が
あ
る
事
実
関
係
か
ら
生
じ
る
か
を
当
事
者
に
述
べ
、
か
く

し
て
誤
っ
た
法
的
評
価
の
リ
ス
ク
を
当
事
者
か
ら
除
去
す
る
の
は
、
お
そ

ら
く
裁
判
所
の
任
務
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
三
九
条
が
要
求
し
て

い
る
事
実
の
解
明
は
、
訴
状
に
記
載
さ
れ
た
申
立
て
に
よ
っ
て
は
限
界
付

け
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
裁
判
官
は
、
事
実
関
係
を
当
事
者
と
と
も
に
訴
状

に
お
い
て
記
載
さ
れ
た
原
告
の
利
益
を
手
掛
か
り
に
検
討
し
、
こ
の
検
討

を
手
掛
か
り
に
、
適
切
な
申
立
て
を
示
唆
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の

Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
三
九
条
の
観
点
か
ら
は
、
訴
状
に
記
載
さ
れ
た
申
立
て
を
手
掛

か
り
に
し
た
極
度
に
形
式
的
な
有
理
性
審
査
（Schlüssigkeitsprüfung

）

に
対
し
て
は
疑
念
が
提
示
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
申
立
て
に

と
っ
て
法
的
に
重
要
な
（erheblich

）
事
実
の
み
を
検
討
す
る
こ
と
に
限

132

ヴォルフラム・ヘンケル『訴訟法と実体法』（四）

13 （熊本法学153号 ’21）



る
裁
判
官
は
、
し
ば
し
ば
紛
争
の
核
心
を
全
く
と
ら
え
ず
、
当
事
者
に
パ

ン
に
代
え
て
石
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
彼
が
法
適
用
に
つ
い
て
の
責
任

を
主
張
し
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
法
的
検
討
は
当
事
者
の
対
立
す
る
利

益
に
結
合
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
彼
は
、
当
事
者
と
共

に
共
同
で
こ
の
利
益
の
保
護
の
た
め
に
正
当
な
法
的
推
論
を
獲
得
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
す
る
こ
と
で
は
じ
め
て
、
裁
判
官
は
、
訴
訟
に
お

い
て
実
体
民
事
法
の
方
法
論
に
お
け
る
変
遷
に
対
応
す
る
こ
と
に
な
ろ

う
。

ｃ
）
訴
え
の
変
更

　
一
八
七
七
年
の
Ｃ
Ｐ
Ｏ
二
三
五
条
三
号
に
よ
れ
ば
、
訴
え
の
変
更
は
相

手
方
の
同
意
が
あ
る
場
合
に
の
み
許
容
さ
れ
た
。
控
訴
審
で
は
訴
え
の
変

更
は
絶
対
的
に
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
規
律
の
目
的
は
、
被
告
の

意
思
に
反
し
て
、
原
告
は
訴
訟
の
開
始
後
は
も
は
や
訴
訟
物
を
処
分
し
え

ず
、
ま
た
、
訴
え
の
変
更
に
よ
っ
て
控
訴
審
手
続
に
お
い
て
一
審
級
〔
の

利
益
〕
を
失
う
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
被
告
の
保
護
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら

の
規
律
は
、
そ
れ
が
原
告
に
期
待
不
可
能
な
リ
ス
ク
を
負
わ
せ
る
の
で
、

維
持
さ
れ
な
か
っ
た
。
訴
訟
物
の
特
定
は
法
的
知
識
を
前
提
と
し
て
い
る

の
で
、他
の
、裁
判
所
と
当
事
者
の
間
の
責
任
の
分
配
に
鑑
み
る
と
、誤
っ

た
法
的
評
価
か
ら
選
択
さ
れ
た
訴
訟
物
に
原
告
を
拘
束
し
て
は
な
ら
な

い
。
一
八
七
七
年
の
Ｃ
Ｐ
Ｏ
二
四
〇
条
（
現
行
の
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
六
八
条
）
の

規
定
は
、
原
告
の
利
益
を
十
分
に
満
足
せ
し
め
る
に
は
足
り
な
い
。
い
ず

れ
に
せ
よ
被
告
は
、
訴
え
変
更
を
阻
止
す
る
こ
と
に
対
す
る
正
当
な
利
益

を
有
す
る
。
し
か
し
、
Ｃ
Ｐ
Ｏ
二
三
五
条
三
号
が
付
与
し
た
保
護
は
広
す

ぎ
た
。
人
は
、
被
告
が
も
と
も
と
提
起
さ
れ
た
訴
え
に
訴
訟
を
限
定
す
る

こ
と
に
対
す
る
正
当
な
利
益
を
持
つ
場
合
に
の
み
、
被
告
は
同
意
を
拒
絶

す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
期
待
し
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
単
純
に
同

意
を
拒
絶
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
請
求
棄
却
判
決
を
獲
得
し
、
原
告
に
費
用

を
負
担
さ
せ
よ
う
と
す
る
試
み
の
方
が
、
同
意
権
の
理
性
的
な
使
用
を
当

て
に
し
え
た
こ
と
よ
り
も
ず
っ
と
大
き
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
ゆ
え
一
八
九
八
年
の
改
正
は
訴
え
の
変
更
を
容
易
に
し
た
。
Ｚ
Ｐ

Ｏ
二
六
四
条
に
よ
れ
ば
、
訴
え
の
変
更
は
、
被
告
が
同
意
し
た
か
、
ま
た

は
裁
判
所
の
判
断
（Erm

essen

）
に
よ
れ
ば
、
変
更
に
よ
っ
て
被
告
の
防

御
が
著
し
く
困
難
に
な
ら
な
い
場
合
に
は
許
容
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、

今
日
で
は
被
告
の
判
断
に
代
わ
っ
て
裁
判
所
の
判
断
が
、
理
由
が
な
く
、

あ
る
い
は
悪
意
の
あ
る
同
意
の
拒
絶
を
阻
止
す
る
と
い
う
は
っ
き
り
と
認

識
で
き
る
目
標
を
伴
っ
て
現
れ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
、
実
体
法
の
領

域
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
な
発
展
の
前
に
い
る
。
個
々
人
の
権
利
が
濫
用

に
対
し
て
と
り
わ
け
抵
抗
力
が
な
く
、
あ
る
い
は
、
あ
る
者
の
自
由
が
他

の
者
に
損
害
を
及
ぼ
す
と
こ
ろ
で
は
、
裁
判
官
は
―
―
具
体
的
な
規
律
が

欠
け
て
い
る
の
で
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
二
条
に
基
い
て
―
―
当
事
者
の
法
律
関

係
に
介
入
す
る
の
で
あ
る
。

　
一
九
二
四
年
の
改
正
法
は
、
さ
ら
に
一
歩
踏
み
込
ん
だ
。
こ
の
改
正
法

以
来
妥
当
し
て
い
る
文
言
の
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
六
四
条
に
よ
れ
ば
、
裁
判
所
が
訴

え
変
更
を
相
当
（sachdienlich

）
と
認
め
る
場
合
に
は
、
訴
え
の
変
更
は

被
告
の
同
意
が
な
く
と
も
適
法
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
一
九
二
四
年
の
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改
正
法
に
至
る
ま
で
は
訴
え
の
変
更
に
つ
い
て
被
告
の
同
意
が
必
要
と
さ

れ
て
い
た
控
訴
審
に
お
い
て
も
妥
当
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
新
規
定
は
訴

え
変
更
の
要
件
を
、
そ
れ
が
一
八
九
八
年
改
正
法
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い

た
よ
り
も
強
い
程
度
に
お
い
て
客
観
化
し
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
そ
の
よ
う
な
客
観
化
に
は
限
界
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
け
だ
し
、
も

し
客
観
的
な
司
法
の
利
益
の
み
が
問
題
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
な
ぜ
当

事
者
は
、
具
体
的
な
事
案
に
お
い
て
そ
れ
が
訴
え
の
変
更
に
反
対
し
て
い

る
場
合
に
、
そ
の
よ
う
な
利
益
を
彼
の
同
意
に
よ
っ
て
巧
み
に
隠
蔽
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
か
が
理
解
し
得
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
訴
え
の

変
更
が
当
事
者
の
相
互
の
一
致
に
お
い
て
も
相
当
性
に
即
し
て
も
許
容
さ

れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
相
当
性
と
当
事
者
の
利
益
の
内
的
関
連
を
示
し
て

い
る
。
訴
え
の
変
更
が
相
当
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
当
事
者
の
正
し
く
理

解
さ
れ
た（w

ohlverstanden

）利
益
に
奉
仕
す
る
場
合
に
限
っ
て
で
あ
る
。

そ
の
際
に
、
訴
訟
の
促
進
は
、
他
の
利
益
と
な
ら
ん
で
衡
量
に
際
し
て
顧

慮
さ
れ
る
一
つ
の
利
益
の
因フ
ァ
ク
タ
ー子に

す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
民
事
訴
訟

の
適
切
な
形
成
は
当
事
者
の
権
利
行
使
の
利
益
に
向
け
ら
れ
な
く
て
は
な

ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
再
び
確
認
さ
れ
る
。

　
訴
え
の
変
更
と
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
三
九
条
に
よ
り
事
案
に
適
し
た
申
立
て
を
指

摘
す
る
裁
判
長
の
義
務
と
の
間
に
は
、
密
接
な
関
連
が
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
三
九
条
の
義
務
が
及
ぶ
限
り
に
お
い
て
、
訴
え
の
変
更
は

常
に
相
当
性
が
あ
る
。
け
だ
し
、
原
告
が
法
の
不
知
か
ら
申
立
て
を
誤
っ

た
場
合
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
被
告
は
、
い
ぜ
ん
原
告
に
そ
の
法
的
不
知

の
訴
訟
上
の
効
果
を
負
担
さ
せ
る
こ
と
を
正
当
化
し
得
る
で
あ
ろ
う
保
護

に
値
す
る
地
位
を
獲
得
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
他
方
で
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ

一
三
九
条
は
、
事
案
に
即
さ
な
い
訴
え
変
更
を
促
す
こ
と
を
許
容
し
て
い

な
い
。
し
た
が
っ
て
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
三
九
条
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
そ
の
利

益
が
お
ろ
そ
か
に
さ
れ
る
こ
と
か
ら
の
被
告
の
保
護
は
、
本
案
の
申
立
て

（Sachanträge

）
が
問
題
と
な
る
限
り
に
お
い
て
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
六
四
条（

（訳

（
訳
注

に

よ
っ
て
も
生
じ
る
。

　
控
訴
審
に
お
け
る
訴
え
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
被
告
か
ら
一
審
級
〔
の

利
益
〕
を
奪
う
が
ゆ
え
に
不
適
法
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
見
解

が
主
張
さ
れ
て
い
る（
（22
（

。
た
し
か
に
、
一
九
二
四
年
の
改
正
に
至
る
ま
で
、

控
訴
審
に
お
け
る
訴
え
の
変
更
は
被
告
の
同
意
に
か
か
る
と
い
う
こ
と
に

よ
っ
て
、
完
全
な
審
級
制
（Instanzenzug

）
に
対
す
る
被
告
の
利
益
を

斟
酌
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
は
正
し
い
。
し
か
し
、
一
九
二
四
年
の
改

正
法
は
、
こ
の
観
点
が
完
全
に
無
視
さ
れ
え
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な

い
。
む
し
ろ
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
六
四
条
の
現
在
の
規
定
か
ら
は
、
被
告
は
、
完
全

な
審
級
制
に
固
執
す
る
つ
も
り
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
も
は
や
決
定
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
に
す
ぎ
な

い
。
し
か
し
、
お
そ
ら
く
裁
判
所
は
、
相
当
性
の
審
査
に
際
し
て
、
被
告

に
具
体
的
事
案
に
お
け
る
一
審
級
の
喪
失
を
要
求
し
う
る
か
ど
う
か
も
審

査
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
単
に
迅
速
な
訴
訟
の
終
結
を
生
じ

さ
せ
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
意
味
に
お
け
る
相
当
性
の
客
観
化
を
、
Ｚ
Ｐ

Ｏ
二
六
四
は
許
容
し
て
い
な
い
。
民
事
訴
訟
に
お
い
て
は
、あ
る
規
律
は
、

両
当
事
者
の
十
分
に
理
解
さ
れ
た
利
益
を
顧
慮
す
る
場
合
に
は
じ
め
て
相

当
で
あ
る
。
こ
の
利
益
衡
量
の
中
に
、
完
全
な
審
級
制
を
享
受
す
る
被
告
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改
正
法
に
至
る
ま
で
は
訴
え
の
変
更
に
つ
い
て
被
告
の
同
意
が
必
要
と
さ

れ
て
い
た
控
訴
審
に
お
い
て
も
妥
当
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
新
規
定
は
訴

え
変
更
の
要
件
を
、
そ
れ
が
一
八
九
八
年
改
正
法
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い

た
よ
り
も
強
い
程
度
に
お
い
て
客
観
化
し
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
そ
の
よ
う
な
客
観
化
に
は
限
界
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
け
だ
し
、
も

し
客
観
的
な
司
法
の
利
益
の
み
が
問
題
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
な
ぜ
当

事
者
は
、
具
体
的
な
事
案
に
お
い
て
そ
れ
が
訴
え
の
変
更
に
反
対
し
て
い

る
場
合
に
、
そ
の
よ
う
な
利
益
を
彼
の
同
意
に
よ
っ
て
巧
み
に
隠
蔽
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
か
が
理
解
し
得
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
訴
え
の

変
更
が
当
事
者
の
相
互
の
一
致
に
お
い
て
も
相
当
性
に
即
し
て
も
許
容
さ

れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
相
当
性
と
当
事
者
の
利
益
の
内
的
関
連
を
示
し
て

い
る
。
訴
え
の
変
更
が
相
当
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
当
事
者
の
正
し
く
理

解
さ
れ
た（w

ohlverstanden

）利
益
に
奉
仕
す
る
場
合
に
限
っ
て
で
あ
る
。

そ
の
際
に
、
訴
訟
の
促
進
は
、
他
の
利
益
と
な
ら
ん
で
衡
量
に
際
し
て
顧

慮
さ
れ
る
一
つ
の
利
益
の
因フ
ァ
ク
タ
ー子に

す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
民
事
訴
訟

の
適
切
な
形
成
は
当
事
者
の
権
利
行
使
の
利
益
に
向
け
ら
れ
な
く
て
は
な

ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
再
び
確
認
さ
れ
る
。

　
訴
え
の
変
更
と
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
三
九
条
に
よ
り
事
案
に
適
し
た
申
立
て
を
指

摘
す
る
裁
判
長
の
義
務
と
の
間
に
は
、
密
接
な
関
連
が
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
三
九
条
の
義
務
が
及
ぶ
限
り
に
お
い
て
、
訴
え
の
変
更
は

常
に
相
当
性
が
あ
る
。
け
だ
し
、
原
告
が
法
の
不
知
か
ら
申
立
て
を
誤
っ

た
場
合
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
被
告
は
、
い
ぜ
ん
原
告
に
そ
の
法
的
不
知

の
訴
訟
上
の
効
果
を
負
担
さ
せ
る
こ
と
を
正
当
化
し
得
る
で
あ
ろ
う
保
護

に
値
す
る
地
位
を
獲
得
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
他
方
で
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ

一
三
九
条
は
、
事
案
に
即
さ
な
い
訴
え
変
更
を
促
す
こ
と
を
許
容
し
て
い

な
い
。
し
た
が
っ
て
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
三
九
条
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
そ
の
利

益
が
お
ろ
そ
か
に
さ
れ
る
こ
と
か
ら
の
被
告
の
保
護
は
、
本
案
の
申
立
て

（Sachanträge

）
が
問
題
と
な
る
限
り
に
お
い
て
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
六
四
条（

（訳

（
訳
注

に

よ
っ
て
も
生
じ
る
。

　
控
訴
審
に
お
け
る
訴
え
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
被
告
か
ら
一
審
級
〔
の

利
益
〕
を
奪
う
が
ゆ
え
に
不
適
法
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
見
解

が
主
張
さ
れ
て
い
る（
（22
（

。
た
し
か
に
、
一
九
二
四
年
の
改
正
に
至
る
ま
で
、

控
訴
審
に
お
け
る
訴
え
の
変
更
は
被
告
の
同
意
に
か
か
る
と
い
う
こ
と
に

よ
っ
て
、
完
全
な
審
級
制
（Instanzenzug

）
に
対
す
る
被
告
の
利
益
を

斟
酌
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
は
正
し
い
。
し
か
し
、
一
九
二
四
年
の
改

正
法
は
、
こ
の
観
点
が
完
全
に
無
視
さ
れ
え
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な

い
。
む
し
ろ
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
六
四
条
の
現
在
の
規
定
か
ら
は
、
被
告
は
、
完
全

な
審
級
制
に
固
執
す
る
つ
も
り
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
も
は
や
決
定
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
に
す
ぎ
な

い
。
し
か
し
、
お
そ
ら
く
裁
判
所
は
、
相
当
性
の
審
査
に
際
し
て
、
被
告

に
具
体
的
事
案
に
お
け
る
一
審
級
の
喪
失
を
要
求
し
う
る
か
ど
う
か
も
審

査
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
単
に
迅
速
な
訴
訟
の
終
結
を
生
じ

さ
せ
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
意
味
に
お
け
る
相
当
性
の
客
観
化
を
、
Ｚ
Ｐ

Ｏ
二
六
四
は
許
容
し
て
い
な
い
。
民
事
訴
訟
に
お
い
て
は
、あ
る
規
律
は
、

両
当
事
者
の
十
分
に
理
解
さ
れ
た
利
益
を
顧
慮
す
る
場
合
に
は
じ
め
て
相

当
で
あ
る
。
こ
の
利
益
衡
量
の
中
に
、
完
全
な
審
級
制
を
享
受
す
る
被
告
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の
利
益
も
、
取
り
込
ま
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
あ
る
ケ
ー
ス
で

は
優
位
し
う
る
が
、
別
な
ケ
ー
ス
で
は
よ
り
強
力
な
原
告
の
利
益
の
背
後

に
退
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

ｄ
）
認
諾
、
放
棄
、
和
解
お
よ
び
欠
席
判
決

　
認
諾
、
放
棄
、
和
解
お
よ
び
欠
席
判
決（
（2（
（

は
、
手
続
の
対
象
に
つ
い
て
の

当
事
者
処
分
の
手
段
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
処
分
の
可
能
性
は
、

そ
の
対
象
か
ら
当
事
者
の
処
分
が
奪
わ
れ
て
い
る
訴
訟
に
お
い
て
は
制
約

さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
婚
姻
訴
訟
お
よ
び
親
子
関
係
訴
訟
に
お
け

る
認
諾
に
は
Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
〇
七
条
の
効
力
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
が
（
Ｚ
Ｐ

Ｏ
六
一
七
条（
（（

（
訳
注

）、
そ
の
理
由
は
、
当
事
者
は
婚
姻
の
存
続
お
よ
び
子
の
身

分
を
処
分
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
被
告
に
対
す
る
欠
席
判

決
は
不
適
法
で
あ
る
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
六
一
八
条
四
項（
（（

（
訳
注

）。
こ
れ
に
対
し
て
、
請

求
の
放
棄
は
離
婚
訴
訟
に
お
い
て
Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
〇
六
条
の
効
力
を
展
開
す
る

が
、
そ
の
理
由
は
、
婚
姻
の
維
持
に
奉
仕
す
る
処
分
は
制
限
に
服
さ
な
い

か
ら
で
あ
る
。
同
じ
こ
と
が
原
告
に
対
す
る
欠
席
判
決
に
妥
当
す
る
。
こ

れ
に
対
し
て
、
婚
姻
無
効
の
訴
え
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
六
三
八
条
お
よ
び
親
子
関
係

事
件
に
お
け
る
確
認
の
訴
え
の
場
合
に
は
、
原
告
の
請
求
の
放
棄
と
欠
席

は
、
原
則
と
し
て
訴
え
が
取
り
下
げ
ら
れ
た
と
宣
言
さ
れ
る
と
い
う
効
果

し
か
持
た
な
い
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
六
三
五
条
、
同
六
三
八
条
）。
し
た
が
っ
て
、

処
分
は
進
行
中
の
訴
訟
の
み
に
及
び
、
権
利
行
使
に
は
全
く
及
ば
な
い
。

訴
え
は
繰
り
返
さ
れ
う
る
。
こ
の
規
律
の
根
拠
は
、
無
効
な
婚
姻
を
無
効

に
す
る
こ
と
と
身
分
裁
判
の
正
当
性
に
対
す
る
公
的
利
益
で
あ
る
。
こ
の

利
益
は
、
原
告
の
負
担
と
な
る
処
分
に
も
制
約
を
要
求
し
て
い
る
。
し
か

し
、
原
告
が
無
効
な
婚
姻
を
彼
が
承
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
治
癒
で
き
る

場
合
に
は
、
公
的
利
益
は
後
退
す
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
請
求
の
放
棄
は

Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
〇
六
条
の
効
力
を
持
つ（
（22
（

。
和
解
は
離
婚
訴
訟
に
お
い
て
は
、
当

事
者
が
実
体
法
上
も
有
効
に
処
分
す
る
こ
と
の
で
き
る
婚
姻
の
維
持
お
よ

び
離
婚
の
財
産
上
の
効
果
の
規
律
に
つ
い
て
の
み
適
法
で
あ
る
。

　
こ
の
実
体
法
上
の
処
分
と
訴
訟
上
の
処
分
の
間
の
関
係
に
鑑
み
て
、
人

は
、
財
産
訴
訟
に
お
い
て
も
、
当
事
者
が
訴
訟
の
対
象
を
処
分
す
る
こ
と

が
で
き
る
限
り
に
お
い
て
、
訴
訟
上
の
処
分
が
許
容
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い

と
い
う
こ
と
を
期
待
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
こ
の
種

の
制
限
は
、
処
分
権
限
の
な
い
者
は
訴
訟
追
行
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る

か
、
あ
る
い
は
、
少
な
く
と
も
判
決
の
既
判
力
が
訴
訟
の
当
事
者
に
制
限

さ
れ
て
お
り
、
当
事
者
の
代
わ
り
に
処
分
権
限
を
有
す
る
者
が
当
事
者
の

処
分
に
よ
っ
て
脅
か
お
び
や
か
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
処
分
権
限
の
な
い

者
が
こ
れ
で
処
分
を
し
た
和
解
は
実
体
法
上
無
効
（unw

irksam

）
で
あ

る
か
ら
、
そ
の
い
ず
れ
か
の
理
由
で
、
原
則
的
に
必
要
で
は
な
い
。
困
難

が
生
じ
る
の
は
、
判
決
の
効
力
が
例
外
的
に
第
三
者
に
及
ぶ
場
合
の
み
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
相
続
人
を
相
続
欠
格
（erbunw

ürdig

）
で
あ
る
と

宣
言
す
る
判
決
の
場
合
に
当
て
は
ま
る（

（22
（

。
こ
の
判
決
は
、
相
続
人
か
ら
相

続
資
格
を
剥
奪
す
る
が
、
遺
産
債
権
者
（N

achlassgläubiger

）
に
対
す

る
効
力
を
も
伴
っ
て
い
る
が
、
こ
の
遺
産
債
権
者
は
、
と
り
わ
け
相
続
欠

格
を
宣
言
さ
れ
た
者
が
財
産
を
有
し
、
か
つ
、
無
限
責
任
を
負
っ
て
い
る

が
、
他
方
で
遺
産
が
債
権
者
の
弁
済
の
た
め
に
十
分
で
は
な
い
場
合
に
不
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利
益
を
受
け
る
。
し
た
が
っ
て
、
相
続
欠
格
を
め
ぐ
る
争
い
に
お
い
て
認

諾
ま
た
は
意
図
的
な
欠
席
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
続
人
は
遺
産
債
務

（N
achlassverbindlichkeit

）
に
つ
い
て
の
人
的
責
任
か
ら
免
れ
得
る
こ

と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
形
成
判
決
の
相
対
効
は
受
け
入
れ
ら
れ
え
な

い
し
、
ま
た
こ
の
場
合
に
は
、
遺
産
債
権
者
と
の
全
て
の
訴
訟
に
お
い
て

多
く
の
人
的
事
項
の
負
担
を
伴
う
相
続
欠
格
の
問
題
が
新
た
に
審
査
さ
れ

な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
は
ず
だ
し
、
ま
た
合
目
的
的
で
も
な
い

と
す
る
と
、
他
の
打
開
策
が
試
み
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
Ａ
．
ブ
ロ

マ
イ
ヤ
ー
（A

. B
lom

eyer

）（
（22
（

は
、
職
権
探
知
主
義
を
相
続
欠
格
を
め
ぐ

る
争
い
に
適
用
し
、
被
告
に
対
す
る
認
諾
判
決
お
よ
び
欠
席
判
決
を
排
除

す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
解
決
は
目
的
を
越
え
て
し

ま
う
。
な
ぜ
相
続
欠
格
者
は
、
欠
格
事
由
が
事
実
上
存
在
す
る
場
合
に
、

欠
格
事
由
を
め
ぐ
る
争
い
を
認
諾
や
欠
席
に
よ
っ
て
回
避
し
え
な
い
と
さ

れ
る
の
か
？
ま
た
、
相
続
欠
格
で
あ
る
と
し
て
訴
え
ら
れ
た
者
が
、
原
告

と
同
様
の
や
り
方
で
相
続
責
任
を
な
お
制
限
し
え
た
と
し
て
も
、
遺
産
債

権
者
の
利
益
は
関
係
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
最
後
に
、
職
権
探
知
主
義
は
、

放
棄
の
期
間
（A

usschlagungsfrist

）（
（訳

（
訳
注

が
既
に
徒
過
し
て
は
じ
め
て
適
用

が
許
さ
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
け
だ
し
、
そ
の
時
ま
で
は
、
相
続
人
は

自
分
の
相
続
権
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。し
た
が
っ
て
、

遺
産
債
権
者
は
、
個
別
的
な
特
殊
な
事
例
に
お
い
て
の
み
危
険
に
さ
ら
さ

れ
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
遺
産
が
総
債
権
者
の
満
足
の
た

め
に
十
分
で
は
な
く
、
相
続
人
は
無
限
に
責
任
を
負
っ
て
お
り
、
か
つ
、

自
己
の
財
産
の
名
目
額
を
超
え
て
処
分
す
る
場
合
で
あ
り
、
し
か
し
、
相

続
欠
格
の
訴
え
の
原
告
は
責
任
を
限
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
あ
る
い

は
困
窮
し
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
つ
い
て
、
人
は
、

ベ
ッ
テ
ィ
ヒ
ャ
ー
（B

ötticher

）（
（22
（

が
提
案
し
た
よ
う
に
、
遺
産
債
権
者
を

Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
二
六
条（
（訳

（
訳
注

に
よ
っ
て
救
済
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
そ
の
場
合
、
相
続
欠
格
の
問
題
は
い
ず
れ
に
せ
よ
遺
産
債
権
者
と
も
争

わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
し
か
し
、
そ
れ
も
ま
さ
に

叙
述
さ
れ
た
特
別
の
事
例
に
限
っ
て
の
こ
と
で
あ
る（
（22
（

。

　
法
律
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
て
い
る
婚
姻
訴
訟
と
親
子
関
係
訴
訟
の
事
例

を
超
え
、
か
つ
、
相
続
欠
格
の
訴
え
と
並
ん
で
、
請
求
の
放
棄
と
請
求
の

認
諾
は
、
常
に
、
実
体
法
が
私
的
自
治
に
設
定
し
て
い
る
制
約
に
服
す
る

と
い
う
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
る（
（22
（

。
そ
の
よ
う
な
当
事
者
の
処
分
権
限
の

制
限
が
正
当
化
さ
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
は
、
し
か
し
、
認
諾
お
よ

び
放
棄
に
つ
い
て
単
独
で
は
解
答
さ
れ
え
な
い
。
け
だ
し
、
認
諾
判
決
ま

た
は
放
棄
判
決
を
排
除
す
る
が
、
し
か
し
、
当
事
者
に
、
欠
席
ま
た
は
一

致
し
た
事
実
陳
述
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
法
律
行
為
上
は
達
成
さ
れ
え
な

い
は
ず
の
訴
訟
上
の
結
果
を
惹
起
す
る
こ
と
を
許
容
す
る
こ
と
に
は
ほ
と

ん
ど
意
味
が
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る（
（22
（

。

　
し
か
し
、
人
が
こ
の
問
題
を
こ
の
よ
う
に
包
括
的
に
立
て
る
べ
き
だ
と

す
る
な
ら
ば
、
私
的
自
治
が
服
す
る
制
約
を
区
分
け
す
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
る
。
事
例
の
多
く
に
お
い
て
、
実
体
法
は
、
無
効
な
法
律
行
為
を
そ
れ

が
無
効
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
事
実
上
実
現
す
る
こ
と
を
契
約
当
事
者

の
自
由
に
委
ね
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
履
行
（Vollziehung

）
に
よ
っ
て

治
癒
さ
れ
る
形
式
瑕
疵
が
存
在
す
る
場
合
だ
け
で
な
く
、
治
癒
が
予
定
さ

136

ヴォルフラム・ヘンケル『訴訟法と実体法』（四）

17 （熊本法学153号 ’21）



利
益
を
受
け
る
。
し
た
が
っ
て
、
相
続
欠
格
を
め
ぐ
る
争
い
に
お
い
て
認

諾
ま
た
は
意
図
的
な
欠
席
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
続
人
は
遺
産
債
務

（N
achlassverbindlichkeit

）
に
つ
い
て
の
人
的
責
任
か
ら
免
れ
得
る
こ

と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
形
成
判
決
の
相
対
効
は
受
け
入
れ
ら
れ
え
な

い
し
、
ま
た
こ
の
場
合
に
は
、
遺
産
債
権
者
と
の
全
て
の
訴
訟
に
お
い
て

多
く
の
人
的
事
項
の
負
担
を
伴
う
相
続
欠
格
の
問
題
が
新
た
に
審
査
さ
れ

な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
は
ず
だ
し
、
ま
た
合
目
的
的
で
も
な
い

と
す
る
と
、
他
の
打
開
策
が
試
み
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
Ａ
．
ブ
ロ

マ
イ
ヤ
ー
（A

. B
lom

eyer

）（
（22
（

は
、
職
権
探
知
主
義
を
相
続
欠
格
を
め
ぐ

る
争
い
に
適
用
し
、
被
告
に
対
す
る
認
諾
判
決
お
よ
び
欠
席
判
決
を
排
除

す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
解
決
は
目
的
を
越
え
て
し

ま
う
。
な
ぜ
相
続
欠
格
者
は
、
欠
格
事
由
が
事
実
上
存
在
す
る
場
合
に
、

欠
格
事
由
を
め
ぐ
る
争
い
を
認
諾
や
欠
席
に
よ
っ
て
回
避
し
え
な
い
と
さ

れ
る
の
か
？
ま
た
、
相
続
欠
格
で
あ
る
と
し
て
訴
え
ら
れ
た
者
が
、
原
告

と
同
様
の
や
り
方
で
相
続
責
任
を
な
お
制
限
し
え
た
と
し
て
も
、
遺
産
債

権
者
の
利
益
は
関
係
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
最
後
に
、
職
権
探
知
主
義
は
、

放
棄
の
期
間
（A

usschlagungsfrist

）（
（訳

（
訳
注

が
既
に
徒
過
し
て
は
じ
め
て
適
用

が
許
さ
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
け
だ
し
、
そ
の
時
ま
で
は
、
相
続
人
は

自
分
の
相
続
権
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。し
た
が
っ
て
、

遺
産
債
権
者
は
、
個
別
的
な
特
殊
な
事
例
に
お
い
て
の
み
危
険
に
さ
ら
さ

れ
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
遺
産
が
総
債
権
者
の
満
足
の
た

め
に
十
分
で
は
な
く
、
相
続
人
は
無
限
に
責
任
を
負
っ
て
お
り
、
か
つ
、

自
己
の
財
産
の
名
目
額
を
超
え
て
処
分
す
る
場
合
で
あ
り
、
し
か
し
、
相

続
欠
格
の
訴
え
の
原
告
は
責
任
を
限
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
あ
る
い

は
困
窮
し
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
つ
い
て
、
人
は
、

ベ
ッ
テ
ィ
ヒ
ャ
ー
（B

ötticher

）（
（22
（

が
提
案
し
た
よ
う
に
、
遺
産
債
権
者
を

Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
二
六
条（
（訳

（
訳
注

に
よ
っ
て
救
済
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
そ
の
場
合
、
相
続
欠
格
の
問
題
は
い
ず
れ
に
せ
よ
遺
産
債
権
者
と
も
争

わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
し
か
し
、
そ
れ
も
ま
さ
に

叙
述
さ
れ
た
特
別
の
事
例
に
限
っ
て
の
こ
と
で
あ
る（
（22
（

。

　
法
律
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
て
い
る
婚
姻
訴
訟
と
親
子
関
係
訴
訟
の
事
例

を
超
え
、
か
つ
、
相
続
欠
格
の
訴
え
と
並
ん
で
、
請
求
の
放
棄
と
請
求
の

認
諾
は
、
常
に
、
実
体
法
が
私
的
自
治
に
設
定
し
て
い
る
制
約
に
服
す
る

と
い
う
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
る（
（22
（

。
そ
の
よ
う
な
当
事
者
の
処
分
権
限
の

制
限
が
正
当
化
さ
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
は
、
し
か
し
、
認
諾
お
よ

び
放
棄
に
つ
い
て
単
独
で
は
解
答
さ
れ
え
な
い
。
け
だ
し
、
認
諾
判
決
ま

た
は
放
棄
判
決
を
排
除
す
る
が
、
し
か
し
、
当
事
者
に
、
欠
席
ま
た
は
一

致
し
た
事
実
陳
述
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
法
律
行
為
上
は
達
成
さ
れ
え
な

い
は
ず
の
訴
訟
上
の
結
果
を
惹
起
す
る
こ
と
を
許
容
す
る
こ
と
に
は
ほ
と

ん
ど
意
味
が
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る（
（22
（

。

　
し
か
し
、
人
が
こ
の
問
題
を
こ
の
よ
う
に
包
括
的
に
立
て
る
べ
き
だ
と

す
る
な
ら
ば
、
私
的
自
治
が
服
す
る
制
約
を
区
分
け
す
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
る
。
事
例
の
多
く
に
お
い
て
、
実
体
法
は
、
無
効
な
法
律
行
為
を
そ
れ

が
無
効
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
事
実
上
実
現
す
る
こ
と
を
契
約
当
事
者

の
自
由
に
委
ね
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
履
行
（Vollziehung

）
に
よ
っ
て

治
癒
さ
れ
る
形
式
瑕
疵
が
存
在
す
る
場
合
だ
け
で
な
く
、
治
癒
が
予
定
さ
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れ
て
い
な
い
場
合
に
も
妥
当
す
る
。
け
だ
し
、
通
常
、
法
律
は
、
無
効
な

債
務
関
係
の
任
意
の
「
履
行
（Erfüllung

）」
に
対
す
る
制

サ
ン
ク
シ
ョ
ン

裁
を
予
定
し

て
お
ら
ず
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
一
四
条
参
照
）、
と
り
わ
け
無
効
な
取
引
の
相
手

方
を
返
還
処
理
（R

ückabw
icklung

）
へ
と
強
い
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で

あ
る（

（23
（

。
た
と
え
返
還
請
求
権
が
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
一
四
条
、
同
八
一
七
条
二
文（

（訳

（
訳
注

に

よ
っ
て
排
除
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
や
は
り
は
そ
の
行
使
が
そ
の
保

有
者
の
自
由
に
委
ね
ら
れ
た
主
観
的
権
利
で
あ
る
。
無
効
な
処
分
の
事
実

上
の
効
果
も
ま
た
、
当
事
者
に
よ
っ
て
原
則
的
に
除
去
さ
れ
る
必
要
は
な

い（
（22
（

。
　
し
た
が
っ
て
、
債
務
契
約
が
無
効
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
給
付
請
求

権
を
排
除
す
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
契
約
に
か
な
っ
た
義
務
負
担
を
生

じ
さ
せ
な
い
と
い
う
意
味
し
か
持
た
な
い
。
一
般
に
は
、
当
事
者
が
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
契
約
を
「
履
行
」
し
、
も
し
く
は
「
履
行
」
し
た
後
に

給
付
し
た
も
の
の
返
還
を
欲
す
る
の
か
否
か
は
当
事
者
に
委
ね
ら
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
国
家
が
、
当
事
者
が
無
効
な
契
約
を
履
行
す
る
か
否
か
に

無
関
心
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
な
ら
ば
、
訴
訟
法
と
い
う
手
段
に

よ
っ
て
無
効
な
契
約
が
履
行
さ
れ
る
こ
と
を
阻
止
す
る
理
由
は
存
在
し
な

い
。
も
し
被
告
が
、
契
約
が
無
効
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
給
付
を
す
る

つ
も
り
で
あ
り
、
か
つ
、
彼
は
、
原
告
が
そ
の
給
付
を
受
領
す
る
こ
と
を

望
む
の
で
あ
れ
ば
、
彼
は
訴
訟
に
お
い
て
認
諾
を
し
、
ま
た
は
原
告
と
の

意
思
の
一
致
（Einverständnis

）
に
よ
っ
て
事
実
関
係
を
、
無
効
事
由
が

隠
さ
れ
た
ま
ま
で
叙
述
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
し
原
告
が
無
効
な
契
約

に
基
い
て
発
生
し
た
返
還
請
求
権
を
主
張
す
る
つ
も
り
が
な
い
の
で
あ
れ

ば
、
彼
は
放
棄
し
ま
た
は
欠
席
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
原
告
に
返
還
債
権

を
強
い
る
こ
と
は
裁
判
所
の
任
務
で
は
な
く
、
と
り
わ
け
訴
訟
内
で
の
そ

の
よ
う
な
強
制
は
、
訴
訟
を
起
こ
す
者
に
対
し
て
は
行
使
さ
れ
う
る
に
し

て
も
、
こ
れ
に
対
し
て
、
他
の
全
て
の
―
―
返
還
を
欲
し
て
い
な
い
の
で

―
―
訴
訟
を
追
行
し
な
い
者
は
制
サ
ン
ク
シ
ョ
ン

裁
は
な
い
ま
ま
で
あ
る
。し
た
が
っ
て
、

債
務
契
約
の
無
効
は
、
契
約
の
相
手
方
が
契
約
を
履
行
す
る
こ
と
を
強
制

さ
れ
え
な
い
と
い
う
こ
と
、
お
よ
び
、
給
付
を
無
効
な
、
治
癒
し
え
な
い

契
約
に
基
い
て
受
領
し
た
者
は
、
こ
れ
を
―
―
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
一
四
条
、
同

八
一
七
条
二
文
を
保
留
の
も
と
で
―
―
相
手
方
の
意
思
に
反
し
て
保
持
し

て
は
な
ら
な
い
こ
と
し
か
意
味
し
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
訴
訟
法
は
、
無
効
な

契
約
を
「
履
行
す
る
」
と
い
う
意
思
を
、
無
効
な
契
約
に
基
い
て
な
さ
れ

た
給
付
物
を
返
還
請
求
し
な
い
と
い
う
意
思
と
同
様
に
、
尊
重
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
訴
訟
上
の
処
分
を
制
限
す
る
こ
と
に
は
何
ら
の

余
地
は
な
い
。

　
同
様
の
こ
と
が
無
効
な
処
分
に
つ
い
て
妥
当
す
る
。
も
し
法
律
が
処
分

を
し
た
者
に
処
分
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
事
実
上
の
状
況
を
原
状
に
戻
す

こ
と
を
強
制
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
訴
訟
に
お
い
て
も
尊
重
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
し
か
に
、
訴
訟
は
判
決
の
既
判
力
の
ゆ
え
に
、

無
効
な
処
分
の
「
治
癒
」
と
い
う
結
果
に
な
り
う
る
。
物
の
受
領
者
が
彼

の
所
有
権
の
確
認
を
訴
求
し
、
被
告
が
認
諾
す
る
場
合
、
当
事
者
間
に
は
、

処
分
が
無
効
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
原
告
が
所
有
者
で
あ
る
と
い
う

こ
と
が
確
定
さ
れ
る
。
け
だ
し
、
実
体
法
に
よ
れ
ば
、
受
領
者
が
所
有
者

の
よ
う
に
振
舞
う
こ
と
を
実
際
の
所
有
者
が
制
サ
ン
ク
シ
ョ
ン

裁
な
し
に
受
忍
す
る
こ
と
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が
で
き
る
し
、
彼
は
占
有
、
使
用
お
よ
び
収
益
を
事
実
上
放
棄
し
、
無
権

利
者
の
処
分
を
善
意
者
（G

utgläubiger

）
の
た
め
に
受
忍
す
る
こ
と
が

で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
真
の
所
有
者
は
訴
訟
上
の
状
況
の
中
で
拘
束
力
を

も
っ
て
あ
ら
ゆ
る
将
来
に
つ
い
て
、
彼
が
将
来
に
お
い
て
振
舞
う
つ
も
り

で
あ
る
が
ご
と
く
決
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
訴
訟
の
特

殊
性
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
こ
で
権
利
が
行
使
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い

全
て
の
法
律
状
態
に
つ
い
て
、
同
様
に
妥
当
す
る
。
例
え
ば
無
権
利
者
が

善
意
者
の
た
め
に
処
分
し
よ
う
と
し
て
い
る
な
ら
ば
、
権
利
者
は
、
彼
の

権
利
を
将
来
の
た
め
に
防
衛
し
、
ま
た
、
い
ま
行
為
し
て
処
分
を
禁
止
さ

せ
、
そ
う
し
て
（
ま
た
は
）
取
得
者
を
悪
意
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
無
効
な
処
分
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
こ
と
は
、
し
か
し
、
第
三
者
の
権

利
の
ゆ
え
に
無
効
で
あ
る
処
分
に
つ
い
て
は
妥
当
し
な
い
。
こ
こ
で
は
処

分
を
し
た
者
は
、
さ
も
な
け
れ
ば
第
三
者
の
権
利
を
侵
害
す
る
こ
と
に
な

る
か
も
し
れ
な
い
の
で
、
彼
の
処
分
の
事
実
上
の
効
果
を
処
分
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
事
例
に
お
い
て
も
訴
訟
上
の
処
分
の
制
限

は
必
要
な
い
。
け
だ
し
、
第
三
者
の
権
利
は
、
処
分
を
し
た
者
と
受
領
者

の
間
に
生
じ
る
裁
判
の
既
判
力
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
か
ら

で
あ
る
。
第
三
者
は
、
処
分
権
限
の
な
い
者
に
対
し
て
不
利
益
に
生
じ
る

判
決
は
、
処
分
権
限
の
あ
る
者
の
不
利
に
は
作
用
し
な
い
と
い
う
こ
と
に

よ
っ
て
保
護
さ
れ
るａ
（

（22
（

。

　
訴
訟
に
お
け
る
当
事
者
の
処
分
権
限
の
減
縮
は
、
全
て
の
私
的
自
治
の

制
限
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
と
い
う
見
解
は
、
し
た
が
っ
て
、

無
効
概
念
を
区
別
し
な
い
理
解
に
基
い
て
お
り
、
実
体
法
か
ら
訴
訟
法
を

区
別
す
る
に
際
し
て
、
あ
ま
り
に
軽
く
扱
う
か
の
ご
と
く
で
あ
る（
（2（
（

。
実
体

法
は
、
無
効
な
契
約
に
何
ら
の
法
律
効
果
を
結
び
付
け
て
は
い
な
い
よ
う

な
の
で
、
公
益
の
た
め
に
命
じ
ら
れ
た
一
定
の
法
律
行
為
の
禁
止
ま
た
は

善
良
の
風
俗
に
対
す
る
違
反
は
常
に
私
的
自
治
の
絶
対
的
な
制
限
で
あ

り
、
そ
れ
が
婚
姻
お
よ
び
親
子
関
係
訴
訟
を
類
推
し
た
訴
訟
に
お
け
る
当

事
者
処
分
の
排
除
を
要
求
す
る
と
の
印
象
が
生
じ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
、立
法
者
が
財
産
訴
訟
に
お
い
て
通
常
は
当
事
者
処
分
を
排
除
せ
ず
、

弁
論
主
義
を
職
権
探
知
主
義
に
よ
っ
て
代
え
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、

実
体
的
な
無
効
概
念
の
相
対
性
を
暗
示
し
て
い
る
。
法
律
が
、
無
効
な
契

約
の
事
実
上
の
履
行
を
阻
止
し
、そ
の
履
行
の
返
還
を
強
制
し
よ
う
と
し
、

さ
ら
に
は
有
効
な
契
約
の
履
行
を
当
事
者
の
意
思
に
反
し
て
実
現
し
、
ま

た
は
、
そ
の
任
意
の
返
還
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
、
訴
訟
上
の
処

分
の
可
能
性
の
制
限
が
い
ず
れ
に
せ
よ
財
産
訴
訟
で
示
さ
れ
て
い
る
。
諸

事
例
を
わ
れ
わ
れ
は
、
前
述
の
Ｇ
ü
Ｋ
Ｇ
二
三
条
、
家
内
労
働
法
二
五
条

お
よ
び
最
低
労
働
条
件
の
設
定
に
関
す
る
法
律
一
四
条
、
同
一
五
条
の
中

に
見
出
す
。
そ
こ
で
は
も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
議
論
さ
れ
て
い
る
の
と
は
異
な

る
当
事
者
処
分
の
制
限
の
途
が
選
択
さ
れ
て
い
た
。

　
わ
れ
わ
れ
の
結
論
を
さ
ら
に
検
討
す
る
た
め
に
、
ま
ず
は
じ
め
に
、
両

親
お
よ
び
後
見
人
が
法
律
行
為
に
よ
り
子
の
財
産
を
処
分
す
る
た
め
に
、

後
見
裁
判
所
の
同
意
を
必
要
と
す
る
諸
事
例
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
六
四
三
条
、
同

一
八
二
一
条
、同
一
八
二
二
条
）
が
提
示
さ
れ
る
。
連
邦
通
常
裁
判
所（
（22
（

は
、

こ
れ
に
対
応
し
た
処
分
類
似
の
効
果
を
惹
起
す
る
当
事
者
処
分
は
、
排
除

さ
れ
る
こ
と
も
な
い
し
、
ま
た
後
見
裁
判
所
の
同
意
に
依
拠
す
る
こ
と
も
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が
で
き
る
し
、
彼
は
占
有
、
使
用
お
よ
び
収
益
を
事
実
上
放
棄
し
、
無
権

利
者
の
処
分
を
善
意
者
（G

utgläubiger

）
の
た
め
に
受
忍
す
る
こ
と
が

で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
真
の
所
有
者
は
訴
訟
上
の
状
況
の
中
で
拘
束
力
を

も
っ
て
あ
ら
ゆ
る
将
来
に
つ
い
て
、
彼
が
将
来
に
お
い
て
振
舞
う
つ
も
り

で
あ
る
が
ご
と
く
決
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
訴
訟
の
特

殊
性
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
こ
で
権
利
が
行
使
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い

全
て
の
法
律
状
態
に
つ
い
て
、
同
様
に
妥
当
す
る
。
例
え
ば
無
権
利
者
が

善
意
者
の
た
め
に
処
分
し
よ
う
と
し
て
い
る
な
ら
ば
、
権
利
者
は
、
彼
の

権
利
を
将
来
の
た
め
に
防
衛
し
、
ま
た
、
い
ま
行
為
し
て
処
分
を
禁
止
さ

せ
、
そ
う
し
て
（
ま
た
は
）
取
得
者
を
悪
意
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
無
効
な
処
分
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
こ
と
は
、
し
か
し
、
第
三
者
の
権

利
の
ゆ
え
に
無
効
で
あ
る
処
分
に
つ
い
て
は
妥
当
し
な
い
。
こ
こ
で
は
処

分
を
し
た
者
は
、
さ
も
な
け
れ
ば
第
三
者
の
権
利
を
侵
害
す
る
こ
と
に
な

る
か
も
し
れ
な
い
の
で
、
彼
の
処
分
の
事
実
上
の
効
果
を
処
分
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
事
例
に
お
い
て
も
訴
訟
上
の
処
分
の
制
限

は
必
要
な
い
。
け
だ
し
、
第
三
者
の
権
利
は
、
処
分
を
し
た
者
と
受
領
者

の
間
に
生
じ
る
裁
判
の
既
判
力
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
か
ら

で
あ
る
。
第
三
者
は
、
処
分
権
限
の
な
い
者
に
対
し
て
不
利
益
に
生
じ
る

判
決
は
、
処
分
権
限
の
あ
る
者
の
不
利
に
は
作
用
し
な
い
と
い
う
こ
と
に

よ
っ
て
保
護
さ
れ
るａ
（

（22
（

。

　
訴
訟
に
お
け
る
当
事
者
の
処
分
権
限
の
減
縮
は
、
全
て
の
私
的
自
治
の

制
限
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
と
い
う
見
解
は
、
し
た
が
っ
て
、

無
効
概
念
を
区
別
し
な
い
理
解
に
基
い
て
お
り
、
実
体
法
か
ら
訴
訟
法
を

区
別
す
る
に
際
し
て
、
あ
ま
り
に
軽
く
扱
う
か
の
ご
と
く
で
あ
る（
（2（
（

。
実
体

法
は
、
無
効
な
契
約
に
何
ら
の
法
律
効
果
を
結
び
付
け
て
は
い
な
い
よ
う

な
の
で
、
公
益
の
た
め
に
命
じ
ら
れ
た
一
定
の
法
律
行
為
の
禁
止
ま
た
は

善
良
の
風
俗
に
対
す
る
違
反
は
常
に
私
的
自
治
の
絶
対
的
な
制
限
で
あ

り
、
そ
れ
が
婚
姻
お
よ
び
親
子
関
係
訴
訟
を
類
推
し
た
訴
訟
に
お
け
る
当

事
者
処
分
の
排
除
を
要
求
す
る
と
の
印
象
が
生
じ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
、立
法
者
が
財
産
訴
訟
に
お
い
て
通
常
は
当
事
者
処
分
を
排
除
せ
ず
、

弁
論
主
義
を
職
権
探
知
主
義
に
よ
っ
て
代
え
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、

実
体
的
な
無
効
概
念
の
相
対
性
を
暗
示
し
て
い
る
。
法
律
が
、
無
効
な
契

約
の
事
実
上
の
履
行
を
阻
止
し
、そ
の
履
行
の
返
還
を
強
制
し
よ
う
と
し
、

さ
ら
に
は
有
効
な
契
約
の
履
行
を
当
事
者
の
意
思
に
反
し
て
実
現
し
、
ま

た
は
、
そ
の
任
意
の
返
還
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
、
訴
訟
上
の
処

分
の
可
能
性
の
制
限
が
い
ず
れ
に
せ
よ
財
産
訴
訟
で
示
さ
れ
て
い
る
。
諸

事
例
を
わ
れ
わ
れ
は
、
前
述
の
Ｇ
ü
Ｋ
Ｇ
二
三
条
、
家
内
労
働
法
二
五
条

お
よ
び
最
低
労
働
条
件
の
設
定
に
関
す
る
法
律
一
四
条
、
同
一
五
条
の
中

に
見
出
す
。
そ
こ
で
は
も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
議
論
さ
れ
て
い
る
の
と
は
異
な

る
当
事
者
処
分
の
制
限
の
途
が
選
択
さ
れ
て
い
た
。

　
わ
れ
わ
れ
の
結
論
を
さ
ら
に
検
討
す
る
た
め
に
、
ま
ず
は
じ
め
に
、
両

親
お
よ
び
後
見
人
が
法
律
行
為
に
よ
り
子
の
財
産
を
処
分
す
る
た
め
に
、

後
見
裁
判
所
の
同
意
を
必
要
と
す
る
諸
事
例
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
六
四
三
条
、
同

一
八
二
一
条
、同
一
八
二
二
条
）
が
提
示
さ
れ
る
。
連
邦
通
常
裁
判
所（
（22
（

は
、

こ
れ
に
対
応
し
た
処
分
類
似
の
効
果
を
惹
起
す
る
当
事
者
処
分
は
、
排
除

さ
れ
る
こ
と
も
な
い
し
、
ま
た
後
見
裁
判
所
の
同
意
に
依
拠
す
る
こ
と
も

138
ヴォルフラム・ヘンケル『訴訟法と実体法』（四）

19 （熊本法学153号 ’21）



な
い
と
判
断
し
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
結
論
を
理
由
付
け
る
た
め
に
は
、
訴

訟
上
の
処
分
行
為
、
と
り
わ
け
認
諾
お
よ
び
放
棄
が
訴
訟
行
為
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
六
四
三
条
、
同
一
八
二
一
条
、
同
一
八
二
二
条
に

は
当
た
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
十
分
で
は
な
い
。
け
だ
し
、
訴
訟
行
為
と

分
類
す
る
こ
と
は
、
そ
の
効
果
を
実
体
法
上
の
評
価
に
結
び
付
け
る
こ
と

を
禁
止
し
て
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
義
務
付
け
の
禁
止
や
処
分

の
禁
止
の
遵
守
が
両
親
と
後
見
人
に
対
し
て
強
要
さ
れ
る
こ
と
の
当
否
と

態
様
が
決
定
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
自
律
の
制
限
の
遵
守
を
法

定
代
理
人
が
監
視
す
る
こ
と
は
後
見
裁
判
所
の
義
務
で
あ
り
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ

一
六
六
七
条
、
同
一
八
三
七
条
）、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
制
限
の
遵
守
は

間
接
ま
た
は
直
接
に
強
制
さ
れ
る
と
し
て
も
、
民
事
訴
訟
は
、
対
応
す
る

措
置
に
よ
っ
て
子
の
保
護
の
た
め
に
働
き
か
け
る
可
能
性
を
提
供
し
て
い

な
い
。全
て
の
訴
訟
行
為
に
つ
い
て
後
見
裁
判
所
の
同
意
を
得
る
こ
と
は
、

訴
訟
を
見
通
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
と
し
、
引
き
延
ば
す
こ
と
に
な
ろ

う
。
当
事
者
ま
た
は
代
理
人
と
し
て
訴
訟
を
追
行
す
る
者
は
、
必
要
な
訴

訟
行
為
を
自
ら
単
独
で
か
つ
責
任
を
も
っ
て
行
い
う
る
べ
き
で
あ
る
。
こ

の
観
点
は
、
あ
ら
ゆ
る
訴
訟
行
為
に
つ
い
て
法
定
代
理
人
の
許
可
と
同
意

を
得
な
け
れ
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
制
限
行
為
能
力
者
を
訴
訟
追
行
か
ら

排
除
す
る
こ
と
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
法
定
代
理
人
を
明

示
的
に
訴
訟
行
為
に
つ
い
て
後
見
裁
判
所
の
同
意
か
ら
解
放
し
て
い
る
Ｚ

Ｐ
Ｏ
五
四
条
の
規
定
に
と
っ
て
も
重
要
で
あ
っ
た
。
両
親
ま
た
は
後
見
人

か
ら
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
六
四
三
条
、
同
一
八
二
一
条
、
同
一
八
二
二
条
の
場
合（
（訳

（
訳
注

に

お
い
て
訴
訟
上
の
代
理
権
限
を
剥
奪
す
る
こ
と
は
、
何
人
も
彼
ら
に
代

わ
っ
て
訴
訟
を
追
行
し
得
な
い
だ
ろ
う
か
ら
、可
能
な
打
開
策
で
は
な
い
。

後
見
裁
判
所
が
そ
の
た
め
に
は
考
慮
の
対
象
に
な
ら
な
い
の
は
、
裁
判
所

が
訴
訟
に
お
い
て
当
事
者
ま
た
は
法
定
代
理
人
で
あ
る
べ
き
で
は
な
い
だ

け
で
な
く
、
と
り
わ
け
、
裁
判
所
自
身
が
子
ま
た
は
被
後
見
人
の
権
利
を

行
使
し
て
は
な
ら
な
い
だ
け
で
な
く
、
法
定
代
理
人
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ

に
由
来
す
る
法
律
行
為
の
同
意
に
限
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
か
く
て
両
親
お
よ
び
後
見
人
に
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
六
四
三
条
、同
一
八
二
一
条
、

同
一
八
二
二
条
の
事
例
に
お
い
て
も
訴
訟
を
自
ら
追
行
さ
せ
、
後
見
裁
判

所
の
同
意
を
放
棄
す
る
可
能
性
し
か
残
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
法
定
代
理

人
の
処
分
権
を
排
除
し
、
子
の
た
め
に
な
る
事
情
に
関
し
て
は
職
権
探
知

主
義
に
移
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
子
が
保
護
さ
れ
る
の
か
が
、
問
題
と
な

る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
人
は
目
標
以
上
の
こ
と
を
し
て
し
ま
う
こ

と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
子
の
利
益
の
保
護
は
、
第
一
次
的
に

は
両
親
ま
た
は
後
見
人
が
負
っ
て
い
る
。
も
し
こ
れ
ら
の
者
が
子
の
福
祉

の
た
め
に
行
為
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
者
か
ら
子
に
奉
仕
す
る
訴

訟
上
の
処
分
権
を
剥
奪
し
、
ま
た
は
職
権
探
知
主
義
に
よ
っ
て
監
督
し
、

か
く
し
て
子
の
主
観
的
権
利
の
行
使
に
不
適
切
で
あ
り
、
あ
る
い
は
費
用

行
使
の
自
由
を
法
定
代
理
人
が
不
当
に
制
限
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
訴
訟
形

態
を
選
択
す
る
こ
と
は
、
不
適
切
で
は
な
か
ろ
う
か
。
訴
訟
事
件
の
裁
判

所
に
は
、
法
定
代
理
人
が
追
行
す
る
訴
訟
に
お
い
て
子
の
利
益
を
保
護
す

る
と
い
う
任
務
は
与
え
ら
れ
え
な
い
。
子
の
利
益
を
監
督
す
る
の
は
、
法

定
代
理
人
の
ほ
か
に
は
後
見
裁
判
所
の
み
で
あ
る
。
も
し
も
訴
訟
の
進
行

を
ス
ム
ー
ズ
に
い
く
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
個
々
の
訴
訟
行
為
に
対
す
る
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後
見
裁
判
所
の
同
意
を
放
棄
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
法
定

代
理
人
の
訴
訟
上
の
処
分
を
制
限
す
る
こ
と
は
、
適
切
な
代
替
策
で
は
な

い
。

　
し
た
が
っ
て
、
後
見
裁
判
所
は
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
六
四
三
条
、
同
一
八
二
一

条
、
同
一
八
二
二
条
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
て
い
る
同
意
が
欠
け
て
い
る
た

め
、
無
効
な
取
引
が
な
さ
れ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
返
還
処
理
が
さ
れ
る
こ

と
に
つ
き
監
督
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
訴
訟
に
お
い
て

自
由
に
処
分
す
る
法
定
代
理
人
の
可
能
性
は
制
限
さ
れ
ず
残
さ
れ
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
無
効
な
取
引
の
実
行
を
阻
止
す
る
こ

と
に
対
す
る
公
的
な
利
益
が
、
必
然
的
に
民
事
訴
訟
の
形
態
に
は
作
用
し

な
い
こ
と
に
気
づ
く
。
国
家
は
、
普
段
は
ま
た
、
し
ば
し
ば
民
事
訴
訟
の

外
で
の
監
督
で
満
足
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
統
制
経
済
の
時
代
に
お

い
て
発
せ
ら
れ
た
法
律
行
為
に
よ
る
活
動
の
禁
止
は
、
訴
訟
の
形
態
を
何

一
つ
変
更
し
な
か
っ
た（
（22
（

。
行
政
官
庁
に
よ
る
訴
訟
外
の
監
督
と
万
一
の
場

合
の
刑
罰
に
よ
る
制
サ
ン
ク
シ
ョ
ン

裁
で
十
分
た
り
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
法
定
代
理

人
の
訴
訟
上
の
処
分
の
自
由
へ
の
制
約
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
六
六
七
条
以
下
、

同
一
八
三
七
条
に
よ
る
後
見
裁
判
所
の
一
般
的
な
監
視
お
よ
び
監
督
に
限

定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
後
見
裁
判
所
は
、
両
親
が
子
の
権
利
擁
護
の
た
め

に
訴
訟
を
追
行
す
る
こ
と
を
阻
止
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
と
同
様
に（
（22
（

、

両
親
の
訴
訟
行
為
に
直
接
的
に
影
響
力
を
及
ぼ
す
い
か
な
な
る
可
能
性
も

持
た
な
い
。
後
見
裁
判
所
は
、
両
親
に
担
保
提
供
を
課
し
う
る
に
す
ぎ
ず

（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
六
八
八
条
）、
場
合
に
よ
り
こ
れ
が
な
さ
れ
な
い
と
き
は
、
財

産
管
理
権
を
剥
奪
す
る
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
六
六
九
条
）。
後
見
人
が
訴
訟
追
行

に
際
し
て
義
務
に
反
し
て
行
為
し
た
場
合
に
は
、
後
見
人
に
対
し
て
、
後

見
裁
判
所
は
、
指
示
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
六
三
七
条
一

項
）。

　
Ｔ
Ｖ
Ｇ（
訳訳

（
訳
注

四
条
四
項
一
文
に
よ
れ
ば
、
成
立
し
た
協
約
上
の
権
利
を
労
働

者
が
放
棄
す
る
こ
と
は
、
協
約
当
事
者
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
和
解
に
お

い
て
の
み
許
容
さ
れ
る
。協
約
上
の
権
利
の
失
効
は
排
除
さ
れ
て
い
る（
Ｔ

Ｖ
Ｇ
四
条
四
項
二
文
）。
協
約
上
の
権
利
の
主
張
に
関
す
る
除
斥
期
間
は
、

協
約
の
中
で
の
み
合
意
さ
れ
う
る
。
こ
の
規
定
の
訴
訟
上
の
効
果
の
評
価

に
と
っ
て
は
、
労
働
者
は
協
約
上
の
請
求
権
に
関
す
る
処
分
を
完
全
に
は

剥
奪
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
使
用
者
の
ほ
か
に
放

棄
和
解
に
つ
い
て
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
が
帰
属
す
る
の
は
労
働
者
で
あ

る
。
協
約
当
事
者
に
よ
る
承
認
は
、
付
加
的
な
要
件
に
す
ぎ
な
い
。
放
棄

は
和
解
の
内
部
で
の
み
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
根
拠
を
、
使

用
者
も
譲
歩
（Entgegenkom

m
en

）
を
示
す
場
合
に
は
じ
め
て
、
労
働

者
の
負
担
と
な
る
協
定
か
ら
の
逸
脱
が
正
当
化
さ
れ
る
と
い
う
点
に
あ
る

の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
他
に
も
、
こ
の
規
律
は
ま
さ
に
訴
訟
に
お
い
て

実
効
性
が
認
め
ら
れ
る
。
け
だ
し
、
請
求
の
放
棄
に
基
い
て
た
だ
ち
に
判

決
が
下
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
〔
＝
放
棄
〕
を
同

意
に
依
存
せ
し
め
る
こ
と
は
、
訴
訟
状
態
を
不
明
確
に
形
成
す
る
こ
と
に

な
ろ
う
。
し
か
し
、
訴
訟
上
の
和
解
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
そ
の
実
体
法
の

効
果
の
要
件
が
存
在
す
る
場
合
に
は
じ
め
て
有
効
で
あ
る
。
訴
訟
上
の
和

解
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
八
二
二
条
に
お
い
て
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に（
訳訳

（
訳
注

、
第
三

者
の
同
意
を
要
す
る
た
め
の
適
切
な
接
触
点
な
の
で
あ
る
。
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後
見
裁
判
所
の
同
意
を
放
棄
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
法
定

代
理
人
の
訴
訟
上
の
処
分
を
制
限
す
る
こ
と
は
、
適
切
な
代
替
策
で
は
な

い
。

　
し
た
が
っ
て
、
後
見
裁
判
所
は
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
六
四
三
条
、
同
一
八
二
一

条
、
同
一
八
二
二
条
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
て
い
る
同
意
が
欠
け
て
い
る
た

め
、
無
効
な
取
引
が
な
さ
れ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
返
還
処
理
が
さ
れ
る
こ

と
に
つ
き
監
督
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
訴
訟
に
お
い
て

自
由
に
処
分
す
る
法
定
代
理
人
の
可
能
性
は
制
限
さ
れ
ず
残
さ
れ
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
無
効
な
取
引
の
実
行
を
阻
止
す
る
こ

と
に
対
す
る
公
的
な
利
益
が
、
必
然
的
に
民
事
訴
訟
の
形
態
に
は
作
用
し

な
い
こ
と
に
気
づ
く
。
国
家
は
、
普
段
は
ま
た
、
し
ば
し
ば
民
事
訴
訟
の

外
で
の
監
督
で
満
足
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
統
制
経
済
の
時
代
に
お

い
て
発
せ
ら
れ
た
法
律
行
為
に
よ
る
活
動
の
禁
止
は
、
訴
訟
の
形
態
を
何

一
つ
変
更
し
な
か
っ
た（
（22
（

。
行
政
官
庁
に
よ
る
訴
訟
外
の
監
督
と
万
一
の
場

合
の
刑
罰
に
よ
る
制
サ
ン
ク
シ
ョ
ン

裁
で
十
分
た
り
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
法
定
代
理

人
の
訴
訟
上
の
処
分
の
自
由
へ
の
制
約
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
六
六
七
条
以
下
、

同
一
八
三
七
条
に
よ
る
後
見
裁
判
所
の
一
般
的
な
監
視
お
よ
び
監
督
に
限

定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
後
見
裁
判
所
は
、
両
親
が
子
の
権
利
擁
護
の
た
め

に
訴
訟
を
追
行
す
る
こ
と
を
阻
止
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
と
同
様
に（
（22
（

、

両
親
の
訴
訟
行
為
に
直
接
的
に
影
響
力
を
及
ぼ
す
い
か
な
な
る
可
能
性
も

持
た
な
い
。
後
見
裁
判
所
は
、
両
親
に
担
保
提
供
を
課
し
う
る
に
す
ぎ
ず

（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
六
八
八
条
）、
場
合
に
よ
り
こ
れ
が
な
さ
れ
な
い
と
き
は
、
財

産
管
理
権
を
剥
奪
す
る
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
六
六
九
条
）。
後
見
人
が
訴
訟
追
行

に
際
し
て
義
務
に
反
し
て
行
為
し
た
場
合
に
は
、
後
見
人
に
対
し
て
、
後

見
裁
判
所
は
、
指
示
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
六
三
七
条
一

項
）。

　
Ｔ
Ｖ
Ｇ（
訳訳

（
訳
注

四
条
四
項
一
文
に
よ
れ
ば
、
成
立
し
た
協
約
上
の
権
利
を
労
働

者
が
放
棄
す
る
こ
と
は
、
協
約
当
事
者
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
和
解
に
お

い
て
の
み
許
容
さ
れ
る
。協
約
上
の
権
利
の
失
効
は
排
除
さ
れ
て
い
る（
Ｔ

Ｖ
Ｇ
四
条
四
項
二
文
）。
協
約
上
の
権
利
の
主
張
に
関
す
る
除
斥
期
間
は
、

協
約
の
中
で
の
み
合
意
さ
れ
う
る
。
こ
の
規
定
の
訴
訟
上
の
効
果
の
評
価

に
と
っ
て
は
、
労
働
者
は
協
約
上
の
請
求
権
に
関
す
る
処
分
を
完
全
に
は

剥
奪
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
使
用
者
の
ほ
か
に
放

棄
和
解
に
つ
い
て
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
が
帰
属
す
る
の
は
労
働
者
で
あ

る
。
協
約
当
事
者
に
よ
る
承
認
は
、
付
加
的
な
要
件
に
す
ぎ
な
い
。
放
棄

は
和
解
の
内
部
で
の
み
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
根
拠
を
、
使

用
者
も
譲
歩
（Entgegenkom

m
en

）
を
示
す
場
合
に
は
じ
め
て
、
労
働

者
の
負
担
と
な
る
協
定
か
ら
の
逸
脱
が
正
当
化
さ
れ
る
と
い
う
点
に
あ
る

の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
他
に
も
、
こ
の
規
律
は
ま
さ
に
訴
訟
に
お
い
て

実
効
性
が
認
め
ら
れ
る
。
け
だ
し
、
請
求
の
放
棄
に
基
い
て
た
だ
ち
に
判

決
が
下
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
〔
＝
放
棄
〕
を
同

意
に
依
存
せ
し
め
る
こ
と
は
、
訴
訟
状
態
を
不
明
確
に
形
成
す
る
こ
と
に

な
ろ
う
。
し
か
し
、
訴
訟
上
の
和
解
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
そ
の
実
体
法
の

効
果
の
要
件
が
存
在
す
る
場
合
に
は
じ
め
て
有
効
で
あ
る
。
訴
訟
上
の
和

解
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
八
二
二
条
に
お
い
て
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に（
訳訳

（
訳
注

、
第
三

者
の
同
意
を
要
す
る
た
め
の
適
切
な
接
触
点
な
の
で
あ
る
。
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個
々
の
労
働
者
は
、
自
ら
単
独
で
協
約
上
の
権
利
に
つ
い
て
処
分
を
な

し
得
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
和
解
は
協
約
当
事
者
の
承
認
を
必

要
と
し
て
い
る
。
労
働
者
保
護
の
利
益
は
、
こ
こ
で
は
制
度
的
利
益
と
合

致
し
て
い
る
。
労
働
協
約
は
、
任
意
に
個
別
的
な
合
意
に
よ
っ
て
破
る
こ

と
が
許
さ
れ
な
い
場
合
に
は
じ
め
て
、
そ
の
目
的
を
履
行
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
目
的
は
、
放
棄
和
解
が
、
協
約
に
照
ら
し
て
、
す
な
わ
ち
、

労
働
者
の
保
護
と
い
う
観
点
の
下
だ
け
で
な
く
、
協
約
関
係
の
秩
序
全
体

の
観
点
か
ら
も
な
お
許
容
で
き
る
と
思
わ
れ
る
か
ど
う
か
に
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
が
限
定
さ
れ
る
場
合
に
達
成
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
協
約
の
両
当

事
者
は
、
承
認
す
る
に
あ
た
り
協
約
上
設
定
さ
れ
た
金
額
の
請
求
権
に
つ

い
て
の
事
実
上
の
要
件
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
を
審
査
し
て

は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
協
約
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
請
求
権
の
事
実

上
の
基
礎
の
み
に
関
す
る
和
解
は
、
協
約
当
事
者
の
承
認
を
必
要
と
は
し

な
い（
（22
（

。
事
実
上
の
基
礎
に
関
し
て
労
働
者
の
権
利
行
使
の
自
由
を
制
約
す

る
根
拠
も
全
く
な
い
。
協
約
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
労
働
者

に
対
し
て
、
例
え
ば
ど
れ
だ
け
多
く
超
過
勤
務
を
し
た
か
に
関
す
る
争
い

を
、
独
自
に
あ
る
和
解
に
付
加
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。
も
し
人
が
彼
に

対
し
て
こ
れ
を
禁
止
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
協
約
上
命
じ

ら
れ
た
労
働
関
係
の
み
に
つ
い
て
行
う
こ
と
は
許
さ
れ
ま
い
。
し
か
し
、

和
解
の
承
認
は
協
約
上
の
請
求
権
の
み
に
予
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の

留
保
は
、
協
約
の
保
護
と
い
う
特
別
の
理
由
か
ら
説
明
さ
れ
な
く
て
は
な

ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
協
約
当
事
者
の
承
認
は
、
確
認
さ
れ
た
、
ま
た

は
当
事
者
に
よ
っ
て
和
解
と
い
う
形
で
基
礎
と
さ
れ
た
事
実
関
係
に
よ
っ

て
存
在
す
る
請
求
権
に
関
連
す
る
。
労
働
協
約
当
事
者
は
、
こ
の
存
在
す

る
請
求
権
を
和
解
と
い
う
方
法
で
減
縮
さ
せ
る
こ
と
を
主
張
可
能
か
ど
う

か
を
検
討
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
こ
の
解
釈
は
、
権
利
失
効
と
除
斥
期
間
に
関
す
る
Ｔ
Ｖ
Ｇ
四
条
四
項
の

規
定
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
る
。
権
利
失
効
、
す
な
わ
ち
不
誠
実
な
時
機
に

後
れ
た
権
利
行
使
を
理
由
と
す
る
請
求
権
の
喪
失
は
、
労
働
者
に
は
向
け

ら
れ
え
な
い
と
い
う
こ
と
、
し
か
し
、
通
常
は
あ
ら
ゆ
る
失
効
期
間
よ
り

も
短
い
で
あ
ろ
う
除
斥
期
間
の
不
誠
実
と
い
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
懈
怠

は
、
Ｔ
Ｖ
Ｇ
四
条
が
適
時
の
権
利
行
使
と
い
う
観
点
を
完
全
に
無
視
し
よ

う
と
し
な
い
場
合
に
、
意
味
を
持
つ
に
す
ぎ
な
い
。
既
に
別
の
箇
所
で（
（22
（

、

権
利
失
効
と
除
斥
期
間
は
た
し
か
に
要
件
と
効
果
に
お
い
て
完
全
に
は
重

な
り
合
っ
て
は
い
な
い
が
、
し
か
し
、
同
様
の
立
法
者
の
理
由
に
依
拠
し

て
い
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
た
。
除
斥
期
間
は
権
利
失
効
の
根
本
思
想
を
具

体
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
〔
＝
権
利
失
効
〕
は
、
Ｔ
Ｖ
Ｇ
四
条
三
項

が
教
え
る
よ
う
に
、
完
全
に
排
除
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
立
法
者
は
、

単
に
労
働
者
の
個
人
と
し
て
の
行
為
が
そ
の
者
の
権
利
を
減
縮
し
な
い
こ

と
を
意
図
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
請
求
権
が
時
機
に
後
れ
た
主
張
で
あ
る
こ

と
を
理
由
に
遮
断
さ
れ
る
こ
と
の
可
否
お
よ
び
そ
の
要
件
は
、
協
約
当
事

者
の
合
意
に
留
保
さ
れ
て
い
る
。
も
し
合
意
が
除
斥
期
間
を
予
定
し
て
い

た
の
で
あ
れ
ば
、
何
人
も
、
労
働
者
が
こ
の
期
間
を
無
駄
に
し
て
し
ま
う

こ
と
を
妨
げ
な
い
。
労
働
者
が
そ
の
権
利
を
行
使
す
る
か
否
か
、
そ
の
時

期
お
よ
び
態
様
は
、
彼
の
決
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
彼
は
、
権
利
を
内

容
上
協
定
で
合
意
さ
れ
て
い
な
い
態
様
に
お
い
て
変
更
し
て
は
な
ら
な
い
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だ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
の
処
分
は
、
そ
の
労
働
契
約
の
法
的
内

容
を
協
約
の
内
容
と
一
致
さ
せ
る
た
め
に
制
約
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
そ
の
結
果
、
訴
訟
に
関
し
て
は
以
下
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
す
な

わ
ち
、
請
求
の
放
棄
は
、
協
約
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
た
請
求
権
の
法
的
な

内
容
の
処
分
の
可
能
性
を
含
む
の
で
、
不
適
法
で
あ
る
。
同
じ
こ
と
は
、

使
用
者
の
消
極
的
確
認
の
訴
え
へ
の
請
求
の
認
諾
に
つ
い
て
妥
当
す
る（
（22
（

。

原
告
で
あ
る
労
働
者
に
対
す
る
欠
席
判
決
も
ま
た
、
不
適
法
と
み
な
さ
れ

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
け
だ
し
、
原
告
の
懈
怠
は
Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
三
〇
条
に
よ

れ
ば
本
案
に
つ
い
て
の
法
的
審
査
を
禁
止
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
裁
判
所
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
三
〇
条
の
適
用
に
際
し
て
、
原
告
が
そ
の
懈

怠
に
よ
っ
て
協
約
に
結
び
付
い
た
労
働
関
係
を
処
分
す
る
か
ど
う
か
の
確

認
を
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
訴
訟
上
の
和
解
は
、
そ
れ
が
確
定
さ
れ
た
事
実
関
係
ま
た
は
当
事
者
に

よ
っ
て
前
提
と
さ
れ
た
事
実
関
係
に
よ
れ
ば
存
在
す
る
請
求
権
を
協
約
よ

り
も
減
額
す
る
場
合
に
限
り
、
協
定
当
事
者
の
承
認
を
必
要
と
す
る（
（22
（

。
し

か
し
、
当
事
者
が
係
争
中
の
個
人
の
請
求
権
の
発
生
ま
た
は
消
滅
に
と
っ

て
重
要
な
事
実
に
つ
い
て
和
解
す
る
限
り
に
お
い
て
、
協
約
当
事
者
の
承

認
を
要
し
な
い（
（23
（

。
も
し
も
当
事
者
が
、
協
定
の
拘
束
力
あ
る
内
容
を
回
避

す
る
た
め
に
、
意
図
的
に
か
つ
一
致
し
て
和
解
に
お
い
て
虚
偽
の
事
実
関

係
か
ら
出
発
す
る
場
合
に
は
、
和
解
は
無
効
で
あ
る（
（22
（

。

　
そ
れ
を
越
え
て
当
事
者
の
処
分
が
制
約
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
使
用
者

の
消
極
的
確
認
の
訴
え
に
つ
き
、
労
働
者
に
対
し
て
の
欠
席
判
決
が
言
い

渡
さ
れ
う
る
。
け
だ
し
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
三
一
条
が
定
め
て
い
る
有
理
性
審
査

（Schlüssigkeitsprüfung

）
は
、
原
告
の
要
求
（B

egehren
）
が
協
定
の

拘
束
力
あ
る
法
的
内
容
と
一
致
す
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
こ
と
を
裁
判

所
に
義
務
付
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
し
か
に
わ
れ
わ
れ
は
欠
席
判
決

を
権
利
失
効
の
効
果
と
し
て
説
明
し
て
き
た
。
し
か
し
、
Ｔ
Ｖ
Ｇ
四
条
四

項
は
、
権
利
失
効
と
い
う
理
由
に
基
づ
く
全
て
の
法
規
範
を
排
除
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
二
条
の
一
般
的
な
権
利
失
効
だ
け

が
排
除
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
合
意
に
よ
る

除
斥
期
間
は
、
も
っ
ぱ
ら
協
約
当
事
者
の
処
分
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
こ

れ
に
対
し
て
、権
利
失
効
と
い
う
根
本
思
想
の
制
定
法
に
よ
る
具
体
化
は
、

こ
れ
に
反
せ
ず
無
関
係
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
弁
論
主
義
は
Ｔ
Ｖ
Ｇ
四
条
四
項
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
な
い
。

労
働
者
が
協
約
上
拘
束
さ
れ
た
請
求
権
の
事
実
上
の
基
礎
に
つ
い
て
争
お

う
と
す
る
か
否
か
お
よ
び
そ
の
範
囲
は
、
労
働
者
の
み
に
委
ね
ら
れ
て
い

る
。
弁
論
主
義
を
制
約
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
Ｔ
Ｖ
Ｇ
四
条
四
項
を
回
避
す

る
理
由
は
存
在
し
な
い
。
あ
る
労
働
者
が
、
協
約
を
回
避
す
る
と
い
う
目

的
で
、
そ
こ
で
自
己
に
不
利
益
と
な
る
事
実
関
係
を
陳
述
す
る
た
め
に
、

自
由
意
思
で
訴
訟
を
追
行
す
る
と
い
う
こ
と
は
生
じ
な
い
で
あ
ろ
う
。
も

し
彼
が
協
約
を
回
避
す
る
つ
も
り
な
の
で
あ
れ
ば
、
決
し
て
訴
え
る
こ
と

は
せ
ず
、
使
用
者
が
彼
に
―
―
協
約
を
下
回
っ
て
―
―
支
払
う
も
の
で
満

足
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
労
働
者
が
協
約
を
回
避
す
る
た
め
に
虚
偽
の

事
実
関
係
を
陳
述
す
る
こ
と
を
使
用
者
に
よ
っ
て
強
い
ら
れ
た
の
で
あ
れ

ば
、
労
働
者
は
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
八
〇
条
四
号
に
よ
る
再
審
の
訴
え
を
利
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
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だ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
の
処
分
は
、
そ
の
労
働
契
約
の
法
的
内

容
を
協
約
の
内
容
と
一
致
さ
せ
る
た
め
に
制
約
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
そ
の
結
果
、
訴
訟
に
関
し
て
は
以
下
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
す
な

わ
ち
、
請
求
の
放
棄
は
、
協
約
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
た
請
求
権
の
法
的
な

内
容
の
処
分
の
可
能
性
を
含
む
の
で
、
不
適
法
で
あ
る
。
同
じ
こ
と
は
、

使
用
者
の
消
極
的
確
認
の
訴
え
へ
の
請
求
の
認
諾
に
つ
い
て
妥
当
す
る（
（22
（

。

原
告
で
あ
る
労
働
者
に
対
す
る
欠
席
判
決
も
ま
た
、
不
適
法
と
み
な
さ
れ

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
け
だ
し
、
原
告
の
懈
怠
は
Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
三
〇
条
に
よ

れ
ば
本
案
に
つ
い
て
の
法
的
審
査
を
禁
止
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
裁
判
所
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
三
〇
条
の
適
用
に
際
し
て
、
原
告
が
そ
の
懈

怠
に
よ
っ
て
協
約
に
結
び
付
い
た
労
働
関
係
を
処
分
す
る
か
ど
う
か
の
確

認
を
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
訴
訟
上
の
和
解
は
、
そ
れ
が
確
定
さ
れ
た
事
実
関
係
ま
た
は
当
事
者
に

よ
っ
て
前
提
と
さ
れ
た
事
実
関
係
に
よ
れ
ば
存
在
す
る
請
求
権
を
協
約
よ

り
も
減
額
す
る
場
合
に
限
り
、
協
定
当
事
者
の
承
認
を
必
要
と
す
る（
（22
（

。
し

か
し
、
当
事
者
が
係
争
中
の
個
人
の
請
求
権
の
発
生
ま
た
は
消
滅
に
と
っ

て
重
要
な
事
実
に
つ
い
て
和
解
す
る
限
り
に
お
い
て
、
協
約
当
事
者
の
承

認
を
要
し
な
い（
（23
（

。
も
し
も
当
事
者
が
、
協
定
の
拘
束
力
あ
る
内
容
を
回
避

す
る
た
め
に
、
意
図
的
に
か
つ
一
致
し
て
和
解
に
お
い
て
虚
偽
の
事
実
関

係
か
ら
出
発
す
る
場
合
に
は
、
和
解
は
無
効
で
あ
る（
（22
（

。

　
そ
れ
を
越
え
て
当
事
者
の
処
分
が
制
約
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
使
用
者

の
消
極
的
確
認
の
訴
え
に
つ
き
、
労
働
者
に
対
し
て
の
欠
席
判
決
が
言
い

渡
さ
れ
う
る
。
け
だ
し
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
三
一
条
が
定
め
て
い
る
有
理
性
審
査

（Schlüssigkeitsprüfung

）
は
、
原
告
の
要
求
（B

egehren

）
が
協
定
の

拘
束
力
あ
る
法
的
内
容
と
一
致
す
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
こ
と
を
裁
判

所
に
義
務
付
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
し
か
に
わ
れ
わ
れ
は
欠
席
判
決

を
権
利
失
効
の
効
果
と
し
て
説
明
し
て
き
た
。
し
か
し
、
Ｔ
Ｖ
Ｇ
四
条
四

項
は
、
権
利
失
効
と
い
う
理
由
に
基
づ
く
全
て
の
法
規
範
を
排
除
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
二
条
の
一
般
的
な
権
利
失
効
だ
け

が
排
除
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
合
意
に
よ
る

除
斥
期
間
は
、
も
っ
ぱ
ら
協
約
当
事
者
の
処
分
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
こ

れ
に
対
し
て
、権
利
失
効
と
い
う
根
本
思
想
の
制
定
法
に
よ
る
具
体
化
は
、

こ
れ
に
反
せ
ず
無
関
係
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
弁
論
主
義
は
Ｔ
Ｖ
Ｇ
四
条
四
項
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
な
い
。

労
働
者
が
協
約
上
拘
束
さ
れ
た
請
求
権
の
事
実
上
の
基
礎
に
つ
い
て
争
お

う
と
す
る
か
否
か
お
よ
び
そ
の
範
囲
は
、
労
働
者
の
み
に
委
ね
ら
れ
て
い

る
。
弁
論
主
義
を
制
約
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
Ｔ
Ｖ
Ｇ
四
条
四
項
を
回
避
す

る
理
由
は
存
在
し
な
い
。
あ
る
労
働
者
が
、
協
約
を
回
避
す
る
と
い
う
目

的
で
、
そ
こ
で
自
己
に
不
利
益
と
な
る
事
実
関
係
を
陳
述
す
る
た
め
に
、

自
由
意
思
で
訴
訟
を
追
行
す
る
と
い
う
こ
と
は
生
じ
な
い
で
あ
ろ
う
。
も

し
彼
が
協
約
を
回
避
す
る
つ
も
り
な
の
で
あ
れ
ば
、
決
し
て
訴
え
る
こ
と

は
せ
ず
、
使
用
者
が
彼
に
―
―
協
約
を
下
回
っ
て
―
―
支
払
う
も
の
で
満

足
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
労
働
者
が
協
約
を
回
避
す
る
た
め
に
虚
偽
の

事
実
関
係
を
陳
述
す
る
こ
と
を
使
用
者
に
よ
っ
て
強
い
ら
れ
た
の
で
あ
れ

ば
、
労
働
者
は
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
八
〇
条
四
号
に
よ
る
再
審
の
訴
え
を
利
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
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３
　
弁
論
主
義
、
解
明
義
務
お
よ
び
真
実
義
務

　
弁
論
主
義
の
下
で
、
わ
れ
わ
れ
は
事
実
上
の
基
礎
と
し
て
裁
判
所
の
裁

判
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
訴
訟
資
料
に
つ
い
て
の
当
事
者
支
配
を
理
解
し

て
い
る
。
裁
判
所
は
、
弁
論
主
義
の
妥
当
領
域
に
お
い
て
は
、
当
事
者
に

よ
っ
て
陳
述
さ
れ
た
事
実
の
み
を
顧
慮
す
る
。
し
た
が
っ
て
、当
事
者
は
、

彼
が
い
か
な
る
事
実
を
裁
判
所
に
提
出
す
る
の
か
、
を
自
由
に
決
定
す
る

こ
と
が
で
き
る
。当
事
者
は
事
実
関
係
の
提
出
に
つ
い
て
の
責
任
を
負
う
。

一
方
の
当
事
者
が
陳
述
し
、
か
つ
他
方
の
当
事
者
が
自
白
し
あ
る
い
は
単

に
否
認
し
な
か
っ
た
だ
け
の
事
実
も
、
証
拠
調
べ
を
要
す
る
こ
と
な
く
判

決
の
基
礎
と
な
る
。
判
決
に
と
っ
て
重
要
な
争
い
の
あ
る
事
実
は
証
拠
調

べ
を
要
す
る
。
無
制
約
に
弁
論
主
義
に
服
す
る
手
続
に
お
い
て
は
、
当
事

者
は
、
証
拠
を
も
自
ら
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
離
婚
訴
訟
に
お
い
て
は
、
弁
論
主
義
は
著
し
く
制
限
さ
れ
て
い
る
。
弁

論
主
義
は
、
婚
姻
維
持
に
反
す
る
事
実
（ehefeindliche Tasche

）
に
つ

い
て
の
み
妥
当
す
る
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
六
二
二
条
二
項
（
訳訳

（
訳
注

）。
こ
れ
に
対
し
て
、
婚

姻
を
維
持
す
る
こ
と
に
適
し
た
事
実
は
、
職
権
探
知
主
義
に
服
す
る
。
同

様
に
、
裁
判
所
は
、
婚
姻
無
効
の
訴
え
、
身
分
訴
訟
、
禁
治
産
事
件
お
よ

び
公
示
催
告
手
続
に
お
い
て
は
、
当
事
者
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
て
い
な
い

よ
う
な
事
実
を
も
顧
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
つ
、
職
権
で
証
拠
調
べ

を
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
六
二
二
条
一
項
、
同
六
四
〇
条
一

項
、
同
六
五
三
条
、
同
六
七
〇
一
項
、
同
六
七
六
条
三
項
、
同
六
七
九
条

四
項
、
同
六
八
〇
条
三
項
、
同
六
八
四
条
四
項
、
同
六
八
六
条
四
項
、
同

九
五
二
条
三
項
）。
子
の
嫡
出
性
の
取
消
（
否
認
）
の
た
め
の
手
続
に
お

い
て
は
、
嫡
出
性
に
プ
ラ
ス
の
材
料
を
提
供
す
る
事
実
の
み
が
職
権
探
知

主
義
に
服
し
て
い
る
。
Ｚ
Ｐ
Ｏ
六
二
二
条
二
項
が
こ
こ
で
は
準
用
さ
れ
て

い
る
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
六
四
一
条
一
項
）。

　
特
定
の
手
続
に
つ
い
て
の
さ
ら
な
る
特
別
の
弁
論
主
義
の
制
限
を
Ｚ
Ｐ

Ｏ
は
知
ら
な
い
。
と
り
わ
け
全
て
の
私
的
自
治
の
制
限
は
弁
論
主
義
の
打

破
を
も
た
ら
す
と
い
う
原
則
は
、
妥
当
し
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
既
に
処

分
権
主
義
と
の
関
連
で
述
べ
ら
れ
て
い
る（
（2（
（

。

　
弁
論
主
義
は
、
主
観
的
な
私
権
の
訴
訟
上
の
行
使
に
と
っ
て
の
適
切
な

手
続
形
態
と
し
て
、
そ
し
て
、
主
観
的
な
私
権
の
中
に
保
障
さ
れ
た
自
由

の
訴
訟
上
の
帰
結
と
し
て
妥
当
し
て
い
る（
（22
（

。
し
か
し
、
実
体
的
な
私
的
自

治
が
、
今
日
、
権
利
主
体
の
自
由
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
合
目
的
性
お
よ

び
私
的
自
治
に
よ
る
形
成
の
「
正
し
さ
」
の
観
点
か
ら
も
引
き
出
さ
れ
る

の
と
同
様
に
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
種
の
理
性
的
な
理
由
付
け
を
弁
論
主
義

に
つ
い
て
も
見
出
す（
（22
（

。
民
事
訴
訟
に
お
い
て
は
い
わ
ゆ
る
形
式
的
な
真
実

が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
刑
事
訴
訟
で
は
実
体
的
真
実
が
探

求
さ
れ
て
い
る
と
す
る
よ
く
あ
る
低
評
価
で
考
え
ら
れ
て
い
る
テ
ー
ゼ
に

対
し
て
、
人
は
正
当
に
も
、
民
事
訴
訟
に
お
い
て
は
刑
事
訴
訟
よ
り
も

劣
っ
た
真
実
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
の
異
議
を
唱
え
て

い
る
。
弁
論
主
義
と
職
権
探
知
主
義
は
、
真
実
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の

単
な
る
異
な
っ
た
形
態
の
形
成
物
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
人
が
、
当
事
者

の
対
立
す
る
利
害
を
真
実
発
見
の
た
め
に
動
員
す
る
場
合
に
、
民
事
訴
訟

に
お
い
て
極
め
て
た
や
す
く
真
実
を
明
ら
か
に
す
る
で
あ
ろ
う
。
実
務
的

に
経
験
の
あ
る
法
律
家
は
皆
、
例
え
ば
高
額
の
金
銭
が
問
題
に
な
っ
て
い
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る
交
通
事
故
の
後
の
損
害
賠
償
訴
訟
に
お
い
て
は
、
僅
少
な
罰
金
が
課
さ

れ
る
先
行
の
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
よ
り
も
し
ば
し
ば
真
実
が
明
ら
か
に
な

る
こ
と
を
知
っ
て
い
る（
（22
（

。

　
そ
れ
ゆ
え
人
は
、
弁
論
主
義
が
全
て
の
民
事
訴
訟
に
お
い
て
服
す
る
一

般
的
な
制
限
を
、
そ
れ
が
真
実
発
見
に
対
す
る
公
的
利
益
に
奉
仕
し
、
弁

論
主
義
が
真
実
に
接
近
し
や
す
い
職
権
探
知
主
義
に
近
接
す
る
と
い
う
こ

と
で
理
由
付
け
る
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
弁
論
主

義
の
実
効
性
を
確
保
し
、
あ
る
い
は
、
そ
の
濫
用
を
防
止
す
る
と
い
う

―
―
正
し
く
理
解
さ
れ
た
―
―
目
的
を
追
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
弁
論
主
義
の
実
効
性
は
、
当
事
者
が
そ
れ
に
過
大
な
要
求
を
す
る
限
り

で
は
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
。
も
し
人
が
当
事
者
に
そ
の
担
う
こ
と
の
で
き

な
い
事
実
関
係
の
提
出
の
責
任
を
負
わ
せ
る
の
で
あ
れ
ば
、
訴
訟
は
そ
の

目
的
を
誤
る
。
し
か
し
、
当
事
者
が
、
ど
の
事
実
が
訴
訟
に
お
い
て
重
要

で
あ
る
か
を
判
断
す
べ
き
と
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
通
常
当
事
者

は
過
大
な
要
求
を
さ
れ
て
い
る
。
け
だ
し
、
そ
の
た
め
に
法
的
知
識
や
法

的
状
態
が
不
確
実
な
場
合
に
、
当
事
者
が
持
ち
え
な
い
裁
判
所
の
法
的
理

解
の
予
見
も
ま
た
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
裁
判
所
と
当
事
者
の

間
の
責
任
の
強
化
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
三
九
条
に
よ
れ
ば
裁
判
長
は
当
事
者
が

重
要
な
事
実
を
完
全
に
陳
述
し
、
不
十
分
な
事
実
陳
述
を
補
う
よ
う
に
働

き
か
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
対
応
し
て
い
る
。
こ
の
解

明
義
務
は
、
ま
た
、
当
事
者
は
、
彼
が
法
律
状
態
に
つ
い
て
の
不
十
分
な

見
通
し
の
た
め
に
必
要
な
事
実
陳
述
を
欠
い
て
し
ま
っ
て
い
る
と
の
限
度

で
は
援
助
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
観
点
か
ら
明
ら
か
に
な

る（
（22
（

。
こ
の
こ
と
は
一
九
二
四
年
の
改
正
法
以
来
、
当
事
者
訴
訟
に
お
け
る

と
同
様
、
弁
護
士
訴
訟
に
お
い
て
妥
当
し
て
い
る
。
当
事
者
は
、
彼
の
弁

護
士
の
誤
っ
た
法
的
理
解
の
リ
ス
ク
を
引
き
受
け
て
は
な
ら
な
い	
。
正

し
い
法
の
適
用
は
、
裁
判
所
の
事
柄
で
あ
る
。

　
弁
論
主
義
の
実
効
性
は
さ
ら
に
、
当
事
者
の
一
方
が
、
訴
訟
法
が
彼
に

真
実
発
見
の
た
め
に
提
供
し
て
い
る
可
能
性
を
知
ら
な
い
場
合
に
脅
か
さ

れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
裁
判
官
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
三
九
条
に
よ
り
、
一
方
当
事

者
が
陳
述
し
た
事
実
の
み
を
顧
慮
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
当
事
者
は

申
立
て
に
基
づ
い
て
の
み
利
用
さ
れ
う
る
証
拠
方
法
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
、
お
よ
び
、
当
事
者
が
裁
判
所
に
少
な
く
と
も
い
か
な
る
証

拠
方
法
が
存
在
し
う
る
か
に
つ
い
て
の
手
掛
か
り
を
提
供
す
る
場
合
に
は

じ
め
て
職
権
で
証
拠
を
取
り
調
べ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
、
当

事
者
に
指
摘
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
弁
護
士
訴
訟
に
お
い
て
は
、
そ
の

よ
う
な
指
摘
は
た
い
て
い
余
分
で
あ
ろ
う
。
け
だ
し
、
裁
判
官
は
弁
護
士

が
訴
訟
法
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
出
発
し
う
る
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
弁
論
主
義
は
、
一
方
の
当
事
者
が
訴
訟
に
お
け
る
優
位
を
作
り
出
す
た

め
に
、
未
経
験
、
訴
訟
上
の
稚
拙
さ
や
、
ま
た
は
相
手
方
当
事
者
の
見
落

と
し
を
利
用
す
る
場
合
に
は
、
濫
用
さ
れ
て
い
る
。
け
だ
し
、
弁
論
主
義

は
一
方
当
事
者
に
他
方
当
事
者
に
損
を
さ
せ
て
自
分
が
利
益
を
受
け
る
と

い
う
可
能
性
を
与
え
る
と
い
う
目
的
を
追
求
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で

あ
る
。
む
し
ろ
弁
論
主
義
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
形
成
の
自
由
は
、
当
事

者
の
真
の
利
害
対
立
関
係
を
裁
判
所
の
面
前
で
展
開
さ
せ
る
こ
と
に
奉
仕
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る
交
通
事
故
の
後
の
損
害
賠
償
訴
訟
に
お
い
て
は
、
僅
少
な
罰
金
が
課
さ

れ
る
先
行
の
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
よ
り
も
し
ば
し
ば
真
実
が
明
ら
か
に
な

る
こ
と
を
知
っ
て
い
る（
（22
（

。

　
そ
れ
ゆ
え
人
は
、
弁
論
主
義
が
全
て
の
民
事
訴
訟
に
お
い
て
服
す
る
一

般
的
な
制
限
を
、
そ
れ
が
真
実
発
見
に
対
す
る
公
的
利
益
に
奉
仕
し
、
弁

論
主
義
が
真
実
に
接
近
し
や
す
い
職
権
探
知
主
義
に
近
接
す
る
と
い
う
こ

と
で
理
由
付
け
る
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
弁
論
主

義
の
実
効
性
を
確
保
し
、
あ
る
い
は
、
そ
の
濫
用
を
防
止
す
る
と
い
う

―
―
正
し
く
理
解
さ
れ
た
―
―
目
的
を
追
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
弁
論
主
義
の
実
効
性
は
、
当
事
者
が
そ
れ
に
過
大
な
要
求
を
す
る
限
り

で
は
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
。
も
し
人
が
当
事
者
に
そ
の
担
う
こ
と
の
で
き

な
い
事
実
関
係
の
提
出
の
責
任
を
負
わ
せ
る
の
で
あ
れ
ば
、
訴
訟
は
そ
の

目
的
を
誤
る
。
し
か
し
、
当
事
者
が
、
ど
の
事
実
が
訴
訟
に
お
い
て
重
要

で
あ
る
か
を
判
断
す
べ
き
と
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
通
常
当
事
者

は
過
大
な
要
求
を
さ
れ
て
い
る
。
け
だ
し
、
そ
の
た
め
に
法
的
知
識
や
法

的
状
態
が
不
確
実
な
場
合
に
、
当
事
者
が
持
ち
え
な
い
裁
判
所
の
法
的
理

解
の
予
見
も
ま
た
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
裁
判
所
と
当
事
者
の

間
の
責
任
の
強
化
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
三
九
条
に
よ
れ
ば
裁
判
長
は
当
事
者
が

重
要
な
事
実
を
完
全
に
陳
述
し
、
不
十
分
な
事
実
陳
述
を
補
う
よ
う
に
働

き
か
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
対
応
し
て
い
る
。
こ
の
解

明
義
務
は
、
ま
た
、
当
事
者
は
、
彼
が
法
律
状
態
に
つ
い
て
の
不
十
分
な

見
通
し
の
た
め
に
必
要
な
事
実
陳
述
を
欠
い
て
し
ま
っ
て
い
る
と
の
限
度

で
は
援
助
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
観
点
か
ら
明
ら
か
に
な

る（
（22
（

。
こ
の
こ
と
は
一
九
二
四
年
の
改
正
法
以
来
、
当
事
者
訴
訟
に
お
け
る

と
同
様
、
弁
護
士
訴
訟
に
お
い
て
妥
当
し
て
い
る
。
当
事
者
は
、
彼
の
弁

護
士
の
誤
っ
た
法
的
理
解
の
リ
ス
ク
を
引
き
受
け
て
は
な
ら
な
い	

。
正

し
い
法
の
適
用
は
、
裁
判
所
の
事
柄
で
あ
る
。

　
弁
論
主
義
の
実
効
性
は
さ
ら
に
、
当
事
者
の
一
方
が
、
訴
訟
法
が
彼
に

真
実
発
見
の
た
め
に
提
供
し
て
い
る
可
能
性
を
知
ら
な
い
場
合
に
脅
か
さ

れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
裁
判
官
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
三
九
条
に
よ
り
、
一
方
当
事

者
が
陳
述
し
た
事
実
の
み
を
顧
慮
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
当
事
者
は

申
立
て
に
基
づ
い
て
の
み
利
用
さ
れ
う
る
証
拠
方
法
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
、
お
よ
び
、
当
事
者
が
裁
判
所
に
少
な
く
と
も
い
か
な
る
証

拠
方
法
が
存
在
し
う
る
か
に
つ
い
て
の
手
掛
か
り
を
提
供
す
る
場
合
に
は

じ
め
て
職
権
で
証
拠
を
取
り
調
べ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
、
当

事
者
に
指
摘
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
弁
護
士
訴
訟
に
お
い
て
は
、
そ
の

よ
う
な
指
摘
は
た
い
て
い
余
分
で
あ
ろ
う
。
け
だ
し
、
裁
判
官
は
弁
護
士

が
訴
訟
法
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
出
発
し
う
る
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
弁
論
主
義
は
、
一
方
の
当
事
者
が
訴
訟
に
お
け
る
優
位
を
作
り
出
す
た

め
に
、
未
経
験
、
訴
訟
上
の
稚
拙
さ
や
、
ま
た
は
相
手
方
当
事
者
の
見
落

と
し
を
利
用
す
る
場
合
に
は
、
濫
用
さ
れ
て
い
る
。
け
だ
し
、
弁
論
主
義

は
一
方
当
事
者
に
他
方
当
事
者
に
損
を
さ
せ
て
自
分
が
利
益
を
受
け
る
と

い
う
可
能
性
を
与
え
る
と
い
う
目
的
を
追
求
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で

あ
る
。
む
し
ろ
弁
論
主
義
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
形
成
の
自
由
は
、
当
事

者
の
真
の
利
害
対
立
関
係
を
裁
判
所
の
面
前
で
展
開
さ
せ
る
こ
と
に
奉
仕
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す
る
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
こ
の
目
標
は
、
人
が
形
成
の
自
由
を
当
事
者

の
後
見
の
た
め
に
禁
止
す
る
場
合
に
は
、達
成
さ
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
一
方
当
事
者
が
、
他
方
の
当
事
者
の
利
益
を
隠
蔽
し
、
ま
た
減

縮
さ
せ
る
た
め
に
彼
に
認
め
ら
れ
た
自
由
を
濫
用
す
る
場
合
に
も
、
こ
の

目
的
は
損
な
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
い
つ
そ
の
よ
う
な
濫
用
が
存
在
す
る
の

か
を
一
般
的
か
つ
抽
象
的
に
述
べ
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
、
と
に

か
く
人
は
、
仮
想
的
で
、
理
念
的
な
法
の
前
で
の
全
て
の
人
間
の
平
等
か

ら
出
発
し
、
人
が
た
だ
自
然
的
均
衡
（natürliches G

leichgew
icht

）
へ

の
あ
ら
ゆ
る
侵
害
を
慎
み
さ
え
す
れ
ば
、常
に
正
し
い
結
論
へ
と
到
達
し
、

正
当
な
利
益
衡
量
を
作
り
出
す
、
力
の
自
然
的
均
衡
を
前
提
と
し
て
い
る

自
由
主
義
的
な
観
点
か
ら
解
放
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
け
だ
し
、
自

然
的
均
衡
は
既
に
事
実
上
の
不
平
等
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
裁
判
官
は
、
当
事
者
が
相
手
方
当
事
者
に
精
神
上
対
抗

し
得
ず
、
社
会
的
従
属
性
の
ゆ
え
に
そ
の
自
由
の
チ
ャ
ン
ス
を
そ
の
利
益

の
た
め
に
利
用
し
え
な
い
と
い
う
だ
け
の
理
由
で
敗
訴
し
て
は
な
ら
な

い
、と
い
う
こ
と
を
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
訴
訟
に
お
け
る
勝
敗
は
、

当
事
者
の
知
性
の
程
度
ま
た
は
社
会
的
な
力
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
て
は
な

ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
両
当
事
者
を
等
し
く
正
当
に
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
一
方
当
事
者
を
他
方
に
対
し
て
優
遇
し
て
は
な
ら
な
い
裁
判
官
は
、

そ
の
任
務
を
全
う
す
る
た
め
に
、
弁
論
主
義
が
そ
の
目
的
を
達
す
る
こ
と

が
で
き
る
た
め
に
必
要
な
自
然
的
均
衡
を
、
ま
ず
は
回
復
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
三
九
条
の
解
釈
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
る
任
務
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ

一
五
七
条
、
同
二
四
二
条（
訳訳

（
訳
注

と
い
う
実
体
法
上
の
一
般
条
項
の
解
釈
に
対
す

る
明
白
な
類
似
性
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
そ
こ
と
同
じ
く
、
一
方
で

当
事
者
の
自
由
な
意
思
が
考
慮
さ
れ
、
か
つ
当
事
者
に
は
そ
の
自
己
責
任

が
不
必
要
に
否
定
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
し
か
し
他
方
で
、
そ
れ
は

相
手
方
の
顧
慮
の
た
め
に
設
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
限
界
を
守
る
こ

と
が
示
さ
れ
て
お
り
、
自
然
的
均
衡
が
不
適
切
に
妨
げ
ら
れ
て
い
る
と
こ

ろ
で
救
済
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
任
務
の
解
決
策
は
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
訴
訟
が
解
決
へ
至
ら
な
い

か
ら
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
訴
訟
の
結
果
に
関
す
る
責
任
は
裁
判
所
と
当

事
者
の
間
で
明
確
に
識
別
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
も
非
常
に

重
要
で
あ
る
。
も
し
人
が
集
中
し
た
行
態
を
励
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
訴

訟
を
促
進
し
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
人
は
何
を
当
事
者
に
訴
訟
に
お
い
て
期

待
し
う
る
の
か
を
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
裁
判
官
は
、
時
機
に
後
れ

た
提
出
に
関
す
る
制
サ
ン
ク
シ
ョ
ン

裁
を
、
人
が
当
事
者
に
適
時
の
行
為
を
要
求
し
え
た

場
合
に
は
じ
め
て
課
す
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
遅
延
は

裁
判
所
の
負
担
と
な
り
、
当
事
者
に
と
っ
て
の
不
利
益
を
正
当
化
す
る
こ

と
は
な
い
。

　
事
実
の
提
出
に
関
す
る
裁
判
所
と
当
事
者
の
間
の
責
任
領
域
の
詳
細
な

区
別
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
三
九
条
と
い
う
規
定
の
具
体
化
を
必
要
と
し
、
そ
れ

は
実
体
法
上
の
一
般
条
項
の
具
体
化
と
同
様
の
や
り
方
で
行
わ
れ
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
こ
の
任
務
の
解
決
の
た
め
に
こ
こ
で
は
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の

み
を
示
し
え
た
に
す
ぎ
な
い（
訳（

（（
訳
注

（22
（

。

　
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
三
八
条
の
真
実
義
務
も
ま
た
、
民
事
訴
訟
に
お
い
て
当
事
者
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に
認
め
ら
れ
た
形
成
の
自
由
の
濫
用
を
阻
止
し
て
い
る
。
意
図
的
な
反
真

実
の
主
張
に
よ
っ
て
相
手
方
を
害
す
る
た
め
に
形
成
の
自
由
を
利
用
す
る

者
は
、
彼
の
自
由
権
を
濫
用
す
る
も
の
で
あ
る
。
弁
論
主
義
は
、
真
実
を

明
ら
か
に
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
弁
論
主
義
が
訴
訟
虚
言
の
た
め
の
認
可

状
と
し
て
濫
用
さ
れ
な
い
場
合
に
は
じ
め
て
、
こ
の
こ
と
は
可
能
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
三
八
条
は
、
す
な
わ
ち
訴
訟
虚
言
が
、
裁

判
所
の
探
知
権
能
の
欠
如
の
ゆ
え
に
さ
し
あ
た
っ
て
認
識
さ
れ
な
い
場
合

に
も
、
弁
論
主
義
を
保
障
し
て
い
る
。
け
だ
し
、
Ｓ
ｔ
Ｇ
Ｂ
二
六
三
条
と

連
携
し
た
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
八
〇
条
四
号
に
よ
れ
ば
、
不
利
益
を
受
け
た
当
事
者

は
事
後
的
に
虚
言
の
証
明
に
成
功
し
た
場
合
に
は
、
再
審
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
既
に
確
定
的
な
拘
束
力
を
も
た
な
い
判
決
を
得
る

と
い
う
危
険
が
、
Ｓ
ｔ
Ｇ
Ｂ
二
六
三
条
の
刑
罰
に
よ
る
威
嚇
と
連
携
し
て

十
分
に
訴
訟
虚
言
を
抑
止
す
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
真
実
義
務
は
裁
判
所
の
責
任
を
免
除
す
べ
き
で
は
な
い
。
訴

訟
は
、
争
い
の
あ
る
事
実
関
係
を
当
事
者
の
陳
述
と
反
対
陳
述
に
よ
っ
て

解
明
す
る
こ
と
に
も
奉
仕
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
人
は
、
当
事
者
が
全
て
の
主

張
を
事
前
に
そ
れ
の
正
し
さ
の
審
査
を
終
え
た
こ
と
を
当
事
者
に
要
求
し

て
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
当
事
者
は
、
こ
の
審
査
を
司
法
の
形
式
で
の
手

続
（justizförm

iges Verfahren

）
に
お
い
て
す
る
こ
と
を
求
め
る
請
求
権

を
有
し
て
い
る
。
客
観
的
に
は
不
真
実
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
当
事
者

が
主
観
的
に
は
真
実
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
事
実
を
主
張
す
る
こ
と
は
、

真
実
義
務
に
違
反
し
て
い
な
い
。

　
真
実
義
務
が
相
手
方
の
顧
慮
に
奉
仕
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
当
事
者
は
、

彼
自
身
の
不
利
益
に
な
る
真
実
か
ら
逸
脱
し
、
ま
た
は
、
事
実
関
係
を
不

完
全
に
陳
述
す
る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
な
い
。
当
事
者
が
そ
の
権
利
を
訴
訟

に
お
い
て
行
使
し
、
全
て
の
考
え
う
る
争
い
を
裁
判
所
の
面
前
で
吹
聴
す

る
こ
と
を
強
制
さ
れ
な
い
の
と
同
様
に
、
人
は
、
当
事
者
に
対
し
て
、
彼

が
争
い
た
く
な
い
事
実
を
争
う
こ
と
を
義
務
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い（
（22
（

。

裁
判
官
は
、
当
事
者
が
望
ま
ず
し
て
重
要
な
事
実
を
沈
黙
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
を
気
に
か
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。し
か
し
、

こ
の
こ
と
は
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
三
八
条
の
帰
結
で
は
な
く
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
三
九
条
か

ら
明
ら
か
に
な
る
。
最
後
に
、
真
実
義
務
は
私
法
上
の
取
引
に
対
す
る
公

的
利
益
の
保
護
の
た
め
に
命
じ
ら
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い（
（22
（

。
け
だ
し
、
真

実
義
務
は
、
公
的
利
益
の
強
弱
に
か
か
わ
り
な
く
、
全
て
の
訴
訟
に
お
い

て
同
様
に
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
も
し
立
法
者
が
、
圧
倒
的
な
公
的
利
益
の
ゆ
え
に
事
実
関
係
に
つ
い
て

の
当
事
者
の
処
分
の
自
由
を
否
定
し
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
職
権
探
知
主
義

に
移
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
真
実
義
務
は
そ
の
た
め
に
は
無
用
の
手

段
で
あ
る
。
け
だ
し
、
裁
判
官
は
弁
論
主
義
の
枠
内
に
お
い
て
真
実
義
務

に
対
す
る
違
反
を
調
査
す
る
可
能
性
を
全
く
持
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。
裁

判
官
は
そ
の
た
め
に
は
当
事
者
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
に
頼
る
こ
と
に
な
る

の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
も
し
当
事
者
が
意
図
的
に
彼
の
不
利
益
に

な
る
不
真
実
を
述
べ
る
な
ら
ば
、
彼
に
も
ま
た
相
手
方
に
も
、
全
く
こ
の

種
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
を
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
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
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に
認
め
ら
れ
た
形
成
の
自
由
の
濫
用
を
阻
止
し
て
い
る
。
意
図
的
な
反
真

実
の
主
張
に
よ
っ
て
相
手
方
を
害
す
る
た
め
に
形
成
の
自
由
を
利
用
す
る

者
は
、
彼
の
自
由
権
を
濫
用
す
る
も
の
で
あ
る
。
弁
論
主
義
は
、
真
実
を

明
ら
か
に
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
弁
論
主
義
が
訴
訟
虚
言
の
た
め
の
認
可

状
と
し
て
濫
用
さ
れ
な
い
場
合
に
は
じ
め
て
、
こ
の
こ
と
は
可
能
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
三
八
条
は
、
す
な
わ
ち
訴
訟
虚
言
が
、
裁

判
所
の
探
知
権
能
の
欠
如
の
ゆ
え
に
さ
し
あ
た
っ
て
認
識
さ
れ
な
い
場
合

に
も
、
弁
論
主
義
を
保
障
し
て
い
る
。
け
だ
し
、
Ｓ
ｔ
Ｇ
Ｂ
二
六
三
条
と

連
携
し
た
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
八
〇
条
四
号
に
よ
れ
ば
、
不
利
益
を
受
け
た
当
事
者

は
事
後
的
に
虚
言
の
証
明
に
成
功
し
た
場
合
に
は
、
再
審
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
既
に
確
定
的
な
拘
束
力
を
も
た
な
い
判
決
を
得
る

と
い
う
危
険
が
、
Ｓ
ｔ
Ｇ
Ｂ
二
六
三
条
の
刑
罰
に
よ
る
威
嚇
と
連
携
し
て

十
分
に
訴
訟
虚
言
を
抑
止
す
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
真
実
義
務
は
裁
判
所
の
責
任
を
免
除
す
べ
き
で
は
な
い
。
訴

訟
は
、
争
い
の
あ
る
事
実
関
係
を
当
事
者
の
陳
述
と
反
対
陳
述
に
よ
っ
て

解
明
す
る
こ
と
に
も
奉
仕
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
人
は
、
当
事
者
が
全
て
の
主

張
を
事
前
に
そ
れ
の
正
し
さ
の
審
査
を
終
え
た
こ
と
を
当
事
者
に
要
求
し

て
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
当
事
者
は
、
こ
の
審
査
を
司
法
の
形
式
で
の
手

続
（justizförm

iges Verfahren

）
に
お
い
て
す
る
こ
と
を
求
め
る
請
求
権

を
有
し
て
い
る
。
客
観
的
に
は
不
真
実
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
当
事
者

が
主
観
的
に
は
真
実
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
事
実
を
主
張
す
る
こ
と
は
、

真
実
義
務
に
違
反
し
て
い
な
い
。

　
真
実
義
務
が
相
手
方
の
顧
慮
に
奉
仕
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
当
事
者
は
、

彼
自
身
の
不
利
益
に
な
る
真
実
か
ら
逸
脱
し
、
ま
た
は
、
事
実
関
係
を
不

完
全
に
陳
述
す
る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
な
い
。
当
事
者
が
そ
の
権
利
を
訴
訟

に
お
い
て
行
使
し
、
全
て
の
考
え
う
る
争
い
を
裁
判
所
の
面
前
で
吹
聴
す

る
こ
と
を
強
制
さ
れ
な
い
の
と
同
様
に
、
人
は
、
当
事
者
に
対
し
て
、
彼

が
争
い
た
く
な
い
事
実
を
争
う
こ
と
を
義
務
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い（
（22
（

。

裁
判
官
は
、
当
事
者
が
望
ま
ず
し
て
重
要
な
事
実
を
沈
黙
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
を
気
に
か
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。し
か
し
、

こ
の
こ
と
は
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
三
八
条
の
帰
結
で
は
な
く
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
三
九
条
か

ら
明
ら
か
に
な
る
。
最
後
に
、
真
実
義
務
は
私
法
上
の
取
引
に
対
す
る
公

的
利
益
の
保
護
の
た
め
に
命
じ
ら
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い（
（22
（

。
け
だ
し
、
真

実
義
務
は
、
公
的
利
益
の
強
弱
に
か
か
わ
り
な
く
、
全
て
の
訴
訟
に
お
い

て
同
様
に
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
も
し
立
法
者
が
、
圧
倒
的
な
公
的
利
益
の
ゆ
え
に
事
実
関
係
に
つ
い
て

の
当
事
者
の
処
分
の
自
由
を
否
定
し
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
職
権
探
知
主
義

に
移
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
真
実
義
務
は
そ
の
た
め
に
は
無
用
の
手

段
で
あ
る
。
け
だ
し
、
裁
判
官
は
弁
論
主
義
の
枠
内
に
お
い
て
真
実
義
務

に
対
す
る
違
反
を
調
査
す
る
可
能
性
を
全
く
持
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。
裁

判
官
は
そ
の
た
め
に
は
当
事
者
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
に
頼
る
こ
と
に
な
る

の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
も
し
当
事
者
が
意
図
的
に
彼
の
不
利
益
に

な
る
不
真
実
を
述
べ
る
な
ら
ば
、
彼
に
も
ま
た
相
手
方
に
も
、
全
く
こ
の

種
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
を
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
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
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🄒🄒
（
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

 

（
221
）F.v.H

ippel, W
ahrheitspflicht, S.189 f.; 

こ
れ
に
つ
き
、Brüggem
ann, 

Iudex statutor und iudex investigator

（1968

）, S.101 f.

を
み
よ
。

 

（
222
）W

etzell, System
3, S. 517; Rim

m
elspacher, Zur Prüfung von 

A
m

ts w
egen im

 Zivilprozeß, S.25
参
照
。

 

（
223
）
一
九
世
紀
の
概
念
法
学
は
、
人
が
そ
の
関
心
事
を
、
も
っ
ぱ
ら
論

理
的
一
貫
性
を
求
め
る
努
力
と
し
て
理
解
す
る
場
合
に
、
一
般
に
非

難
し
て
論
じ
ら
れ
る
。ま
さ
に
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
論
理
構
成
は
、

法
政
策
的
な
価
値
を
貫
徹
す
る
た
め
に
論
理
と
い
う
手
段
が
用
い
ら

れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
示
し
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
、
処
分
権
主
義
は
単
な
る
実
体
民
事
法
の
論
理
的
帰
結
で

は
な
く
、
む
し
ろ
主
観
的
権
利
概
念
の
背
後
に
存
す
る
自
由
の
パ
ト

ス
を
同
時
に
取
り
入
れ
て
い
る
。
権
利
保
護
請
求
権
は
、
単
に
両
当

事
者
と
権
利
保
護
を
保
障
す
る
国
家
と
の
間
の
法
律
関
係
の
論
理
的

に
完
結
し
た
法
律
構
成
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
権
利
保
護
機

関
を
市
民
の
私
権
を
保
護
す
る
た
め
に
使
役
す
る
、
自
由
な
法
治
国

家
に
お
け
る
市
民
の
自
己
認
識
の
表
現
で
も
あ
る
。	 H

enckel, Vom
 

G
erechtigkeitsw

ert verfahrensrechtlicher N
orm

en, S.12 ff.

参
照
。

 

（
224
）
訴
訟
原
則
の
法
政
策
的
意
義
に
つ
き
、Friedrich W

eber, Zur 
M

ethodik des Prozeßrechts, Studium
 G

enerale 1960,183 ff.（	 185

）.
 

（
225
）
用
語
に
つ
い
て
は
、Brüggem

an, Iudex statuor und iudex 
investigator

（1968

）, S.100 f.

参
照
。

 

（
訳
注
49
）
婚
姻
法
（Ehegesetz

）：
ド
イ
ツ
「
婚
姻
法
（Ehegesetz

）」
は
、

ド
イ
ツ
で
ナ
チ
ス
が
政
権
を
奪
取
し
た
一
九
三
三
年
以
降
、
人
種
差

別
政
策
が
進
め
ら
れ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
が
併
合
さ
れ
た
一
九
三
八
年

に
は
婚
姻
締
結
に
関
す
る
諸
規
定
は
民
法
典
か
ら
外
さ
れ
て
、
単
独

の
婚
姻
法
が
制
定
さ
れ
、そ
こ
に
定
め
ら
れ
た
。
世
界
大
戦
終
結
後
、

連
合
国
の
指
令
に
よ
り
新
し
い
婚
姻
法
が
制
定
さ
れ
、
ド
イ
ツ
連
邦

共
和
国
成
立
後
に
は
度
々
改
正
さ
れ
た
が
、
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
の

併
合
後
に
そ
の
効
力
領
域
の
拡
大
等
を
経
て
、
一
九
九
八
年
五
月
四

日
法
律
に
よ
り
、
婚
姻
法
は
廃
止
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
五
二
年

ぶ
り
に
民
法
に
再
び
収
め
ら
れ
た
。
旧
婚
姻
法
二
四
条
は
、
婚
姻
取

消
し
の
訴
え
提
起
の
権
限
に
つ
き
、
検
察
官
に
そ
の
権
限
が
あ
る
と

定
め
て
い
た
。
こ
れ
に
対
応
す
る
、
現
行
の
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
三
一
六
条
一

項
は
、
婚
姻
取
消
の
訴
え
の
提
訴
権
限
を
、
検
察
官
に
代
え
て
「
権

限
を
有
す
る
行
政
官
」
に
与
え
て
い
る
。

 
（
訳
注
50
）
Ｇ
Ｇ
六
条
：「【
婚
姻
と
家
族
】　
⑴
　
婚
姻
及
び
家
族
は
、

国
家
的
秩
序
に
よ
り
特
別
な
保
護
を
受
け
る
。」
高
橋
和
之
編
『
新

版
世
界
憲
法
集
』（
岩
波
書
店
、
第
二
版
、
二
〇
一
二
年
）

 

（
訳
注
51
）	
家
族
に
関
す
る
事
件
の
手
続
は
、
二
〇
〇
八
年
一
二
月
一
七

日
の
「
家
事
事
件
及
び
非
訟
事
件
に
関
す
る
法
律
」（
Ｆ
ａ
ｍ
Ｆ
Ｇ
）

翻　　　訳
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に
よ
り
Ｚ
Ｐ
Ｏ
か
ら
削
除
さ
れ
、
こ
の
法
律
に
移
さ
れ
た
。

 

（
226
）H

enckel, Parteilehre und Streitgegenstand, S. 84. 

 

（
訳
注
52
）
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
機
関
（
略
称
：
Ｂ
Ａ
Ｇ
）。
一
九
五
二

年
に
貨
物
自
動
車
輸
送
法
五
三
条
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
ド
イ
ツ
連

邦
貨
物
輸
送
に
関
す
る
行
政
機
関
、
本
部
は
ケ
ル
ン
に
所
在
。
主
た

る
任
務
は
、
陸
上
交
通
の
安
全
促
進
に
関
す
る
事
項
で
あ
り
、
陸
上

交
通
に
お
け
る
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
職
務
を
追
行
す
る
。
貨
物

自
動
車
に
よ
り
行
わ
れ
る
運
送
業
は
許
認
可
事
項
で
あ
り
、
定
め
ら

れ
た
運
賃
表
に
よ
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
ア
ウ
ト

バ
ー
ン
に
お
け
る
貨
物
輸
送
の
料
金
を
徴
収
す
る
。

 

（
227
）K

G
 H

R
R

 1937 N
r. 1088 = JW

 1937, 2042; Soergel-Lange
9 § 

1667 A
nm

. 4; Staudinger-G
öppinger

10/11 § 1667 A
nm

. 24.

 

（
228
）G

ernhuber, Lehrbuch des Fam
ilienrechts, §

64 IV
5 S. 717; 

Soergel-G
erm

er
9 § 1837 A

nm
. 8.

 

（
229
）
最
後
の
事
例
に
つ
き
、K

G
 JW

 1936, 2753; Soergel-G
erm

er
9 

a.a.O
.

 

（
230
）H

enckel, Parteilehre und Streitgegenstand, S.118 ff.

 

（
231
）
し
か
し
、
同
意
の
欠
缺
は
対
外
的
効
力
を
持
た
ず
、
し
た
が
っ
て

訴
え
を
不
適
法
と
す
る
も
の
で
は
な
い
、Jaeger-W

eber 8 §§ 133,134 
A

nm
. 6.

 

（
232
）Jaeger-W

eber
8 §

83 A
nm

. 1.

 

（
233
）Jaeger-W

eber
8 §

83 A
nm

. 1.

 

（
234
）
こ
の
法
律
の
規
定
は
料
金
の
規
律
が
欠
け
る
と
こ
ろ
で
は
じ
め
て

介
入
す
る
の
で
、
も
ち
ろ
ん
直
接
的
な
意
味
は
僅
少
で
あ
る
。

 

（
235
）B

A
G

E 5,115 = A
P N

r.7 zu §
256 ZPO

; N
ikisch, A

rbeitsrecht, 
B

d. 2
2, S.339 N

ote 70, S.341 N
ote 80.

 

（
236
）こ
れ
に
対
し
て
、Ram

m
, D

ie Parteien des Tarifvertrages

（1961
）, 

S.24 ff.,92 ff., JZ 1962, 83, JZ 1964,549 f.

 

（
237
）
Ｔ
Ｖ
Ｇ
四
条
四
項
一
文
の
中
で
言
い
表
さ
れ
た
労
働
者
の
処

分
制
限
は
、
ラ
ム
（D

ie Parteien des Tarifvertrages, S. 24, JZ 
1962,83

）
の
見
解
に
反
し
て
、
労
働
組
合
の
訴
訟
担
当
の
た
め
の

論
拠
で
は
な
い
。
労
働
協
約
上
の
権
利
の
放
棄
は
、
労
働
者
の
利
益

の
た
め
に
労
働
組
合
の
同
意
を
要
す
る
。
こ
の
同
意
に
よ
っ
て
そ

れ
〔
＝
放
棄
〕
は
有
効
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
労
働
者
は
自
ら
処

分
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
処
分
に
つ
い
て
第
三
者
の
同
意

を
要
求
し
て
い
る
こ
と
は
処
分
権
限
を
制
限
し
て
は
い
る
が
、
第
三

者
が
権
利
行
使
と
訴
訟
追
行
の
資
格
を
有
す
る
と
い
う
意
味
で
処
分

権
限
を
奪
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
労
働
組
合
の
訴
訟
担
当
は
、

組
合
が
単
独
で
協
定
賃
金
請
求
権
（Tariflohnanspruch

）
を
処
分

で
き
る
で
あ
ろ
う
場
合
に
は
、
Ｔ
Ｖ
Ｇ
四
条
四
項
一
文
か
ら
場
合
に

よ
っ
て
は
引
き
出
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
Ｔ
Ｖ
Ｇ
四

条
四
項
一
文
に
よ
れ
ば
、
そ
の
こ
と
は
語
ら
れ
え
な
い
。
訴
訟
追
行

権
限
と
処
分
権
限
の
関
係
に
つ
き
、
そ
の
他
の
点
で
は
、H

enckel, 
Parteilehre und Streitgegenstand, S.28 ff.

を
み
よ
。

 

（
238
）
異
な
る
の
は
、Ram

m
, D

ie Parteien des Tarifvertrages

（1961

）

で
あ
り
、
率
直
に
労
働
組
合
に
法
律
上
帰
属
す
る
組
合
員
の
社
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に
よ
り
Ｚ
Ｐ
Ｏ
か
ら
削
除
さ
れ
、
こ
の
法
律
に
移
さ
れ
た
。

 
（
226
）H

enckel, Parteilehre und Streitgegenstand, S. 84. 

 

（
訳
注
52
）
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
機
関
（
略
称
：
Ｂ
Ａ
Ｇ
）。
一
九
五
二

年
に
貨
物
自
動
車
輸
送
法
五
三
条
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
ド
イ
ツ
連

邦
貨
物
輸
送
に
関
す
る
行
政
機
関
、
本
部
は
ケ
ル
ン
に
所
在
。
主
た

る
任
務
は
、
陸
上
交
通
の
安
全
促
進
に
関
す
る
事
項
で
あ
り
、
陸
上

交
通
に
お
け
る
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
職
務
を
追
行
す
る
。
貨
物

自
動
車
に
よ
り
行
わ
れ
る
運
送
業
は
許
認
可
事
項
で
あ
り
、
定
め
ら

れ
た
運
賃
表
に
よ
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
ア
ウ
ト

バ
ー
ン
に
お
け
る
貨
物
輸
送
の
料
金
を
徴
収
す
る
。

 

（
227
）K

G
 H

R
R

 1937 N
r. 1088 = JW

 1937, 2042; Soergel-Lange
9 § 

1667 A
nm

. 4; Staudinger-G
öppinger

10/11 § 1667 A
nm

. 24.

 

（
228
）G

ernhuber, Lehrbuch des Fam
ilienrechts, §

64 IV
5 S. 717; 

Soergel-G
erm

er
9 § 1837 A

nm
. 8.

 

（
229
）
最
後
の
事
例
に
つ
き
、K
G

 JW
 1936, 2753; Soergel-G

erm
er

9 

a.a.O
.

 

（
230
）H

enckel, Parteilehre und Streitgegenstand, S.118 ff.

 

（
231
）
し
か
し
、
同
意
の
欠
缺
は
対
外
的
効
力
を
持
た
ず
、
し
た
が
っ
て

訴
え
を
不
適
法
と
す
る
も
の
で
は
な
い
、Jaeger-W

eber 8 §§ 133,134 
A

nm
. 6.

 

（
232
）Jaeger-W

eber
8 §

83 A
nm

. 1.

 

（
233
）Jaeger-W

eber
8 §

83 A
nm

. 1.

 

（
234
）
こ
の
法
律
の
規
定
は
料
金
の
規
律
が
欠
け
る
と
こ
ろ
で
は
じ
め
て

介
入
す
る
の
で
、
も
ち
ろ
ん
直
接
的
な
意
味
は
僅
少
で
あ
る
。

 

（
235
）B
A

G
E 5,115 = A

P N
r.7 zu §

256 ZPO
; N

ikisch, A
rbeitsrecht, 

B
d. 2

2, S.339 N
ote 70, S.341 N

ote 80.

 

（
236
）こ
れ
に
対
し
て
、Ram

m
, D

ie Parteien des Tarifvertrages

（1961

）, 
S.24 ff.,92 ff., JZ 1962, 83, JZ 1964,549 f.

 

（
237
）
Ｔ
Ｖ
Ｇ
四
条
四
項
一
文
の
中
で
言
い
表
さ
れ
た
労
働
者
の
処

分
制
限
は
、
ラ
ム
（D

ie Parteien des Tarifvertrages, S. 24, JZ 
1962,83

）
の
見
解
に
反
し
て
、
労
働
組
合
の
訴
訟
担
当
の
た
め
の

論
拠
で
は
な
い
。
労
働
協
約
上
の
権
利
の
放
棄
は
、
労
働
者
の
利
益

の
た
め
に
労
働
組
合
の
同
意
を
要
す
る
。
こ
の
同
意
に
よ
っ
て
そ

れ
〔
＝
放
棄
〕
は
有
効
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
労
働
者
は
自
ら
処

分
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
処
分
に
つ
い
て
第
三
者
の
同
意

を
要
求
し
て
い
る
こ
と
は
処
分
権
限
を
制
限
し
て
は
い
る
が
、
第
三

者
が
権
利
行
使
と
訴
訟
追
行
の
資
格
を
有
す
る
と
い
う
意
味
で
処
分

権
限
を
奪
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
労
働
組
合
の
訴
訟
担
当
は
、

組
合
が
単
独
で
協
定
賃
金
請
求
権
（Tariflohnanspruch

）
を
処
分

で
き
る
で
あ
ろ
う
場
合
に
は
、
Ｔ
Ｖ
Ｇ
四
条
四
項
一
文
か
ら
場
合
に

よ
っ
て
は
引
き
出
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
Ｔ
Ｖ
Ｇ
四

条
四
項
一
文
に
よ
れ
ば
、
そ
の
こ
と
は
語
ら
れ
え
な
い
。
訴
訟
追
行

権
限
と
処
分
権
限
の
関
係
に
つ
き
、
そ
の
他
の
点
で
は
、H

enckel, 
Parteilehre und Streitgegenstand, S.28 ff.

を
み
よ
。

 

（
238
）
異
な
る
の
は
、Ram

m
, D

ie Parteien des Tarifvertrages

（1961

）

で
あ
り
、
率
直
に
労
働
組
合
に
法
律
上
帰
属
す
る
組
合
員
の
社
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会
的
な
後
見
（soziale Vorm

undschaft

）
を
語
っ
て
い
る
。
し

か
し
、
労
働
組
合
へ
の
加
入
は
社
会
的
な
禁
治
産
宣
告
（soziale 

Entm
ündigung

）
と
理
解
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

 

（
239
）Pohle, Festschrift für Lent

（1957

）, S.195 ff.
 

（
240
）H

enckel, Parteilehre und Streitgegenstand, S.277

参
照
。

 

（
241
）Verhandlungsm

axim
e, Inquisitionsm

axim
e und Streitgegenstand

（1967

）.
 

（
242
）Jauernig, Verhandlungsm

axim
e, S.55 ff.

 

（
243
）
私
は
一
般
的
に
処
分
対
象
（Verfügungs- und D

ispositionsge-
genstand

）
と
し
て
の
訴
訟
物
か
ら
出
発
し
て
い
た
の
で
、
か
つ
て

の
訴
訟
物
に
つ
い
て
の
説
明
（Parteilehre und Streitgegenstand, 

S.249 ff.

）
の
中
で
は
、
こ
の
こ
と
を
看
過
し
て
い
た
。
し
か
し
、

ま
さ
に
こ
の
出
発
点
こ
そ
が
ヤ
ウ
エ
ル
ニ
ヒ
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
帰

結
へ
と
強
い
た
の
で
あ
る
。

 

（
244
）Verhandlungsm

axim
e, S. 48, 52.

 

（
245
）Verhandlungsm

axim
e, S. 48.

 

（
246
）
こ
の
自
由
が
訴
訟
物
の
概
念
に
関
す
る
処
分
を
含
ん
で
い
な

い
と
い
う
こ
と
を
、
私
は
別
な
箇
所
（Parteilehre und Streitge-

genstand, S.272 ff.

）
で
詳
述
し
て
お
い
た
。

 

（
247
）A. Blom

eyer, Zivilprozeßrecht, §
19 S.84 f.

 

（
248
）H

orst K
aufm

ann JZ 1964,482 ff.

 

（
249
）Begründung des Entw

urfs 1874, S. 134, H
ahn-Stegem

ann S. 215; 
Stein-Jonas-Schönke-Pohle

19 §
139 A

nm
. II 2;	

こ
れ
と
以
下
の

本
文
に
つ
き
、K

uchinke, Freiheit und B
indung des Zivilrichters 

in der Sachaufklärung, A
rbeiten zur R

echtsvergleichung, 
Schriftenreihe der G

esellschaft für R
echtsvergleichung B

d. 30, 
S.15 ff. 

お
よ
び  JuS 1967,295 ff.

も
参
照
。

 

（
250
）
こ
う
述
べ
る
の
は
、Stein-Jonas-Schönke-Pohle

19 §
139 A

nm
. 

II 2. 

そ
こ
で
は
も
ち
ろ
ん
弁
論
主
義
が
語
ら
れ
て
い
る
が
、
し
か

し
、
処
分
権
主
義
を
意
味
し
て
い
る
。

 

（
251
）
注（
249
）を
み
よ
。

 

（
252
）R

G
Z 106,115

（	 119

）; 158,40

（	 48

）; B
G

H
Z 7,208

（	 211 f.

）.
 

（
253
）R

G
Z 169,353

（	 356

）; B
G

H
Z 3,206

（	 213

）; 8,249

（	 256

）.
 

（
254
）B

G
H

Z 3,206

（	 213

）.
 

（
255
）Baum

bach-Lauterbach
29 §

139 A
nm

.2 C
.

 

（
256
）Baum

bach-Lauterbach
29 § Einl. III 2.

 

（
257
）R

G
Z 169,353

（	 356

）; B
G

H
Z 3,206

（	 213

）.

結
論
に
お
い
て
、

両
裁
判
は
正
し
い
。
な
ぜ
な
ら
、
原
告
に
は
、
そ
の
提
出
に
基
づ
い

て
正
し
い
法
的
推
論
を
引
き
出
す
機
会
が
与
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。

 

（
258
）Stein-Jonas-Schönke-Pohle

19 §
139 A

nm
. II 2.

 
（
259
）
こ
の
事
案
に
お
い
て
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
原
告
が
弁
護
士
に
よ
っ
て
代
理

さ
れ
て
い
た
の
で
、
対
応
す
る
法
的
知
識
を
前
提
と
す
る
こ
と
が
で

き
た
。
そ
れ
ゆ
え  B

G
H

Z 7,208 

の
裁
判
は
結
論
に
お
い
て
正
当

で
あ
る
。
し
か
し
、Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、は
た
し
て
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
三
九
条
に
よ
っ

て
訴
え
の
変
更
が
促
さ
れ
て
よ
い
の
か
に
つ
い
て
の
原
理
的
な
詳
述

翻　　　訳
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を
う
ま
く
回
避
し
た
で
あ
ろ
う
か
。

 

（
260
）B

G
H

Z 8,249

（ 256

）
の
事
案
に
お
け
る
法
律
効
果
は
、
同
様
に

予
測
で
き
な
か
っ
た
。

 

（
訳
注
53
）
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
六
四
条
：「（
訴
え
変
更
に
該
当
し
な
い
場
合
）　

訴
え
の
基
礎
に
変
更
が
な
け
れ
ば
、
次
の
場
合
に
は
訴
え
の
変
更
と

は
み
な
さ
れ
な
い
。

　
１
　
事
実
上
又
は
法
律
上
の
陳
述
が
補
充
又
は
補
正
さ
れ
る
場
合
。

　
２
　
訴
え
の
申
立
て
が
、
主
た
る
事
実
又
は
補
助
的
債
権
に
関
し
て
拡

張
又
は
縮
小
さ
れ
る
場
合
。

　
３
　
当
初
に
要
求
さ
れ
た
対
象
に
代
え
て
後
に
生
じ
た
変
更
に
よ
り
他

の
対
象
又
は
利
益
が
要
求
さ
れ
る
場
合
。」

　
　
　
こ
の
場
合
、
訴
え
の
変
更
で
は
な
い
か
ら
、
そ
の
変
更
に
は

二
六
三
条
の
訴
え
変
更
の
要
件
も
不
要
で
あ
る
。

 

（
261
）Baum

bach-Lauterbach
29 §

264 A
nm

.4 B; Rosenberg, Lehrbuch
9, 

§
100 II2 S. 489, SJZ 1949,124 f.; R

G
 W

arn. 1942 N
r.52 S. 

156; B
G

H
Z 1, 65; 

異
な
る
の
は
、O

G
H

Z 1, 59.

 

（
262
）
失
効
の
効
果
と
し
て
の
欠
席
判
決
に
つ
い
て
は
、
前
記
111
頁
以
下

を
み
よ
。

 

（
訳
注
54
）
家
族
事
件
及
び
非
訟
事
件
手
続
に
関
す
る
法
律
（
Ｆ
ａ
ｍ
Ｆ

Ｇ
、	

二
〇
〇
八
年
一
二
月
一
七
日
、以
下
「
家
族
事
件
法
」
と
略
称
）

の
制
定
に
よ
り
民
事
訴
訟
法
第
六
編
は
単
行
法
と
な
っ
た
。
民
事
訴

訟
法
の
準
用
に
関
し
て
は
同
法
一
一
三
条
参
照
。
婚
姻
事
件
に
つ
い

て
民
事
訴
訟
法
の
不
適
用
の
事
項
は
、
四
項
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
。

認
諾
判
決
の
規
定
の
不
適
用
は
、
同
項
六
号
。

 

（
訳
注
55
）
家
族
事
件
法
一
三
〇
条
二
項

 

（
263
）A. Blom

eyer, Zivilprozeßrecht, §
62 III1 S. 300.

 

（
264
）Bötticher, D

ie B
indung der G

erichte an Entscheidungen 
anderer G

erichte in: H
undert Jahre deutsches R

echtsleben, 
Juristentagsfestschrift（1960

）, S.511 ff.（	 516

）; A. Blom
eyer ZZP 

75,1 ff.（	 17

）, Zivilprozeßrecht, §
94 III S. 502; 

異
な
る
の
は
、

G
oldschm

idt A
cP 117,21 f.

 

（
265
）ZZP 75, 17, Zivilprozeßrecht, §

62 III2 S. 301.

 

（
訳
注
56
）
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
九
四
四
条
が
こ
れ
に
つ
い
て
定
め
る
。

 

（
266
）A

. a. O
., S. 516.

 

（
訳
注
57
）
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
二
六
条
：「（
良
俗
に
反
す
る
故
意
の
加
害
）　
善

良
の
風
俗
に
反
す
る
行
為
で
故
意
に
他
人
に
損
害
を
加
え
た
者
は
、

そ
の
他
人
に
賠
償
す
べ
き
義
務
を
負
う
。」

 

（
267
）
こ
の
こ
と
は
、
つ
い
で
に
言
え
ば
ブ
ロ
マ
イ
ヤ
ー
の
見
解
に
よ
っ

て
も
、
こ
の
見
解
が
、
職
権
探
知
主
義
に
よ
っ
て
で
も
追
行
さ
れ
た

訴
訟
で
不
利
益
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
第
三
者
は
法
的
審
問
請
求
権

の
侵
害
を
理
由
に
憲
法
異
議
を
提
起
し
う
る
と
い
う
こ
と
を
貫
徹
し

よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
に
つ

き
、Schlosser, G

estaltungsklagen und G
estaltungsurteile

（1966

）, 
bes. S.72 ff.,206 ff., JZ 1967,431 ff.; G

runsky Fam
R

Z 1966,642 
ff.; B

VerfG
 JZ 1967,442

参
照
。
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
（JZ 1967,433

）

は
、
遺
産
債
権
者
の
危
機
が
見
通
さ
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の
者
に
法

ヴォルフラム・ヘンケル『訴訟法と実体法』（四）

31 （熊本法学153号 ’21）



を
う
ま
く
回
避
し
た
で
あ
ろ
う
か
。

 
（
260
）B

G
H

Z 8,249

（ 256

）
の
事
案
に
お
け
る
法
律
効
果
は
、
同
様
に

予
測
で
き
な
か
っ
た
。

 

（
訳
注
53
）
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
六
四
条
：「（
訴
え
変
更
に
該
当
し
な
い
場
合
）　

訴
え
の
基
礎
に
変
更
が
な
け
れ
ば
、
次
の
場
合
に
は
訴
え
の
変
更
と

は
み
な
さ
れ
な
い
。

　
１
　
事
実
上
又
は
法
律
上
の
陳
述
が
補
充
又
は
補
正
さ
れ
る
場
合
。

　
２
　
訴
え
の
申
立
て
が
、
主
た
る
事
実
又
は
補
助
的
債
権
に
関
し
て
拡

張
又
は
縮
小
さ
れ
る
場
合
。

　
３
　
当
初
に
要
求
さ
れ
た
対
象
に
代
え
て
後
に
生
じ
た
変
更
に
よ
り
他

の
対
象
又
は
利
益
が
要
求
さ
れ
る
場
合
。」

　
　
　
こ
の
場
合
、
訴
え
の
変
更
で
は
な
い
か
ら
、
そ
の
変
更
に
は

二
六
三
条
の
訴
え
変
更
の
要
件
も
不
要
で
あ
る
。

 

（
261
）Baum

bach-Lauterbach
29 §

264 A
nm

.4 B; Rosenberg, Lehrbuch
9, 

§
100 II2 S. 489, SJZ 1949,124 f.; R

G
 W

arn. 1942 N
r.52 S. 

156; B
G

H
Z 1, 65; 

異
な
る
の
は
、O

G
H

Z 1, 59.

 

（
262
）
失
効
の
効
果
と
し
て
の
欠
席
判
決
に
つ
い
て
は
、
前
記
111
頁
以
下

を
み
よ
。

 

（
訳
注
54
）
家
族
事
件
及
び
非
訟
事
件
手
続
に
関
す
る
法
律
（
Ｆ
ａ
ｍ
Ｆ

Ｇ
、	

二
〇
〇
八
年
一
二
月
一
七
日
、以
下
「
家
族
事
件
法
」
と
略
称
）

の
制
定
に
よ
り
民
事
訴
訟
法
第
六
編
は
単
行
法
と
な
っ
た
。
民
事
訴

訟
法
の
準
用
に
関
し
て
は
同
法
一
一
三
条
参
照
。
婚
姻
事
件
に
つ
い

て
民
事
訴
訟
法
の
不
適
用
の
事
項
は
、
四
項
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
。

認
諾
判
決
の
規
定
の
不
適
用
は
、
同
項
六
号
。

 

（
訳
注
55
）
家
族
事
件
法
一
三
〇
条
二
項

 

（
263
）A. Blom

eyer, Zivilprozeßrecht, §
62 III1 S. 300.

 

（
264
）Bötticher, D

ie B
indung der G

erichte an Entscheidungen 
anderer G

erichte in: H
undert Jahre deutsches R

echtsleben, 
Juristentagsfestschrift（1960

）, S.511 ff.（	 516

）; A. Blom
eyer ZZP 

75,1 ff.（	 17

）, Zivilprozeßrecht, §
94 III S. 502; 

異
な
る
の
は
、

G
oldschm

idt A
cP 117,21 f.

 

（
265
）ZZP 75, 17, Zivilprozeßrecht, §

62 III2 S. 301.

 

（
訳
注
56
）
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
九
四
四
条
が
こ
れ
に
つ
い
て
定
め
る
。

 

（
266
）A

. a. O
., S. 516.

 

（
訳
注
57
）
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
二
六
条
：「（
良
俗
に
反
す
る
故
意
の
加
害
）　
善

良
の
風
俗
に
反
す
る
行
為
で
故
意
に
他
人
に
損
害
を
加
え
た
者
は
、

そ
の
他
人
に
賠
償
す
べ
き
義
務
を
負
う
。」

 

（
267
）
こ
の
こ
と
は
、
つ
い
で
に
言
え
ば
ブ
ロ
マ
イ
ヤ
ー
の
見
解
に
よ
っ

て
も
、
こ
の
見
解
が
、
職
権
探
知
主
義
に
よ
っ
て
で
も
追
行
さ
れ
た

訴
訟
で
不
利
益
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
第
三
者
は
法
的
審
問
請
求
権

の
侵
害
を
理
由
に
憲
法
異
議
を
提
起
し
う
る
と
い
う
こ
と
を
貫
徹
し

よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
に
つ

き
、Schlosser, G

estaltungsklagen und G
estaltungsurteile

（1966

）, 
bes. S.72 ff.,206 ff., JZ 1967,431 ff.; G

runsky Fam
R

Z 1966,642 
ff.; B

VerfG
 JZ 1967,442

参
照
。
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
（JZ 1967,433

）

は
、
遺
産
債
権
者
の
危
機
が
見
通
さ
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の
者
に
法
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的
審
問
請
求
権
を
与
え
よ
う
と
す
る
。

 
（
268
）A. Blom

eyer Zivilprozeßrecht, §
13 II3 S. 65, §

62 III2 a S. 
301; N

ikisch, Zivilprozeßrecht 2 §
66 II2 S. 259; 

異
な
る
の
は
、

Rosenberg, Lehrbuch
9, §

131 I3 b S. 644.

 

（
269
）
全
て
の
処
分
行
為
の
統
一
的
取
扱
い
を
、A. Blom

eyer 
Zivilprozeßrecht, §

13 II3 S. 65, §
14 II2 S.69 

も
ま
た
支
持
す

る
。

 

（
270
）Pawlowski, Rechtsgeschäftliche Folgen nichtiger W

illenserklärungen

（1966

）, S.43 f.,101 f.,114 ff.
 

（
訳
注
58
）
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
一
四
条
は
非
債
弁
済
、
同
八
一
七
条
二
文
は
、
法

律
ま
た
は
良
俗
に
違
反
し
た
給
付
に
つ
い
て
給
付
者
に
帰
責
事
由
が

あ
る
場
合
の
不
当
利
得
返
還
請
求
権
の
排
除
の
規
定
。

 

（
271
）Paw

low
ski, a. a. O

.

 

（
271
ａ
）
権
利
外
観
に
よ
る
訴
訟
追
行
権
限
の
事
例
に
お
い
て
の
み
異

な
る
（A. Blom

eyer, Zivilprozeßrecht, §
92 II S.483 f.; H

enckel, 
Prozeßführungsm

acht kraft R
echtsscheins, D

iss. H
eidelberg

［1956

、
未
公
刊
］）。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
拘
束
は
、
無
権
利
者
の

処
分
へ
の
権
利
者
の
実
体
的
依
存
性
に
対
応
し
て
い
る

；

例
え
ば
、

Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
〇
七
条
一
項
お
よ
び
二
項
参
照
。

 

（
272
）Paw
low

ski, a. a. O
., S. 102.

 

（
273
）JZ 1956,62 = ZZP 69, 34.	

こ
れ
に
つ
き
、Pohle JZ 1956, 53.

 

（
訳
注
59
）
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
六
四
三
条
：「（
許
可
を
要
す
る
法
律
行
為
）

一
八
二
一
条
〔
＝
不
動
産
取
引
〕
及
び
一
八
二
二
条
一
号
、
三
号
、

五
号
、
八
号
乃
至
一
一
号
に
お
い
て
後
見
人
が
許
可
を
要
す
る
場
合

に
子
の
た
め
に
法
律
行
為
を
な
す
に
は
、
父
母
は
家
庭
裁
判
所
の
許

可
を
要
す
る
。」

 

（
274
）
い
ず
れ
に
せ
よ
戦
後
の
時
代
に
お
い
て
は
、
一
九
四
一
年
七
月

一
五
日
の
民
事
の
法
的
事
件
に
お
け
る
検
察
官
の
協
力
に
関
す
る
法

律
（R

G
B

l. I S.383

）
と
し
て
も
は
や
妥
当
し
な
か
っ
た
。

 

（
275
）
前
記
121
頁
を
み
よ
。

 

（
訳
注
60
）Tarifvertragsgesetz

（TV
G

）：
賃
金
協
約
に
関
す
る
法
律
は
、

賃
金
協
約
の
当
事
者
の
権
利
お
よ
び
義
務
お
よ
び
労
働
関
係
の
締
結

お
よ
び
終
了
お
よ
び
経
営
体
の
構
造
に
関
す
る
規
律
を
内
容
と
し
た

法
規
範
を
定
め
る
（
同
法
一
条
）。
同
法
四
条
は
法
規
範
の
効
力
に

つ
い
て
定
め
、
そ
の
四
項
は
「
発
生
し
た
協
約
に
関
す
る
権
利
の
放

棄
は
、
労
働
協
約
の
当
事
者
に
よ
っ
て
合
意
さ
れ
た
和
解
に
お
い
て

の
み
許
容
さ
れ
る
。
協
約
に
よ
る
権
利
の
失
効
（Verw

irkung

）
は

排
除
さ
れ
る
。
協
約
に
よ
る
権
利
の
主
張
に
関
す
る
除
斥
期
間
は
協

約
に
お
い
て
の
み
合
意
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
定
め
る
。

 

（
訳
注
61
）
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
八
二
二
条
は
、
後
見
人
が
後
見
裁
判
所
の
許
可
を

要
す
る
場
合
に
つ
い
て
規
定
。
前
記
（
訳
注
59
）
参
照
。

 
（
276
）H

ueck-N
ipperdey, Lehrbuch des A

rbeitsrechts II 1
7, §

31 II5 
S.622 f.

（N
ote

29

に
論
証
あ
り
。）

 

（
277
）
前
記
95
頁
。

 

（
278
）H

ueck-N
ipperdey, Lehrbuch des A

rbeitsrechts II 1
7, §

31 I4 S. 
619; Stein-Jonas-Schönke-Pohle

18 §
307 A

nm
. V

I.

翻　　　訳
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（
279
）
Ｔ
Ｖ
Ｇ
四
条
四
項
一
文
が
訴
訟
上
の
和
解
に
も
適
用
さ
れ
な
く

て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
通
説
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
。

H
ueck-N

ipperdey, a. a. O
., §

31 II1 S. 620.

（N
ote

22 

に
論
証

あ
り
。）

 

（
280
）
前
注（
276
）を
み
よ
。

 

（
281
）H

ueck-N
ipperdey, a. a. O

., §
31 N

ote
32 S. 623.

 

（
訳
注
62
）
家
族
事
件
手
続
法
一
二
七
条
：「（
制
限
的
職
権
探
知
）
⑴
　

裁
判
所
は
、
裁
判
に
重
要
な
事
実
の
確
定
に
必
要
な
探
求
を
職
権
で

行
う
。

　
⑵
　
離
婚
又
は
婚
姻
の
取
消
の
手
続
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
婚
姻
の
維

持
に
適
す
る
場
合
又
は
申
立
人
が
そ
れ
を
考
慮
す
る
こ
と
に
異
議
を

述
べ
な
い
場
合
に
限
り
、
関
係
人
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
事

実
が
考
慮
さ
れ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。」

 

（
282
）
前
記
135
頁
以
下
を
み
よ
。

 

（
283
）W

etzell, System
3, S. 517; W

ach, Vorträge über die R
eichs-

C
ivilprozeßordnung

（1879

）, S. 149. R
im

m
elspacher, Z

ur 
Prüfung von A

m
ts w

egen im
 Zivilprozeß, S.25

参
照
。

 

（
284
）
こ
う
述
べ
る
の
は
既
に
、Stein, D

as private W
issen des Richters

（1893

）, S.87 ff.
 

（
285
）Baur, R

ichterm
acht und Form

alism
us im

 Verfahrensrecht in: 
sum

m
um

 ius, sum
m

a iniuria

（1963

）, S.97 ff.（ 110 f.

）; G
aul 

A
cP 168,49 f.

 

（
286
）
前
記
128
頁
以
下
を
み
よ
。

 

（
訳
注
63
）
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
五
七
条
：「（
契
約
の
解
釈
）
契
約
は
取
引
慣
行
を

考
慮
し
て
信
義
則
が
要
求
す
る
が
ご
と
く
に
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。」。
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
二
条
に
つ
い
て
は
、
前
掲
（
訳
注
23
）。

 

（
287
）
さ
ら
な
る
具
体
化
の
試
み
は
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
大
学
の
博
士
論
文

の
対
象
で
あ
り
、
こ
こ
で
先
取
り
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
そ
の
他

の
点
に
お
い
て
、K

uchinke, a. a. O
.

（N
ote

236

）
参
照
。

 

（
訳
注
64
）
注（
287
）で
言
及
さ
れ
て
い
る
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
大
学
の
博

士
論
文
と
は
、Spohl, D

ie richterliche A
ufklärungspflicht

（ 139 
ZPO

） im
 Zivilprozess, 1969 

を
指
す
。
同
論
文
で
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ

一
三
九
条
に
つ
い
て
の
三
〇
〇
近
い
判
例
分
析
の
結
果
と
し
て
、

裁
判
官
の
解
明
義
務
の
三
つ
の
機
能
が
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
多
義
的
な
訴
訟
上
の
行
態
を
明
ら
か
に
す
る
明
瞭
化
機
能

（K
larstellungsfunktion

）（S.56 ff.

）、
当
事
者
意
思
を
訴
訟
上
最

適
の
形
態
に
適
合
化
さ
せ
る
変
換
機
能（Transform

ationsfunktion

）

（S.69 ff.

）、
当
事
者
が
適
切
な
対
応
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
当
事
者
に
裁
判
官
の
見
解
の
状
況
を
伝
え
る
意
思
疎
通
機
能

（Verständigungsfunktion

）（S.152 ff.

）
で
あ
る
。

 

（
288
）
異
な
る
の
は
、F. v. H

ippel, W
ahrheitspflicht

（1939

）, S. 67.
 

（
289
）
異
な
る
の
は
、F. v. H

ippel, W
ahrheitspflicht, S. 51.
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（
279
）
Ｔ
Ｖ
Ｇ
四
条
四
項
一
文
が
訴
訟
上
の
和
解
に
も
適
用
さ
れ
な
く

て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
通
説
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
。

H
ueck-N

ipperdey, a. a. O
., §

31 II1 S. 620.

（N
ote

22 

に
論
証

あ
り
。）

 

（
280
）
前
注（
276
）を
み
よ
。

 

（
281
）H

ueck-N
ipperdey, a. a. O

., §
31 N

ote
32 S. 623.

 

（
訳
注
62
）
家
族
事
件
手
続
法
一
二
七
条
：「（
制
限
的
職
権
探
知
）
⑴
　

裁
判
所
は
、
裁
判
に
重
要
な
事
実
の
確
定
に
必
要
な
探
求
を
職
権
で

行
う
。

　
⑵
　
離
婚
又
は
婚
姻
の
取
消
の
手
続
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
婚
姻
の
維

持
に
適
す
る
場
合
又
は
申
立
人
が
そ
れ
を
考
慮
す
る
こ
と
に
異
議
を

述
べ
な
い
場
合
に
限
り
、
関
係
人
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
事

実
が
考
慮
さ
れ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。」

 

（
282
）
前
記
135
頁
以
下
を
み
よ
。

 

（
283
）W

etzell, System
3, S. 517; W

ach, Vorträge über die R
eichs-

C
ivilprozeßordnung

（1879

）, S. 149. R
im

m
elspacher, Z

ur 
Prüfung von A

m
ts w

egen im
 Zivilprozeß, S.25

参
照
。

 

（
284
）
こ
う
述
べ
る
の
は
既
に
、Stein, D

as private W
issen des Richters

（1893

）, S.87 ff.
 

（
285
）Baur, R

ichterm
acht und Form

alism
us im

 Verfahrensrecht in: 
sum

m
um

 ius, sum
m

a iniuria

（1963

）, S.97 ff.（ 110 f.

）; G
aul 

A
cP 168,49 f.

 

（
286
）
前
記
128
頁
以
下
を
み
よ
。

 

（
訳
注
63
）
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
五
七
条
：「（
契
約
の
解
釈
）
契
約
は
取
引
慣
行
を

考
慮
し
て
信
義
則
が
要
求
す
る
が
ご
と
く
に
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。」。
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
二
条
に
つ
い
て
は
、
前
掲
（
訳
注
23
）。

 

（
287
）
さ
ら
な
る
具
体
化
の
試
み
は
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
大
学
の
博
士
論
文

の
対
象
で
あ
り
、
こ
こ
で
先
取
り
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
そ
の
他

の
点
に
お
い
て
、K

uchinke, a. a. O
.

（N
ote

236

）
参
照
。

 

（
訳
注
64
）
注（
287
）で
言
及
さ
れ
て
い
る
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
大
学
の
博

士
論
文
と
は
、Spohl, D

ie richterliche A
ufklärungspflicht

（ 139 
ZPO

） im
 Zivilprozess, 1969 

を
指
す
。
同
論
文
で
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ

一
三
九
条
に
つ
い
て
の
三
〇
〇
近
い
判
例
分
析
の
結
果
と
し
て
、

裁
判
官
の
解
明
義
務
の
三
つ
の
機
能
が
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
多
義
的
な
訴
訟
上
の
行
態
を
明
ら
か
に
す
る
明
瞭
化
機
能

（K
larstellungsfunktion

）（S.56 ff.

）、
当
事
者
意
思
を
訴
訟
上
最

適
の
形
態
に
適
合
化
さ
せ
る
変
換
機
能（Transform

ationsfunktion

）

（S.69 ff.

）、
当
事
者
が
適
切
な
対
応
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
当
事
者
に
裁
判
官
の
見
解
の
状
況
を
伝
え
る
意
思
疎
通
機
能

（Verständigungsfunktion

）（S.152 ff.

）
で
あ
る
。

 

（
288
）
異
な
る
の
は
、F. v. H

ippel, W
ahrheitspflicht

（1939

）, S. 67.
 

（
289
）
異
な
る
の
は
、F. v. H

ippel, W
ahrheitspflicht, S. 51.
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