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民
事
法
ノ
ー
ト

民
事
法

は
し
が
き

ノ

蟹
ト
（
一
）

　
民
法
・
商
法
・
民
事
訴
訟
法
・
勢
働
法
の
四
分
野
に
つ
い
て
導
毎
月

養
料
の
展
望
を
試
み
る
こ
と
に
な
つ
た
o
題
し
て
民
事
法
ノ
馨
ト
と
言

ふ
Q
第
働
法
を
民
事
法
の
う
ち
に
総
括
す
る
の
は
疑
問
で
あ
る
か
も
知

れ
な
い
が
、
便
宜
の
名
稔
と
承
知
し
て
戴
き
た
い
o

　
試
み
る
と
こ
ろ
は
、
法
令
・
剣
令
・
丈
献
の
三
者
に
關
す
る
期
問
分

の
展
望
で
あ
る
。
嚴
密
な
約
束
は
、
併
し
、
設
け
な
い
で
や
つ
て
見
た

い
◎
重
鮎
・
態
慶
・
形
式
、
す
べ
て
澹
當
者
の
自
由
と
し
て
、
期
間
に

徒
に
拘
泥
も
せ
ず
、
硯
究
ノ
ー
ト
を
摘
記
す
る
や
う
に
や
つ
て
行
く
。

た
マ
、
一
年
を
通
じ
て
は
、
三
種
の
贅
料
の
重
要
な
も
の
は
、
洩
れ
な

く
鰯
れ
て
あ
る
や
う
に
、
心
掛
け
て
行
く
こ
と
と
す
る
Q

　
紙
面
が
少
い
か
ら
、
細
か
い
も
の
ま
で
網
羅
す
る
こ
と
は
串
來
な

い
。
範
園
を
蝕
り
獲
げ
ず
（
例
へ
ば
判
例
は
最
高
判
集
所
牧
の
も
の
に

限
る
と
替
ふ
や
う
に
）
、
特
に
重
要
な
も
の
は
濁
立
の
論
稿
と
し
て
別
欄

に
出
し
、
限
ら
れ
た
ス
ペ
ー
ス
を
出
來
る
だ
け
活
用
し
て
行
き
た
い
。

　
指
嘗
者
は
次
の
如
く
で
あ
る
が
、
勢
働
法
は
次
號
か
ら
掲
載
す
る
。

毎
號
登
載
の
順
序
は
原
則
と
し
て
左
記
配
列
の
順
に
從
ふ
が
、
分
野
に

も
澹
當
者
に
も
上
下
を
つ
け
る
も
の
で
は
な
く
、
通
例
に
倣
ふ
に
過
ぎ

五
〇

（
里
四
）

な
い
こ
と
、
御
諒
承
を
願
つ
て
置
く
Q

　
　
罠
　
　
　
法
…
…
…
…
…
…
：
9
…
…
田
中
　
　
實

　
　
商
　
　
　
法
…
…
…
…
：
…
：
・
…
…
・
高
鳥
　
正
夫

　
　
民
事
訴
訟
法
…
…
…
…
…
：
：
・
…
：
：
伊
東
　
　
乾

　
　
勢
　
働
　
法
…
…
…
…
…
…
・
…
…
須
藤
　
次
郎

　
軍
な
る
名
稽
の
羅
列
で
な
く
、
紹
介
あ
り
批
評
あ
り
感
想
あ
り
と
言

ふ
や
う
な
、
自
由
な
賓
料
展
望
に
し
て
、
一
の
種
目
に
限
ら
れ
ぬ
も
の

は
、
こ
こ
に
試
み
る
の
が
始
め
て
の
も
の
で
あ
ら
う
o
幸
に
同
學
諸
賢

の
麦
擾
に
頼
り
、
濁
特
の
ス
タ
イ
ル
に
育
成
し
得
ん
こ
と
を
念
願
す

る
Q
（
伊
東
記
）

民

法

繭
　
終
戦
後
浦
三
年
を
経
過
し
て
、
我
民
法
學
界
も
よ
う
や
く
虚
脱
駄
態

を
ぬ
け
だ
し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
よ
り
も
最
近
の
著
書
や
雑
誌
論

文
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
が
、
更
に
立
法
お
よ
ぴ
判
例
の
動
向
を
も
ふ
く
め

て
、
廣
く
民
事
法
學
界
の
展
望
に
つ
い
て
の
メ
モ
を
と
つ
て
ゆ
く
こ
と
を

計
豊
し
て
み
た
。
月
々
の
文
献
や
資
料
を
整
理
し
て
、
今
月
は
こ
れ
だ
け

の
牧
獲
が
あ
つ
た
と
い
う
、
い
わ
ぼ
マ
ィ
ル
・
ス
ト
ー
ソ
を
つ
ぐ
つ
て
ゆ

く
つ
も
り
で
、
こ
の
ノ
ー
ト
を
書
き
つ
づ
つ
て
ゆ
き
た
い
と
思
つ
て
い

る
◎二

　
民
法
改
正
と
い
う
大
正
期
以
來
の
大
事
業
は
、
今
次
の
憲
法
改
正
に

俘
つ
て
急
速
に
具
膣
化
さ
れ
、
多
く
の
割
り
き
れ
な
い
間
題
を
残
し
な
が



ら
も
、
と
も
か
く
一
段
落
を
告
げ
た
。

　
そ
れ
と
同
時
に
、
主
と
し
て
「
家
族
制
度
」
の
存
慶
を
め
ぐ
つ
て
烈
し

く
行
わ
れ
て
き
た
論
雫
も
し
だ
い
に
下
火
に
な
り
、
か
わ
つ
て
地
昧
な
研

究
が
ポ
ッ
く
み
え
る
よ
う
に
な
つ
た
。
ま
た
、
學
生
の
た
め
の
教
科
書

も
、
民
法
各
部
に
つ
い
て
一
通
り
出
そ
ろ
つ
た
よ
う
だ
Q
更
に
昨
秋
の
日

本
法
冠
會
學
會
に
つ
づ
い
て
、
今
春
日
本
私
法
學
會
が
創
立
さ
れ
た
こ
と

は
特
筆
ざ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

罠
　
さ
て
、
下
火
に
な
つ
た
民
法
改
正
に
つ
い
て
の
文
献
の
中
で
、
最
近

の
も
の
と
し
て
ぼ
、
次
の
二
種
の
も
の
が
注
目
に
償
す
る
。

　
そ
の
第
一
種
は
、
民
法
の
新
第
叫
條
に
關
す
る
末
川
、
牧
野
爾
博
士
の

論
稿
で
あ
る
◎
末
川
博
士
は
、
ま
ず
法
と
趣
濟
（
九
九
號
）
に
「
民
法
の

改
正
を
つ
ら
ぬ
く
理
念
」
を
書
か
れ
（
後
に
立
命
館
土
曜
講
座
「
新
民
法

と
家
事
審
到
法
」
に
所
牧
）
、
り
い
で
季
刊
法
律
學
（
四
號
）
に
「
民
法
の

改
正
を
つ
ら
ぬ
く
二
つ
の
理
念
」
を
、
更
に
民
商
法
雑
誌
（
二
三
巻
二
號
）

に
「
灌
利
の
濫
用
に
關
す
る
新
し
い
規
定
」
を
書
い
て
お
ら
れ
る
。
勉
方

牧
野
博
士
は
、
警
察
研
究
（
一
九
巻
）
一
月
號
以
下
に
「
民
法
新
第
一
條

（
民
法
五
＋
年
の
回
顧
）
」
　
を
蓮
載
し
て
お
ら
れ
る
。
老
大
家
の
こ
の
よ

う
な
精
進
ぶ
り
に
は
敬
服
の
ほ
か
な
い
〇

四
　
そ
の
第
二
種
は
、
直
接
に
民
法
改
正
案
の
起
草
に
あ
た
ら
れ
た
我
妻

中
川
爾
教
授
の
論
稿
で
あ
る
。
中
川
激
授
は
民
法
改
正
の
繧
過
に
つ
い
て

詳
細
な
「
民
法
改
正
豊
え
帳
」
を
棄
北
學
生
新
聞
（
四
二
號
以
下
）
に
蓮

載
さ
れ
、
叉
我
妻
教
授
は
「
改
正
民
法
餓
話
」
を
法
律
タ
イ
ム
ズ
に
ほ
と

ん
ど
毎
號
書
き
つ
づ
け
て
お
ら
れ
る
。
立
法
者
の
手
記
と
し
て
、
い
ず
れ

民
事
法
ノ
ー
ト

も
貴
重
な
滲
考
と
い
5
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
、
谷
ロ
教
授
が
講
座
と
し
て
「
新
親
族
法
講
義
ノ
ー
ト
」
を
民
商

法
薙
誌
（
二
三
巻
一
號
以
下
）
に
蓮
載
さ
れ
は
じ
め
た
こ
と
を
あ
げ
て
お

か
ね
ぼ
な
ら
な
い
。
新
法
に
つ
い
て
一
鷹
の
解
説
書
し
か
な
い
今
日
、
か

な
り
充
實
し
た
論
述
の
み
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
が
た
い
話
で
あ
る
。
か
つ

て
大
著
「
日
本
親
族
法
」
を
も
の
さ
れ
た
谷
口
教
授
で
あ
う
て
み
れ
ぼ
、

そ
の
内
容
は
十
分
期
待
さ
れ
え
よ
う
。

蕊
　
亥
に
、
廣
く
最
近
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
を
ひ
ろ
つ
て
み
る
と
、
宮
崎

教
授
の
「
民
法
學
の
野
象
」
（
有
斐
閣
）
と
石
本
博
士
の
「
民
事
責
任
の
硯
究
」

（
日
本
評
論
肚
）
と
が
目
に
つ
く
Q
叉
專
問
ば
や
や
異
な
る
が
、
故
加
古

教
授
の
「
理
論
法
學
の
諸
問
題
」
（
日
本
科
學
肚
）
も
、
私
法
理
論
の
鮎
か

ら
か
え
り
み
ら
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
更
に
雑
誌
論
文
で
ほ
あ
る
が
、
勝
本

博
士
の
綿
密
な
「
終
験
と
渉
外
的
債
権
關
係
」
（
法
律
タ
イ
ム
ズ
ニ
巻
五
號

以
下
）
が
注
目
さ
れ
る
。

　
こ
こ
で
は
民
法
プ
ロ
パ
ー
の
領
域
で
我
々
に
お
く
ら
れ
た
も
の
と
し
て

と
く
に
宮
崎
激
授
お
よ
び
石
本
博
士
の
二
勢
作
を
と
り
あ
げ
て
、
そ
の
紹

介
・
短
詐
を
試
み
る
こ
と
と
す
る
。

六
　
ま
ず
、
宮
崎
教
授
の
「
民
法
學
の
野
象
」
か
ら
み
よ
う
Q

　
本
書
は
、
激
授
の
「
東
大
法
學
部
英
法
科
を
卒
業
以
來
今
日
に
至
る
ま

で
の
民
法
學
研
究
の
総
括
で
」
（
蹟
一
頁
）
あ
つ
て
、
そ
の
か
つ
て
の
指
導

激
授
で
あ
ら
れ
た
我
妻
教
授
に
魯
臼
o
暮
o
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

七
　
内
容
的
に
み
る
と
、
本
書
は
、
自
我
の
鑛
大
と
法
、
民
法
の
意
義
と

其
蜀
象
、
所
有
灌
、
契
約
、
家
族
の
五
章
に
分
た
れ
て
い
る
。

五
一

（
四
蓋
）



　
　
　
　
民
事
法
ノ
U
ト

　
教
授
は
ま
ず
人
間
存
在
の
意
義
か
ら
文
化
現
象
の
本
質
を
考
え
ら
れ
、

法
の
生
成
・
護
展
を
文
化
現
象
の
圃
部
門
と
し
て
理
解
さ
れ
る
◎
そ
し
て

こ
の
立
場
か
ら
法
の
意
義
を
究
明
さ
れ
、
更
に
民
法
の
意
義
を
「
｝
般
私

生
活
に
於
け
る
生
活
關
係
の
規
律
を
目
的
と
す
る
裁
到
規
範
」
（
一
一
二
頁
）

と
し
て
定
め
ら
れ
る
。

　
か
く
て
民
法
學
の
封
象
は
「
一
言
に
し
て
垂
せ
ぼ
、
杜
會
を
構
成
す
る

個
人
と
個
入
と
の
關
係
で
あ
り
、
更
に
之
を
具
騰
的
に
分
析
す
れ
ぼ
、
家

族
關
係
と
財
塵
關
係
と
に
分
ち
得
る
の
で
あ
る
が
、
比
較
法
學
的
見
地
に

立
つ
て
、
現
在
世
界
諸
邦
に
行
わ
れ
て
い
る
民
法
典
を
基
礎
と
し
て
考
察

す
れ
ば
、
民
法
學
の
封
象
は
、
「
所
有
樫
」
と
「
契
約
」
と
「
家
族
」
の
三

者
で
あ
る
と
い
う
の
が
最
も
愛
當
で
あ
ろ
う
と
思
う
」
（
四
三
頁
）
と
い
わ

れ
、
こ
の
観
馳
か
ら
所
有
濯
・
契
約
・
家
族
の
三
範
疇
に
つ
い
て
、
そ
れ

ぐ
詳
論
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
こ
と
に
雄
大
な
構
想
と
い

え
よ
う
。
し
か
も
そ
の
流
暢
な
筆
致
と
多
方
面
な
引
照
と
は
、
讃
む
者
を

魅
了
せ
ず
に
は
お
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

八
　
教
授
が
民
法
學
の
封
象
を
所
有
灌
・
契
約
・
家
族
の
三
範
疇
に
分
け

ら
れ
た
こ
と
は
、
全
く
正
し
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
、
ヒ
の
匠
別
が
、

か
つ
て
山
中
教
授
が
「
市
民
肚
會
と
民
法
」
（
日
本
評
論
肚
）
に
お
い
て
示

さ
れ
た
入
・
物
・
行
爲
の
三
範
疇
と
實
質
的
に
一
致
す
る
こ
と
は
注
意
せ

ら
る
べ
き
で
あ
る
。

％
　
と
こ
ろ
で
、
近
代
市
民
法
と
し
て
の
民
法
の
騰
系
に
お
い
て
、
そ
の

重
馳
が
い
わ
ゆ
る
身
分
法
よ
り
財
産
法
に
、
し
か
も
財
産
法
の
中
で
も
債

灌
法
に
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
從
つ
て
本
書
に
お
い
て
も
、
そ

五
二

（
四
奏
）

の
論
述
の
重
馳
は
「
契
約
」
に
お
か
れ
る
ぺ
き
で
は
な
か
つ
た
ろ
う
か
。

頁
敷
と
い
う
よ
う
な
輩
な
る
分
量
的
比
較
は
正
確
で
は
あ
る
ま
い
が
、
と

も
か
く
「
契
約
」
に
つ
い
て
の
敲
述
に
最
も
少
い
頁
籔
が
あ
て
ら
れ
て
い

る
の
は
問
題
で
あ
ろ
う
。
近
代
法
に
お
け
る
契
約
理
論
に
關
す
る
読
明
を

讃
ん
で
、
物
足
り
な
い
感
じ
を
受
け
る
の
は
、
軍
に
私
の
み
で
は
な
い
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。

剛
O
　
だ
が
他
面
に
お
い
て
、
家
族
制
度
に
關
す
る
論
議
の
盛
ん
な
今
日

に
お
い
て
、
「
家
族
」
の
論
述
に
最
も
多
く
の
頁
敷
が
費
さ
れ
て
い
る
の
は

あ
る
い
は
適
當
で
あ
つ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
は
い
え
、
我
家
族
制
度

の
史
的
敲
述
に
多
く
の
力
が
さ
か
れ
、
そ
の
實
盤
の
分
析
・
批
到
が
必
ず

し
も
明
確
で
は
な
い
の
は
如
何
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
と
に
、
外
國
の

文
献
で
「
日
本
お
よ
び
日
本
入
の
美
馳
と
し
て
學
ぐ
る
こ
と
に
一
致
し
て

い
る
所
の
も
の
は
、
日
本
の
風
光
の
美
と
日
本
の
家
族
制
度
に
基
く
入
精

の
美
し
さ
で
あ
つ
た
」
（
二
五
〇
頁
）
な
ど
と
い
う
こ
と
を
も
つ
て
、
我
家

族
制
度
肯
定
の
叫
根
櫨
と
さ
れ
て
い
る
、
こ
と
き
は
、
相
雷
に
問
題
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
ら
の
外
國
の
入
々
が
、
果
し
て
ど
れ
だ
け
我
家
族
制
度
の
本

質
・
特
色
を
理
解
し
て
い
る
か
が
、
第
叫
に
吟
味
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か

ら
で
あ
る
。

　
ま
た
我
奮
法
の
中
に
集
中
的
に
固
定
せ
し
め
ら
れ
て
い
た
「
家
族
制
度
」

と
い
う
概
念
を
i
多
く
の
學
者
に
よ
り
「
我
國
古
來
の
」
と
い
う
形
容

句
を
冠
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
を
i
夫
婦
・
親
子
を
中
心
と
し
て
瞥
ま
れ

る
生
活
協
同
豊
と
し
て
の
「
家
族
生
活
」
と
混
用
し
て
お
ら
れ
る
融
は
、

不
用
意
と
い
わ
れ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
（
こ
の
黙
に
つ
い
て
は
、
川



島
教
授
［
日
本
杜
會
の
家
族
的
構
成
」
一
四
五
頁
以
下
が
滲
照
に
債
す
る
・

な
お
本
誌
五
・
六
號
所
載
の
拙
稿
「
民
法
改
正
の
意
義
」
参
照
）

隅
隅
　
次
に
、
石
本
博
士
の
「
民
事
責
任
の
研
究
」
を
と
り
あ
げ
よ
う
。

　
本
書
は
、
博
士
の
學
位
論
文
「
民
事
責
任
論
」
を
約
三
分
の
｝
程
度
に

墜
縮
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
（
序
一
頁
）
、
「
特
に
不
法

行
爲
責
任
を
中
心
と
し
て
」
と
い
う
サ
ヴ
・
タ
イ
ト
ル
が
つ
け
ら
れ
て
い

る
よ
う
に
、
不
法
行
爲
理
論
の
中
核
を
な
す
損
害
賠
償
責
任
の
問
題
を
詳

論
さ
頭
る
も
の
で
あ
る
。

＝
四
丙
容
は
、
市
民
法
的
民
事
責
任
論
、
市
民
法
的
民
事
責
任
論
の
韓

同
、
團
騰
主
義
的
民
事
責
任
論
の
ヨ
章
に
分
れ
、
し
か
も
十
分
な
方
法
論

的
基
礎
の
用
意
の
上
に
（
博
士
は
す
で
に
昨
秋
「
私
法
解
羅
の
論
理
」
の

｝
書
を
世
に
お
く
ら
れ
て
い
る
）
、
嚴
密
な
理
論
構
成
が
展
開
せ
ら
れ
て
い

る
o

　
博
土
は
、
そ
の
立
場
に
つ
い
て
「
近
代
的
大
企
業
の
畿
達
に
俘
う
損
害

護
生
の
形
態
の
攣
化
と
そ
の
損
害
の
實
質
の
攣
化
に
よ
つ
て
、
無
過
失
責

任
を
み
と
め
る
こ
と
が
愛
當
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
場
合
が
堰
大
し
た
こ

と
に
よ
つ
て
、
問
題
は
一
般
に
不
法
行
爲
責
任
と
し
て
過
失
責
任
と
無
過

失
責
任
の
何
れ
が
愛
當
な
り
や
と
い
う
問
題
よ
り
も
、
む
し
ろ
近
代
市
民

法
に
お
け
る
過
失
責
任
主
義
の
原
則
の
も
と
に
お
い
て
、
如
何
な
る
解
繹

按
術
に
よ
つ
て
無
遇
失
責
任
を
根
擦
づ
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
と
い

う
こ
と
に
重
餓
が
お
か
れ
ぎ
る
を
得
な
い
よ
う
に
な
つ
た
」
（
三
頁
）
と
い

わ
れ
、
こ
の
槻
織
に
お
い
て
、
ま
ず
民
事
責
任
論
の
本
質
か
ら
説
き
起
さ

れ
、
つ
い
で
廣
く
過
失
主
義
と
無
過
失
主
義
と
の
爾
責
任
理
論
を
吟
昧
さ

民
事
法
ノ
｝
ト

れ
り
つ
市
民
法
的
民
事
責
任
論
の
韓
同
を
説
か
れ
、
最
後
に
團
騰
的
民
事

責
任
論
を
構
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
Q

＝
昌
　
か
く
て
團
膣
主
義
的
罠
事
責
任
論
は
「
市
民
原
理
と
し
て
の
過
失

責
任
主
義
と
そ
の
甥
立
概
念
と
し
て
の
無
過
失
責
任
主
義
」
と
の
爾
者
の

「
封
立
と
矛
盾
の
克
服
の
5
ち
に
再
び
綜
合
的
に
把
握
さ
れ
る
と
こ
ろ
の

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
市
民
法
に
お
け
る
過
失
責
任
論
と
無
過
失
責
任

論
の
綜
合
で
あ
り
且
止
揚
で
あ
る
」
（
二
五
九
頁
）
と
結
論
さ
れ
る
。

　
ま
こ
と
に
そ
の
所
誘
の
綿
密
に
し
て
か
つ
用
意
周
到
な
こ
と
は
、
終
戦

後
不
振
の
我
民
法
學
界
に
お
い
て
、
と
く
に
高
く
許
債
せ
ら
れ
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。

嵐
四
　
だ
が
、
過
失
責
任
論
と
無
過
失
責
任
論
と
の
綜
合
が
巧
み
に
な
さ

れ
て
い
れ
ぼ
い
る
ほ
ど
、
な
お
私
に
は
一
つ
の
疑
間
の
浮
ぶ
の
を
禁
じ
え

な
い
。
と
い
う
の
は
、
何
故
不
法
行
爲
理
論
は
叫
元
的
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
我
民
法
典
は
七
〇
九
條
に
お
い
て
遇
失
主
義
を
原
則
と
し
な
が
ら
、
し

か
も
七
叫
七
條
等
に
お
い
て
は
無
過
失
主
義
を
も
受
容
し
て
い
る
。
だ
か

ら
こ
の
民
法
典
の
純
解
羅
論
か
ら
ゆ
け
ば
、
爾
主
義
の
統
叫
が
問
題
と
さ

れざる

を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
理
論
と
し
て
近
代
市
民
赴
會
に
お
け
る
民
事
責
任
論
を
考
え

る
場
合
に
は
、
必
ず
し
も
そ
れ
に
と
ら
わ
れ
な
い
で
も
よ
い
の
で
は
あ
る

ま
い
か
Q
い
い
か
え
れ
ぼ
、
大
陸
法
系
の
民
法
典
に
お
い
て
原
則
的
に
過

失
主
義
が
と
ら
れ
て
い
る
の
に
封
し
て
、
英
法
系
の
不
法
行
爲
法
■
”
司

亀
円
o
濤
の
に
お
い
て
は
、
そ
の
澹
革
上
、
過
失
主
義
と
無
過
失
主
義
と

五
三

（
四
毛
）



民
事
法
ノ
ー
ト

が
か
な
り
は
つ
き
り
と
分
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
の
で
あ
る
。

一
玉
　
か
っ
て
戒
能
厨
は
、
そ
の
よ
う
な
英
法
に
つ
い
て
の
顧
慮
か
ら
、

不
法
行
爲
理
論
を
損
害
賠
償
と
損
失
翼
補
と
の
二
面
に
分
け
、
芒
兀
的
な

構
成
を
試
み
ら
れ
た
こ
と
が
あ
つ
た
が
（
同
氏
「
債
擢
各
論
」
奮
版
四
四

三
頁
以
下
、
新
版
四
二
五
頁
以
下
滲
照
）
、
私
は
そ
こ
に
亀
未
解
決
の
大
き

な
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
考
え
る
。
こ
の
意
昧
に

お
い
て
、
た
と
え
法
系
が
ち
が
う
と
は
い
え
、
石
本
博
士
が
英
法
系
の
不

法
行
爲
理
論
を
か
え
り
み
ら
れ
な
か
つ
た
こ
と
を
、
私
は
残
念
に
思
わ
ざ

る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

＝
ハ
　
以
上
、
爾
先
學
の
螢
作
に
封
し
て
不
遜
な
妄
詐
を
の
べ
た
が
、
あ

る
い
は
私
の
理
解
が
い
た
ら
な
か
つ
た
の
で
ほ
な
い
か
と
お
そ
れ
て
い

る
。
と
も
あ
れ
、
我
民
法
學
界
最
近
の
牧
獲
と
し
て
、
こ
の
二
勢
作
の
出

現
を
特
記
し
、
同
學
諸
士
と
共
に
そ
れ
を
喜
び
セ
い
と
思
う
。

圃
七
　
こ
の
ノ
ー
ト
は
書
評
に
か
た
よ
り
す
ぎ
た
よ
う
だ
。
だ
が
、
民
法
・

戸
籍
法
等
の
改
正
や
家
事
審
到
法
等
に
論
及
す
る
の
は
、
す
で
に
時
を
失

し
て
い
る
し
、
ま
た
最
近
の
最
高
裁
到
所
鋼
例
は
手
績
關
係
の
も
の
が
多

ぐ
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
ほ
同
僚
伊
東
君
が
書
く
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
嚇
ま

ず
こ
れ
で
私
の
責
を
果
す
こ
と
に
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
〇
月
一
二
日
）
　
（
田
中
　
　
實
）

商

法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四
　
　
（
豊
八
）

　
商
法
ほ
本
年
七
月
ほ
株
金
全
額
彿
込
制
度
の
探
用
に
俘
つ
て
そ
の
一
部

が
改
正
せ
ら
れ
た
が
、
最
近
再
び
株
式
畿
行
制
度
に
つ
い
て
の
改
正
が
問

題
と
な
つ
て
き
て
ゐ
る
。
今
日
各
企
業
は
そ
の
再
建
整
備
の
た
め
亘
大
な

資
本
の
調
達
を
必
要
と
し
て
ゐ
る
に
も
拘
ら
ず
、
絡
駿
以
來
の
事
業
界
の

不
振
を
反
映
し
て
株
式
市
場
は
低
迷
し
て
ゐ
る
た
め
、
會
社
は
普
通
の
塘

資
で
新
し
ぐ
資
本
を
集
め
る
こ
と
が
極
め
て
困
難
な
事
情
と
な
つ
て
ゐ

る
。
そ
こ
で
こ
れ
ら
の
障
碍
を
克
服
し
て
企
業
の
再
建
を
促
進
す
る
た
め
、

株
式
震
行
制
度
の
改
正
を
行
は
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
最
も
重
要

な
黙
は
米
國
で
盛
ん
に
行
は
れ
て
ゐ
る
授
灌
資
本
制
度
と
無
額
面
株
制
度

を
探
用
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
調
度
に
よ
れ
ぼ
會
肚
は

自
己
の
枚
釜
状
態
及
ぴ
そ
の
時
の
痙
濟
情
勢
に
鷹
じ
て
自
由
に
資
金
の
調

蓬
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
叉
無
額
面
株
は
普
通
株
の
畿
行
で
ほ
到
底
資

金
を
集
め
得
な
い
と
き
に
も
叢
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
こ
の
目
的

に
滑
ひ
得
る
で
あ
ら
う
と
期
待
さ
れ
て
ゐ
る
わ
け
な
の
で
あ
る
。

　
授
権
資
本
制
度
（
9
募
げ
亀
甘
8
0
碧
詳
巴
）
と
は
會
批
の
資
本
金
額
は

定
款
に
“
慮
揚
げ
な
が
ら
、
實
際
の
株
式
の
震
行
は
そ
の
時
の
清
勢
に
鷹

じ
て
取
締
役
が
適
當
に
分
割
し
て
行
う
も
の
で
、
資
本
構
成
の
健
全
化
と

資本調

蓬
の
便
宜
を
調
整
す
る
こ
と
を
狙
い
と
し
て
い
る
制
度
で
あ
る
。

英
米
法
に
お
い
て
は
會
融
を
設
立
す
る
と
き
に
は
護
起
人
が
一
株
づ
つ
ひ

き
う
け
る
か
、
叉
は
一
定
敷
の
株
式
の
引
受
が
あ
れ
ぼ
會
肚
は
入
格
を
取

得
す
る
の
で
あ
つ
て
、
大
陸
法
に
お
け
る
よ
う
資
本
全
額
に
つ
い
て
の
株

式
の
引
受
を
必
要
と
し
な
い
。
そ
し
て
設
立
後
ほ
随
時
株
式
を
叢
行
し
得

る
灌
限
を
有
す
る
取
締
役
が
定
款
に
定
め
ら
れ
た
最
高
限
度
に
達
す
る
ま



で
、
鐙
券
市
場
の
状
況
な
ど
を
考
慮
し
て
必
要
な
と
き
に
必
要
な
量
だ
け

の
株
式
を
叢
行
す
る
の
で
あ
つ
て
、
こ
こ
に
こ
の
名
繕
の
生
じ
た
理
由
が

あ
る
。
こ
の
制
度
を
未
彿
込
資
本
金
制
度
と
比
較
す
る
と
m
…
未
梯
込
賛
本

金
は
會
肚
に
と
つ
て
は
債
灌
、
株
主
に
と
つ
て
ほ
債
務
と
た
る
が
、
授
擢

資
本
制
度
に
お
い
て
は
取
締
役
に
よ
つ
て
護
行
さ
れ
た
株
式
の
株
金
総
額

が
會
置
の
計
算
の
基
礎
と
な
り
、
未
獲
行
分
の
資
本
金
に
つ
い
て
は
か
玉

る
關
係
が
生
じ
な
い
。
③
こ
の
制
度
に
お
い
て
は
襲
行
株
式
は
全
額
彿
込

と
し
て
ゐ
る
の
で
、
未
携
込
資
本
金
制
度
に
お
け
る
全
額
彿
込
濟
の
株
主

と
一
部
彿
込
濟
の
株
主
と
の
複
雑
な
問
題
は
起
ら
な
い
◎
⑧
資
金
調
蓬
の

必
要
が
生
じ
た
と
き
未
彿
込
株
金
は
全
株
主
か
ら
徴
牧
す
る
の
で
種
々
面

倒
が
起
き
易
い
が
、
分
割
獲
行
の
場
合
に
は
懸
募
力
と
睨
み
合
せ
て
適
當

な
金
額
で
押
え
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
そ
の
心
酎
は
比
較
的
少
な
い
。
こ

の
よ
う
に
授
灌
資
本
制
度
は
株
式
會
冠
の
設
立
を
容
易
な
ら
し
め
、
叉
爾

後
の
資
本
調
達
に
關
し
て
極
め
て
弾
力
性
を
有
す
る
こ
と
が
長
庚
で
あ
る

が
、
そ
の
反
面
會
肚
債
灌
渚
の
保
護
が
充
分
で
な
い
こ
と
、
取
締
役
の
灌

限
が
悪
用
せ
ら
れ
た
場
合
の
弊
害
の
大
き
い
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。

　
無
額
面
株
倉
o
嬉
胃
暮
9
F
聲
鶏
o
皿
且
芸
o
暮
b
霧
奉
言
①
）
と

ほ
株
雰
面
に
額
圃
償
格
が
記
載
さ
れ
ず
、
軍
に
出
資
額
を
資
本
金
の
何
分

の
↓
と
い
う
比
率
で
表
示
す
る
と
こ
ろ
の
所
謂
比
例
株
で
あ
る
。
株
式
の

額
面
贋
格
は
會
批
の
資
本
金
の
構
成
軍
位
と
し
て
の
意
義
を
も
つ
も
の
で

あ
る
が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
そ
の
株
式
の
實
質
的
便
格
を
表
現
す
る
も
の

で
は
な
い
。
否
む
し
ろ
そ
の
評
債
額
は
企
業
の
盛
衰
、
金
融
市
場
の
攣
鱒

等
種
々
の
事
情
に
よ
つ
て
絶
え
ず
攣
動
し
爾
者
は
一
致
し
な
い
場
合
が
多

民
事
法
ノ
｝
ト

い
。
株
式
投
資
家
に
と
つ
て
も
問
題
と
な
る
の
は
酎
當
率
（
額
面
償
格
と

醜
営
金
額
と
の
比
牽
）
で
は
な
ぐ
、
感
募
債
格
叉
は
買
入
便
格
と
醐
営
金

額
と
の
比
率
換
言
す
れ
ぼ
所
謂
投
資
利
廻
り
で
あ
り
、
叉
株
主
の
責
任
ほ

そ
の
引
受
け
叉
は
譲
受
け
た
る
株
式
の
金
額
、
及
び
額
面
以
上
の
債
格
を

以
て
株
式
を
叢
行
し
た
る
場
合
の
引
受
償
格
を
限
度
と
す
る
か
ら
（
商
法

二
〇
〇
條
一
項
）
そ
れ
は
必
ず
し
も
額
面
債
格
と
一
致
し
な
い
。

　
そ
れ
故
株
式
の
額
面
贋
格
は
最
初
の
額
面
で
の
懸
募
者
以
外
に
は
殆
ん

ど
大
し
た
意
昧
は
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
更
に
こ
の
額
面
償
絡
が
あ
る
た

め
に
却
つ
て
資
本
調
達
の
目
的
が
妨
げ
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
Q
印
ち
株
式

の
割
引
獲
行
（
額
面
以
下
の
護
行
）
を
禁
止
し
て
ゐ
る
各
國
の
會
肚
法

（
商
法
一
七
一
條
一
項
）
の
下
に
お
い
て
は
、
奮
株
の
相
場
が
額
面
を
割

つ
て
ゐ
る
會
魅
は
新
株
の
募
集
帥
ち
壇
資
の
方
法
に
よ
つ
て
は
必
要
な
る

資
本
を
調
達
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。
こ
の
場
合
優
先
株
を
利
用
す
れ

ぼ
そ
の
酸
行
の
障
碍
を
あ
る
程
度
克
服
し
得
る
が
、
市
場
橿
格
の
下
落
が

飴
り
に
甚
し
い
と
き
に
ほ
假
令
優
先
的
特
灌
を
阻
與
し
て
も
、
額
面
償
格

に
お
い
て
出
資
者
を
吸
引
す
る
だ
け
の
魅
力
は
な
い
で
あ
ら
う
。
叉
金
庫

株
、
持
株
會
冠
等
を
利
用
し
或
は
特
別
の
立
法
が
あ
れ
ば
こ
の
問
題
を
解

決
し
得
る
け
れ
ど
も
、
同
様
の
経
濟
的
敷
果
を
實
現
す
る
た
め
に
無
額
面

株
を
認
め
れ
ぼ
、
こ
の
よ
う
な
迂
同
手
段
を
全
く
必
要
と
し
な
い
わ
け
で

あ
る
。
帥
ち
無
額
面
株
は
如
何
な
る
事
情
に
も
適
感
す
る
憤
絡
で
自
由
に

費
出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
例
へ
ば
會
肚
の
新
設
叉
は
事
業
不
振
の
た

め
或
は
金
融
市
場
の
獣
況
が
株
式
稜
行
に
不
利
の
た
め
五
〇
圓
の
額
面
で

は
こ
れ
を
買
う
入
が
な
い
が
、
二
五
圓
で
費
出
せ
ば
費
れ
る
見
込
の
あ
る

五
五

（
四
尭
）
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場
合
に
叢
行
さ
れ
る
も
の
で
、
こ
の
場
合
に
ほ
叫
種
の
割
引
護
行
の
役
割

を
果
す
竜
の
で
あ
る
。
反
封
に
會
祉
繁
榮
途
上
に
あ
り
金
融
市
場
も
好
鱒

し
た
と
き
に
は
、
額
面
株
の
プ
レ
、
、
・
ア
ム
附
腰
行
と
同
様
に
高
い
贋
格
で

費
出
し
有
利
に
資
金
を
融
通
し
得
る
こ
と
も
い
う
ま
で
も
な
い
。
か
玉
る

資
本
調
蓬
上
の
融
通
性
の
黙
に
無
額
面
株
叢
生
の
根
擦
が
求
め
ら
れ
る
。

叉
無
額
面
株
に
は
配
當
率
算
定
の
基
礎
と
な
る
べ
き
鳳
定
の
額
面
贋
格
は

な
い
か
ら
、
醗
當
は
一
株
何
圓
と
い
う
よ
う
に
貨
幣
の
絶
封
額
で
示
さ
れ

そ
こ
に
は
何
等
の
不
便
も
な
く
叉
よ
り
實
際
的
で
あ
る
◎

　
そ
の
他
獲
行
便
格
を
低
く
定
め
且
つ
多
敷
の
株
式
を
獲
行
し
て
株
式
の

所
有
を
分
散
さ
せ
、
會
肚
支
配
者
の
地
位
を
永
く
保
持
し
な
が
ら
資
本
を

蒐
集
し
得
る
こ
と
、
叉
會
冠
の
財
務
整
理
及
び
合
併
を
容
易
な
ら
し
め
る

こ
と
等
を
そ
の
利
馳
と
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
け
れ
ど
も
無
額
面

株
制
度
の
下
に
お
い
て
は
よ
り
寛
大
な
條
件
で
株
式
の
稜
行
債
格
及
び
表

示
資
本
額
を
決
定
し
得
る
た
め
、
叢
起
入
及
び
取
締
役
の
詐
欺
叉
は
不
正

行
爲
を
件
ひ
易
く
、
叉
無
額
面
普
通
株
は
通
常
そ
の
襲
行
債
格
が
小
な
る

上
、
利
潤
の
う
ち
優
先
株
に
封
す
る
一
定
の
配
當
を
差
引
い
た
残
額
の
配

當
を
受
け
る
た
め
投
機
的
性
質
の
顯
著
な
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
米

國
の
各
州
の
立
法
に
見
ら
れ
る
共
通
的
傾
向
を
あ
げ
る
と
、
ω
適
用
範
園

に
つ
い
て
は
凡
て
の
會
瀧
に
適
用
す
る
も
の
、
金
融
機
關
、
公
釜
事
業
會

肚
を
除
外
す
る
も
の
が
あ
り
、
ω
株
式
の
種
類
に
つ
い
て
は
二
三
の
州
を

除
い
て
普
通
株
の
み
な
ら
ず
優
先
株
に
も
無
額
面
株
の
叢
行
を
認
め
て
ゐ

る
。
⑧
叢
行
償
絡
に
つ
い
て
は
ど
ん
な
償
絡
に
で
も
完
全
に
自
由
に
獲
行

で
き
る
純
梓
無
額
面
株
と
、
最
低
襲
行
便
格
が
規
定
さ
れ
て
ゐ
る
規
定
債

五
六

（
翼
○
）

格
無
額
面
株
と
の
別
が
あ
り
、
㈲
表
示
資
本
額
に
つ
い
て
も
何
等
の
制
限

を
設
け
な
い
も
の
と
最
低
表
示
資
本
額
を
規
定
す
る
も
の
と
が
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
米
國
で
行
は
れ
て
ゐ
る
授
樫
資
本
制
度
と
無
額
面
株
制
度

を
、
今
ま
で
大
陸
法
特
に
濁
法
色
の
強
か
つ
た
我
が
國
の
商
法
に
探
用
す

る
こ
と
は
眞
に
劃
期
的
な
攣
革
と
い
へ
よ
う
。
そ
こ
で
何
故
現
在
こ
う
し

た
制
度
を
探
用
し
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
の
か
、
果
し
て
そ
の
必
要
が
あ
る

の
で
あ
ら
う
か
と
い
う
問
題
が
提
出
さ
れ
る
Q
こ
の
融
に
つ
い
て
は
最
初

に
述
ぺ
た
よ
う
に
各
企
業
が
再
建
整
備
を
通
じ
て
要
す
る
多
額
の
資
本
調

達
を
容
易
な
ら
し
め
、
同
時
に
資
本
構
成
の
健
全
化
を
圏
る
こ
と
が
一
懸

そ
の
理
由
と
し
て
與
へ
ら
れ
る
。
こ
れ
で
は
從
來
の
未
彿
込
資
本
金
制
度

で
は
こ
の
要
求
に
懸
ず
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
つ
た
の
で
あ
ら
う
か
。
確

か
に
こ
の
疑
間
の
孚
は
事
實
で
あ
ら
う
。
け
れ
ど
も
理
論
上
こ
れ
ら
の
要

求
に
全
く
懸
じ
切
れ
な
く
な
つ
た
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
。
株
主
灌
を
圏
る

諸
間
題
、
資
本
調
達
に
關
す
る
不
便
、
資
本
構
成
上
の
不
健
全
性
等
の
弱

織
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
李
均
方
法
を
構
じ
て
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ら
う
。
叉
現
在
の
法
規
の
ま
』
で
は
授
灌
資
本
制
度
と
無
額
面
株
制
度
に

お
い
て
も
、
取
締
役
の
灌
限
彊
化
に
よ
つ
て
生
ず
る
弊
害
、
叢
起
利
得
に

俘
う
不
正
、
表
示
資
本
額
と
準
備
金
と
の
境
界
の
不
明
確
に
基
く
株
主
・

債
灌
者
の
墜
迫
等
の
敏
融
を
有
し
て
ゐ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
Q
そ
れ

故
株
式
制
度
そ
れ
自
醗
の
批
判
か
ら
こ
の
問
題
を
簡
軍
に
読
明
す
る
こ
と

は
困
難
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
出
震
馳
を
異
に
す
る
二
つ
の
制
度
も
そ
の

蓮
用
の
實
際
と
立
法
の
攣
遷
を
詳
細
に
翻
察
す
れ
ぱ
、
自
已
の
短
所
を
弛

の
制
度
の
長
所
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
補
正
し
な
が
ら
進
ん
で
き



て
ゐ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
で
あ
ら
う
。

　
從
來
大
陸
法
と
英
米
法
と
は
劃
然
と
封
立
す
る
も
の
と
さ
れ
て
ゐ
た
が

商
法
特
に
株
式
會
肚
の
如
き
企
業
形
態
に
關
す
る
法
規
に
お
い
て
は
普
遍

的
人
類
的
な
る
利
己
的
本
能
に
基
く
諸
現
象
を
封
象
と
す
る
た
め
、
そ
の

内
容
も
箪
に
あ
る
國
の
み
に
特
有
な
も
の
で
は
な
く
弐
第
に
普
遍
的
な
も

の
に
統
一
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
、
特
に
株
式
制
度
に
お
い
て
は
國
際

的
投
資
の
た
め
先
づ
統
一
さ
れ
よ
う
と
す
る
氣
蓮
に
あ
る
こ
と
も
見
逸
し

て
は
な
ら
な
い
。
例
へ
ぼ
叫
般
に
英
米
の
文
物
に
封
し
て
反
感
を
懐
き
自

國
の
文
化
に
自
負
心
を
有
し
た
ナ
チ
ス
濁
逸
に
お
い
て
も
、
株
式
會
冠
法

の
改
正
に
當
つ
て
は
授
権
資
本
、
無
額
面
株
、
株
式
の
額
面
以
下
の
獲
行

無
議
決
権
株
、
韓
換
肚
債
等
の
英
米
法
上
の
諸
制
度
が
滲
照
さ
れ
、
結
局

そ
の
大
部
分
は
探
用
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
最
も
大
き
な
原
因

は
國
内
に
お
け
る
資
本
調
達
の
便
宜
を
圖
る
と
共
に
、
米
國
特
に
ニ
ユ
ー

ヨ
ー
ク
に
お
い
て
外
賛
を
募
集
す
る
現
實
の
必
要
に
基
く
も
の
で
あ
つ
た

こ
と
を
想
起
し
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
要
す
る
に
株
式
制
度
の
中
心
課
題

は
如
何
に
し
て
合
理
的
に
資
本
を
調
達
す
る
か
～
と
い
う
錨
に
か
つ
て
ゐ

る
わ
け
で
あ
る
が
、
大
職
後
の
凋
逸
に
お
い
て
生
じ
た
と
同
様
の
事
情
ほ

今
日
我
國
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
つ
て
、
こ
こ
に
今
同
の
商
法
改

正
の
最
大
の
根
擦
が
存
す
る
も
の
と
い
へ
よ
う
。
本
年
七
月
に
株
金
全
額

彿
込
制
度
が
探
用
さ
れ
た
の
も
來
る
べ
き
こ
の
改
革
に
備
へ
た
も
の
で
あ

つ
て
、
若
し
も
授
灌
資
本
制
度
を
探
用
し
な
い
で
携
込
翻
度
の
み
を
改
疋

し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
却
つ
て
資
金
調
蓮
の
機
能
を
阻
害
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
故
七
月
の
改
正
は
今
同
の
株
式
渕

　
　
　
　
　
艮
事
法
ノ
ー
ト

度
の
改
革
と
結
び
つ
い
て
初
め
て
そ
の
實
敷
を
あ
げ
得
る
も
の
で
あ
つ

て
、
こ
れ
ら
は
我
が
商
法
特
に
株
式
會
魅
法
に
根
本
的
な
攣
革
を
萄
す
極

め
て
重
要
な
改
正
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　
な
ほ
最
近
の
報
這
に
よ
れ
ば
総
司
令
部
の
金
融
制
度
改
革
の
指
針
に
慮

じ
て
、
銀
行
信
託
部
門
に
お
い
て
番
授
権
資
本
制
度
が
採
用
さ
れ
よ
う
と

し
て
ゐ
る
こ
と
を
購
記
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
三
・
一
〇
・
一
桶
）
　
（
高
鳥
　
疋
夫
）

民
事
訴
訟
迭

扁
、
民
訴
法
典
の
改
正

　
公
布
後
す
で
に
二
箇
月
に
近
い
が
、
民
訴
法
典
の
一
部
改
正
が
、
依
然

關
心
の
中
心
に
あ
る
。
重
要
な
改
正
融
は
こ
れ
を
五
種
に
分
類
す
る
事
が

で
き
る
。

　
第
輔
は
ー
1
當
事
者
の
地
位
の
向
上
で
あ
る
。
三
方
面
か
ら
そ
の
方
策

が
講
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
。
民
事
訴
訟
の
官
灌
的
色
彩
を
彿
拭
し
よ
う
と
す
る

意
圖
を
持
つ
。
　
（
a
）
移
邊
申
立
を
却
定
下
す
る
裁
鋼
に
封
し
て
も
印
時

抗
告
を
す
る
途
を
開
き
（
難
駝
）
、
誰
人
・
鑑
定
入
・
當
事
者
の
訊
問
に
つ

い
て
裁
到
所
の
行
ふ
訊
問
を
補
充
的
な
も
2
後
馨
し
め
（
噺
、
一
翻
豊

麹
に
）
、
ま
た
之
に
關
聯
し
て
必
要
と
な
る
裁
鋼
長
の
統
捌
を
當
事
渚
の
異

議
に
服
せ
し
め
て
ゐ
ゑ
騎
輩
謎
、
褻
ど
毒
、
職
難
行
主
義
翻

限
し
て
當
事
者
の
襲
冒
樫
を
強
化
す
る
も
の
で
あ
り
、
　
（
b
）
搬
保
不
提

五
七

（
翼
一
）
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供
（
町
）
欠
敏
補
正
の
不
能
（
ゴ
而
5
を
理
由
と
し
て
口
頭
辮
論
を
経
な
い

で
訴
若
く
は
控
訴
を
却
下
す
る
場
合
、
必
ず
能
動
的
當
事
者
を
審
訊
す
べ

き
も
の
と
し
た
こ
と
（
勤
蠕
綴
繍
）
は
、
ロ
頭
主
義
の
例
外
を
堅
縮
し
て
當
事

者
を
保
護
す
る
も
の
で
あ
り
、
　
（
c
）
二
六
一
條
を
削
除
し
て
職
構
誰
擦

調
を
否
定
し
た
こ
と
は
、
辮
論
主
義
の
彊
化
で
あ
る
。
職
灌
鐙
擦
調
が
禁

止
せ
ら
れ
た
か
ら
、
釈
明
灌
の
活
用
に
よ
つ
て
も
な
ほ
心
謹
に
蓬
せ
ぬ
限

り
、
裁
鋼
所
は
學
謹
責
任
を
負
携
す
る
當
事
者
の
不
利
釜
に
事
實
を
認
定

す
る
こ
と
を
以
て
満
足
す
る
ほ
か
は
な
い
。
但
し
、
釈
明
塵
分
や
槍
謹
に

際
し
て
な
す
鑑
定
の
規
定
（
婁
産
）
が
保
存
蛭
ら
れ
た
た
め
、
職
灌
讃
擦
調

の
慶
止
は
完
全
で
は
な
い
。

　
第
二
は
ー
當
事
者
間
の
公
耶
に
關
す
る
障
害
の
除
去
で
あ
る
。
（
a
）

訴
麓
讐
褻
開
放
（
新
語
）
叢
勢
寒
を
、
（
b
）
鷲
裂
前

の
不
控
蓉
募
禁
止
（
憲
。
）
と
粂
被
建
秀
翁
毯
難
（
顯

㎝
劉
八
）
産
、
響
の
傘
を
、
圖
る
も
の
と
言
つ
て
よ
．
後
薯

は
、
從
來
、
相
手
方
の
不
意
を
衝
き
若
く
は
纏
濟
的
優
越
を
利
用
し
て
策

略
的
に
勝
訴
し
よ
う
と
す
る
者
に
よ
つ
て
濫
用
せ
ら
れ
る
弊
が
見
え
た
の

を
、
改
め
る
も
の
で
あ
る
Q

　
第
三
は
i
裁
到
の
適
正
の
＝
層
の
確
保
で
あ
る
。
多
少
の
逞
延
を
蜀

悟
し
て
も
適
正
な
到
蜥
に
到
達
し
よ
ヴ
と
す
る
要
求
が
、
個
入
の
利
釜
の

保
護
の
た
め
此
の
際
無
競
し
得
な
く
な
つ
た
と
考
へ
る
の
で
あ
ら
う
が
、

民
事
訴
訟
の
本
質
に
牽
蓮
す
る
重
要
な
規
定
を
含
ん
で
ゐ
る
。
（
a
）
そ

の
一
は
、
直
接
主
義
強
化
の
規
定
で
あ
る
。
軍
濁
裁
判
官
若
く
は
合
議
豊

の
過
宇
激
の
裁
到
官
が
更
迭
し
た
場
合
、
當
事
者
の
申
出
あ
る
と
き
は
、

五
八

（
四
杢
）

從
晶
則
訊
問
を
な
し
た
謹
入
を
更
め
て
も
う
一
度
訊
問
し
な
け
れ
ぼ
、
　
そ

の
謹
言
を
到
決
の
基
礎
と
す
る
こ
と
が
出
來
な
い
、
と
曽
一
筒
ふ
の
が
そ
れ
で

あ
る
（
雛
皿
七
）
。
讃
擦
保
全
手
綾
で
訊
問
し
た
讃
人
の
誰
書
を
口
頭
辮
論
に

顯
出
す
る
に
つ
い
て
も
、
営
事
者
の
要
求
が
あ
れ
ぼ
更
め
て
訊
問
を
行
ふ

必
要
が
あ
る
（
一
一
穂
衡
ノ
）
。
（
b
）
そ
の
二
は
裁
到
灌
へ
の
不
協
力
を
犯

罪
と
す
る
規
定
で
あ
る
。
謹
人
・
鑑
定
人
は
出
頭
・
申
述
・
宣
誓
の
義
務

に
正
當
の
理
由
な
く
し
て
蓮
反
す
る
と
き
、
夫
々
犯
罪
と
し
て
庭
罰
せ
ら

れ
る
こ
と
に
な
つ
た
（
監
堵
馳
聖
露
麟
一
猷
姻
憂
）
。
裁
鋼
所
侮
辱
の
思
想
に

學
ぶ
も
の
で
あ
る
が
、
當
該
裁
判
所
が
直
接
庭
分
す
る
の
で
な
く
、
叫
般

の
犯
罪
と
同
檬
の
規
律
に
從
ふ
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
實
質
的
民
訴
法

に
は
鴎
し
な
い
と
は
言
へ
、
國
民
の
裁
判
協
力
義
務
を
明
示
す
る
も
の
と

し
て
、
重
要
な
意
義
を
有
す
る
。
（
c
）
そ
の
三
は
、
上
告
審
鋼
到
決
に

封
し
て
も
不
服
申
立
の
途
を
開
い
た
規
定
で
あ
る
。
現
行
法
に
於
い
て
は

上
告
審
の
鋼
決
は
、
再
審
と
特
別
上
告
と
に
服
す
る
の
み
で
あ
つ
て
、
『

般
的
不
服
申
立
の
途
な
く
、
特
別
上
告
も
鋼
決
の
確
定
を
遽
断
し
な
い

（
蠣
魯
が
、
改
正
法
は
、
上
告
裁
到
所
の
到
決
に
封
し
て
も
法
令
蓮
背
を
理

由
と
す
る
異
議
の
申
立
を
認
め
、
當
該
裁
到
所
自
身
を
し
て
攣
更
到
決
を

な
さ
し
め
る
と
共
に
（
珊
℃
翫
幻
鞠
測
調
）
、
異
議
の
申
立
期
間
浦
了
前
は
上
告

審
判
決
も
確
定
し
な
い
こ
と
と
し
た
（
麹
軌
八
）
、
屋
上
屋
を
架
す
る
の
翻
が

あ
る
。
そ
れ
自
騰
と
し
て
悪
い
制
度
で
は
な
い
が
、
上
訴
を
原
則
と
し
て

二
審
と
し
乍
ら
か
や
う
な
制
度
を
重
ね
る
こ
と
が
問
題
で
あ
る
。

　
第
四
は
ー
－
訴
訟
の
題
速
化
、
上
訴
裁
到
所
の
負
澹
輕
減
で
あ
る
。

（
a
）
訴
訟
の
迅
速
化
を
目
指
す
も
の
は
、
準
備
手
綾
の
任
意
化
。
必
要



的
手
績
と
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
を
改
め
て
、
裁
到
所
相
當
と
認
め
る
と
き
に

施
行
す
養
よ
い
も
の
と
す
ゑ
薮
九
）
．
實
施
の
成
績
が
思
笹
く
な
か

つ
た
に
省
み
て
彊
制
を
や
め
、
訴
訟
資
料
の
集
中
を
訴
訟
迅
速
の
要
求
に

適
合
せ
し
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
　
（
わ
）
上
訴
裁
鋼
所
の
負
澹
輕
減

は
、
最
高
裁
到
所
の
責
務
の
重
大
化
を
機
縁
と
し
て
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
の

で
あ
る
が
、
取
り
あ
へ
ず
案
出
せ
ら
れ
た
方
策
二
つ
◎
一
は
、
攣
更
到
決

の
制
度
で
あ
つ
て
、
法
令
蓮
反
の
到
決
は
一
週
間
内
に
限
り
そ
の
裁
判
所

自
ら
こ
れ
を
攣
更
し
得
る
も
の
と
す
る
（
㌔
勲
誕
ノ
）
。
他
は
、
上
訴
濫
馬
に

封
す
る
制
裁
で
あ
つ
て
、
訴
訟
完
結
の
遅
延
の
み
を
目
的
と
し
て
上
訴
を

提
起
し
た
者
は
、
一
定
の
場
合
に
、
制
裁
的
な
金
額
の
負
澹
を
命
ぜ
ら
れ

る
こ
と
に
な
つ
た
（
一
一
涼
細
ノ
）
。
以
て
多
少
の
上
訴
の
減
少
を
見
る
で
あ
ら

5
◎
ロ
頭
辮
論
を
纏
な
い
訴
の
却
下
に
當
事
者
の
審
訊
を
要
求
す
る
規
定

（
雌
）
が
上
告
の
場
合
に
準
用
せ
ら
れ
て
ゐ
な
い
の
も
、
上
告
裁
到
厨
の
過

重
を
慮
つ
た
も
の
で
あ
る
◎

　
第
五
は
ー
簡
易
裁
判
所
の
特
殊
な
性
格
に
鷹
ず
る
訴
訟
手
績
の
特
則

で
あ
る
Q
（
＆
）
先
づ
三
五
二
條
を
攣
更
し
て
、
簡
易
裁
到
所
の
使
命
が

關
明
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
。
「
簡
易
ナ
ル
手
績
二
依
リ
題
速
二
紛
議

ヲ
解
決
ス
ル
」
と
言
ふ
だ
け
で
は
、
併
し
、
蝕
り
に
も
李
面
的
で
あ
ら

う
。
常
識
を
離
れ
ぬ
圓
瀾
な
解
決
と
言
ふ
こ
と
が
語
は
る
べ
き
で
あ
つ

た
。
　
（
b
）
事
物
管
轄
を
緩
和
し
（
“
万
噺
細
調
一
一
）
、
司
法
委
員
の
補
助
立

會
を
認
め
ゑ
輩
鄭
鞠
輻
）
の
は
、
常
禦
ら
難
轟
決
垂
み
マ

湛
的
嚴
正
を
保
ち
得
る
や
う
に
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
さ
う
し
て

（
c
）
呼
出
方
法
を
簡
易
化
し
（
｝
一
寵
灘
ノ
）
、
擬
制
陳
述
に
よ
る
訴
訟
進
行

　
　
　
　
　
民
事
法
ノ
ー
ト

を
績
行
響
嚢
張
し
（
蓮
）
、
響
記
載
事
項
の
省
肇
認
墓
、
～
顛
ノ
）
、

謹
入
、
鑑
定
人
に
つ
き
訊
問
に
代
は
る
書
面
の
提
出
を
許
す
（
訓
瀟
諦
ノ
）
の

は
、
手
綾
の
簡
略
を
期
す
る
も
の
で
あ
る
◎

　
右
五
種
の
諸
規
定
を
除
い
て
は
、
他
は
悉
く
整
理
的
改
正
に
過
ぎ
な
い
。

通
貨
の
膨
脹
に
封
庭
し
て
制
裁
若
く
は
差
押
制
限
の
金
額
を
引
上
げ
、
憲

法
・
裁
到
勝
法
・
同
施
行
令
・
民
法
そ
の
他
・
民
訴
攣
更
適
用
令
・
民
訴

感
急
措
置
法
に
よ
つ
て
既
に
朗
交
上
若
く
ほ
解
釈
上
讃
み
か
へ
ら
れ
若
く

は
室
丈
と
せ
ら
れ
て
ゐ
た
條
丈
を
字
句
の
上
で
修
訂
し
、
或
は
、
修
辮
的

立
法
技
術
的
考
慮
か
ら
表
現
を
攣
更
す
る
、
と
言
ふ
の
が
、
残
鯨
の
内
容

の
総
て
で
あ
る
。

　
二
三
の
新
し
い
制
度
を
考
案
し
て
ゐ
る
と
は
言
へ
、
本
法
ほ
ま
だ
一
の

過
渡
的
な
慮
急
法
に
過
ぎ
な
い
。
最
高
裁
到
所
規
則
と
の
調
整
を
考
慮
し

つ
玉
、
根
本
的
な
改
正
は
こ
れ
を
弛
日
に
期
し
て
ゐ
る
、
と
言
ふ
の
が
、

國
會
に
封
す
る
政
府
の
読
明
で
あ
つ
た
（
巌
騨
蜥
臨
報
）
。
併
し
、
挿
入
せ
ら

れ
た
新
制
度
に
は
、
よ
い
意
味
で
轟
償
意
昧
で
も
、
注
意
を
要
す
る
も

の
が
少
ぐ
な
い
。
蓮
用
の
宜
き
を
得
る
を
願
ふ
。

　
施
行
は
明
二
四
年
回
月
一
日
（
欄
）
。
慮
急
措
置
法
は
之
と
交
替
に
失
効

す
る
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
る
が
（
竺
、
攣
更
適
用
令
も
、
そ
の
内
容
は
悉
く

本
法
に
吸
牧
せ
ら
れ
た
か
ら
、
本
法
施
行
と
共
に
そ
の
効
力
を
失
は
な
け

れ
ぼ
な
ら
ぬ
。

二
、
公
布
法
令

人
身
保
護
法
が
九
月
二
八
日
か
ら
施
行
せ
ら
れ
た
が
、
そ
の
手
績
を
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
　
　
　
（
四
誉
）



　
　
　
　
民
事
法
ノ
盲
ト

め
る
も
の
と
し
て
入
身
保
護
規
則
（
瑠
郵
融
勢
導
噛
一
一
）
が
公
布
（
二
八
日
施
行
）

せ
ら
れ
た
。
犯
罪
に
關
聯
し
て
問
題
と
な
る
こ
と
が
多
い
で
あ
ら
う
が
、

刑
事
法
の
濁
占
物
で
は
な
い
。

三
、
判
　
　
　
例

最
高
裁
到
所
到
例
集
が
創
刊
せ
ら
れ
て
以
來
今
日
ま
で
、
不
幸
に
し
て

ま
だ
四
珊
（
膿
蜷
5
し
か
接
し
得
て
ゐ
な
い
。
民
訴
法
關
係
の
鋼
決
は
五
件

で
あ
る
が
、
興
昧
の
多
い
の
は
第
叫
雀
に
登
載
せ
ら
れ
た
訴
願
棄
却
裁
決

に
封
す
る
上
告
事
件
で
あ
る
。

　
農
地
事
件
に
關
し
自
梨
縣
農
地
委
員
會
に
訴
願
し
て
棄
却
せ
ら
れ
た
上

告
入
が
、
該
裁
決
の
取
潰
を
求
め
て
最
高
裁
到
所
に
上
告
を
し
た
。
裁
到

肪
は
こ
れ
を
、
第
叫
審
の
管
轄
裁
鋼
所
に
訴
を
提
起
す
べ
き
場
合
で
あ
る

と
し
て
、
却
下
し
た
の
で
あ
る
。
眞
野
毅
裁
到
官
は
ひ
と
り
之
に
反
封
し

て
、
民
訴
三
〇
條
に
よ
る
移
逡
を
な
す
べ
し
と
主
張
し
た
◎

　
問
題
は
、
第
叫
審
裁
到
所
へ
訴
を
提
起
す
べ
き
場
合
に
誤
つ
て
上
告
裁

到
所
へ
上
告
の
形
式
で
救
濟
が
求
め
ら
れ
た
と
き
、
こ
れ
を
如
何
に
扱
ふ

か
に
在
る
（
灘
撒
縢
唄
塘
勲
噺
纐
標
蜘
旅
幽
翻
ほ
杯
膿
吻
離
騨
臨
静
曙
圃
法
）
。
上
告
人

の
意
思
が
上
告
審
到
に
限
つ
て
こ
れ
を
求
め
る
趣
旨
で
あ
れ
ぼ
別
論
で
あ

る
が
、
誤
つ
て
上
告
に
頼
つ
た
に
過
ぎ
な
い
場
合
は
如
何
に
す
べ
き
か
。

　
裁
到
所
は
、
形
式
が
上
告
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
封
象
鉄
除
の

た
め
却
下
の
ほ
か
な
し
と
考
へ
る
。
裁
到
所
を
誤
つ
た
ぼ
か
り
で
な
く
方

法
を
も
誤
つ
て
ゐ
る
こ
と
を
認
識
し
て
ゐ
る
融
は
正
し
い
。
け
れ
ど
も
、

だ
か
ら
と
言
つ
て
、
却
下
の
ほ
か
な
し
と
は
冒
ひ
径
な
い
。
手
績
は
、
制

六
〇

（
翼
四
）

度
全
艦
の
能
率
と
劃
｝
性
と
を
害
せ
ぬ
限
り
、
弾
力
性
を
持
た
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。
此
の
場
合
上
告
を
却
下
す
れ
ぱ
、
鷹
急
八
條
（
襯
雛
伽
灘
珊
）
の
出

訴
期
限
の
關
係
か
ら
上
告
人
の
利
釜
を
不
當
に
奪
ふ
慶
が
あ
り
、
訴
訟
経

濟
の
原
則
に
も
反
す
る
。
移
邊
と
主
張
す
る
少
敷
意
見
を
正
當
と
し
よ

う
o

砦
翼
嬉
し
て
饒
錘
乏
霧
の
褻
（
魂
響
舞
ズ
）
が
あ

る
。
激
授
も
少
敷
意
見
を
支
持
せ
ら
れ
る
が
、
事
案
を
必
寛
第
一
審
裁
鋼

勝
の
事
物
管
轄
を
誤
つ
た
こ
と
に
灘
す
る
と
考
へ
ら
れ
る
の
は
、
輩
純
化

が
過
ぎ
は
し
な
い
か
。
當
事
者
が
上
告
に
よ
る
べ
き
場
合
と
信
じ
た
所
に

圃
の
問
題
が
あ
る
。

四
、
文

献

　
期
聞
内
に
は
、
昆
訴
法
改
正
に
關
す
る
解
説
書
の
類
を
除
い
て
は
、
固

有
の
分
野
に
馬
す
る
目
ぼ
し
い
文
献
は
見
當
ら
ぬ
。
間
接
の
資
料
と
し
て

高
柳
賢
三
氏
の
二
新
著
が
、
時
宜
を
得
て
有
難
い
滲
考
書
を
な
す
。
　
『
英

國
公
法
の
理
論
』
英
米
法
講
義
第
二
雀
と
『
司
法
灌
の
優
位
』
同
第
三
雀

と
で
あ
る
。
淺
井
清
博
士
が
『
國
會
概
説
』
法
學
逡
書
所
牧
を
著
は
さ
れ

た
。
好
著
で
あ
る
が
、
弾
効
裁
判
所
の
性
格
（
恥
駄
笹
）
が
陵
昧
な
の
は
邊
憾

で
あ
る
。
期
聞
前
の
公
刊
に
か
ム
る
が
、
中
村
塞
雄
博
士
の
『
民
事
訴
訟

法
』
上
下
二
毬
が
、
裁
到
駈
法
・
鷹
急
措
置
法
等
を
含
ん
だ
最
新
の
、
優

れ
た
教
科
書
と
し
て
行
は
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
、
附
記
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
三
・
一
〇
・
一
〇
稿
）
　
（
伊
　
東
　
　
乾
）



　
　
　
　
二
“
嚇
（
購
正
誤
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
誤

蔓
薯
慧
嚇
む
仔
　
封
建
観
患
の
戯
列
と

薫
O区聾隔

　
　
　
墨
諜
ノ
ー
参
（
σ

五
Ω
顯
嬬
し
が
婁
蕊
行
鋼
令

露
獄
箕
雫
甦
桑
”
　
市
鋤
爆
環

置
殉
纂
義
二
嵩
費
姻
る

銭
六
頁
下
段
蓋
誉
耶
均
労
法

五
七
頁
γ
嚢
卿
，
虞
響
却
砲
下
す
る

貫
λ
箕
毒
段
制
四
行
細
字
　
噌
四
〇
新
∬

誠
九
頁
上
豫
卵
行
　
盤
霧
冨
と

六
〇
頁
下
段
四
行
　
　
移
蟻
ξ
鐘
擦

六
Ω
隅
下
澱
劉
，
六
行
彌
効
戯
製
房

　
　
正

封
建
領
虫
の
戴
鑓
房
と

民
嚢
で
義
）

　
　
り
　
　
り
　
　
む
　
　
り
　
　
る
　
　
う
　
　
あ

　
　
昭
和
｝
憲
羅
丸
冨

欝　　
し

市
民
甑
鰯
理

局
る

手
段
方
浩

却
下
す
る

　
　
　
　
ロ

岡
四
〇
新
■

　
　
　
ロ

裁
鋼
所
が
相
當
と

　
　
ら

移
逡
を
主
張

　
じ

弾劾

裁
劃
所
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