
Title 時機に後れた攻撃・防禦方法の却下の要件である「訴訟の完結の遅
延」の概念について

Sub Title Über den Begriff der Verspätung der Erledigung des Rechtsstreits als
Voraussetzung der Zurückweisung verspäteten Angriffs- und
Verteidigungsmittels

Author 石渡, 哲(Ishiwata, Satoshi)
Publisher 慶應義塾大学法学研究会

Publication
year

1979

Jtitle 法學研究 : 法律・政治・社会 (Journal of law, politics, and
sociology). Vol.52, No.4 (1979. 4) ,p.61- 73 

JaLC DOI
Abstract
Notes 研究ノート
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara

_id=AN00224504-19790415-0061

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会また
は出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守し
てご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to
the respective authors, academic societies, or publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese
Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


時
機
に
後
れ
た
攻
撃
・
防
禦
方
法
の
却
下
の
要
件
で
あ
る
「
訴
訟
の

　
　
完
結
の
遅
延
」
の
概
念
に
つ
い
て

石
　
渡

哲

一二三四五

は
じ
め
に

「
遅
延
」
の
判
断
の
基
準

わ
ず
か
な
遅
延

主
張
責
任

若
干
の
具
体
例
に
よ
る
補
遺

一
　
は
じ
め
に

　
民
事
訴
訟
に
お
い
て
攻
撃
・
防
禦
方
法
は
次
の
三
つ
の
要
件
が
具
備
す
る
と

却
下
さ
れ
る
。
一
、
そ
の
提
出
が
時
機
に
後
れ
て
い
る
こ
と
。
二
、
時
機
に
後

れ
た
こ
と
に
つ
き
提
出
し
た
当
事
者
が
有
責
で
あ
る
こ
と
。
三
、
そ
の
攻
撃
ま

た
は
防
禦
方
法
を
許
容
す
る
と
、
す
な
わ
ち
斜
酌
す
る
と
、
訴
訟
の
完
結
が
遅

延
す
る
こ
と
（
訴
訟
の
完
結
と
は
審
級
の
終
了
で
あ
り
、
し
た
が
つ
て
終
局
判
決
を
下

す
こ
と
で
あ
る
）
。
こ
れ
ら
三
つ
の
こ
と
が
却
下
の
要
件
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

　
　
　
時
機
に
後
れ
た
攻
撃
・
防
禦
方
法
の
却
下
の
要
件
で
あ
る
「
訴
訟
の
完
結
の
遅
延
」

わ
が
国
に
お
い
て
も
、
ま
た
一
九
七
七
年
七
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
「
裁
判
所

の
手
続
の
簡
素
化
お
よ
び
促
進
の
た
め
の
法
律
（
U
器
O
Φ
器
訂
N
弩
く
輿
①
ご
、

富
9
仁
旨
磯
β
昌
α
国
霧
o
匡
窪
μ
ぎ
騎
離
ロ
騎
験
Φ
江
9
岳
畠
g
＜
①
ほ
”
ザ
冨
昌
）
」
（
以
下

で
は
「
簡
素
化
法
」
と
略
称
す
る
）
に
よ
り
改
正
さ
れ
た
現
行
Z
P
O
（
民
訴
法
）

の
も
と
に
お
け
る
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
あ
る
い
は
改
正
前
の
Z
P
O
の
も

と
に
お
け
る
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
原
則
と
し
て
妥
当
す
る
（
日
本
民
訴
二
二
九

条
｝
項
。
改
正
後
の
Z
P
O
二
九
六
条
一
項
、
二
項
、
五
二
八
条
一
項
、
二
項
。
改
正
前

の
z
p
O
二
七
九
条
一
項
、
五
二
九
条
二
項
）
。
も
と
よ
り
細
か
い
ー
し
か
し
実

の
概
念
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一
　
　
（
三
八
五
）



　
　
　
時
機
に
後
れ
た
攻
撃
・
防
禦
方
法
の
却
下
の
要
件
で
あ
る
「
訴
訟
の
完
結
の
遅
延
」

務
上
重
要
な
1
点
に
つ
い
て
右
の
各
法
制
の
間
に
は
相
違
点
が
あ
る
。
例
え

ば
、
こ
れ
等
の
要
件
が
備
わ
つ
た
場
合
、
裁
判
所
は
必
ら
ず
当
該
攻
撃
・
防

禦
方
法
を
却
下
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
却
下
強
制
）
の
か
、
あ
る
い
は
、
却
下

す
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
な
お
裁
判
所
に
裁
量
の
余
地
が
あ
る
（
裁
量
却
下
）
の

か
、
第
二
の
要
件
に
関
し
て
時
機
に
後
れ
た
こ
と
が
単
な
る
過
失
に
よ
る
場

合
で
も
却
下
さ
れ
る
の
か
、
あ
る
い
は
訴
訟
を
遅
延
さ
せ
る
意
図
ま
た
は
重
大

な
過
失
（
怠
慢
）
に
よ
る
場
合
に
の
み
却
下
さ
れ
る
の
か
、
さ
ら
に
は
、
免
責

事
由
の
存
在
に
つ
き
提
出
し
た
当
事
者
に
挙
証
な
い
し
疏
明
責
任
を
負
わ
せ
る

の
か
、
と
い
つ
た
点
で
違
い
が
あ
る
（
最
後
の
点
に
関
し
て
例
え
ば
、
日
本
民
訴
二

五
五
条
一
項
但
書
お
よ
び
改
正
後
の
Z
P
O
二
九
六
条
一
項
参
照
）
。
ま
た
、
改
正
後

の
Z
P
O
二
九
六
条
三
項
に
よ
れ
ぽ
、
被
告
が
放
棄
し
う
る
、
訴
の
適
法
性
に

関
す
る
責
問
（
国
凝
窪
）
が
時
機
に
後
れ
て
提
出
さ
れ
た
場
合
、
た
と
え
そ
の

斜
酌
が
訴
訟
の
完
結
を
遅
延
さ
せ
る
こ
と
に
な
ら
な
く
て
も
、
責
問
は
却
下
さ

（
1
）

れ
る
。
こ
の
点
は
し
か
し
失
権
規
定
に
あ
つ
て
は
例
外
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ

よ
、
裁
判
所
が
攻
撃
・
防
禦
方
法
を
却
下
す
る
た
め
に
は
、
原
則
と
し
て
右
に

挙
げ
た
三
つ
の
要
件
の
具
備
が
認
め
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
筆
者
は
、
現
在
時
機
に
後
れ
た
攻
撃
・
防
禦
方
法
の
却
下
お
よ
び
訴
訟
促
進

一
般
に
つ
い
て
研
究
を
進
め
て
い
る
が
、
小
稿
に
お
い
て
は
そ
の
一
つ
の
段
階

と
し
て
第
三
の
要
件
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
こ
と
に
す
る
。
そ
の
際
、
当
該
攻

撃
ま
た
は
防
禦
方
法
を
斜
酌
す
る
こ
と
に
よ
り
、
訴
訟
の
完
結
が
遅
延
す
る
か

否
か
に
つ
い
て
の
判
断
の
基
準
が
何
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
に
検
討
の
重
点
が

置
か
れ
る
（
「
二
」
）
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
従
来
か
ら
判

例
の
間
に
二
つ
の
異
な
る
考
え
方
が
見
ら
れ
た
が
、
簡
素
化
法
施
行
を
契
機
と

の
概
念
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
二
　
　
（
三
八
六
）

し
て
発
表
さ
れ
た
実
務
家
に
よ
る
論
文
の
間
で
も
論
争
が
行
わ
れ
て
い
る
。
小

稿
に
お
い
て
は
こ
れ
ら
西
ド
イ
ツ
で
の
判
例
・
学
説
を
参
照
し
た
う
え
で
、
私

見
を
表
明
し
た
い
。

　
た
だ
し
、
筆
者
は
現
在
西
ド
イ
ツ
に
留
学
中
で
あ
り
、
日
本
の
文
献
と
し
て

は
手
も
と
に
あ
る
極
わ
ず
か
な
も
の
を
参
照
し
う
る
の
み
で
あ
る
。
そ
の
点
で

小
稿
は
不
十
分
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
扱
う
テ
ー
マ
は
お
そ
ら
く

わ
が
国
で
は
従
来
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
て
い
な
か
つ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
の

で
、
不
備
な
点
は
後
日
補
う
こ
と
と
し
て
、
ひ
と
ま
ず
小
稿
を
発
表
す
る
次
第

で
あ
る
。

　
な
お
、
本
稿
に
お
い
て
以
後
特
に
こ
と
わ
ら
な
い
場
合
、
Z
P
O
の
条
文
の

数
字
は
簡
素
化
法
施
行
後
の
も
の
で
あ
る
。
同
法
施
行
前
の
数
字
に
つ
い
て
は

　
「
Z
P
O
旧
○
○
条
」
と
表
記
す
る
。

　
（
1
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
〈
笹
・
℃
ロ
9
ρ
∪
8
＜
①
3
ぎ
鼠
畠
仁
昌
膓
昌
o
＜
9
冨
”

　
　
2
匂
マ
一
〇
ミ
一
鳶
，

二

「
遅
延
」
の
判
断
の
基
準

　
時
機
に
後
れ
た
攻
撃
ま
た
は
防
禦
方
法
を
斜
酌
す
る
（
取
り
上
げ
る
）
こ
と

に
よ
り
訴
訟
の
完
結
が
遅
延
す
る
か
否
か
を
決
定
す
る
基
準
が
何
で
あ
る
か
に

つ
い
て
は
、
二
つ
の
見
解
が
対
立
し
て
い
る
。
一
方
の
見
解
に
よ
る
と
当
該
攻

撃
・
防
禦
方
法
を
斜
酌
し
な
い
場
合
の
訴
訟
係
属
の
期
問
が
基
準
と
な
る
。
こ

の
見
解
に
よ
る
と
斜
酌
す
る
場
合
の
訴
訟
係
属
の
期
間
と
斜
酌
し
な
い
場
合
の

そ
れ
と
を
比
較
し
、
前
者
が
後
者
よ
り
長
け
れ
ば
、
時
機
に
後
れ
た
提
出
の
勘
酌

に
ょ
り
訴
訟
の
完
結
は
遅
延
す
る
と
判
断
さ
れ
る
（
以
下
で
は
こ
の
説
を
「
不
斜



酌
の
場
合
と
の
比
較
説
」
と
い
う
）
。
こ
れ
に
対
立
す
る
見
解
に
ょ
る
と
、
攻
撃
．

防
禦
方
法
が
適
時
に
提
出
さ
れ
て
い
れ
ば
、
必
要
と
な
つ
た
で
あ
ろ
う
訴
訟
係

属
の
期
間
が
基
準
と
な
る
。
こ
の
見
解
に
よ
る
と
、
時
機
に
後
れ
た
提
出
を
斜

酌
す
る
場
合
の
訴
訟
係
属
の
期
問
と
、
提
出
が
適
時
に
な
さ
れ
て
い
た
場
合
必

要
と
な
る
と
思
わ
れ
る
そ
れ
と
を
比
較
し
、
前
者
が
後
者
よ
り
長
い
と
考
え
ら

れ
る
と
き
に
、
訴
訟
の
完
結
は
遅
延
す
る
と
判
断
さ
れ
る
（
以
下
で
は
こ
の
説
を

「
適
時
の
提
出
の
場
合
と
の
比
較
説
」
と
い
う
）
。
不
斜
酌
の
場
合
と
の
比
較
説
を
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

張
す
る
の
は
ド
イ
プ
ナ
ー
判
事
で
あ
り
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
石
川
教
授
が
簡

素
化
法
を
紹
介
す
る
論
文
の
な
か
で
こ
の
説
に
賛
成
し
て
お
ら
れ
る
。
西
ド
イ

ツ
の
判
例
中
に
も
連
邦
通
常
判
所
の
判
例
を
は
じ
め
と
し
て
こ
れ
を
採
用
す
る

　
　
（
3
）
（
4
）

も
の
が
あ
る
。
適
時
の
提
出
の
場
合
と
の
比
較
説
は
ク
ネ
ー
リ
ン
ガ
ー
判
事
の

（
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

論
文
と
ト
ー
マ
ス
R
プ
ッ
ツ
ォ
ー
の
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
に
お
い
て
主
張
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

お
り
、
高
等
裁
判
所
の
判
例
の
な
か
で
こ
れ
に
よ
る
も
の
が
三
件
見
い
出
さ
れ

る
（
た
だ
し
、
判
例
は
い
ず
れ
の
見
解
に
よ
る
も
の
も
、
簡
素
化
法
施
行
前
の
Z
P
O
に

よ
る
も
の
で
あ
る
）
。

　
こ
れ
ら
二
つ
の
見
解
の
相
違
を
明
か
に
す
る
た
め
に
、
い
ず
れ
の
見
解
に
よ

る
か
で
実
際
の
結
論
に
違
い
が
生
じ
る
場
合
、
お
よ
び
生
じ
な
い
場
合
の
具
体

例
を
い
く
つ
か
挙
げ
て
み
よ
う
。

例
1
　
両
当
事
者
は
既
に
適
時
に
攻
撃
・
防
禦
方
法
を
提
出
し
て
い
た
。
そ
の
後
に
な

　
　
つ
て
、
口
頭
弁
論
期
日
に
お
い
て
、
ま
た
は
そ
の
直
前
に
一
方
の
当
事
者
が
さ
ら

　
　
に
新
た
な
提
出
を
行
つ
た
。
適
時
に
提
出
さ
れ
て
い
た
攻
撃
・
防
禦
方
法
の
審
理

　
　
だ
け
で
あ
れ
ば
訴
訟
は
一
回
の
口
頭
弁
論
で
判
決
に
熟
し
た
で
あ
ろ
う
が
、
時
機

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ρ

　
　
　
時
機
に
後
れ
た
攻
撃
・
防
禦
方
法
の
却
下
の
要
件
で
あ
る
「
訴
訟
の
完
結
の
遅
延
」

例
2

例
3

に
後
れ
た
提
出
を
勘
酌
す
る
た
め
に
は
、
さ
ら
に
（
少
く
と
も
）
も
う
一
回
弁
論

を
開
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
当
該
攻
撃
ま
た
は
防
禦
方
法
の
審
理
は

非
常
に
困
難
で
長
時
間
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
た
と
え
こ
れ
が
適
時
に
提

出
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
も
う
一
回
の
弁
論
が
必
要
で
あ
る
と
裁
所
は
考
え
て

い
る
。
こ
の
場
合
、
不
勘
酌
の
場
合
と
の
比
較
説
に
よ
れ
ぽ
、
訴
訟
の
完
結
は
遅

延
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。
し
た
が
つ
て
他
の
要
件
が
備
わ
れ
ば
（
以
下
の
諸

例
に
お
い
て
も
、
特
に
こ
と
わ
ら
な
い
が
、
他
の
要
件
が
備
わ
つ
て
い
る
こ
と
を

前
提
に
す
る
）
、
当
該
提
出
は
却
下
さ
れ
る
。
し
か
し
適
時
の
提
出
の
場
合
と
の

比
較
説
に
よ
れ
ば
訴
訟
の
完
結
は
遅
延
す
る
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
当
該
提
出
は
却

下
さ
れ
な
い
。

　
時
機
に
後
れ
て
証
人
が
申
請
さ
れ
た
。
こ
の
証
人
は
口
頭
弁
論
期
日
に
お
い
て

は
訊
問
さ
れ
得
な
か
つ
た
。
し
か
し
適
時
に
提
出
さ
れ
て
い
た
攻
撃
・
防
禦
方
法

の
審
理
だ
け
で
も
一
回
の
口
頭
弁
論
で
は
や
り
き
る
こ
と
が
で
き
ず
、
い
ず
れ
に

し
て
も
、
も
う
一
回
弁
論
を
開
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
且
つ
、
裁
判
所
は
こ
の

証
人
の
訊
問
を
含
め
て
必
要
な
審
理
は
次
回
の
弁
論
で
す
べ
て
や
り
き
れ
る
も
の

と
見
通
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
は
、
い
ず
れ
の
見
解
に
よ
つ
て
も
訴
訟
の
完
結
の

遅
延
は
生
ぜ
ず
、
し
た
が
つ
て
証
人
訊
問
が
行
わ
れ
う
る
（
た
だ
し
、
不
斜
酌
の

場
合
と
の
比
較
説
に
よ
る
と
、
例
外
的
に
遅
延
の
生
じ
る
場
合
が
あ
る
。
次
の
例

3
で
あ
る
）
。

　
（
例
2
の
続
き
）
次
回
の
弁
論
期
日
に
お
い
て
当
該
証
人
が
欠
席
し
た
。
そ
の

他
の
攻
撃
・
防
禦
方
法
に
関
す
る
審
理
は
終
了
し
、
も
う
一
度
弁
論
を
開
く
と
す

れ
ば
、
証
人
訊
問
だ
け
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
、
不
勘
酌
の
場
合

と
の
比
較
説
に
よ
る
と
、
証
人
訊
間
は
訴
訟
の
完
結
を
遅
延
せ
し
め
る
も
の
と
み

ら
れ
、
証
人
の
申
請
は
却
下
さ
れ
る
。
し
か
し
適
時
の
提
出
の
場
合
と
の
比
較
説

に
よ
れ
ぽ
遅
延
は
生
じ
な
い
。
け
だ
し
証
人
の
欠
席
は
、
そ
の
指
名
が
適
時
に
行

わ
れ
た
か
否
か
と
は
関
係
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

の
概
念
に
つ
い
て

六
三
　
　
（
三
八
七
）



時
機
に
後
れ
た
攻
撃
・
防
禦
方
法
の
却
下
の
要
件
で
あ
る
「
訴
訟
の
完
結
の
遅
延
」

例
4
　
証
人
が
時
機
に
後
れ
て
弁
論
期
日
に
お
い
て
申
請
さ
れ
た
が
、
同
証
人
が
期
日

　
　
に
在
廷
し
て
お
り
、
た
だ
ち
に
訊
間
が
行
わ
れ
う
る
場
合
、
い
ず
れ
の
見
解
に
よ

　
　
つ
て
も
、
遅
延
は
生
じ
な
い
。

（
な
お
注
（
4
）
で
事
案
と
判
旨
を
紹
介
し
た
、
ω
O
国
2
日
≦
一
〇
罫
o。
霞
　
も
両
説

の
い
ず
れ
に
よ
る
か
で
遅
延
が
生
じ
る
か
否
か
に
つ
き
結
論
が
異
な
る
事
案
で
あ
る
）

　
不
斜
酌
の
場
合
と
の
比
較
説
は
二
つ
の
根
拠
を
あ
げ
て
い
る
。
第
一
に
条
文

上
適
時
の
提
出
の
場
合
と
の
比
較
説
は
と
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し

立
法
者
が
適
時
の
提
出
の
場
合
の
訴
訟
係
属
の
期
間
の
長
さ
と
の
比
較
を
考
え

て
い
た
な
ら
、
却
下
の
規
定
に
お
い
て
か
よ
う
な
比
較
が
命
じ
ら
れ
て
い
た
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

ず
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
そ
う
な
つ
て
い
な
い
、
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
第
二

に
、
適
時
の
提
出
の
場
合
と
の
比
較
説
に
よ
る
と
、
裁
判
所
は
適
時
に
提
出
が

な
さ
れ
た
場
合
の
訴
訟
の
長
さ
、
し
た
が
つ
て
仮
定
上
の
訴
訟
の
長
さ
、
を
確
定

す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
が
、
こ
の
確
定
の
た
め
に
は
余
計
な
時
間
が
必
要
と

な
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
訴
訟
促
進
と
い
う
失
権
規
定
の
目
的
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

よ
び
特
に
簡
素
化
法
の
立
法
者
の
意
図
に
反
す
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
適
時
の
提
出
の
場
合
と
の
比
較
説
の
根
拠
は
、
同
説
が
適
正
な
裁
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
10
）

の
要
請
に
か
な
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
特
に
、
ク
ネ
ー
リ
ン
ガ
ー
は
、
適
正

な
裁
判
の
要
請
が
手
続
の
促
進
に
優
先
す
る
こ
と
は
、
簡
素
化
法
の
も
と
で
も

　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

変
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
同
説
か
ら
は
ま
た
、
不
斜
酌
の
場
合
と
の
比
較
説

の
第
一
の
根
拠
に
対
L
て
、
条
文
は
適
時
の
提
出
の
場
合
と
の
比
較
を
排
斥
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

る
も
の
で
は
な
い
、
と
の
反
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
不
斜
酌
の
場
合
と

の
比
較
説
の
第
二
の
根
拠
に
対
し
て
ク
ネ
ー
リ
ン
ガ
ー
は
、
訴
訟
が
遅
延
す
る

の
概
念
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
四
　
　
（
三
八
八
）

か
否
か
は
裁
判
所
の
自
由
な
心
証
（
砕
巴
Φ
q
ぽ
醤
霊
讐
轟
）
に
よ
つ
て
決
め

ら
れ
る
の
で
、
仮
定
的
な
訴
訟
係
属
の
期
間
も
余
計
な
時
間
を
と
ら
ず
に
確
定

さ
れ
る
、
と
主
張
し
て
い
る
（
例
え
ば
Z
P
O
二
九
六
条
一
項
は
、
時
機
に
後
れ
た

　
「
攻
撃
お
よ
び
防
禦
方
法
は
、
裁
判
所
の
自
由
な
心
証
に
よ
り
、
そ
の
提
出
を
許
す
こ
と

が
訴
訟
を
遅
延
さ
せ
る
お
そ
れ
が
な
く
…
…
場
合
に
限
り
、
許
す
こ
と
が
で
き
る
」
と
規

定
し
て
い
る
。
失
権
に
関
す
る
Z
P
O
の
そ
の
他
の
規
定
も
同
様
に
、
遅
延
す
る
か
否
か

の
判
断
を
裁
判
所
の
自
由
な
心
証
に
よ
ら
し
め
て
い
る
。
Z
P
O
二
九
六
条
二
項
、
五
二

八
条
一
項
、
二
項
）
。
ク
ネ
ー
リ
ン
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
自
由
な
心
証
と
は
証
拠
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

基
づ
く
判
断
の
負
担
か
ら
裁
判
所
を
解
放
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
両
説
の
正
当
性
を
検
討
し
よ
う
。
私
は
ド
イ
ツ
法
の
解
釈
論
と
し
て

も
日
本
法
の
解
釈
論
と
し
て
も
不
斜
酌
の
場
合
と
の
比
較
説
に
は
賛
成
で
き

ず
、
結
論
と
し
て
は
適
時
の
提
出
の
場
合
と
の
比
較
説
が
正
し
い
も
の
と
考
え

て
い
る
。
し
か
し
現
在
ま
で
に
行
わ
れ
た
同
説
の
根
拠
付
け
に
は
理
論
的
に
な

お
不
十
分
な
点
が
あ
る
と
思
う
。
そ
こ
で
以
下
で
は
前
説
を
批
判
し
、
ま
た
後

説
の
根
拠
付
け
を
補
充
す
る
。

　
ま
ず
不
斜
酌
の
場
合
と
の
比
較
説
の
挙
げ
る
第
一
の
根
拠
は
、
適
時
の
提
出

の
場
合
と
の
比
較
説
か
ら
反
論
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
決
定
的
で
は
な
い
。
ド

イ
ッ
法
上
失
権
を
規
定
す
る
い
ず
れ
の
条
文
も
、
少
く
と
も
明
示
的
に
は
、
適

時
の
提
出
の
場
合
と
の
比
較
を
排
斥
し
て
い
な
い
。
た
L
か
に
条
文
は
不
勘
酌

の
場
合
と
の
比
較
を
排
斥
し
て
も
い
な
い
が
、
ま
た
い
ず
れ
の
比
較
方
法
を
命

じ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
し
た
が
つ
て
条
文
の
文
言
は
い
ず
れ
の
説
に
と
つ

て
も
根
拠
と
は
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
日
本
法
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
扱
つ
て
い
る
問
題
に
と
つ
て
決
定
的
な
の
は
む
し
ろ
失
権
規
定
の
存



在
の
目
的
と
、
こ
の
目
的
に
よ
つ
て
制
約
を
受
け
る
同
規
定
の
機
能
の
範
囲
で

あ
る
。
失
権
規
定
の
目
的
が
訴
訟
の
促
進
と
い
う
点
に
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
い
が
、
訴
訟
の
促
進
と
適
正
な
裁
判
と
い
う
し
ば
し
ば
両
立
し
え
な
い
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

つ
の
要
請
を
ど
の
よ
う
に
調
和
さ
せ
る
か
は
非
常
に
困
難
な
問
題
で
あ
る
。
少

く
と
も
、
単
純
に
ど
ち
ら
か
一
方
が
他
方
に
完
全
に
優
先
す
る
と
い
う
も
の
で

は
な
い
、
そ
れ
ゆ
え
、
適
時
の
提
出
の
場
合
と
の
比
較
説
が
自
説
の
根
拠
付
け

の
た
め
に
「
適
正
な
裁
判
の
要
請
」
の
「
手
続
の
促
進
の
要
請
」
に
対
す
る
優

先
を
援
用
し
て
い
る
こ
と
に
は
、
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
け
だ
し
失
権

規
定
の
基
礎
に
は
本
来
、
訴
訟
促
進
の
た
め
に
適
正
な
裁
判
の
要
請
を
後
退
さ

せ
て
も
や
む
を
得
な
い
、
と
い
う
考
え
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
右
に
掲
げ
た
二
つ
の
要
請
を
ど
の
よ
う
に
調
和
さ
せ
る
か
と
い
う
、
一
般
的

問
題
の
解
明
は
小
稿
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
が
、
こ
こ
で
扱
わ
れ
て

い
る
問
題
の
解
決
の
た
め
に
必
要
な
範
囲
で
二
つ
の
要
請
の
関
係
に
つ
い
て
述

べ
る
と
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
・
す
な
わ
ち
、
失
権
規
定
の
目
的
は
訴
訟
の

促
進
と
い
う
点
に
あ
る
が
、
こ
こ
で
い
う
「
促
進
」
と
は
遅
延
の
防
止
を
意
味

す
る
に
留
ま
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
範
囲
を
越
え
て
本
来
の
訴
訟
係
属
の
期
間

を
適
正
な
裁
判
を
犠
牲
に
し
て
ま
で
さ
ら
に
短
縮
す
る
こ
と
は
、
失
権
規
定
の

使
命
を
逸
脱
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
本
来
の
訴
訟
係
属
の
期
間
と
は
、
当

事
者
が
注
意
深
く
訴
訟
の
促
進
に
留
意
し
て
訴
訟
を
行
つ
た
場
合
の
、
訴
訟
係

属
の
期
間
で
あ
る
。
か
よ
う
な
観
点
か
ら
は
ま
さ
に
、
適
時
の
提
出
の
場
合
と

の
比
較
説
の
正
当
性
が
導
か
れ
る
。
特
に
ド
イ
プ
ナ
ー
は
一
方
で
、
「
時
機
に
後

れ
た
提
出
の
排
斥
は
そ
れ
ぞ
れ
の
手
続
の
遅
延
を
防
止
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

怠
慢
や
不
従
順
に
対
す
る
罰
で
は
な
い
」
、
と
述
べ
な
が
ら
、
他
方
で
不
掛
酌
の

　
　
　
時
機
に
後
れ
た
攻
撃
・
防
禦
方
法
の
却
下
の
要
件
で
あ
る
「
訴
訟
の
完
結
の
遅
延
」

場
合
と
の
比
較
説
を
主
張
し
て
い
る
が
、
こ
こ
に
い
わ
ゆ
る
手
続
遅
延
を
私
見

の
ご
と
く
解
す
る
な
ら
ば
、
彼
の
見
解
は
不
可
解
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
た
し
か
に
、
不
斜
酌
の
場
合
と
の
比
較
説
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う

に
、
適
時
に
攻
撃
・
防
禦
方
法
が
提
出
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
場
合
の
訴
訟
係
属
の

期
間
、
す
な
わ
ち
仮
定
的
期
問
、
の
確
定
に
時
間
が
か
か
る
、
と
い
う
事
態
は

あ
り
う
る
。
こ
の
指
摘
に
対
し
て
は
、
前
述
の
ご
と
く
、
適
時
の
提
出
の
場
合

と
の
比
較
説
か
ら
は
、
現
行
Z
P
O
の
失
権
規
定
に
よ
れ
ぽ
、
訴
訟
の
完
結
の

遅
延
に
つ
い
て
は
裁
判
所
の
自
由
な
心
証
で
判
定
さ
れ
る
か
ら
、
か
よ
う
な
懸

念
は
不
要
で
あ
る
、
と
の
反
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。
日
本
民
訴
法
中
の
失
権
規

定
（
日
本
民
訴
二
二
九
条
一
項
、
二
五
五
条
一
項
）
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
裁
判
所

の
自
由
な
心
証
に
よ
ら
L
め
る
、
と
の
明
文
を
欠
い
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の

点
は
訴
訟
物
た
る
権
利
又
は
法
律
関
係
の
存
否
の
判
断
に
必
要
な
事
実
で
は
な

い
か
ら
、
日
本
民
訴
法
の
解
釈
論
と
し
て
も
そ
れ
は
裁
判
所
の
自
由
な
心
証
に

よ
り
判
断
さ
れ
る
べ
ぎ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
確
か
に
自
由
な
心
証
の
故
に
、

多
く
の
場
合
、
裁
判
所
は
遅
延
の
問
題
に
つ
い
て
直
ち
に
判
断
を
下
し
う
る
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
自
由
な
心
証
に
よ
つ
て
も
な
お
、
裁
判
所
が
即
座
に

判
断
し
か
ね
る
場
合
も
あ
り
う
る
。
し
た
が
つ
て
、
単
に
自
由
な
心
証
を
援
用

す
る
の
み
で
は
、
前
述
の
懸
念
は
完
全
に
は
払
拭
さ
れ
え
な
い
。

　
し
か
し
私
は
そ
れ
で
も
な
お
理
論
的
に
は
適
時
の
提
出
の
場
合
と
の
比
較
説

が
正
し
い
と
考
え
る
。
そ
の
理
由
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
時
機
に
後
れ
た
提

出
の
斜
酌
に
よ
り
訴
訟
の
完
結
が
遅
延
す
る
か
否
か
の
判
断
を
裁
判
所
が
直
ち

に
は
下
し
え
ず
、
そ
の
た
め
に
余
計
な
時
間
が
必
要
と
な
る
場
合
1
ま
さ
に

不
掛
酌
の
場
合
と
の
比
較
説
の
主
張
者
が
懸
念
し
て
い
る
場
合
ー
に
は
、
す

の
概
念
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五
　
　
（
三
八
九
）



時
機
に
後
れ
た
攻
撃
・
防
禦
方
法
の
却
下
の
要
件
で
あ
る
「
訴
訟
の
完
結
の
遅
延
」
の
概
念
に
つ
い
て

反対説私見

勘酌斜酌

却下斜酌

却下斜酌

却下却下

去P下却下

却　下却下

（斜酌の場合の訴訟係属の期間）＝（適時の提出の

場合の訴訟係属の期間）＝（不斜酌の場合の訴訟係

属の期間）

（掛酌の場合の訴訟係属の期間）＝（適時の提出の

場合の訴訟係属の期間）＞（不斜酌の場合の訴訟係

属の期間）

（斜酌の場合の訴訟係属の期間）＝（適時の提出の

場合の訴訟係属の期間）≧（不斜酌の場合の訴訟係

属の期間）

（斜酌の場合の訴訟係属の期間）〉（適時の提出の

場合の訴訟係属の期間）であり且っ，

（斜酌の場合の訴訟係属の期間）＞（不翻酌の場合

の訴訟係属の期間）

（斜酌の場合の訴訟係属の期間）≧（適時の提出の

場合の訴訟係属の期間）であり且つ，

（掛酌の場合の訴訟係属の期間）≧（不翻酌の場合

の訴訟係属の期間〉

（斜酌の場合の訴訟係属の期間）≧（適時の提出の

場合の訴訟係属の期間）であり且つ

（斜酌の場合の訴訟係属の期間）＞（不斜酌の場合

の訴訟係属の期間）

a

b

C

d

e

f

　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
六
　
　
（
三
九
〇
）

で
に
そ
れ
だ
け
で
適
時
の
提
出
の
場
合
と
の
比
較
説
に

よ
つ
て
も
、
遅
延
は
生
じ
る
も
の
と
解
さ
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
け
だ
し
、
も
し
適
時
に
提
出
が
な
さ
れ
て
い
た

な
ら
、
裁
判
所
は
そ
も
そ
も
か
よ
う
な
判
断
を
し
な
い

で
す
ん
だ
か
ら
で
あ
る
。
反
対
説
が
前
述
の
懸
念
を
指

摘
し
た
の
は
、
同
説
が
こ
の
点
を
看
過
し
た
た
め
と
思

わ
れ
る
。

　
そ
こ
で
、
私
見
（
補
充
さ
れ
た
適
時
の
提
出
の
場
合
と
の

比
較
説
）
に
よ
る
と
、
い
か
な
る
場
合
に
時
機
に
後
れ
た

攻
撃
・
防
禦
方
法
は
訴
訟
の
完
結
を
遅
延
せ
し
め
る
も

の
と
認
め
ら
れ
、
し
た
が
つ
て
（
他
の
要
件
も
備
わ
れ
ば
）

却
下
さ
れ
る
か
を
、
上
の
表
で
明
か
に
し
、
か
つ
反
対

説
（
不
勘
酌
の
場
合
と
の
比
較
説
）
に
よ
つ
た
場
合
と
対

比
し
よ
う
（
こ
の
表
で
（
図
）
“
（
》
）
は
、
x
の
場
合
の
訴

訟
係
属
の
期
間
と
y
の
場
合
の
そ
れ
と
が
、
同
じ
で
あ
る
こ
と

が
、
裁
判
所
に
と
つ
て
即
座
に
判
明
す
る
こ
と
を
示
す
。
　
（
図
）

V
（
団
）
は
、
x
の
場
合
の
訴
訟
係
属
の
期
間
が
y
の
場
合
の
そ

れ
よ
り
長
い
こ
と
が
、
裁
判
所
に
と
つ
て
即
座
に
判
明
す
る
こ

と
を
意
味
す
る
。
（
図
）
膨
（
網
）
は
、
x
の
場
合
の
訴
訟
係
属

の
期
間
が
y
の
場
合
の
そ
れ
と
比
べ
て
同
じ
で
あ
る
か
、
あ
る

い
は
よ
り
長
い
か
、
裁
判
所
が
即
座
に
判
断
し
え
な
い
こ
と
を

意
味
す
る
。
例
え
ば
、
c
の
場
合
は
、
時
機
に
後
れ
た
攻
撃
・

防
禦
方
法
を
斜
酌
す
る
場
合
の
訴
訟
係
属
の
期
間
と
、
こ
れ
が



適
時
に
提
出
さ
れ
て
い
た
場
合
の
そ
れ
と
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
は
、
即
座
に
判
明
す
る

が
、
こ
の
期
間
と
、
当
該
攻
撃
・
防
禦
方
法
を
却
下
し
た
場
合
の
訴
訟
係
属
の
期
間
を

比
較
す
る
と
、
同
じ
な
の
か
、
前
者
が
後
者
よ
り
よ
り
長
い
の
か
、
直
ち
に
は
裁
判
所
が

判
断
し
か
ね
る
場
合
で
あ
る
）
。

　
前
の
頁
の
図
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
適
時
の
提
出
の
場
合
と
の
比
較
説

に
よ
る
の
と
不
斜
酌
の
場
合
と
の
比
較
説
に
よ
る
の
と
で
、
実
際
上
の
違
い
は

結
局
b
と
c
の
場
合
に
の
み
生
じ
る
。
実
務
に
お
い
て
は
b
と
c
の
場
合
は
あ

ま
り
起
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
少
く
と
も
ド
イ
ツ
の
判
例
に
お
い

て
「
訴
訟
結
の
完
結
の
遅
延
」
の
概
念
が
問
題
と
な
つ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、

そ
れ
を
論
じ
る
こ
と
は
意
義
の
あ
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

　
な
お
、
立
法
論
と
し
て
は
、
誤
解
を
避
け
る
た
め
に
、
失
権
規
定
に
お
い
て

遅
延
の
比
較
の
基
準
を
明
記
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
際
私
見
に
よ
れ
ば
、
適
時

の
提
出
の
場
合
と
の
比
較
を
命
じ
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
わ
が
国
に
お
い
て

も
、
Z
P
O
に
な
ら
い
、
遅
延
が
生
じ
る
か
否
か
の
判
断
は
裁
判
所
の
自
由
な

心
証
に
よ
る
べ
き
こ
と
が
、
明
記
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
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簡

　
　
素
化
法
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行
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に
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。
∪
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石
川
「
西
独
に
お
け
る
民
訴
簡
易
化
法
と
時
機
に
後
れ
た
攻
撃
・
防
御
方
法
の

　
　
却
下
に
つ
い
て
」
「
法
と
権
利
3
」
（
民
商
法
雑
誌
臨
時
増
刊
号
㈹
）
一
二
六
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ω
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戸
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お
鐸
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8
が
不
斜
酌
の
場
合
と
の
比
較
説
に
よ
っ
て

　
　
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
直
ち
に
は
読
み
と
り
に
く
い
。
そ
の
判
決
要
旨
は
、
「
新
た

　
　
な
事
実
上
の
主
張
が
訴
訟
の
完
結
を
遅
延
せ
し
め
る
か
否
か
は
、
た
だ
そ
の
提
出

　
　
の
時
点
で
の
訴
訟
の
状
態
に
従
つ
て
判
断
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
た
と
え
こ
の

　
提
出
が
前
審
に
お
い
て
裁
判
所
の
相
違
し
た
法
的
見
解
の
ゆ
え
に
斜
酌
さ
れ
な
か

　
　
つ
た
で
あ
ろ
う
場
合
に
も
、
妥
当
す
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
意
味

　
　
は
、
事
実
関
係
が
分
ら
な
い
と
、
理
解
し
に
く
い
。

　
　
本
件
で
は
控
訴
審
に
い
た
つ
て
は
じ
め
て
原
告
（
控
訴
人
・
上
告
人
）
側
が
行

　
　
つ
た
事
実
上
の
主
張
を
控
訴
裁
判
所
が
Z
P
O
旧
五
二
九
条
二
項
一
段
に
よ
り
却

　
　
下
し
、
こ
の
却
下
の
正
当
性
が
上
告
審
で
問
題
と
な
つ
た
。
Z
P
O
旧
五
二
九
条

　
　
二
項
一
段
は
、
「
新
た
な
攻
撃
・
防
禦
方
法
お
よ
び
証
拠
方
法
と
証
拠
抗
弁
（
ω
o
，

　
　
巧
Φ
一
ω
Φ
ぎ
8
号
昌
）
に
し
て
、
第
一
審
に
お
い
て
そ
の
主
張
が
可
能
で
あ
り
、
且
つ

　
　
そ
の
掛
酌
が
訴
訟
の
完
結
を
遅
延
せ
し
め
る
で
あ
ろ
う
も
の
は
、
裁
判
所
の
自
由

　
　
な
心
証
に
よ
り
当
事
者
が
第
一
審
で
提
出
を
訴
訟
引
き
延
し
の
意
図
に
よ
る
こ
と

　
　
も
、
重
大
な
過
失
に
よ
る
（
”
霧
西
8
σ
R
2
毬
匡
器
ω
蒔
国
o
濤
）
こ
と
も
な
く
し

　
　
て
、
行
わ
な
か
つ
た
場
合
に
の
み
、
許
さ
れ
る
」
、
と
規
定
し
て
い
た
。
本
件
に
お

　
　
い
て
は
も
つ
ぽ
ら
右
の
主
張
を
斜
酌
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
訴
訟
の
完
結
が
遅
延
す

　
　
か
否
か
が
間
題
と
な
つ
た
・
そ
の
際
本
件
に
お
い
て
は
特
殊
な
事
情
が
あ
る
。
そ
れ

　
　
は
、
第
一
審
裁
判
所
と
控
訴
審
裁
判
所
と
で
本
事
案
に
関
す
る
法
的
見
解
が
相
違

　
　
し
て
い
た
た
め
、
仮
に
問
題
と
な
つ
て
い
る
主
張
を
原
告
（
控
訴
人
・
上
告
人
）
側

　
　
が
第
一
審
で
行
つ
た
と
し
て
も
、
第
一
審
裁
判
所
は
そ
の
た
め
に
証
拠
を
と
り
た

　
　
て
な
か
つ
た
可
能
性
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
当
該
主
張
は

　
第
一
審
の
見
解
に
よ
る
と
事
件
の
解
決
を
左
右
す
る
も
の
で
は
な
く
、
仮
に
当
事

　
　
者
が
そ
の
主
張
を
行
つ
た
と
し
て
も
、
第
一
審
で
は
問
題
と
さ
れ
な
か
つ
た
可
能

　
　
性
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
を
連
邦
通
常
裁
判
所
は
断
言
し
て
い

　
　
な
い
が
、
そ
の
可
能
性
を
認
め
て
い
る
。
か
よ
う
な
事
情
の
も
と
で
上
告
人
で
あ
る

時
機
に
後
れ
た
攻
撃
・
防
禦
方
法
の
却
下
の
要
件
で
あ
る
「
訴
訟
の
完
結
の
遅
延
」
の
概
念
に
つ
い
て

六
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時
機
に
後
れ
た
攻
撃
・
防
禦
方
法
の
却
下
の
要
件
で
あ
る
「
訴
訟
の
完
結
の
遅
延
」
の
、
概
念
に
つ
い
て

原
告
側
の
上
告
理
由
中
で
の
主
張
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
控

訴
審
裁
判
所
に
よ
り
Z
P
O
（
旧
ー
筆
者
）
五
二
九
条
二
項
に
し
た
が
つ
て
却
下
さ

れ
た
原
告
の
提
出
は
そ
れ
を
許
し
た
場
合
で
も
、
訴
訟
の
完
結
を
遅
延
せ
し
め
な

か
つ
た
」
。
「
Z
P
O
（
旧
ー
筆
者
）
五
二
九
条
二
項
の
範
囲
に
お
い
て
は
、
特
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

の
提
出
を
第
一
審
手
続
で
行
わ
な
い
こ
と
が
訴
訟
の
完
結
を
全
体
と
し
て
（
ぼ
甲

閃
o
銘
日
け
原
文
イ
タ
リ
ッ
ク
i
筆
者
）
遅
延
せ
し
め
る
か
否
か
が
問
題
で
あ

る
」
、
と
。
こ
の
主
張
も
ま
た
そ
れ
だ
け
で
は
理
解
し
難
い
が
、
右
に
述
べ
た
本
件
事

案
を
も
考
慮
す
れ
ば
、
上
告
人
の
主
張
の
趣
旨
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
つ
た
と

推
測
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
件
で
は
当
該
主
張
が
た
と
え
第
一
審
で
行
わ
れ
た

と
し
て
も
、
裁
判
所
は
と
れ
を
取
り
上
げ
な
か
つ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
第
一
審
で

主
張
を
行
つ
た
と
し
て
も
、
控
訴
審
に
い
た
つ
て
は
じ
め
て
主
張
を
行
つ
て
も
、

結
果
に
お
い
て
変
わ
り
は
な
か
つ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
ず
れ
に
し
て
も
控

訴
審
で
は
じ
め
て
勘
酌
さ
れ
た
は
ず
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
判
旨
が
か
よ
う
な
上
告
理
由
に
答
え
、
こ
れ
を
退
け
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
と
、

先
に
引
用
し
た
判
決
要
旨
中
、
「
訴
訟
の
完
結
を
遅
延
せ
し
め
る
か
否
か
は
、
た

だ
そ
の
提
出
の
時
点
で
の
訴
訟
の
状
態
に
従
つ
て
判
断
さ
れ
る
一
と
い
う
部
分

は
、
実
際
に
主
張
が
な
さ
れ
た
時
点
以
外
の
時
点
で
主
張
が
な
さ
れ
た
場
合
の
こ

と
を
考
慮
す
る
の
は
、
無
用
で
あ
る
、
と
の
趣
旨
に
解
釈
さ
れ
る
。
な
か
ん
づ
く

判
旨
は
f
事
案
や
上
告
人
の
主
張
を
知
つ
た
う
え
で
な
い
と
読
み
と
り
に
く
い

が
ー
第
一
審
で
主
張
が
な
さ
れ
た
場
合
の
訴
訟
の
期
間
と
の
比
較
が
無
用
で
あ

る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
か
よ
う
な
理
解
が
正
し
い
と
す
れ

ぽ
、
本
件
に
お
い
て
は
上
告
人
が
適
時
の
提
出
の
場
合
と
の
比
較
説
に
よ
る
べ
き

こ
と
を
主
張
し
た
の
に
対
し
て
、
連
邦
通
常
裁
判
所
が
不
斜
酌
の
場
合
と
の
比
較

説
に
従
つ
て
事
件
を
処
理
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
し
た
が
つ
て
不
斜
酌
の
場
合
と
の
比
較
説
の
主
張
者
で
あ
る
ド
イ
プ
ナ
ー
判

事
が
本
件
評
釈
に
お
い
て
、
本
件
の
具
体
的
結
論
は
不
当
看
、
あ
る
と
述
べ
な
が
ら

六
八
　
　
（
三
九
二
）

も
、
判
決
要
旨
と
な
つ
た
命
題
そ
の
も
の
は
正
し
い
と
評
価
し
て
い
る
の
は

（
∪
窪
ぎ
9
Z
㎏
薯
這
翠
お
。
。
q
e
、
論
理
が
一
貫
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し

て
、
ク
ネ
ー
リ
ン
ガ
i
判
事
は
、
ド
イ
プ
ナ
ー
が
本
件
を
不
掛
酌
の
場
合
と
の
比

較
説
を
と
る
も
の
と
解
し
て
い
る
こ
と
を
、
批
判
し
て
い
る
（
囚
昌
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N
弩
し
が
、
そ
れ
は
本
件
事
案
を
十
分
に
理
解
し
て
い

な
い
こ
と
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
ト
ー
マ
ス
“
プ
ッ
ツ
ォ
ー
の
コ
ン
メ

ン
タ
ー
ル
が
適
時
の
提
出
の
場
合
と
の
比
較
説
を
採
用
し
な
が
ら
、
本
件
を
何
の

異
論
も
唱
え
ず
に
引
用
し
て
い
る
の
も
（
↓
ぎ
ヨ
器
七
暮
8
一
N
℃
○
一
ρ
》
亀
一
・

（
お
お
y
紹
8
》
ロ
β
N
勲
）
、
論
理
的
に
矛
盾
で
あ
る
。

　
適
時
の
提
出
の
場
合
と
の
比
較
説
を
前
提
と
す
れ
ば
、
本
件
に
お
い
て
は
問
題

と
な
つ
た
主
張
が
第
一
審
で
行
わ
れ
た
と
し
て
も
、
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
つ
た
で

あ
ろ
う
と
い
う
可
能
性
が
、
も
し
現
実
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
訴
訟
の
完
結
の

遅
延
は
生
じ
な
い
と
解
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
（
上
告
理
由
は
ま
さ
に
こ
の
こ
と
を

主
張
し
て
い
る
）
。
し
た
が
つ
て
上
告
審
で
あ
る
連
邦
通
常
裁
判
所
は
右
の
可
能

性
が
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
い
じ
よ
う
、
そ
れ
が
現
実
の
も
の
で
あ
る
か
否
か

を
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
肯
定
さ
れ

れ
ば
、
事
件
を
原
審
に
差
し
戻
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
一
方
、
不
斜
酌
の
場
合
と
の
比
較
説
を
前
提
と
し
て
も
、
ま
さ
に
ド
イ
プ
ナ
ー

が
批
判
し
て
い
る
よ
う
に
（
U
窪
び
冨
お
2
｝
≦
お
設
｝
お
o。
課
し
、
連
邦
通
常

裁
判
所
の
本
件
に
対
す
る
処
置
に
は
問
題
が
あ
る
。
た
し
か
に
こ
の
説
を
前
提
に

す
れ
ば
、
訴
訟
の
完
結
の
遅
延
は
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
前
述
の
可
能
性
が
現
実

の
も
の
で
あ
れ
ぽ
、
原
告
が
第
一
審
で
当
該
主
張
を
行
わ
な
か
つ
た
こ
と
に
つ
き

訴
訟
引
き
延
し
の
意
図
は
も
と
よ
り
、
重
大
な
過
失
も
認
定
さ
れ
な
い
で
あ
ろ

う
。
け
だ
し
第
一
審
裁
判
所
で
す
ら
控
訴
審
裁
判
所
と
異
な
る
法
的
見
解
を
と
つ

た
の
で
あ
る
か
ら
、
当
事
者
側
が
控
訴
審
裁
判
所
の
法
的
見
解
に
よ
れ
ば
必
要
と



（
5
）

（（76
））

（
8
）

（
9
）

（
1
0
）

（
1
1
）

（
1
2
）

な
る
主
張
を
第
一
審
で
行
わ
な
か
つ
た
こ
と
は
、
と
う
て
い
重
大
な
過
失
に
基
づ

く
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
仮
に
第
一
審
裁
判
所
が
、
当

該
主
張
は
事
件
の
解
決
の
た
め
に
不
要
で
あ
る
と
考
え
、
訴
訟
促
進
の
た
め
当
事

者
に
か
よ
う
な
不
要
な
提
出
を
思
い
留
ま
ら
せ
る
べ
く
訴
訟
指
揮
を
行
つ
て
い
た

と
し
た
な
ら
ば
、
こ
の
主
張
の
第
一
審
で
の
提
出
は
不
可
能
で
す
ら
あ
つ
た
と
い

え
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
本
件
に
お
い
て
は
前
述
の
可
能
性
が
現
実
の
も
の
で
あ
れ

ば
、
Z
P
O
旧
五
二
九
条
二
項
に
よ
る
却
下
の
た
め
の
要
件
は
欠
け
て
い
た
。
し

た
が
つ
て
上
告
審
裁
判
所
は
、
前
述
の
可
能
性
が
現
実
の
も
の
で
あ
る
か
否
か

を
、
確
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
は
ず
で
あ
る
。
も
つ
と
も
上
告
理
由
に
お

い
て
は
訴
訟
遅
延
の
点
の
み
が
問
題
と
さ
れ
て
お
り
、
上
告
人
は
自
己
に
訴
訟
引

ぎ
延
し
の
意
図
も
重
大
な
過
失
も
な
い
こ
と
、
な
い
し
第
一
審
で
は
主
張
が
可
能

で
な
か
つ
た
こ
と
は
、
主
張
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
後
に
論
じ
る

ご
と
く
（
本
稿
「
四
」
）
、
こ
の
点
は
当
事
者
の
主
張
が
な
く
て
も
、
裁
判
所
は
顧

慮
す
べ
き
で
あ
る
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2
）
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一
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（
8
）
に
同
じ
。
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こ
の
主
張
は
第
一
〇
版

（（1413
））

（15

）
か
ら
付
け
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
国
ロ
3
ぎ
ひ
Q
R
噛
穿
p
O
4
ψ
N
oo
ω
刈
●

　
も
つ
と
も
訴
訟
促
進
の
要
請
と
適
正
な
裁
判
の
要
請
は
常
に
対
立
す
る
も
の
で

は
な
く
、
前
者
が
後
者
に
奉
仕
す
る
場
合
も
あ
る
。
け
だ
し
、
訴
訟
が
迅
速
に
行

わ
れ
れ
ば
、
証
拠
方
法
は
、
散
逸
す
る
前
に
審
理
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
し
、
証
人

も
記
憶
が
う
す
れ
る
前
に
訊
問
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。

　
U
o
ロ
げ
昌
①
さ
Z
｝
ぐ
｛
お
ミ
噂
8
9

三
　
わ
ず
か
な
遅
延

　
時
機
に
後
れ
た
攻
撃
・
防
禦
方
法
を
斜
酌
す
る
こ
と
に
よ
り
、
訴
訟
が
わ
ず

か
に
遅
延
し
た
だ
け
で
も
、
却
下
の
要
件
の
一
つ
で
あ
る
「
訴
訟
の
完
結
の
遅

延
」
が
生
じ
た
と
い
え
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
そ
う
い
え
る
た
め
に
は
、
わ
ず

か
な
遅
延
で
は
た
ら
ず
、
相
当
な
ま
た
は
重
大
な
遅
延
が
生
じ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
か
、
と
い
う
点
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
。
た
だ
し
、
例
え
ば
、
時
機
に

後
れ
て
弁
論
に
お
い
て
申
請
さ
れ
た
証
人
が
た
ま
た
ま
在
廷
し
て
い
て
、
直
ち

に
訊
問
さ
れ
る
場
合
に
は
、
同
一
期
日
の
口
頭
弁
論
の
時
間
は
長
び
く
が
、
誰

も
こ
れ
に
よ
つ
て
訴
訟
が
遅
延
し
た
と
は
考
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
つ

て
「
遅
延
」
と
し
て
考
え
ら
れ
う
る
の
は
、
口
頭
弁
論
の
延
期
が
必
要
に
な
る

か
、
弁
論
期
目
が
少
く
と
も
も
う
一
回
必
要
に
な
る
か
、
判
決
言
渡
し
期
日
が

先
に
延
び
る
こ
と
で
あ
る
。

　
Z
P
O
の
失
権
条
項
に
お
い
て
は
、
簡
素
化
法
施
行
の
前
後
を
問
わ
ず
、
遅

延
が
生
じ
る
こ
と
が
却
下
の
要
件
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
る
の
み
で
、
相
当
な
ま

は
重
大
な
遅
延
が
要
件
で
あ
る
と
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
（
Z
P
O
二
九
六
条
一

項
、
二
項
、
五
二
八
条
一
項
、
二
項
。
Z
P
O
旧
二
七
九
条
一
項
、
二
項
、
五
二
九
条
二

時
機
に
後
れ
た
攻
撃
・
防
禦
方
法
の
却
下
の
要
件
で
あ
る
「
訴
訟
の
完
結
の
遅
延
」
の
概
念
に
つ
い
て

六
九
　
　
（
三
九
三
）



　
　
　
時
機
に
後
れ
た
攻
撃
・
防
禦
方
法
の
却
下
の
要
件
で
あ
る
「
訴
訟
の
完
結
の
遅
延
」

項
）
、
わ
が
国
の
民
訴
法
に
お
い
て
は
総
則
中
の
失
権
規
定
で
あ
る
一
三
九
条

は
、
Z
P
O
と
同
様
、
単
に
遅
延
が
生
じ
る
こ
と
が
却
下
の
要
件
で
あ
る
、
と

規
定
し
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
目
本
民
訴
法
二
五
五
条
一
項
は
、
準
備

書
面
に
不
記
載
の
事
項
は
、
「
著
ク
訴
訟
ヲ
遅
滞
セ
シ
メ
サ
ル
ト
キ
」
に
は
、
ロ

頭
弁
論
で
主
張
し
う
る
と
規
定
し
て
い
る
。

　
私
は
、
前
述
の
ご
と
く
（
本
稿
「
二
」
）
、
訴
訟
促
進
と
適
正
な
裁
判
の
二
つ
の

要
請
は
単
純
に
一
方
が
他
方
に
優
先
す
る
も
の
で
は
な
く
、
双
方
を
調
和
さ
せ

る
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
の
で
、
時
機
に
後
れ
た
攻
撃
・
防
禦
方
法
却
下
の

要
件
と
し
て
は
わ
ず
か
な
遅
延
で
は
足
ら
ず
、
相
当
な
遅
延
で
な
け
れ
ぽ
な
ら

な
い
、
と
考
え
る
（
「
遅
延
」
の
概
念
の
縮
小
解
釈
）
。
何
が
相
当
か
は
事
件
の
重

大
性
を
も
考
慮
し
て
決
め
る
べ
き
で
あ
る
。

　
私
見
の
よ
う
に
、
時
機
に
後
れ
た
攻
撃
・
防
禦
方
法
の
却
下
の
要
件
と
し
て

の
「
遅
延
」
と
は
相
当
な
遅
延
で
あ
る
、
と
解
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
い
く
つ

か
の
反
論
が
予
想
さ
れ
る
。

　
第
一
に
次
の
よ
う
な
批
判
が
考
え
ら
れ
る
。
か
よ
う
に
解
す
る
と
、
遅
延
す

る
か
否
か
の
判
断
が
結
局
は
裁
判
官
の
主
観
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま

た
、
同
じ
く
期
日
が
一
回
余
計
に
必
要
に
な
る
場
合
で
も
、
期
日
と
期
日
の
間
に

ど
れ
だ
け
日
数
が
か
か
る
か
は
お
の
お
の
裁
判
所
の
事
情
に
よ
り
異
な
る
と
い

う
こ
と
も
あ
り
、
遅
延
す
る
と
判
断
さ
れ
た
り
、
遅
延
し
な
い
と
判
断
さ
れ
る
こ

と
が
あ
り
う
る
。
し
た
が
つ
て
私
見
を
前
提
と
す
る
と
法
的
安
定
性
が
害
さ
れ

る
。
さ
ら
に
、
実
体
的
真
実
に
反
す
る
裁
判
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
裁
判
官
は
、

遅
延
が
生
じ
て
も
、
そ
れ
を
「
相
当
」
な
遅
延
で
な
い
と
み
な
し
て
、
却
下
の
権

能
を
行
使
せ
ず
、
そ
の
結
果
失
権
規
定
が
機
能
し
な
く
な
る
危
険
が
あ
る
、
と

の
概
念
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
〇
　
　
（
三
九
四
）

の
批
判
が
考
え
ら
れ
る
。
か
よ
う
な
批
判
は
確
か
に
成
り
立
ち
う
る
。
し
か
し
そ

も
そ
も
時
機
に
後
れ
た
攻
撃
・
防
禦
方
法
の
却
下
は
訴
訟
促
進
の
た
め
の
重
要

な
手
段
で
は
あ
る
が
、
主
た
る
手
段
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
訴
訟
促
進
の
た

め
に
裁
判
所
は
ま
ず
何
よ
り
も
準
備
義
務
、
釈
明
義
務
を
履
行
し
な
く
て
な
ら

ず
、
失
権
は
あ
く
ま
で
補
助
的
手
段
の
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
考
え
は
簡
素
化
法

　
　
　
　
　
（
1
）

の
基
礎
に
も
あ
る
。
そ
し
て
、
わ
ず
か
な
訴
訟
係
属
期
問
の
短
縮
を
獲
得
す
る

た
め
に
、
裁
判
の
適
正
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
が
は
た
し
て
妥
当
と
い
え
る
か
と

い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
右
の
ご
と
ぎ
危
険
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
見
の
よ
う

な
解
釈
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
第
二
に
、
当
事
者
が
攻
撃
・
防
禦
方
法
を
時
機
に
後
れ
て
少
し
ず
つ
、
い
わ

ば
点
滴
の
よ
う
に
、
提
出
し
、
そ
の
一
つ
一
つ
の
す
べ
て
は
わ
ず
か
な
遅
延

し
か
生
ぜ
し
め
な
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
遅
延
を
合
計
す
る
と
重
大
な
も
の
に
な

る
と
い
う
場
合
も
、
私
見
の
よ
う
な
解
釈
に
よ
れ
ぽ
裁
判
所
は
す
べ
て
の
攻
撃

ま
た
は
防
禦
方
法
を
勘
酌
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
り
、
そ
の
結
果
著
し
い

遅
延
を
き
た
す
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
反
論
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
か
よ

う
な
事
態
は
理
論
上
あ
り
え
て
も
現
実
に
は
稀
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
仮
に
そ
う

い
う
こ
と
が
起
れ
ば
、
私
見
に
よ
つ
て
も
時
機
に
後
れ
て
な
さ
れ
た
提
出
の
全

体
が
相
当
な
遅
滞
を
引
き
起
こ
す
も
の
と
み
て
、
あ
る
い
は
攻
撃
・
防
禦
権
の

濫
用
と
み
な
し
て
当
該
攻
撃
・
防
禦
方
法
を
却
下
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
三
に
、
ド
イ
ツ
法
上
と
は
も
か
く
、
日
本
法
に
お
い
て
は
、
前
述
の
ご
と

く
目
本
民
訴
二
五
五
条
一
項
が
準
備
書
面
不
記
載
の
事
実
に
つ
い
て
著
し
い
遅

滞
が
生
じ
る
こ
と
を
不
斜
酌
（
却
下
）
の
要
件
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の

反
対
解
釈
と
し
て
、
単
に
「
訴
訟
ノ
完
結
ヲ
遅
延
セ
シ
ム
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ト
認
メ



タ
ル
ト
キ
ハ
」
却
下
す
る
と
規
定
し
て
い
る
、
一
般
規
定
で
あ
る
民
訴
二
二
九

条
一
項
に
お
い
て
は
、
わ
ず
か
な
遅
延
も
却
下
の
要
件
に
な
る
と
解
さ
ざ
る
を

得
な
い
、
と
の
反
論
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
日
本
民
訴
二
五
五
条
一
項
の
文

言
が
同
二
二
九
条
一
項
に
つ
い
て
私
見
の
よ
う
な
解
釈
を
論
理
必
然
的
に
排
斥

す
る
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
た
だ
し
立
法
論
と
し
て
は
二
二
九
条
に
お
い

て
も
単
に
「
遅
延
セ
シ
ム
ヘ
キ
…
…
」
と
規
定
す
る
の
で
は
な
く
、
相
当
な
遅

延
が
却
下
の
要
件
で
あ
る
こ
と
を
明
記
す
べ
き
で
あ
る
。

　
ち
な
み
に
比
較
的
最
近
の
、
し
か
し
簡
素
化
法
施
行
前
の
、
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル

　
　
　
　
　
（
2
）

ク
高
裁
の
判
例
は
、
真
実
発
見
が
訴
訟
促
進
に
優
先
す
る
と
の
理
由
か
ら
、
期

日
の
わ
ず
か
な
延
期
は
遅
延
に
は
な
ら
な
い
、
と
判
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

ー
マ
ス
ー
プ
ッ
ツ
ォ
ー
の
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
に
お
い
て
は
、
た
だ
ち
に
判
決
を

言
い
渡
し
う
る
か
わ
り
に
言
渡
し
の
期
日
を
も
う
け
る
こ
と
は
遅
延
に
は
な
ら

な
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
基
礎
に
も
、
わ
ず
か
な
遅
延
は
失
権
の
要

件
と
し
て
の
遅
延
に
は
な
ら
な
い
、
と
の
考
え
方
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
（
1
）
　
こ
の
点
に
つ
き
グ
ル
ン
ス
キ
ー
は
簡
素
化
法
の
解
説
に
お
い
て
、
法
改
革
の
重

　
　
点
は
当
初
、
当
事
者
に
適
時
の
提
出
を
な
さ
し
め
る
た
め
に
、
時
機
に
後
れ
た
攻

　
　
撃
・
防
禦
方
法
の
失
権
を
強
化
す
る
こ
と
に
あ
つ
た
が
、
そ
の
後
訴
訟
遅
延
の
本

　
　
来
の
原
因
が
手
続
構
造
の
他
の
弱
点
に
あ
る
と
い
う
認
識
が
生
じ
た
と
述
べ
て
い

　
　
る
。
彼
は
さ
ら
に
こ
の
認
識
の
変
化
に
お
い
て
は
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
タ
ー
・
モ

　
　
デ
ル
が
大
き
な
役
割
を
は
た
し
た
と
指
摘
し
て
い
る
（
O
歪
冨
屏
ざ
　
U
δ
望
・

　
　
冨
隆
ロ
轟
α
①
ω
＜
Φ
盛
9
窪
9
ω
α
年
『
9
＜
g
①
一
無
8
言
凝
ω
μ
o
＜
①
一
一
ρ
這

　
　
一
〇
刈
N
N
O
一
し

　
（
2
）
○
い
O
多
言
ぴ
。
霞
’
竃
O
幻
お
揖
。。
畠

　
（
3
）
↓
ぎ
目
霧
七
旨
N
P
鋭
鋭
ρ
（
二
・
注
（
6
）
y
総
8
＞
昌
β
N
ρ

　
　
　
時
機
に
後
れ
た
攻
撃
・
防
禦
方
法
の
却
下
の
要
件
で
あ
る
「
訴
訟
の
完
結
の
遅
延
」

四
　
主
張
責
任

　
既
に
述
べ
た
よ
う
に
（
本
稿
二
」
）
、
攻
撃
・
防
禦
方
法
が
時
機
に
後
れ
た
も

の
と
し
て
却
下
さ
れ
る
た
め
に
は
、
原
則
と
し
て
三
つ
の
要
件
が
具
備
し
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
下
級
審
で
自
己
の
提
出
が
却
下
さ
れ
た
当
事
者

が
、
三
つ
の
要
件
の
う
ち
い
ず
れ
か
が
欠
け
て
い
る
た
め
却
下
が
違
法
で
あ
る

こ
と
を
理
由
と
し
て
上
訴
す
る
場
合
が
あ
る
。
そ
の
場
合
、
も
し
当
事
者
が
具

備
し
て
い
な
か
つ
た
と
主
張
す
る
要
件
は
具
備
し
て
い
た
が
、
そ
の
他
の
要
件

が
実
は
備
わ
つ
て
い
な
か
つ
た
、
と
上
級
審
裁
判
所
が
判
断
し
た
ら
、
同
裁
判

所
は
い
か
に
処
置
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
当
事
者
は
も
つ
ば
ら
、
当

該
主
張
を
斜
酌
し
て
も
訴
訟
の
完
結
は
遅
延
し
な
い
で
あ
ろ
う
と
主
張
し
た
の

に
対
し
て
、
上
級
審
裁
判
所
は
こ
の
主
張
は
是
認
さ
れ
な
い
が
、
当
事
者
は
提

出
が
時
機
に
後
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
有
責
で
は
な
い
と
判
断
し
た
場
合
で
あ

る
。

　
こ
の
場
合
に
、
上
級
審
裁
判
所
が
下
級
審
で
の
却
下
を
違
法
と
み
な
し
、

そ
れ
に
基
づ
い
て
裁
判
す
る
こ
と
は
、
利
益
変
更
禁
止
（
日
本
民
訴
三
八
五
条
、

Z
P
O
五
三
六
条
）
か
ら
問
題
で
あ
る
と
の
考
え
も
、
成
り
立
つ
余
地
は
あ
る
。

し
か
し
上
訴
人
は
と
に
か
く
下
級
審
で
の
却
下
が
違
法
で
あ
る
こ
と
を
申
し
立

て
て
い
る
。
た
だ
、
彼
は
却
下
が
違
法
で
あ
る
こ
と
の
理
由
付
け
と
し
て
、
真

の
理
由
を
主
張
せ
ず
、
誤
つ
た
理
由
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
却

下
を
不
当
と
解
す
る
こ
と
は
、
上
訴
人
の
申
立
の
範
囲
内
の
こ
と
と
い
え
る
。

　
さ
ら
に
ま
た
、
却
下
は
日
本
、
ド
イ
ツ
の
い
ず
れ
の
現
行
法
に
よ
つ
て
も
、

必
ず
し
も
相
手
方
当
事
者
の
申
立
に
よ
ら
な
く
て
も
職
権
で
な
さ
れ
う
る
（
日

の
概
念
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一
　
　
（
三
九
五
）



　
　
　
時
機
に
後
れ
た
攻
撃
・
防
禦
方
法
の
却
下
の
要
件
で
あ
る
「
訴
訟
の
完
結
の
遅
延
」

本
民
訴
一
三
九
条
一
項
は
そ
う
明
記
し
て
い
る
。
同
二
五
五
条
一
項
お
よ
び
Z
P
O
二
九

六
条
一
項
、
二
項
、
五
二
八
条
一
項
、
二
項
は
明
記
し
て
い
な
い
が
、
そ
う
解
さ
れ
る
）

の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
と
の
均
衡
上
却
下
の
た
め
の
要
件
が
備
わ
つ
て
い
な
い

こ
と
に
つ
い
て
も
提
出
者
は
主
張
責
任
を
負
つ
て
い
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ

る
。　

以
上
の
論
述
を
要
す
る
に
、
上
級
審
裁
判
所
は
、
当
事
者
が
主
張
し
て
い
な

い
理
由
か
ら
下
級
審
で
の
却
下
が
不
当
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
場
合
に
も
、
却
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

が
不
当
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
い
て
裁
判
す
べ
き
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
こ
の
点
か
ら
ω
O
閏
2
｝
名
一
S
合
o
。
9
が
問
題
の
あ
る
判
例
で
あ
る
こ
と

　
　
は
、
既
に
指
摘
し
た
（
本
稿
「
二
・
注
（
4
）
』
）
。

五
　
若
干
の
具
体
例
に
よ
る
補
遺

　
「
訴
訟
の
完
結
の
遅
延
」
に
つ
い
て
は
な
お
論
じ
残
し
た
問
題
も
あ
る
。
比

較
的
最
近
の
ド
イ
ツ
の
判
例
に
あ
ら
わ
れ
た
問
題
等
を
も
と
に
補
充
を
行
お

う
0　

1
　
ω
O
㌍
冒
U
閑
一
8
伊
O
お
に
よ
る
と
、
却
下
の
要
件
が
備
わ
つ
て
い

れ
ば
、
裁
判
所
が
た
と
え
Z
P
O
旧
二
七
二
条
b
に
基
づ
く
弁
論
の
準
備
の
た

め
に
提
出
を
命
じ
た
証
拠
で
あ
つ
て
も
却
下
さ
れ
う
る
。

　
2
　
ω
O
鼻
Z
一
毛
る
謹
」
田
葭
。
は
、
控
訴
審
に
な
つ
て
は
じ
め
て
申
請

さ
れ
た
証
人
の
訊
問
が
期
目
に
お
い
て
な
さ
れ
え
ず
、
し
た
が
つ
て
訴
訟
の
完

結
は
遅
延
す
る
と
し
て
、
証
人
申
請
を
却
下
し
た
原
審
に
対
し
て
、
証
人
（
訊

問
）
申
請
を
は
じ
め
か
ら
不
可
能
に
す
る
よ
う
な
手
続
の
や
り
方
を
し
て
お
い

て
、
こ
れ
を
許
さ
な
い
と
す
れ
ば
、
裁
判
所
に
義
務
違
反
あ
り
と
い
え
る
と
判

の
概
念
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
二
　
　
（
三
九
六
）

示
し
て
、
事
案
を
原
審
に
差
し
戻
し
て
い
る
。

　
3
　
0
い
0
2
q
旨
げ
o
お
”
2
｝
名
ち
認
』
ミ
崖
●
は
、
時
機
に
後
れ
て
口
頭

弁
論
直
前
に
行
わ
れ
た
攻
撃
・
防
禦
方
法
の
提
出
も
相
手
方
が
そ
れ
に
対
L
て

弁
論
す
れ
ば
、
却
下
し
え
な
い
、
と
判
示
し
て
い
る
。
同
判
例
の
基
礎
に
は
、

却
下
の
た
め
の
要
件
が
備
わ
つ
て
い
て
も
、
相
手
方
は
却
下
（
に
ょ
る
利
益
）
を

放
棄
し
う
る
と
と
も
に
、
相
手
方
の
弁
論
が
あ
れ
ば
、
相
手
方
は
却
下
を
放
棄

し
た
も
の
（
勘
酌
に
同
意
し
た
も
の
）
と
擬
制
さ
れ
る
、
と
の
考
え
方
が
あ
る
も

の
と
推
測
さ
れ
る
。
本
件
で
は
訴
訟
の
完
結
の
遅
延
の
概
念
が
問
題
と
な
つ
て

　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
便
宜
上
こ
こ
で
本
判
例
を
検
討
し
て
お
こ
う
。

　
第
一
に
、
は
た
し
て
相
手
方
が
却
下
を
放
棄
し
う
る
か
が
問
題
で
あ
る
。
確

か
に
却
下
に
よ
る
利
益
は
直
接
的
、
第
一
義
的
に
は
相
手
方
に
帰
す
る
。
し
か

し
裁
判
所
は
却
下
す
る
こ
と
に
よ
り
無
駄
に
使
わ
な
い
で
す
ん
だ
時
間
と
エ
ネ

ル
ギ
ー
を
他
の
訴
訟
事
件
に
ふ
り
あ
て
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
却

下
は
公
益
に
も
間
接
的
な
が
ら
強
く
奉
仕
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
相

手
方
は
却
下
（
に
よ
る
利
益
）
を
放
棄
し
え
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
却
下
が

ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
も
目
本
法
に
お
い
て
も
職
権
で
行
わ
れ
る
こ
と
か
ら
も
、

そ
う
解
さ
れ
る
（
本
判
決
が
下
さ
れ
た
時
点
で
効
力
を
も
つ
て
い
た
Z
P
O
旧
二
七
九

条
一
項
、
二
項
に
よ
つ
て
も
そ
う
解
さ
れ
る
）
。

　
第
二
に
、
仮
に
相
手
方
が
却
下
を
放
棄
し
う
る
と
し
て
も
、
相
手
方
が
弁
論

し
た
こ
と
か
ら
放
棄
を
擬
制
す
べ
き
で
は
な
い
。
相
手
方
に
は
、
裁
判
所
が
当

該
提
出
を
却
下
す
る
か
否
か
は
、
直
ち
に
は
断
定
し
え
な
い
場
合
も
あ
り
う
る

の
で
、
た
と
え
相
手
方
が
当
該
提
出
は
却
下
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
予
想
し
た
場

合
で
も
、
一
応
反
論
す
る
必
要
が
あ
る
。
け
だ
し
、
そ
う
し
な
い
で
い
る
と
、



当
該
提
出
は
取
り
上
げ
ら
れ
、
そ
こ
で
後
か
ら
相
手
方
が
こ
れ
に
対
す
る
弁
論

を
し
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
は
時
機
に
後
れ
た
も
の
と
し
て
却
下
さ
れ
る
、
と
い
う

事
態
が
生
じ
う
る
か
ら
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
ト
ー
マ
ス
目
プ
ッ
ツ
ォ
ー
の
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
で
は
、
本
件
が
遅
延
の
生
じ
な

　
　
　
い
場
合
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
（
↓
ぎ
β
舘
七
薄
N
ρ
鋭
勲
ρ
　
（
二
・
注

　
　
　
（
6
）
）
噛
紹
3
　
》
”
ヨ
・
悼
ρ
）
。
し
か
し
、
本
来
遅
延
が
生
じ
る
の
だ
が
、
相
手

　
　
方
の
反
論
に
よ
つ
て
こ
れ
が
生
じ
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。

（
後
記
）
　
「
一
は
じ
め
に
」
で
も
お
こ
と
わ
り
し
た
よ
う
に
筆
者
は
現
在
西
ド
イ
ッ
に

留
学
中
で
あ
る
。
筆
者
は
ザ
ー
ル
ラ
ン
ト
大
学
に
お
い
て
、
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
リ
ュ
ケ
教

授
の
指
導
の
も
と
に
、
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
一
九
七
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
た

い
わ
ゆ
る
民
訴
簡
素
化
法
を
中
心
に
訴
訟
促
進
の
問
題
を
研
究
し
て
い
る
。
小
稿
で
扱

わ
れ
て
い
る
の
は
、
訴
訟
促
進
と
い
う
大
き
な
テ
ー
マ
の
中
に
あ
つ
て
い
さ
さ
か
枝
葉

末
節
の
問
題
で
は
あ
る
が
、
私
の
研
究
の
一
端
と
し
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
私
の

研
究
の
根
幹
の
部
分
は
今
後
さ
ら
に
時
間
を
か
け
て
発
表
し
て
い
く
所
存
で
あ
る
。

　
な
お
指
導
を
賜
わ
つ
て
い
る
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
リ
ュ
ケ
教
授
お
よ
び
ザ
ー
ル
ラ
ン
ト
大

学
に
留
学
の
機
会
を
与
え
て
下
さ
つ
た
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
フ
ォ
ン
・
フ
ン
ボ
ル
ト
財

団
に
こ
こ
で
深
謝
の
意
を
表
し
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
七
九
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二
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一
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き
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O
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o
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け
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国
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剛
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ω
の
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讐
U
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犀
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ω
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毛
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α
R
＞
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①
奉
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R
〈
8
国
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ヨ
げ
o
一
鼻
－
ω
賦
h
ビ
昌
堕
象
①
白
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＆
o
O
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一
〇
・

鴨
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笹
げ
“
ぼ
α
g
d
鼠
く
窪
ω
一
僧
彗
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ω
ω
鋤
巽
冨
ロ
α
Φ
ω
讐
貰
げ
①
詳
Φ
p
蟹
o
一
・

昌
⑦
ロ
犀
零
N
一
一
〇
『
Φ
昌
∪
”
ロ
犀
”
ロ
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ぞ
増
8
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①
p

　
α
①
昌
一
●
ド
一
〇
刈
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
0
N
，
U
『
．
ω
ρ
什
o
ω
げ
坤
一
ω
げ
一
巧
”
叶
”

（
追
記
）
　
脱
稿
後
、
次
の
学
説
、
判
例
が
不
斜
酌
の
場
合
と
の
比
較
説
を
採

用
し
て
い
る
こ
と
を
発
見
し
た
。
ω
貰
日
げ
碧
7
い
き
8
旨
餌
畠
－
》
ε
9
甲

閏
”
旨
ヨ
彗
p
N
℃
○
零
・
毎
＝
ゆ
’
（
一
り
お
y
留
8
》
p
ヨ
●
N
O
碧
　
閏
弩
？

奪
導
p
国
ぎ
冒
ぼ
＜
①
『
虫
氏
碧
ゴ
凝
弩
○
＜
o
一
一
ρ
2
旨
名
一
〇
刈
o。
」
ホ
ご

男
『
き
築
ン
　
9
①
＜
①
お
ぎ
討
畠
障
昌
鵯
8
〈
o
＝
o
q
昌
α
一
ぼ
o
窪
ω
『
震
蒔
①

切
Φ
譜
欝
∈
凝
言
亀
震
＜
o
氏
暮
8
霧
意
『
犀
一
ざ
鱒
Φ
F
2
｝
ミ
一
S
P
一
も
。
凱

○
い
O
O
Φ
＝
ρ
2
q
ω
園
℃
中
這
刈
o
o
℃
曽
O
（
た
だ
し
問
轟
づ
N
犀
一
一
P
ρ
ρ
か
ら

の
引
用
）
。
そ
の
結
果
ド
イ
ツ
で
は
私
見
と
異
な
る
不
掛
酌
の
場
合
と
の
比
較

説
が
多
数
説
の
地
位
を
得
た
と
い
え
よ
う
。

時
機
に
後
れ
た
攻
撃
・
防
禦
方
法
の
却
下
の
要
件
で
あ
る
「
訴
訟
の
完
結
の
遅
延
」
の
概
念
に
つ
い
て

七
三
　
　
（
三
九
七
）


