
Title 〔最高裁民訴事例研究 二四三〕 一, 控訴提起後第一審裁判所に控訴
権放棄書を提出した場合における控訴権放棄の効力 二, 弁護士が相
手方の委託を受けて為す事実行為と旧弁護士法第二四条第一号 三,
控訴の取下を伴わない控訴提起後の控訴権放棄の効力

Sub Title
Author 伊藤, 敏孝(Ito, Toshitaka)

小池, 順一(Koike, Junichi)
民事訴訟法研究会(Minji soshoho kenkyukai)

Publisher 慶應義塾大学法学研究会
Publication

year
1986

Jtitle 法學研究 : 法律・政治・社会 (Journal of law, politics, and
sociology). Vol.59, No.6 (1986. 6) ,p.117- 126 

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

_id=AN00224504-19860628-0117

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


〔
最
高
裁
民
訴
事
例
研
究
二
四
三
〕

判例研究

昭
二
七
1
1
（
撮
驕
根
燦
蹴
蜷
）

　
一
、
控
訴
提
起
後
第
『
審
裁
判
所
に
控
訴
権
放
棄
書
を
提
出
し
た
場
合

　
に
お
け
る
控
訴
権
放
棄
の
効
力

　
二
、
弁
護
士
が
相
手
方
の
委
託
を
受
け
て
為
す
事
実
行
為
と
旧
弁
護
士

　
法
第
二
四
条
第
一
号

　
三
、
控
訴
の
取
下
を
伴
わ
な
い
控
訴
提
起
後
の
控
訴
権
放
棄
の
効
力

　
請
求
に
関
す
る
異
議
並
び
に
家
屋
賃
貸
借
契
約
存
続
確
認
請
求
事
件
（
昭
二

　
　
七
・
七
・
二
九
第
三
小
法
廷
判
決
）

　
X
（
原
告
、
控
訴
人
、
上
告
人
）
は
Y
（
被
告
、
被
控
訴
人
、
被
上
告
人
）
か

　
ら
家
屋
を
借
り
て
い
た
が
Y
よ
り
明
渡
を
請
求
さ
れ
、
昭
和
二
二
年
三
月
二
八

　
日
に
明
渡
を
内
容
と
す
る
訴
訟
上
の
和
解
が
成
立
し
た
。
X
は
右
和
解
に
つ
い

て
錯
誤
無
効
な
い
し
詐
欺
に
よ
る
和
解
意
思
表
示
の
取
消
を
理
由
に
本
件
訴
え

を
提
起
し
た
。
第
一
審
（
京
都
地
方
裁
判
所
）
で
X
の
請
求
は
棄
却
さ
れ
、
X

は
昭
和
二
四
年
五
月
一
〇
日
に
控
訴
を
な
し
た
。

と
こ
ろ
が
五
月
一
二
日
に
控
訴
権
放
棄
書
が
第
一
審
裁
判
所
に
提
出
さ
れ
た
。

こ
の
間
に
は
次
の
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
控
訴
提
起
の
翌
日

（
五
月
一
一
日
）
に
Y
の
弁
護
士
を
含
む
一
〇
人
程
が
X
方
を
訪
れ
、
控
訴
権

放
棄
書
に
署
名
捺
印
せ
よ
、
そ
う
で
な
い
と
夜
間
執
行
を
す
る
、
と
迫
っ
た
と

い
う
の
で
あ
る
。
X
は
こ
れ
に
よ
り
全
く
自
由
意
思
に
基
づ
か
ず
不
任
意
に
署

名
捺
印
し
た
と
主
張
し
た
が
第
二
審
（
大
阪
高
等
裁
判
所
）
に
お
い
て
X
の
控

訴
は
却
下
さ
れ
た
。
そ
の
理
由
は
、
控
訴
権
の
放
棄
は
純
然
た
る
訴
訟
行
為
で

あ
る
か
ら
そ
の
意
思
の
暇
疵
欠
訣
の
効
果
は
民
法
の
意
思
表
示
規
定
に
よ
っ
て

判
定
す
べ
き
で
は
な
い
、
と
い
う
に
あ
る
．
そ
し
て
、
放
棄
書
が
原
審
に
提
出
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さ
れ
次
い
で
記
録
に
綴
附
さ
れ
て
控
訴
審
裁
判
所
に
到
着
し
た
以
上
は
X
主
張

の
よ
う
な
脅
迫
の
事
実
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
放
棄
の
効
力
を
生
じ
た
と
す
る

の
が
当
然
で
あ
る
、
と
す
る
。
さ
ら
に
「
民
事
訴
訟
法
三
百
六
十
五
条
第
二
項

に
よ
れ
ば
控
訴
提
起
後
の
控
訴
権
の
放
棄
は
控
訴
の
取
下
と
共
に
す
る
こ
と
を

要
す
る
け
れ
ど
も
右
は
控
訴
権
の
放
棄
が
あ
っ
た
場
合
事
件
を
裁
判
所
か
ら
離

脱
せ
し
め
る
た
め
控
訴
の
取
下
を
も
同
時
に
な
さ
し
め
よ
う
と
し
た
に
過
ぎ
な

い
も
の
で
控
訴
の
取
下
と
同
時
に
し
な
い
控
訴
権
の
放
棄
を
無
効
と
す
る
趣
旨

で
は
な
い
』
と
判
示
し
た
。

X
は
、
控
訴
権
放
棄
書
が
Y
の
弁
護
士
に
よ
っ
て
第
一
審
裁
判
所
に
提
出
さ
れ

た
点
に
着
目
し
、
ω
三
六
五
条
の
「
申
述
」
は
申
述
者
な
い
し
そ
の
代
理
人
に

よ
る
べ
き
で
あ
る
、
㈲
控
訴
提
起
後
で
あ
る
の
に
第
一
審
裁
判
所
に
放
棄
書
が

提
出
さ
れ
て
い
る
、
⑥
Y
の
代
理
人
に
よ
る
放
棄
書
の
提
出
は
旧
弁
護
士
法
二

四
条
第
一
号
に
違
反
す
る
、
㈲
本
件
放
棄
に
は
控
訴
の
取
下
が
伴
っ
て
お
ら
ず
、

放
棄
は
取
下
と
同
時
に
な
さ
れ
な
い
と
効
力
が
な
い
、
と
主
張
し
て
上
告
し
た
。

最
高
裁
は
全
員
一
致
で
上
告
を
棄
却
し
、
右
上
告
理
由
の
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て

以
下
の
よ
う
に
判
示
し
た
（
番
号
は
上
告
理
由
の
そ
れ
に
対
応
す
る
）
。
ω
「
控

訴
権
放
棄
書
は
必
ず
し
も
当
事
者
本
人
又
は
そ
の
代
理
人
が
裁
判
所
に
持
参
し

な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
も
の
で
は
な
い
。
」
⑧
「
民
訴
三
六
五
条
一
項
が
控
訴
提

起
の
前
後
に
よ
っ
て
裁
判
所
の
区
別
を
し
た
の
は
、
た
だ
便
宜
上
の
こ
と
で
あ

る
。
要
は
裁
判
所
に
対
す
る
申
述
を
必
要
と
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
書
面
が

第
一
審
裁
判
所
に
提
出
さ
れ
る
か
、
第
二
審
裁
判
所
に
提
出
さ
れ
る
か
は
有
効

無
効
の
条
件
で
は
な
い
。
（
中
略
）
上
告
人
の
署
名
捺
印
し
た
放
棄
書
が
第
一

審
裁
判
所
に
提
出
さ
れ
、
そ
れ
が
記
録
に
綴
付
さ
れ
て
第
二
審
に
到
達
し
た
事

実
の
存
す
る
以
上
、
少
な
く
と
も
そ
の
時
に
お
い
て
効
力
を
生
じ
た
も
の
と
解

す
べ
き
で
あ
る
。
」
⑥
「
本
件
控
訴
権
放
棄
書
を
被
上
告
人
代
理
人
が
裁
判
所

に
持
参
提
出
し
た
行
為
は
単
な
る
事
実
行
為
で
あ
る
。
控
訴
権
の
放
棄
を
為
す

べ
き
か
否
か
の
意
思
決
定
を
委
ね
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
．
か
か
る
事
実
上
の

行
為
は
相
手
方
代
理
人
と
錐
こ
れ
を
為
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
」

判
断
及
び
そ
の
理
由
は
正
当
で
論
旨
は
理
由
が
な
い
。
一

叫
「
原
審
の

　
判
旨
に
賛
成
す
る
．

一
　
ま
ず
、
控
訴
権
放
棄
の
一
般
的
な
問
題
点
を
概
観
し
て
お
く
こ
と
に

す
る
。

　
控
訴
権
の
放
棄
（
三
六
四
、
三
六
五
条
）
と
は
、
第
一
審
判
決
の
言
渡
後
、

控
訴
権
を
有
す
る
者
が
裁
判
所
に
対
し
て
こ
れ
を
行
使
し
な
い
と
い
う
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

思
を
表
示
す
る
単
独
の
訴
訟
行
為
で
あ
る
。
控
訴
権
放
棄
は
処
分
権
主
義

の
あ
ら
わ
れ
で
あ
り
、
一
審
判
決
が
既
に
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
訴
訟
制
度

の
利
用
を
封
じ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
こ
と
、
こ
れ
を
認
め
て
も
相
手
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

に
不
利
益
に
な
ら
な
い
こ
と
．
か
ら
そ
の
適
法
性
が
基
礎
づ
け
ら
れ
る
。

　
控
訴
権
の
放
棄
の
時
期
に
関
し
て
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
．
ま
ず
、
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

つ
か
ら
放
棄
を
な
し
う
る
か
に
関
し
、
通
説
は
第
一
審
判
決
後
す
な
わ
ち

控
訴
権
の
発
生
後
に
限
ら
れ
る
と
す
る
。
判
決
が
な
け
れ
ば
放
棄
の
対
象

た
る
控
訴
権
が
発
生
し
な
い
こ
と
、
判
決
内
容
が
わ
か
ら
な
い
う
ち
に
一

方
だ
け
が
控
訴
権
を
放
棄
す
る
の
は
当
事
者
間
の
公
平
を
害
し
一
方
の
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

位
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
、
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。
し
か
し
、
反

　
　
　
　
（
5
）

対
説
も
あ
る
。
次
に
、
い
つ
ま
で
放
棄
を
な
し
う
る
か
も
問
題
で
あ
る
。

控
訴
を
提
起
し
な
い
ま
ま
控
訴
期
間
を
徒
過
す
れ
ば
も
は
や
放
棄
の
余
地

　
（
6
）

は
な
い
。
控
訴
を
提
起
し
た
場
合
に
は
判
決
言
渡
ま
で
放
棄
し
う
る
と
考

　
　
　
　
　
（
7
）

え
て
よ
い
と
思
う
．
三
六
五
条
二
項
は
控
訴
提
起
後
の
控
訴
権
放
棄
は
控

訴
取
下
と
と
も
に
な
す
べ
し
と
定
め
る
が
、
そ
の
控
訴
取
下
は
控
訴
審
終
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局
判
決
ま
で
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
（
三
六
三
条
一
項
）
、
ま
た
、
訴
え
取

下
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
明
文
規
定
（
二
三
六
条
一
項
、
二
三
七
条
二
項
）
が
な

い
こ
と
、
が
一
つ
の
根
拠
で
あ
る
。

　
控
訴
権
放
棄
の
名
宛
人
に
関
し
て
も
、
一
般
に
は
裁
判
所
が
前
提
と
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

れ
て
い
る
が
、
相
手
方
に
対
す
る
放
棄
を
論
ず
る
余
地
が
あ
る
．

二
　
上
告
理
由
に
も
判
示
事
項
に
も
な
っ
て
い
な
い
が
、
本
件
に
関
し
て

は
X
が
控
訴
権
を
放
棄
し
た
際
の
事
情
が
放
棄
の
効
力
に
影
響
を
与
え
な

い
か
が
一
応
問
題
に
な
ろ
う
。
控
訴
権
の
放
棄
は
訴
訟
行
為
で
あ
り
、
い

　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

わ
ゆ
る
与
効
行
為
で
あ
る
。
そ
し
て
、
本
件
第
二
審
判
決
は
、
訴
訟
行
為

に
っ
い
て
は
民
法
の
意
思
表
示
に
関
す
る
規
定
に
従
う
べ
き
で
な
く
、
「
脅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

迫
の
事
実
の
有
無
に
拘
ら
ず
」
放
棄
は
有
効
で
あ
る
と
し
た
。
学
説
に
お

い
て
も
、
意
思
表
示
に
関
し
て
の
民
法
規
定
は
類
推
さ
れ
な
い
と
す
る
の

が
（
少
な
く
と
も
従
来
の
）
通
説
で
あ
る
が
、
こ
の
見
解
も
再
審
事
由
に
あ

　
　
　
　
　
　
　
（
11
）

た
る
最
疵
は
顧
慮
す
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
本
件
の
事
情
が
「
刑
事
上
罰
ス

ヘ
キ
他
人
ノ
行
為
」
（
四
二
〇
条
一
項
五
号
）
、
つ
ま
り
脅
迫
（
刑
法
二
二
二
条

一
項
）
に
あ
た
る
か
否
か
が
問
題
と
な
る
。
脅
迫
と
は
畏
怖
心
を
生
じ
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

せ
る
目
的
で
他
人
に
害
悪
を
通
知
す
る
こ
と
で
あ
る
．
本
件
で
は
「
被
控

訴
人
、
そ
の
原
審
代
理
人
弁
護
士
西
村
藤
馬
執
行
代
理
人
弁
護
士
五
端
栄

治
郎
等
約
十
人
程
の
者
が
控
訴
人
方
に
来
て
控
訴
権
放
棄
書
に
署
名
捺
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

せ
よ
、
そ
う
で
な
い
と
夜
間
執
行
す
る
と
脅
迫
し
た
」
あ
る
い
は
「
二

目
の
夕
方
Y
は
弁
護
士
B
C
、
人
夫
六
人
、
執
行
吏
二
人
と
と
も
に
X
方

に
来
た
り
、
明
渡
の
執
行
を
す
る
と
称
し
た
．
（
中
略
）
そ
し
て
、
任
意
に

明
け
渡
さ
ね
ば
そ
の
日
の
中
に
夜
間
執
行
を
し
て
で
も
明
渡
の
執
行
を
強

行
す
る
が
、
こ
れ
に
印
を
捺
せ
ば
猶
予
し
て
や
る
と
い
っ
て
、
控
訴
権
放

　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

棄
書
に
捺
印
を
迫
っ
た
、
」
と
の
事
情
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
右
の
程

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

度
で
は
脅
迫
に
あ
た
ら
な
い
と
考
え
る
．
夜
間
執
行
は
許
可
が
必
要
で
あ

る
と
こ
ろ
（
旧
民
事
訴
訟
法
五
三
九
条
、
民
事
執
行
法
八
条
）
、
本
件
で
は
執
行

吏
も
同
行
し
て
お
り
右
許
可
が
あ
っ
た
と
み
ら
れ
、
Y
と
し
て
も
真
に
執

行
を
す
る
目
的
を
有
し
て
い
る
（
和
解
調
書
に
よ
る
執
行
に
つ
き
強
制
執
行
停

止
決
定
が
な
さ
れ
て
い
た
が
、
第
一
審
判
決
で
こ
れ
は
取
り
消
さ
れ
仮
執
行
宣
言
が

な
さ
れ
て
い
る
）
と
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
通
説
の
立
場
か
ら

は
本
件
の
事
情
が
控
訴
権
放
棄
に
与
え
る
影
響
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な

る
。　

通
説
に
対
し
、
近
時
は
個
々
の
訴
訟
行
為
の
特
性
と
関
係
人
の
利
益
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

量
を
重
視
し
て
意
思
の
暇
疵
を
顧
慮
す
べ
し
と
の
立
場
が
有
力
で
あ
る
。

控
訴
権
の
放
棄
が
な
さ
れ
る
と
、
当
該
判
決
手
続
は
そ
れ
以
上
に
新
た
な

行
為
を
重
ね
な
い
が
、
他
面
、
判
決
の
確
定
を
前
提
と
し
た
当
事
者
の
処

分
行
為
や
執
行
行
為
が
な
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
当
事
者
間
の

事
情
と
し
て
は
、
誰
に
よ
る
行
為
が
原
因
で
蝦
疵
が
生
じ
た
か
、
相
手
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
17
）

は
こ
れ
を
知
り
え
た
か
、
な
ど
が
考
察
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、

本
件
の
場
合
に
は
民
法
上
の
強
迫
（
九
六
条
）
、
す
な
わ
ち
違
法
に
害
悪
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
18
）

示
し
て
畏
怖
を
生
じ
さ
せ
る
行
為
に
も
あ
た
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、

有
力
説
の
立
場
で
も
控
訴
権
の
放
棄
に
影
響
は
な
い
と
思
わ
れ
る
．

三
　
判
示
事
項
の
第
一
点
は
上
告
理
由
ω
に
対
す
る
応
答
で
あ
る
．
こ
の

点
は
正
当
で
あ
る
と
考
え
る
．
控
訴
権
の
放
棄
も
意
思
表
示
で
あ
る
か
ら
、

控
訴
権
放
棄
の
意
思
で
そ
の
旨
を
表
示
す
れ
ば
意
思
表
示
と
し
て
完
成
し
、
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名
宛
人
た
る
裁
判
所
に
到
達
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
効
力
が
発
生
す
る
（
民

法
九
七
条
）
。
本
件
は
控
訴
提
起
後
の
控
訴
権
放
棄
で
あ
る
か
ら
控
訴
裁
判

所
に
対
し
て
行
な
う
こ
と
を
要
し
（
三
六
五
条
一
項
）
、
そ
れ
が
い
か
な
る

経
路
を
た
ど
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
と
も
か
く
も
控
訴
審
裁
判
所
に
到

達
す
れ
ば
そ
れ
で
効
力
が
発
生
す
る
。
つ
ま
り
、
申
述
の
方
向
で
は
な
く

そ
の
到
達
点
が
重
要
で
あ
る
。

　
多
少
問
題
に
し
う
る
の
は
控
訴
権
の
放
棄
の
効
力
発
生
時
期
で
あ
る
。

本
判
決
は
「
少
な
く
と
も
」
第
二
審
到
達
の
時
に
お
い
て
効
力
が
発
生
し

た
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
第
二
審
判
決
は
「
控
訴
権
放
棄
の
書
面
が
（
中

略
）
原
審
に
提
出
さ
れ
次
い
で
本
件
記
録
に
綴
附
せ
ら
れ
て
当
裁
判
所
に

到
着
し
た
も
の
で
あ
る
以
上
は
（
中
略
）
右
書
面
提
出
に
よ
っ
て
控
訴
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
B
）

放
棄
の
効
力
を
生
じ
た
も
の
と
な
す
べ
き
こ
と
当
然
で
あ
る
（
傍
点
筆
者
）
」

と
し
て
お
り
、
第
一
審
提
出
時
に
効
力
が
発
生
す
る
と
も
解
し
う
る
表
現

を
す
る
。
民
訴
法
三
六
五
条
一
項
が
控
訴
提
起
の
前
後
で
控
訴
権
放
棄
を

な
す
べ
き
裁
判
所
を
区
別
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
、
最
高
裁
判
決
は
「
便

宜
上
の
こ
と
」
と
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
控
訴
前
は
事
件
は
潜
在
的
に

第
一
審
裁
判
所
に
係
属
し
て
い
て
移
審
し
て
お
ら
ず
、
記
録
も
第
一
審
裁

判
所
に
あ
る
の
に
反
し
，
控
訴
後
は
事
件
が
控
訴
裁
判
所
に
係
属
す
る
か

ら
、
こ
の
よ
う
な
区
別
を
し
て
申
述
さ
せ
る
方
が
事
件
処
理
に
便
宜
か
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
20
）

適
当
で
あ
る
と
の
趣
旨
だ
と
考
え
ら
れ
る
．
事
件
処
理
の
便
宜
と
い
う
の

は
、
事
件
の
審
理
と
全
く
無
関
係
な
と
こ
ろ
に
放
棄
書
が
出
さ
れ
て
放
棄

の
有
無
が
不
明
に
な
り
、
そ
の
結
果
手
続
の
混
乱
が
生
ず
る
と
い
う
こ
と

が
な
い
よ
う
に
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
を
強
調
す
れ
ば

条
文
の
文
言
に
か
か
わ
ら
ず
、
放
棄
の
意
思
表
示
の
存
在
が
審
理
す
る
裁

判
所
に
明
ら
か
に
な
る
よ
う
な
形
で
申
述
が
な
さ
れ
れ
ば
そ
の
時
点
で
効

力
が
発
生
す
る
と
の
考
え
も
成
り
立
ち
う
る
よ
う
に
思
う
．
そ
う
す
る
と

本
件
の
よ
う
に
控
訴
提
起
の
直
後
で
記
録
も
ま
だ
第
一
審
に
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
第
一
審
に
提
出
さ
れ
た
放
棄
書
が
記
録
と
と

も
に
第
二
審
に
送
ら
れ
る
の
は
ほ
ぽ
確
実
で
あ
ろ
う
か
ら
、
提
出
の
時
点

で
効
力
の
発
生
を
認
め
て
も
不
都
合
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
書
記

官
が
優
秀
で
あ
っ
て
記
録
等
の
取
扱
い
も
大
変
デ
リ
ケ
ー
ト
に
な
さ
れ
て

い
る
現
実
の
下
で
は
誤
っ
て
第
一
審
に
放
棄
書
が
提
出
さ
れ
て
も
そ
れ
は

す
ぐ
に
第
二
審
に
送
ら
れ
る
は
ず
で
あ
り
、
控
訴
提
起
後
の
第
一
審
へ
の

放
棄
の
効
力
を
制
限
す
る
理
由
は
な
い
と
言
っ
て
し
ま
っ
て
も
よ
い
か
も

　
　
（
2
1
）

し
れ
な
い
．
ま
た
、
誤
っ
て
放
棄
書
を
受
付
け
て
し
ま
っ
た
裁
判
所
側
の

ミ
ス
を
（
実
は
そ
の
放
棄
の
効
力
は
な
か
っ
た
の
だ
と
い
う
形
で
）
当
事
者
の
不

利
益
に
お
し
つ
け
る
の
も
避
け
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
理
論
的
に
は
控
訴
提
起
に
よ
っ
て
も
は
や
事
件
の
係
属
し
て

い
な
い
第
一
審
裁
判
所
に
控
訴
権
放
棄
の
意
思
表
示
を
受
領
す
る
権
限
は

　
（
2
2
）

な
い
と
い
う
の
が
す
っ
き
り
し
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
三
六
五
条
一
項
は

移
審
の
効
力
の
発
生
時
点
を
境
に
し
て
現
に
事
件
の
係
属
す
る
裁
判
所
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

放
棄
を
な
さ
し
め
る
趣
旨
で
あ
り
、
便
宜
論
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
理

論
上
の
当
然
の
帰
結
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
私
も
こ
の
見
解
を
支

持
し
た
い
と
思
う
．
第
一
に
、
条
文
の
文
言
に
合
致
し
、
理
論
的
に
説
明

で
き
る
。
第
二
に
、
控
訴
提
起
後
に
第
一
審
に
な
さ
れ
た
放
棄
を
有
効
と

す
る
立
場
を
と
っ
て
も
最
終
的
に
は
放
棄
の
意
思
表
示
が
控
訴
裁
判
所
に
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到
達
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
（
到
達
を
停
止
条
件
と
し
、
あ
る
い
は
不
到
達

を
解
除
条
件
と
す
る
）
な
ら
結
論
に
差
は
な
い
し
、
そ
う
し
た
上
で
到
達
以

前
に
効
力
発
生
時
期
を
早
め
る
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
の
か
も
疑
問
で
あ
る
。

第
三
に
、
控
訴
審
の
審
理
が
終
了
す
る
直
前
に
第
一
審
に
提
出
さ
れ
た
放

棄
書
の
効
力
ま
で
認
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
第
四
に
、
一
定
限
度
で

控
訴
提
起
後
の
第
一
審
へ
の
放
棄
を
認
め
る
立
場
は
そ
の
基
準
が
不
明
で

あ
る
し
、
記
録
の
送
達
の
有
無
と
い
う
よ
う
な
内
部
的
な
事
項
を
基
準
と

す
る
の
も
適
当
で
な
い
。
以
上
の
よ
う
な
理
由
で
あ
る
．

　
本
件
判
旨
は
、
三
六
五
条
一
項
に
つ
ぎ
「
要
は
裁
判
所
に
対
す
る
申
述

を
必
要
と
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
（
傍
点
筆
者
）
」
と
言
い
、
効
力
発
生
時

期
に
つ
ぎ
「
少
な
く
と
も
」
第
二
審
到
達
時
で
あ
る
と
い
う
。
少
々
歯
切

れ
の
悪
い
言
い
方
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。

四
　
判
示
事
項
の
第
二
点
は
上
告
理
由
⑥
に
対
す
る
応
答
で
あ
る
が
、
こ

れ
も
正
当
で
あ
る
．
旧
弁
護
士
法
二
四
条
一
号
は
現
行
弁
護
士
法
二
五
条

一
号
と
同
趣
旨
で
あ
り
、
そ
の
目
的
は
ω
当
事
者
の
保
護
（
当
初
の
依
頼
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

の
不
利
益
防
止
）
と
働
弁
護
士
の
品
位
信
用
の
保
持
で
あ
る
．
本
件
で
は
放

棄
書
の
提
出
と
い
う
単
な
る
事
実
行
為
が
あ
る
の
み
だ
か
ら
、
右
規
定
の

目
的
に
反
せ
ず
、
同
条
違
反
と
は
い
え
な
い
．

五
　
判
示
事
項
の
第
三
点
は
上
告
理
由
㈲
へ
の
応
答
で
あ
る
。
こ
れ
に
も

賛
成
し
た
い
．

　
三
六
五
条
二
項
の
趣
旨
は
ω
控
訴
却
下
の
判
決
を
す
る
負
担
を
省
き
㈹

却
下
判
決
に
対
す
る
上
告
に
よ
る
訴
訟
完
結
の
遅
れ
を
防
止
す
る
こ
と
に

（
ゐ
）

あ
る
。
つ
ま
り
、
控
訴
取
下
は
事
件
を
裁
判
所
か
ら
離
脱
さ
せ
る
便
宜
を

は
か
る
た
め
政
策
的
に
要
求
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
．
重
要
な
の
は
控
訴
権

を
放
棄
す
る
と
い
う
意
思
が
あ
る
か
ど
う
か
で
あ
り
、
こ
の
点
が
明
ら
か

で
あ
る
以
上
、
右
政
策
的
規
定
の
違
反
を
も
っ
て
控
訴
権
の
放
棄
を
無
効

と
す
べ
き
で
は
な
い
．
こ
の
こ
と
は
同
時
に
控
訴
取
下
が
な
さ
れ
な
い
場

合
の
み
な
ら
ず
全
く
取
下
が
な
い
場
合
も
同
様
で
あ
る
と
解
す
る
。
無
効

（
％
）

説
は
判
決
の
労
を
惜
し
む
あ
ま
り
に
当
事
者
の
意
思
を
軽
視
す
る
結
果
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
貿
）

な
る
し
、
黙
示
の
控
訴
取
下
を
考
え
る
説
も
取
下
を
効
力
要
件
と
す
る
前

提
に
立
つ
限
り
に
お
い
て
妥
当
で
な
い
と
考
え
る
。
全
く
取
下
げ
が
な
い

場
合
、
裁
判
所
は
控
訴
却
下
の
判
決
を
し
て
事
件
を
終
結
す
る
こ
と
に
な

（
圏
）

る
。六

　
本
件
に
っ
い
て
は
、
野
間
繁
・
民
商
法
三
五
巻
五
号
一
三
三
頁
（
末

川
編
・
最
高
裁
民
事
判
例
批
評
第
六
巻
二
二
六
頁
）
、
三
ケ
月
章
・
判
例
民
訴
法

二
八
九
頁
、
青
山
義
武
・
判
タ
ニ
三
号
三
八
頁
の
評
釈
が
あ
る
。

（
1
）
　
斎
藤
秀
夫
編
著
・
注
解
民
訴
法
㈲
八
六
頁
（
斎
藤
秀
夫
執
筆
）
（
昭
五

五
）
。

（
2
）
　
石
川
明
「
上
訴
権
放
棄
と
不
上
訴
の
合
意
」
小
室
直
人
・
小
山
昇
先
生
還

暦
記
念
『
裁
判
と
上
訴
』
ω
二
九
〇
頁
（
昭
五
五
）
．

（
3
）
　
新
堂
幸
司
・
民
訴
法
〔
第
二
版
〕
五
四
九
頁
（
昭
五
六
）
．
三
ケ
月
章
。

民
訴
法
〔
第
二
版
〕
（
法
律
学
講
座
双
書
）
五
三
一
頁
（
昭
六
〇
）
、
兼
子
一
・

民
訴
法
体
系
四
四
三
頁
（
昭
四
〇
）
、
中
野
貞
一
郎
”
松
浦
馨
”
鈴
木
正
裕
編
・

民
訴
法
講
義
〔
補
正
版
〕
五
八
三
頁
（
林
屋
礼
二
執
筆
）
（
昭
五
四
）
な
ど

（
4
）
　
前
掲
注
解
八
七
～
八
頁
．

（
5
）
　
中
島
弘
道
・
目
本
民
訴
法
一
五
六
二
頁
（
昭
九
）
、
石
川
前
掲
二
九
一
頁
、

（
6
）
　
前
掲
注
解
八
八
頁
。
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（
7
）
　
前
掲
注
解
八
八
頁
は
「
控
訴
権
を
保
有
す
る
間
に
限
る
」

　
れ
が
い
つ
ま
で
で
あ
る
の
か
は
は
っ
き
り
し
な
い
。

　　 ハ　 パ　 　　 　　 　13　12　11　10　　9　　8
）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）

と
す
る
が
、
そ

こ
の
点
の
検
討
に
つ
き
、
石
川
前
掲
二
九
六
頁
以
下
。

前
掲
注
解
八
六
頁
．

民
集
六
巻
七
号
六
九
八
頁
。

例
え
ば
、
兼
子
前
掲
二
一
三
頁
、
三
ケ
月
前
掲
三
三
二
頁
。

大
塚
仁
・
注
解
刑
法
〔
増
補
第
二
版
〕
九
七
七
頁
（
昭
五
二
）

第
二
審
判
決
の
理
由
中
に
こ
の
よ
う
な
説
明
が
あ
る
。
民
集
六
巻
七
号
六

九
八
頁
．

（
1
4
）
　
三
ケ
月
章
・
判
例
民
訴
法
五
六
事
件
（
本
件
評
釈
）
二
八
九
頁
。

（
15
）
青
山
義
武
・
判
例
タ
イ
ム
ズ
ニ
三
号
三
九
頁
（
昭
二
七
）
は
、
脅
迫
の
存

在
が
上
告
理
由
と
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
裁
判
所
も
職
権
に
よ
る
判
断
が
可
能

で
あ
る
の
に
そ
れ
を
し
て
い
な
い
こ
と
、
に
つ
い
て
、
こ
の
程
度
の
お
ど
し
で

は
問
題
に
な
ら
な
い
と
の
考
慮
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
、
と
す
る
。

（
1
6
）
最
近
の
文
献
と
し
て
、
松
本
博
之
「
当
事
者
の
訴
訟
行
為
と
意
思
の
環

疵
」
講
座
民
事
訴
訟
第
四
巻
二
八
三
頁
以
下
（
昭
六
〇
）
。

　　　　　　パ　　　　　　
21　20　19　18　17
）　　）　　）　　）　　）

錯
誤
に
つ
い
て
、
松
本
・
前
掲
三
＝
一
一
頁
以
下
．

我
妻
栄
・
新
訂
民
法
総
則
三
＝
二
頁
（
昭
四
〇
）
．

民
集
六
巻
七
号
六
九
八
頁
．

前
掲
注
解
九
二
～
三
頁
。

こ
の
点
は
わ
れ
わ
れ
の
研
究
会
（
慶
大
民
訴
研
）
で
指
摘
の
あ
っ
た
と
こ

ろ
で
あ
る
．

パ　　　　　　　　　　　　
26　25　24　23　22
）　　）　　）　　）　　）

三
ケ
月
・
前
掲
判
民
二
九
一
頁
。

三
ケ
月
・
前
掲
判
民
二
九
〇
頁
．

櫻
田
勝
義
・
判
例
弁
護
士
法
の
研
究
三
七
頁
以
下
（
昭
四
五
）
．

前
掲
注
解
九
六
頁
。

細
野
長
良
・
民
訴
法
要
義
W
二
九
八
～
九
頁
（
昭
九
）
。

（
2
7
）
　
中
島
・
前
掲
心
五
六
五
頁
．

（
2
8
）
　
前
掲
注
解
九
七
頁
、
兼
子
・
前
掲
四
四
三
頁
、

昭
和
六
一
年
一
月
一
五
日

昭
二
七
1
2
（
醸
騙
恨
膿
拡
贈
）

新
堂
・
前
掲
五
四
九
頁
。

　
　
　
伊
藤
敏
孝

受
領
者
欄
に
受
送
達
者
の
記
名
押
印
の
あ
る
送
達
報
告
書
用
紙
持
参
者

に
対
し
て
な
さ
れ
た
民
訴
第
一
六
三
条
に
よ
る
送
達
の
適
否

株
式
名
義
書
換
請
求
事
件
（
昭
和
二
七
年
八
月
二
二
日
第
二
小
法
廷
判
決
）

原
告
X
よ
り
被
告
Y
会
社
に
対
し
、
株
式
名
義
書
換
請
求
が
な
さ
れ
た
が
、
第

　
一
審
・
第
二
審
と
も
X
が
勝
訴
し
た
。
Y
の
訴
訟
代
理
人
は
弁
護
士
A
で
あ
っ

た
が
、
A
は
、
A
の
主
宰
す
る
法
律
事
務
所
に
常
勤
し
、
同
人
の
指
揮
命
令
を

受
け
て
法
律
事
務
に
従
事
し
て
い
た
弁
護
士
B
に
対
し
、
原
判
決
謄
本
の
受
領

を
命
じ
、
印
鑑
の
使
用
も
許
し
て
い
た
。
原
判
決
言
渡
当
日
B
は
判
決
謄
本
受

領
の
折
に
、
書
記
官
か
ら
判
決
正
本
も
受
領
す
る
よ
う
に
い
わ
れ
、
判
決
正
本

送
達
の
た
め
の
送
達
報
告
書
用
紙
を
持
帰
り
、
受
領
者
欄
に
A
の
記
名
押
印
を

し
た
う
え
、
こ
れ
を
裁
判
所
に
持
参
し
書
記
官
か
ら
原
判
決
正
本
の
交
付
を
受

け
た
。
と
こ
ろ
が
、
B
は
A
に
判
決
正
本
を
受
領
し
た
こ
と
を
一
言
も
告
げ
ず
、

そ
の
ま
ま
忘
れ
て
い
た
。
A
は
上
告
の
必
要
が
あ
る
た
め
、
裁
判
所
に
判
決
正

本
送
達
を
督
促
し
た
と
こ
ろ
、
す
で
に
昨
日
執
達
吏
に
托
し
た
と
の
こ
と
で
あ

　
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
あ
ま
り
送
達
が
遅
い
の
で
再
び
催
促
し
よ
う
と
し
た
と
こ

ろ
、
す
で
に
B
が
判
決
正
本
を
受
領
し
て
お
り
、
上
訴
期
間
を
徒
過
し
て
い
る

　
こ
と
が
判
明
し
た
。
そ
こ
で
A
は
Y
に
代
理
し
て
上
告
を
申
し
立
て
、
こ
れ
に

際
し
次
の
よ
う
に
主
張
し
た
．
B
に
は
判
決
正
本
の
受
領
の
権
限
は
全
く
な
い
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し
又
委
任
も
さ
れ
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
原
判
決
正
本
は
未
だ
権
限
あ
る
受
領

者
に
送
達
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
民
事
訴
訟
法
第
三
九
六
条
に
よ
り

準
用
せ
ら
れ
る
同
三
六
六
条
但
書
に
よ
っ
て
上
告
す
る
。
ま
た
、
送
達
が
あ
っ

た
と
し
て
も
、
A
か
ら
の
問
合
せ
に
対
し
、
書
記
官
か
間
違
っ
た
説
明
を
し
な

け
れ
ば
、
上
告
期
間
中
に
判
決
正
本
受
領
と
い
う
事
実
を
知
る
こ
と
が
で
き
た

は
ず
で
あ
る
。
従
っ
て
、
A
が
期
間
を
慨
怠
し
た
の
は
A
の
過
失
で
は
な
く
書

記
官
の
過
失
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
民
訴
第
一
五
九
条
に
よ
り
追
究
を
申
し
立

て
る
。

こ
れ
に
対
し
最
高
裁
は
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。
　
「
記
録
に
よ
れ
ば
、
本
件
に

つ
き
東
京
高
等
裁
判
所
が
昭
和
二
五
年
一
二
月
二
八
日
言
渡
し
た
判
決
は
即
日

上
告
人
の
訴
訟
代
理
人
成
富
信
夫
に
対
し
民
訴
一
六
三
条
所
定
の
方
法
に
よ
り

送
達
さ
れ
た
こ
と
が
明
か
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
本
件
上
告
申
立
書
が
当
裁
判
所

に
提
出
さ
れ
た
の
は
右
送
達
の
日
か
ら
二
週
間
の
上
告
申
立
期
間
を
経
過
し
た

後
の
昭
和
二
六
年
一
月
二
〇
日
で
あ
る
か
ら
、
本
件
上
告
は
不
適
法
と
し
て
却

下
す
べ
ぎ
も
の
で
あ
る
。

尤
も
審
尋
の
結
果
に
よ
る
と
、
右
送
達
に
あ
た
り
、
原
判
決
正
本
は
送
達
名
宛

人
た
る
前
記
成
富
信
夫
自
身
に
交
付
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
弁
護
士
御
手
洗

文
麿
に
交
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
窺
う
に
足
り
る
．

併
し
、
右
弁
護
士
御
手
洗
文
麿
は
当
時
弁
護
士
成
富
信
夫
の
主
宰
す
る
法
律
事

務
所
に
常
勤
し
、
同
人
の
指
揮
命
令
を
受
け
て
法
律
事
務
に
従
事
し
て
い
た
者

で
あ
っ
て
、
原
裁
判
所
係
書
記
官
か
ら
あ
ら
か
じ
め
交
付
を
受
け
た
判
決
正
本

送
達
の
た
め
の
送
達
報
告
書
用
紙
を
右
事
務
所
に
持
帰
り
、
受
領
者
欄
に
成
富

信
夫
の
記
名
押
印
を
し
た
上
、
こ
れ
を
原
裁
判
所
に
持
参
し
係
書
記
官
か
ら
原

判
決
正
本
の
交
付
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
並
に
右
正
本
の
受
領
及
び
そ
の

た
め
に
す
る
印
鑑
の
使
用
に
つ
い
て
は
特
に
成
富
信
夫
か
ら
明
示
の
許
諾
を
得

て
い
な
か
っ
た
が
、
か
ね
て
同
人
か
ら
原
判
決
謄
本
の
受
領
方
を
命
ぜ
ら
れ
印

鑑
の
使
用
を
許
さ
れ
て
い
た
の
で
、
右
印
鑑
を
用
い
て
原
判
決
正
本
を
同
時
に

受
領
し
て
も
敢
て
同
人
の
意
に
反
す
る
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
状
況
で
あ
っ
た

こ
と
は
、
い
ず
れ
も
上
告
代
理
人
提
出
の
陳
述
書
に
添
付
さ
れ
た
御
手
洗
文
麿

名
義
の
始
末
書
に
徴
し
て
こ
れ
を
認
め
得
る
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、
記
名
押
印
の
あ
る
送
達
報
告
書
用
紙
の
持
参
者

を
送
達
名
宛
人
自
身
と
同
視
し
、
こ
れ
に
判
決
正
本
を
交
付
し
て
民
訴
一
六
三

条
の
送
達
を
す
る
こ
と
は
裁
判
所
多
年
の
慣
行
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
同
条
の

解
釈
と
し
て
許
さ
れ
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
か
ら
、
上
告
人
に
対

す
る
原
判
決
正
本
は
適
法
に
送
達
さ
れ
た
も
の
と
い
う
ぺ
き
で
あ
る
。

然
る
に
本
件
上
告
が
右
送
達
後
法
定
の
期
間
内
に
な
さ
れ
得
な
か
っ
た
の
は
、

前
記
御
手
洗
文
麿
が
原
判
決
正
本
受
領
の
事
実
を
送
達
名
宛
人
た
る
成
富
信
夫

に
告
げ
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
こ
と
は
審
尋
の
結
果
に
よ
り
明
白
で
あ
っ
て
、

た
と
え
そ
の
間
、
主
張
の
よ
う
な
、
原
裁
判
所
係
書
記
官
の
誤
っ
た
言
明
に
よ

り
右
正
本
受
領
の
事
実
の
判
明
が
遅
れ
た
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、

右
御
手
洗
文
麿
の
責
を
少
し
も
軽
減
す
る
も
の
で
は
な
い
。

さ
れ
ば
本
件
上
告
期
間
の
徒
過
は
民
訴
一
五
九
条
に
い
わ
ゆ
る
『
当
事
者
が
其

の
責
に
帰
す
べ
か
ら
ざ
る
事
由
に
よ
り
不
変
期
間
を
遵
守
す
る
こ
と
能
わ
ざ
り

し
場
合
』
に
は
あ
た
ら
な
い
と
解
す
べ
く
、
従
っ
て
追
完
は
許
さ
れ
な
い
も
の

と
い
わ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
」
1
却
下

　
判
旨
に
賛
成
。

一
　
送
達
名
宛
人
が
、
直
接
裁
判
所
に
出
頭
せ
ず
に
代
わ
り
の
者
、
例
え

ば
弁
護
士
事
務
所
の
事
務
員
を
裁
判
所
に
派
遣
し
、
訴
訟
書
類
を
提
出
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

受
領
す
る
こ
と
は
裁
判
所
多
年
の
慣
行
と
さ
れ
て
い
る
．
本
判
例
は
、
は

じ
め
て
書
記
官
か
ら
送
達
報
告
用
紙
の
受
領
者
欄
に
受
領
者
の
記
名
押
印

を
し
た
も
の
を
持
参
し
た
者
に
対
す
る
判
決
正
本
の
交
付
も
民
訴
法
一
六
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（
2
）

三
条
に
よ
る
送
達
と
し
て
適
法
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
．

二
　
送
達
と
は
、
法
定
の
方
式
に
従
っ
て
、
当
事
者
そ
の
他
の
訴
訟
関
係

人
に
対
し
訴
訟
書
類
を
交
付
し
て
そ
の
内
容
を
了
知
さ
せ
る
た
め
に
行
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

わ
れ
る
と
こ
ろ
の
裁
判
機
関
の
訴
訟
行
為
で
あ
る
。
送
達
は
、
原
則
と
し

て
、
送
達
吏
員
が
受
送
達
者
に
送
達
書
類
を
交
付
す
る
と
い
う
方
法
に
よ

　
　
　
　
　
（
4
）

っ
て
行
な
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
送
達
場
所
に
お
い
て
受
送
達
者
に
出
会
わ

な
い
場
合
、
事
務
員
、
雇
人
又
は
同
居
者
で
あ
っ
て
事
理
を
弁
識
す
る
に

足
り
る
知
能
を
具
う
る
者
が
い
る
と
き
は
、
こ
の
者
に
送
達
書
類
を
交
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

し
て
送
達
を
行
な
う
こ
と
が
で
ぎ
る
（
民
訴
法
一
七
一
条
一
項
）
。
こ
の
送
達

は
補
充
送
達
と
い
わ
れ
る
が
、
補
充
送
達
は
、
「
送
達
場
所
に
お
い
て
受

送
達
者
本
人
と
一
定
の
密
接
な
関
係
に
立
ち
、
そ
の
者
に
送
達
書
類
を
交

付
す
れ
ば
直
ち
に
受
送
達
者
本
人
に
到
達
す
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
者
を

法
定
し
、
そ
の
者
に
送
達
書
類
を
交
付
す
る
こ
と
に
よ
り
送
達
が
完
成
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

る
も
の
と
し
た
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
補
充
送
達
に
お
い
て

は
、
事
務
員
は
一
種
法
定
の
受
領
権
限
を
有
す
る
使
者
又
は
弁
護
士
の
補

助
者
（
私
法
上
の
い
わ
ゆ
る
履
行
補
助
者
）
と
し
て
の
性
格
を
有
し
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
本
件
に
お
い
て
B
が
判
決
正
本
を
受
領
し
た
の
は
A
の
事
務
所
で
は
な

く
裁
判
所
で
あ
り
、
従
っ
て
本
件
送
達
は
補
充
送
達
で
は
な
い
．
し
か
し

な
が
ら
、
A
と
B
と
の
関
係
を
み
る
と
、
B
は
A
の
主
宰
す
る
法
律
事
務

所
に
常
勤
し
、
同
人
の
指
揮
命
令
を
受
け
て
法
律
事
務
に
従
事
し
て
い
た

者
で
あ
り
、
民
訴
法
一
七
一
条
の
「
事
務
員
」
に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ

る
。
従
っ
て
、
も
し
B
が
判
決
正
本
の
交
付
を
受
け
た
の
が
A
の
事
務
所

内
で
あ
っ
た
の
な
ら
ば
、
本
件
送
達
は
補
充
送
達
と
し
て
当
然
有
効
と
さ

れ
た
で
あ
ろ
う
．
そ
の
B
が
、
A
の
命
令
に
よ
り
、
裁
判
所
に
出
頭
し
て

判
決
正
本
を
受
領
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
補
充
送
達
が
有
効
と
さ
れ
る
の

で
あ
れ
ば
、
同
様
の
理
に
よ
り
B
の
裁
判
所
で
の
受
領
も
当
然
有
効
と
さ

　
　
　
　
　
（
8
）

れ
る
べ
き
で
あ
る
．
す
な
わ
ち
、
A
が
事
務
所
で
受
領
し
て
も
、
裁
判
所

で
受
領
し
て
も
送
達
は
有
効
で
あ
る
．
な
ら
ば
、
A
の
事
務
所
で
A
の
代

わ
り
に
B
が
受
領
し
て
も
、
A
の
命
令
で
B
が
裁
判
所
に
出
頭
し
て
受
領

し
て
も
同
様
に
送
達
は
有
効
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

　
本
件
で
は
、
A
は
B
に
は
判
決
謄
本
の
受
領
し
か
委
任
し
て
い
な
い
と

主
張
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
判
決
正
本
の
受
領
及
び
そ
の
た
め
に

す
る
印
鑑
の
使
用
に
つ
い
て
は
特
に
明
示
の
許
可
は
与
え
て
い
な
か
っ
た

が
、
謄
本
の
受
領
を
命
じ
、
印
鑑
の
使
用
も
許
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ

の
印
鑑
を
用
い
て
正
本
を
同
時
に
受
領
し
て
も
あ
え
て
A
の
意
に
反
す
る

も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
印
鑑
の
使

用
を
許
可
し
た
こ
と
に
ょ
り
正
本
の
受
領
に
つ
き
黙
示
の
授
権
が
あ
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

と
み
て
も
不
当
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
要
す
る
に
、
本
件
に
お
い
て
は
、
B
に
は
正
当
な
受
領
権
限
が
あ
り
、

A
の
B
は
無
権
限
で
あ
っ
た
と
い
う
主
張
は
不
当
な
も
の
で
あ
り
、
判
決

正
本
の
送
達
は
適
法
に
行
な
わ
れ
た
も
の
と
い
え
る
。

　
実
務
上
、
受
送
達
者
か
ら
書
類
の
受
領
権
限
を
委
ね
ら
れ
た
者
が
裁
判

所
に
出
頭
し
た
場
合
に
、
書
記
官
が
受
送
達
者
本
人
の
受
領
書
等
を
と
っ

て
送
達
を
実
施
す
る
と
い
う
慣
行
が
存
在
す
る
こ
と
は
前
述
し
た
が
、
こ

の
点
に
つ
い
て
は
、
本
件
の
よ
う
に
受
領
権
限
を
め
ぐ
っ
て
後
日
争
い
が
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生
じ
た
り
、
事
務
員
が
悪
意
を
も
っ
て
書
類
を
破
棄
し
た
場
合
な
ど
問
題

が
多
い
と
思
わ
れ
る
．
重
要
な
書
類
の
送
達
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
、
訴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

訟
代
理
人
と
も
慎
重
な
取
り
扱
い
が
望
ま
し
い
．

三
　
次
に
、
A
が
上
告
期
問
を
徒
過
し
た
の
は
A
の
過
失
で
は
な
く
書
記

官
の
過
失
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
民
訴
法
一
五
九
条
に
よ
る
追
完
を
申
し

立
て
て
い
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

　
民
訴
法
一
五
九
条
は
、
「
当
事
者
が
其
の
責
に
帰
す
べ
か
ら
ざ
る
事
由

に
因
り
不
変
期
間
を
遵
守
す
る
こ
と
能
は
ざ
り
し
場
合
に
於
て
は
其
の
事

由
の
止
み
た
る
後
一
週
間
内
に
限
り
解
怠
し
た
る
訴
訟
行
為
の
追
完
を
為

す
こ
と
を
得
」
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
不
変
期
間
の
徒
過
は
裁
判
の

確
定
と
い
う
重
大
か
つ
終
局
的
な
結
果
を
招
き
、
又
通
常
短
期
間
で
あ
る

の
で
、
当
事
者
が
こ
れ
を
利
用
し
よ
う
と
し
て
も
で
き
な
い
状
態
に
あ
っ

て
こ
れ
を
徒
過
し
た
場
合
、
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
こ
と
は
衡
平
の
見
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

か
ら
も
妥
当
で
な
い
か
ら
で
あ
る
．
こ
こ
で
責
に
帰
し
得
な
い
事
由
と
は
、

「
訴
訟
を
や
っ
て
負
け
た
く
な
い
と
思
う
以
上
払
う
べ
き
万
全
の
注
意
を

充
分
に
尽
し
て
も
、
こ
れ
を
避
け
る
こ
と
の
で
ぎ
な
い
と
認
め
ら
れ
る
事

　
　
　
（
1
2
）

由
」
を
い
う
。
当
事
者
の
責
に
帰
す
こ
と
が
で
ぎ
な
い
事
由
が
あ
る
か
否

か
は
、
ま
ず
本
人
に
つ
き
判
断
さ
れ
る
が
、
訴
訟
代
理
人
が
選
任
さ
れ
て

い
る
場
合
に
は
、
訴
訟
代
理
人
も
本
人
と
同
視
さ
れ
、
こ
と
に
弁
護
士
が

訴
訟
代
理
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
法
律
の
専
門
家
で
あ
り
、
当
事
者
に
代

わ
っ
て
訴
訟
行
為
を
追
行
す
る
こ
と
は
そ
の
本
来
の
職
務
で
あ
る
か
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
捻
）

一
般
に
厳
格
な
注
意
義
務
を
負
っ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
．
弁
護
士
の
事
務

員
に
過
失
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
弁
護
士
の
事
務
員
は
履
行
補
助
者
で
あ

る
か
ら
、
民
法
の
履
行
補
助
者
の
過
失
と
同
様
の
理
に
よ
り
、
当
事
者
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

責
に
帰
す
べ
ぎ
事
由
あ
り
と
解
す
べ
き
で
あ
る
．

　
類
似
の
ヶ
ー
ス
と
し
て
は
、
大
審
院
昭
九
・
五
・
一
二
第
三
部
判
は
、

訴
訟
代
理
人
の
事
務
所
で
判
決
正
本
そ
の
他
の
書
類
を
受
領
す
る
権
限
を

付
与
せ
ら
れ
た
筆
生
が
正
本
を
受
領
し
な
が
ら
過
失
に
よ
り
受
領
の
事
実

を
訴
訟
代
理
人
に
告
げ
ず
、
こ
の
為
控
訴
期
間
を
徒
過
し
た
と
ぎ
は
民
訴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巧
）

法
一
五
九
条
に
該
当
せ
ず
と
し
た
．
ま
た
、
最
高
昭
和
二
五
・
九
・
二
一

第
一
小
決
は
、
原
決
定
正
本
が
第
三
者
方
に
設
置
し
て
あ
る
抗
告
代
理
人

の
事
務
所
に
送
達
さ
れ
、
抗
告
代
理
人
が
右
第
三
者
か
ら
原
決
定
正
本
を

受
領
し
た
の
は
、
原
決
定
に
対
す
る
抗
告
申
立
期
間
経
過
後
で
あ
っ
た
と

の
事
由
は
、
不
変
期
間
不
遵
守
に
つ
い
て
当
事
者
の
責
に
帰
す
こ
と
が
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

き
な
い
も
の
と
は
認
め
ら
れ
な
い
、
と
し
て
い
る
．

　
本
件
に
お
い
て
は
、
A
が
判
決
正
本
が
送
達
さ
れ
な
い
為
裁
判
所
に
送

達
を
督
促
し
た
と
こ
ろ
、
書
記
官
の
誤
っ
た
説
明
の
た
め
正
本
受
領
の
事

実
の
判
明
が
遅
れ
た
と
い
う
事
情
が
あ
り
、
こ
の
点
書
記
官
に
過
失
が
あ

っ
た
と
い
え
る
．
し
か
し
な
が
ら
、
本
件
上
告
が
右
送
達
後
法
定
の
期
間

内
に
な
さ
れ
得
な
か
っ
た
の
は
む
し
ろ
B
の
過
失
に
よ
る
所
が
大
で
あ
る
。

B
は
、
弁
護
士
で
あ
り
判
決
正
本
受
領
が
重
大
な
事
実
で
あ
る
こ
と
は
充

分
に
認
識
し
え
た
は
ず
で
あ
り
、
即
刻
事
務
所
を
主
宰
し
て
い
る
A
に
報

告
す
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
全
然
忘
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
過
失

が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
も
や
む
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
A
は
B
に
判

決
謄
本
の
受
領
を
命
じ
て
い
た
の
だ
か
ら
、
こ
の
件
に
つ
い
て
の
報
告
を

聞
く
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
、
そ
う
す
れ
ば
正
本
受
領
の
事
実
に
つ
い
て
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も
容
易
に
判
明
し
た
で
あ
ろ
う
。
A
の
監
督
に
も
問
題
が
あ
っ
た
。
す
な

わ
ち
直
接
A
自
身
に
も
過
失
が
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
い
ず

れ
に
せ
よ
、
本
件
で
は
、
裁
判
所
側
に
過
失
が
存
在
し
た
と
し
て
も
．
上

告
期
間
を
徒
過
し
た
の
は
弁
護
士
側
の
過
失
に
よ
る
所
が
大
で
あ
り
、
自

己
の
責
に
帰
す
べ
か
ら
ざ
る
事
由
に
よ
る
も
の
と
は
い
え
な
い
。
追
完
が

拒
ま
れ
て
や
む
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
よ
う
な
理
由
に
よ
り
判
旨
に
賛
成
で
あ
る
。

　
（
付
記
）
　
本
件
に
つ
い
て
は
、
他
に
三
ヶ
月
・
判
例
民
事
法
昭
和
二
七

年
度
二
一
一
頁
、
川
添
・
判
例
タ
イ
ム
ズ
ニ
三
号
四
〇
頁
、
兼
子
”
染

野
・
判
例
法
学
全
集
上
二
六
〇
頁
の
評
釈
が
あ
る
。

（
1
）
　
斎
藤
編
・
注
解
民
事
訴
訟
法
⑥
一
八
頁
。

（
2
）
　
岩
松
”
兼
子
編
・
法
律
実
務
講
座
民
事
訴
訟
編
第
二
巻
三
二
五
頁
。

（
3
）
　
岩
松
”
兼
子
編
・
前
掲
二
九
一
頁
、
兼
子
・
条
解
民
事
訴
訟
法
H
二
五
頁
、

菊
井
”
村
松
・
民
事
訴
訟
法
1
（
追
補
版
）
九
一
五
頁
。

　 　 ハ パパ　ハ987654））））））
達
場
所
に
い
な
が
ら
、

者
が
特
に
印
鑑
を
渡
す
等
の
行
為
に
よ
っ
て
書
類
の
受
領
権
限
を
与
え
て
い
る

場
合
に
は
、
そ
の
者
は
受
送
達
老
の
委
任
に
よ
る
使
者
と
認
め
ら
れ
る
、
と
し

岩
松
”
兼
子
編
・
前
掲
三
二
〇
頁
．

岩
松
1
1
兼
子
編
・
前
掲
三
二
〇
頁
。

岩
松
聴
兼
子
編
・
前
掲
三
二
〇
頁
。

兼
子
・
前
掲
三
八
頁
、
兼
子
”
染
野
・
判
例
法
学
全
集
上
二
五
七
頁
。

増
田
・
本
件
批
評
・
民
商
法
雑
誌
三
五
巻
五
号
一
四
八
頁
。

増
田
・
前
掲
一
四
八
頁
、
岩
松
…
兼
子
編
・
前
掲
三
一
コ
頁
以
下
は
、
送

　
　
　
　
　
　
事
務
員
、
雇
人
又
は
同
居
者
で
な
い
者
で
も
、
受
送
達

　
て
い
る
。

（
1
0
）
　
菊
井
”
村
松
・
前
掲
九
二
九
頁
、
兼
子
樋
染
野
・
前
掲
二
五
八
頁
。

（
1
1
）
　
兼
子
・
前
掲
二
〇
頁
、
菊
井
”
村
松
・
前
掲
九
〇
二
頁
。

（
12
）
　
兼
子
・
前
掲
二
一
頁
。

（
1
3
）
　
菊
井
”
村
松
・
前
掲
九
〇
六
頁
、
大
審
院
昭
和
五
・
六
・
一
八
民
四
部
判

法
律
評
論
叫
九
巻
民
訴
二
二
七
頁
、
大
審
院
昭
和
六
・
六
・
三
〇
民
五
部
判
法

律
評
論
二
〇
巻
民
訴
五
二
二
頁
．

（
1
4
）
　
弁
護
士
は
、
補
助
者
の
行
為
に
よ
っ
て
利
益
を
得
る
の
で
あ
る
か
ら
、
信

義
則
上
も
補
助
者
に
過
失
が
あ
っ
た
場
合
、
こ
れ
を
弁
護
士
自
身
の
過
失
と
し

て
責
任
を
負
う
ぺ
き
で
あ
る
。
兼
子
・
前
掲
二
二
頁
以
下
は
、
「
但
し
、
ド
イ

　
ツ
の
判
例
学
説
は
一
般
に
、
こ
の
場
合
民
法
上
の
履
行
補
助
者
の
過
失
の
理
論

　に

従
わ
ず
、
選
任
監
督
の
注
意
を
し
て
い
た
場
合
は
責
に
帰
す
べ
き
事
由
と
は

な
ら
な
い
と
す
る
こ
と
に
注
意
す
べ
ぎ
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
．
石
川
・
判
例
百

選
一
七
五
頁
、
我
妻
・
債
権
総
論
一
〇
六
頁
以
下
、
松
坂
・
債
権
総
論
七
〇
頁
、

森
泉
他
・
民
法
講
義
4
債
権
総
論
六
五
頁
。

（
1
5
）
　
民
集
＝
二
巻
一
〇
五
一
頁
、
そ
の
他
、
大
審
院
昭
和
一
五
・
一
〇
・
五
民

四
部
決
法
律
評
論
三
〇
巻
民
訴
三
九
頁
。

（
1
6
）
　
民
集
四
巻
九
号
四
三
三
頁
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
池
　
順
一
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