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四
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一
、
は
じ
め
に

最
近
の
民
事
訴
訟
法
学
の
手
続
保
障
に
関
す
る
議
論
の
成
果
に
は
注
目
す
べ
き
点
が
多
い
。

手
続
保
障
と
判
決
の
効
力
の
関
連
に
つ
い
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（
1
）

て
は
特
に
優
れ
た
論
稿
が
数
多
く
発
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
て
こ
れ
ら
の
議
論
を
通
じ
て
、
十
分
に
手
続
の
保
障
が
な
さ
れ
る
事
が
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

決
の
効
力
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
る
事
が
明
ら
か
に
な
っ
て
来
た
と
考
え
ら
れ
る
。
渉
外
生
活
関
係
の
拡
大
に
よ
り
、
あ
る
国
で
下
さ
れ

た
判
決
を
他
国
で
承
認
す
る
と
い
う
場
合
も
頻
繁
に
な
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
外
国
判
決
の
承
認
と
い
う
場
面
で
も
（
当
該
外
国
判
決
が
判

決
国
に
お
い
て
如
何
な
る
状
況
の
下
で
、
特
に
ど
の
よ
う
な
手
続
保
障
が
尽
く
さ
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
よ
う
に
）
、
手
続
の
保
障
と
い
う
事
が
重
要

な
点
に
な
る
事
に
は
疑
い
が
な
い
。

　
お
り
し
も
、
昭
和
五
八
年
六
月
八
日
に
、
最
高
裁
は
、
そ
れ
ま
で
殆
ん
ど
判
断
さ
れ
る
事
の
無
か
っ
た
い
わ
ゆ
る
手
続
公
序
に
関
し
て
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

初
め
て
そ
の
見
解
を
明
ら
か
に
し
た
。
事
案
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
行
政
区
連
邦
地
方
裁
判
所
に
お
い
て
下
さ
れ
た
外

国
判
決
に
基
い
て
我
国
に
お
い
て
そ
の
執
行
が
求
め
ら
れ
た
と
い
う
も
の
で
、
判
旨
は
、
彼
の
地
と
我
国
の
相
互
の
保
証
の
有
無
を
考
え

る
に
あ
た
っ
て
、
我
国
の
民
事
訴
訟
法
二
〇
〇
条
三
号
の
公
序
に
反
す
る
か
否
か
の
判
断
に
は
、
そ
の
外
国
判
決
の
内
容
の
み
な
ら
ず
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

立
手
続
も
含
ま
れ
る
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
判
決
に
は
、
成
立
手
続
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
事
柄
が
含
ま
れ
る
の
か
が
明
瞭
に

は
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
他
の
民
事
訴
訟
法
二
〇
〇
条
各
号
の
要
件
と
の
関
係
も
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
．
本
稿
は
、
右
最
高
裁
判
決
を
契
機

と
し
て
最
近
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
判
決
の
成
立
手
続
と
い
う
判
決
承
認
の
要
件
、
い
わ
ゆ
る
手
続
公
序
に
関
し
て
の
、
若
干
の

考
察
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
谷
口
「
手
続
保
障
の
基
礎
理
論
の
た
め
に
」
民
訴
雑
誌
二
七
号
二
二
九
頁
以
下
、
井
上
「
手
続
保
障
第
三
の
波
（
一
）
」
法
学
教
室
二
八
号
四

　
　
二
頁
以
下
．

　
（
2
）
　
そ
の
点
の
詳
細
に
つ
い
て
、
拙
稿
「
判
決
効
と
手
続
保
障
に
関
す
る
基
本
視
点
」
慶
鷹
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
論
文
集
二
一
号
三
頁
以

　
　
下
参
照
．

　
（
3
）
　
最
判
昭
五
八
・
六
・
七
民
集
三
七
巻
五
号
六
扁
凶
頁
。

　
（
4
）
　
本
件
の
概
要
は
以
下
の
と
お
り
。
X
が
Y
に
対
し
て
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
コ
ロ
ソ
ビ
ア
特
別
行
政
区
の
連
邦
地
裁
で
得
た
売
掛
代
金
の
支
払
を
命

　
　
ず
る
判
決
に
基
い
て
、
我
国
に
執
行
判
決
が
求
め
ら
れ
た
が
、
Y
は
コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
行
政
区
の
判
決
承
認
の
要
件
は
我
国
の
そ
れ
と
概
ね
一
致
す

67
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る
が
、
判
決
の
成
立
手
続
に
関
す
る
要
件
が
我
国
よ
り
厳
重
で
あ
る
た
め
相
互
の
保
証
に
欠
け
る
可
能
性
が
あ
る
点
を
争
っ
た
．
一
審
・
原
審
と
も

成
立
手
続
も
民
事
訴
訟
法
二
〇
〇
条
三
号
の
公
序
の
一
内
容
と
考
え
得
る
の
で
コ
ロ
γ
ビ
ア
特
別
行
政
区
の
判
決
承
認
の
手
続
の
要
件
と
我
国
の
そ

れ
と
は
重
要
な
点
で
一
致
す
る
と
し
て
Y
敗
訴
の
判
決
を
下
し
た
。
こ
れ
を
不
服
と
し
た
Y
の
上
告
に
応
え
て
最
高
裁
は
「
…
我
が
国
と
当
該
判
決

国
と
の
間
の
相
互
の
保
証
の
有
無
に
つ
い
て
の
判
断
に
あ
た
っ
て
も
、
同
条
三
号
の
規
定
は
、
外
国
裁
判
所
の
判
決
の
み
な
ら
ず
そ
の
成
立
も
我
が

国
の
『
公
ノ
秩
序
又
ハ
善
良
ノ
風
俗
』
に
反
し
な
い
こ
と
を
要
す
る
と
し
た
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
」
と
判
示
し
て
、
Y
の
上
告
を
棄

却
し
た
（
尚
、
本
判
決
は
相
互
の
保
証
要
件
に
関
し
て
従
来
の
判
例
を
変
更
し
た
意
味
で
も
重
要
な
意
義
を
持
っ
が
こ
こ
で
は
割
愛
し
た
）
。

二
、

我
国
の
学
説
の
概
観

68

　
e
　
い
わ
ゆ
る
手
続
公
序
の
内
容

　
い
わ
ゆ
る
手
続
公
序
の
具
体
的
な
内
容
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
の
は
、
外
国
裁
判
所
が
対
席
口
頭
弁
論
を
否
定
し
て
い
な
い
事
、
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

国
の
確
定
判
決
を
無
視
し
て
い
な
い
事
、
当
事
者
が
公
序
に
反
す
る
方
法
で
外
国
判
決
を
確
定
さ
せ
て
い
な
い
事
な
ど
で
あ
っ
た
。
現
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

で
は
こ
れ
ら
に
加
え
て
、
司
法
の
独
立
を
著
し
く
侵
害
さ
れ
た
状
況
の
下
で
判
決
が
下
さ
れ
て
い
な
い
事
、
判
決
が
詐
欺
的
手
段
に
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

成
立
せ
し
め
ら
れ
て
い
な
い
事
、
被
告
の
防
禦
権
が
保
障
さ
れ
て
い
る
事
、
除
斥
忌
避
事
由
に
該
当
す
る
よ
う
な
関
係
の
あ
る
裁
判
官
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

よ
っ
て
判
決
が
な
さ
れ
て
い
な
い
事
な
ど
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
、
必
ず
し
も
学
説
が
一
致
し
て
い
る
と
は

　
　
　
　
（
6
）

言
え
な
い
が
、
承
認
国
か
ら
み
て
、
十
分
な
手
続
保
障
が
な
さ
れ
た
上
で
、
当
該
外
国
判
決
が
下
さ
れ
て
い
た
か
否
か
を
問
お
う
と
し
て

い
る
と
思
わ
れ
る
点
で
諸
説
を
括
り
う
る
。
従
っ
て
、
外
国
判
決
の
手
続
保
障
が
十
分
で
な
か
っ
た
場
合
に
我
国
の
い
わ
ゆ
る
手
続
公
序

に
反
す
る
と
解
し
て
い
る
の
が
通
説
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　
⇔
　
条
文
上
の
根
拠

　
い
わ
ゆ
る
手
続
公
序
が
、
外
国
判
決
承
認
の
要
件
を
定
め
る
民
事
訴
訟
法
二
〇
〇
条
各
号
の
い
ず
れ
を
、
そ
の
条
文
上
の
根
拠
と
し
て
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い
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
、
若
干
の
争
い
が
あ
る
。

　
管
轄
に
関
す
る
民
事
訴
訟
法
二
〇
〇
条
一
号
に
、
条
文
上
の
根
拠
を
求
め
る
学
説
は
、
管
轄
の
騙
取
の
よ
う
な
場
合
に
そ
の
可
能
性
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

あ
る
事
を
示
唆
す
る
学
説
を
除
け
ば
殆
ん
ど
無
い
。

　
同
条
四
号
に
そ
れ
を
求
め
る
見
解
も
、
現
時
点
で
は
見
当
ら
な
い
。
同
号
の
相
互
の
保
証
を
、
相
対
的
に
解
す
る
事
に
よ
っ
て
、
相
手

国
が
い
わ
ゆ
る
手
続
公
序
を
外
国
判
決
承
認
の
要
件
と
し
て
い
る
限
度
で
、
我
国
に
お
い
て
も
、
こ
れ
を
要
件
と
す
る
可
能
性
も
無
い
わ

け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
相
互
の
保
証
が
存
在
す
る
か
否
か
は
、
承
認
以
前
に
決
ま
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
相
手
国
と
の
関

係
で
承
認
の
要
件
が
可
変
と
な
る
事
は
許
さ
れ
な
い
。
従
っ
て
こ
の
よ
う
な
可
能
性
を
認
め
る
事
は
で
き
な
い
。

　
二
号
が
想
定
す
る
、
敗
訴
日
本
人
被
告
が
公
示
送
達
に
よ
ら
ず
に
訴
訟
の
開
始
を
知
ら
さ
れ
る
事
が
、
い
わ
ゆ
る
手
続
公
序
の
一
類
型

で
あ
る
点
に
つ
い
て
は
、
学
説
上
争
い
は
な
い
。
し
か
し
、
二
号
を
類
推
あ
る
い
は
拡
大
し
て
解
釈
す
る
事
に
よ
っ
て
、
そ
の
他
の
い
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

ゆ
る
手
続
公
序
の
類
型
を
扱
お
う
と
す
る
所
説
と
、
二
号
の
規
定
の
体
裁
か
ら
考
え
て
、
類
推
あ
る
い
は
拡
大
し
た
解
釈
に
は
無
理
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

り
、
他
の
条
文
上
の
根
拠
に
よ
っ
て
、
他
の
類
型
を
扱
う
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
所
説
が
あ
る
。

　
い
わ
ゆ
る
手
続
公
序
の
類
型
は
基
本
的
に
は
三
号
の
公
序
の
一
内
容
と
考
え
る
の
が
多
数
説
で
あ
る
．
二
号
に
根
拠
を
求
め
る
少
数
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

は
、
多
数
説
の
よ
う
に
三
号
の
公
序
の
一
内
容
と
解
す
る
と
、
公
序
の
概
念
が
肥
大
化
す
る
点
を
危
惧
し
て
い
る
。
多
数
説
は
少
数
説
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヘ

共
感
を
抱
き
な
が
ら
も
、
二
号
が
、
「
敗
訴
ノ
被
告
力
日
本
人
ナ
ル
場
合
二
於
テ
公
示
送
達
二
依
ラ
ス
シ
テ
訴
訟
ノ
開
始
二
必
要
ナ
ル
呼

ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

出
若
ハ
命
令
ノ
送
達
ヲ
受
ヶ
タ
ル
コ
ト
又
ハ
之
ヲ
受
ヶ
サ
ル
モ
応
訴
シ
タ
ル
コ
ト
」
（
傍
点
筆
者
）
と
い
う
非
常
に
限
定
的
な
規
定
で
あ
る

た
め
に
、
こ
れ
を
類
推
あ
る
い
は
拡
大
す
る
解
釈
に
は
な
じ
ま
な
い
と
い
う
、
先
に
触
れ
た
反
論
を
し
て
い
る
。

　
㊧
　
い
わ
ゆ
る
手
続
公
序
に
関
す
る
通
説

　
い
わ
ゆ
る
手
続
公
序
の
内
容
と
し
て
、
当
該
外
国
判
決
が
下
さ
れ
た
手
続
が
十
分
に
手
続
保
障
を
な
さ
れ
て
い
た
事
が
考
え
ら
れ
る
と

し
て
も
、
具
体
例
に
関
し
て
は
必
ず
し
も
一
致
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
も
と
も
と
手
続
保
障
と
い
う
事
柄
自
体
が
、
学
説
上
未
だ
充
分

69
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に
展
開
形
成
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
そ
の
外
縁
部
分
で
、
諸
説
の
扱
い
が
区
々
と
な
る
の
は
已
む
を
得
な
い
と
言
え
よ
う
．
こ
れ
は
、
い

ず
れ
手
続
保
障
に
関
す
る
理
論
の
発
展
に
よ
っ
て
克
服
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
が
非
難
さ
れ
る
べ
き
点
で
は
な
い
。

　
一
方
、
条
文
上
の
根
拠
の
点
に
つ
い
て
は
、
少
数
説
、
多
数
説
の
対
立
は
あ
る
も
の
の
、
両
説
は
も
と
も
と
同
根
の
も
の
で
あ
っ
て
、

二
号
と
三
号
の
い
ず
れ
に
根
拠
を
求
め
る
か
と
い
う
二
者
択
一
的
な
問
題
な
の
だ
と
す
れ
ば
、
本
質
的
な
間
題
点
で
は
な
い
。
も
と
も
と
、

少
数
説
の
危
惧
は
、
公
序
概
念
の
肥
大
化
に
関
し
て
の
も
の
で
あ
る
が
、
二
号
の
類
推
あ
る
い
は
拡
大
と
い
う
事
は
、
単
に
公
序
と
い
う

言
葉
を
使
用
し
な
い
と
い
う
事
に
過
ぎ
ず
、
実
際
上
は
、
同
様
の
危
険
を
内
含
す
る
点
で
、
多
数
説
に
対
す
る
批
判
と
し
て
、
的
を
射
た

も
の
と
は
言
い
難
い
。
の
み
な
ら
ず
．
少
な
く
と
も
公
序
に
は
自
ら
一
定
の
限
界
が
あ
る
の
に
比
べ
て
、
二
号
の
類
推
あ
る
い
は
拡
大
に

は
、
限
界
が
そ
れ
自
体
に
ば
な
い
と
も
言
え
る
か
ら
、
肥
大
化
の
危
険
は
か
え
っ
て
少
数
説
の
方
に
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
上
．

二
号
の
制
限
的
文
言
は
、
類
推
あ
る
い
は
拡
大
を
許
す
も
の
と
は
、
到
底
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
、
少
数
説
に
与
す
る
事
は
で
き
な
い
。
と

こ
ろ
で
、
こ
の
点
に
関
す
る
多
数
説
は
（
い
わ
ゆ
る
手
続
公
序
に
触
れ
て
い
る
学
説
が
少
な
い
が
）
、
触
れ
て
い
る
学
説
の
殆
ん
ど
が
こ
の
見
解

を
採
る
と
い
う
意
味
で
、
通
説
と
言
え
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
、
以
下
で
は
通
説
と
し
て
扱
う
事
に
す
る
。

　
従
っ
て
、
以
下
で
は
、
い
わ
ゆ
る
手
続
公
序
に
つ
い
て
の
通
説
を
、
「
外
国
判
決
が
下
さ
れ
た
手
続
が
十
分
な
手
続
保
障
を
な
さ
れ
て

い
た
事
を
、
我
国
の
民
事
訴
訟
法
二
〇
〇
条
三
号
に
い
う
公
序
の
一
内
容
と
理
解
し
て
、
外
国
判
決
承
認
の
要
件
と
す
る
」
と
い
う
立
場

と
考
え
て
、
論
を
進
め
る
事
に
す
る
。

　
（
1
）
　
岩
本
H
三
ヶ
尻
・
要
論
（
下
）
二
〇
七
頁
、
細
野
・
要
義
N
二
二
七
頁
、
松
岡
・
註
釈
U
一
二
一
二
頁
．

　
（
2
）
矢
ケ
崎
畦
村
松
編
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
民
訴
H
二
〇
三
頁
。

　
（
3
）
　
高
桑
「
外
国
判
決
の
承
認
及
び
執
行
」
新
・
実
務
民
事
訴
訟
講
座
（
7
）
一
四
二
頁
、
道
垣
内
「
渉
外
判
例
研
究
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
二
二
号
一

　
　
九
八
○
頁
（
前
掲
最
判
の
一
審
判
決
の
評
釈
）
、
松
岡
「
国
際
取
引
に
お
け
る
外
国
判
決
の
承
認
と
執
行
」
阪
大
法
学
コ
三
二
・
コ
ニ
四
号
五
一
頁
。

　
（
4
）
　
高
桑
・
前
掲
一
四
二
頁
、
三
井
・
注
解
強
制
執
行
法
ω
一
四
五
頁
。

　
（
5
）
　
高
桑
・
前
掲
一
四
二
頁
。
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桜
田
・
判
例
評
論
二
八
八
号
三
〇
頁
（
前
掲
最
判
の
原
審
判
決
の
評
釈
）
。

桜
田
・
前
掲
一
三
頁
。

貝
瀬
「
渉
外
判
例
研
究
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
九
一
号
一

桜
田
・
前
掲
一
三
頁
、
松
岡
・
前
掲
五
二
頁
。

貝
瀬
・
前
掲
一
一
〇
頁
。

一
〇
頁
（
前
掲
最
判
の
原
審
判
決
の
評
釈
）
。

いわゆる手続公序に関する一試論

三
、
考

察

　
e
　
通
説
に
対
す
る
疑
問

　
ω
　
再
審
制
度
と
の
関
係

　
通
説
の
挙
げ
る
い
わ
ゆ
る
手
続
の
公
序
の
具
体
例
は
、
我
国
の
民
事
訴
訟
法
四
二
〇
条
に
規
定
さ
れ
る
再
審
の
要
件
に
近
似
す
る
。
判

決
手
続
に
お
い
て
、
手
続
の
保
障
は
既
判
力
の
基
礎
と
し
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
か
ら
、
手
続
の
保
障
が
十
分
に
な
さ
れ
て
い
な
い
手
続

の
結
果
得
ら
れ
た
判
決
に
．
既
判
力
が
尚
そ
の
ま
ま
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
取
扱
い
を
許
す
事
は
で
き
な
い
。
従
っ
て
．
外
国
判
決
の
得
ら

れ
る
に
至
っ
た
手
続
が
十
分
な
保
障
の
下
に
あ
っ
た
か
否
か
の
具
体
例
が
、
そ
れ
と
近
似
す
る
の
も
無
理
か
ら
ぬ
事
と
、
言
わ
ね
ば
な
ら

な
い
。
し
か
し
、
そ
の
事
は
、
実
質
的
に
は
、
承
認
手
続
が
再
審
手
続
的
役
割
を
果
た
す
事
を
も
意
味
す
る
。

　
そ
も
そ
も
再
審
は
、
我
国
に
お
い
て
外
国
判
決
の
効
力
が
認
め
ら
れ
る
事
を
前
提
と
し
て
、
論
じ
ら
れ
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の

効
力
の
存
否
を
決
す
る
手
続
に
お
い
て
再
審
の
要
件
の
存
否
を
審
査
す
る
の
で
は
、
効
力
の
存
否
の
判
断
過
程
に
、
あ
た
か
も
そ
の
存
在

を
前
提
と
す
る
よ
う
な
判
断
過
程
が
優
先
す
る
よ
う
な
、
論
理
的
先
後
関
係
の
逆
転
を
是
認
す
る
事
に
な
る
。

　
た
と
え
両
判
断
過
程
が
同
時
に
進
行
し
う
る
と
し
て
も
問
題
が
起
る
．
再
審
は
一
審
の
係
属
し
て
い
た
裁
判
所
を
管
轄
裁
判
所
と
す
る

の
が
通
常
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
再
審
が
一
審
の
裁
判
所
で
な
さ
れ
る
の
が
好
ま
し
い
あ
る
い
は
そ
こ
で
や
る
事
が
必
要
だ
か
ら
で
あ
り
、
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再
審
要
件
の
審
査
は
一
審
の
な
さ
れ
た
裁
判
所
が
専
属
管
轄
権
を
有
す
る
の
が
筋
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
．
い
わ
ゆ
る
手
続
公
序

は
、
再
審
要
件
に
近
似
す
る
か
ら
、
管
轄
に
つ
い
て
も
一
審
が
係
属
し
た
裁
判
所
に
係
属
さ
せ
る
方
が
、
妥
当
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
．
そ

の
点
で
、
通
説
の
よ
う
に
我
国
に
お
い
て
間
い
う
る
と
す
る
よ
り
は
、
当
該
判
決
を
下
し
た
判
決
国
に
そ
の
点
の
審
査
を
ま
か
せ
る
方
が

よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
最
近
、
外
国
判
決
の
承
認
に
お
い
て
安
定
性
と
正
当
性
の
均
衡
が
保
た
れ
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
事
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
承
認
手

続
は
、
承
認
国
に
お
け
る
安
定
性
に
関
す
る
問
題
で
あ
り
、
再
審
手
続
は
、
基
本
的
に
は
、
判
決
国
に
お
け
る
正
当
性
に
関
す
る
問
題
で

あ
ろ
う
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
手
続
公
序
を
要
件
に
加
え
る
事
は
、
承
認
国
の
安
定
性
と
判
決
国
の
正
当
性
を
、
同
次
元
の
問
題
と
し
て
扱
う

可
能
性
を
、
意
味
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
．
し
か
し
、
承
認
国
に
お
け
る
安
定
性
と
正
当
性
と
、
判
決
国
に
お
け
る
安
定
性
と
正
当
性

と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
と
し
て
独
立
で
あ
る
べ
き
で
、
そ
れ
ぞ
れ
で
完
結
す
れ
ば
良
い
筈
の
性
質
の
も
の
で
あ
り
、
右
の
よ
う

な
混
同
は
不
当
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
⑧
　
内
容
審
査
と
の
関
係

　
民
事
執
行
法
二
四
条
二
項
の
規
定
か
ら
、
我
国
に
お
い
て
は
、
承
認
に
お
け
る
内
容
審
査
が
許
さ
れ
な
い
と
い
う
解
釈
が
得
ら
れ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

い
う
点
で
学
説
上
の
争
い
は
な
い
。
但
、
審
査
の
資
料
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
判
決
書
の
主
文
に
限
定
す
る
考
え
方
と
、
理
由
中
の
判
断

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

に
ま
で
拡
げ
て
よ
い
と
す
る
考
え
方
の
対
立
が
あ
る
。
前
説
に
従
え
ば
内
容
審
査
の
危
険
は
殆
ん
ど
な
い
が
．
後
説
に
従
え
ば
内
容
審
査

の
危
険
が
生
じ
る
の
は
否
め
な
い
。
し
か
し
、
内
容
を
審
査
す
る
事
、
す
な
わ
ち
外
国
判
決
の
内
容
が
正
当
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
事
と
、

我
国
の
承
認
要
件
を
満
た
し
て
い
る
か
否
か
と
い
う
事
と
は
、
本
質
的
に
異
る
か
ら
、
範
囲
が
拡
が
る
事
自
体
に
は
問
題
が
無
い
．
確
か

に
、
範
囲
が
拡
が
れ
ば
内
容
が
目
に
触
れ
る
機
会
も
多
く
な
る
か
ら
、
内
容
審
査
へ
の
危
険
も
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
承
認
要

件
と
内
容
と
の
峻
別
に
よ
っ
て
回
避
し
う
る
。
主
文
に
限
る
と
い
う
考
え
方
は
、
内
容
審
査
の
危
険
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
意
図
自
体
は

評
価
で
き
る
が
、
右
に
述
べ
た
よ
う
に
理
由
の
部
分
を
範
囲
に
含
ま
せ
る
と
考
え
て
も
達
成
で
き
る
か
ら
、
範
囲
を
狭
め
ね
ば
な
ら
な
い
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必
然
性
は
な
い
．
の
み
な
ら
ず
、
何
ら
か
の
要
件
が
あ
っ
て
、
こ
れ
が
満
た
さ
れ
て
い
る
か
否
か
を
調
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
に
、
そ

の
調
査
の
材
料
が
制
限
さ
れ
て
い
て
は
、
充
分
に
こ
れ
を
し
つ
く
す
事
は
不
可
能
で
あ
る
．
そ
の
意
味
で
審
査
の
範
囲
の
広
狭
の
議
論
は

焦
点
を
は
ず
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
話
は
む
し
ろ
審
査
の
要
件
の
立
て
方
自
体
が
内
容
審
査
に
つ
な
が
ら
な
い
よ
う
に
す
る
方
向

で
な
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
承
認
要
件
が
確
立
さ
れ
れ
ば
、
審
査
の
範
囲
は
そ
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
か
否
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め

に
．
無
限
で
あ
っ
て
か
ま
わ
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
審
査
の
た
め
に
無
限
に
拡
が
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
と
も
と
、
要
件
自
体

が
内
容
審
査
に
は
絶
対
に
関
わ
ら
な
い
も
の
で
あ
れ
ば
、
審
査
の
範
囲
は
広
く
て
も
、
内
容
審
査
の
危
険
は
な
い
し
、
逆
に
立
て
ら
れ
た

要
件
は
徹
底
的
に
調
査
し
て
然
る
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
無
限
に
許
さ
れ
る
の
が
筋
だ
と
し
て
も
、
広
範
囲
な
審
査
を
必
要
と
す
る

よ
う
な
要
件
が
正
当
で
あ
る
か
否
か
は
、
別
な
問
題
と
し
て
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
い
わ
ゆ
る
手
続
公
序
に
反
す
る
か
否
か
の
判
定

は
、
手
続
公
序
と
い
う
も
の
を
通
説
の
よ
う
に
理
解
す
る
限
り
、
判
決
書
に
記
載
さ
れ
た
内
容
す
ら
も
越
え
て
、
外
国
訴
訟
手
続
の
個
々

の
手
続
状
況
を
も
そ
の
審
査
の
範
囲
に
加
え
ね
ば
な
ら
な
い
事
に
な
る
。
そ
の
点
で
は
、
実
体
的
な
公
序
以
上
に
実
質
審
査
に
接
近
す
る
．

ド
イ
ッ
で
は
、
新
証
拠
の
提
出
を
禁
ず
る
と
い
う
方
策
を
立
て
る
が
、
そ
の
事
は
逆
に
、
そ
う
い
う
証
拠
が
い
わ
ゆ
る
手
続
公
序
に
と
っ

て
、
必
要
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
示
唆
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
の
よ
う
な
実
質
審
査
に
接
近

す
る
危
険
性
を
持
つ
要
件
の
立
て
方
の
当
否
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
審
査
の
範
囲
を
限
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
危

険
を
胎
む
要
件
の
立
て
方
に
は
首
肯
し
え
な
い
。
さ
ら
に
、
個
々
の
手
続
の
一
部
始
終
を
審
査
の
範
囲
に
加
え
る
事
は
、
一
種
の
内
容
審

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

査
そ
の
も
の
で
あ
る
と
さ
え
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
点
か
ら
考
え
て
も
、
い
わ
ゆ
る
手
続
公
序
（
通
説
の
い
う
よ
う
な
意
味
で
の
手

続
公
序
）
を
、
判
決
承
認
の
要
件
の
一
つ
と
す
る
通
説
に
は
疑
間
を
持
た
ざ
る
を
得
な
い
．

　
㈹
　
国
際
的
二
重
起
訴
禁
止
と
の
関
係

　
い
わ
ゆ
る
国
際
的
二
重
起
訴
禁
止
と
い
う
事
に
関
し
て
は
、
従
来
の
、
「
外
国
に
お
け
る
訴
訟
係
属
は
我
国
と
の
関
係
で
は
何
ら
意
味

を
持
た
な
い
の
で
、
国
際
的
な
二
重
起
訴
を
禁
止
す
る
と
い
う
考
え
方
は
成
り
立
た
な
い
」
と
い
う
通
説
に
対
し
て
、
最
近
そ
の
不
当
性
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（
5
）

を
指
摘
し
て
、
何
ら
か
の
形
で
こ
れ
を
禁
止
し
よ
う
と
す
る
考
え
方
が
有
力
に
な
り
つ
つ
あ
る
．
特
に
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
所
説
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

ド
イ
ッ
的
な
処
理
に
類
似
し
た
取
扱
い
を
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
外
国
判
決
承
認
の
規
定
を
設
け
る
と
い
う
事
は
、
外

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

国
の
判
決
手
続
の
結
果
を
我
国
に
お
い
て
評
価
す
る
事
に
他
な
ら
な
い
．
結
果
が
評
価
さ
れ
る
以
上
、
こ
の
結
果
に
向
け
て
為
さ
れ
る
手

ヤ

続
も
、
内
国
に
お
け
る
そ
れ
と
同
様
の
評
価
を
う
け
る
と
考
え
る
方
が
一
貫
す
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
の
有
力
な
所
説
は
正
当
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
右
の
有
力
説
に
よ
れ
ば
、
国
際
的
二
重
起
訴
禁
止
と
い
う
原
則
に
触
れ
る
か
否
か
は
、
当
該
外
国
判
決
が
我
国
に
お
い
て

承
認
さ
れ
る
か
否
か
と
い
う
判
断
を
前
提
と
す
る
の
で
、
こ
の
承
認
予
測
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
承
認
す
る

と
い
う
事
か
ら
、
外
国
訴
訟
係
属
を
評
価
す
る
可
能
性
が
あ
る
事
を
推
論
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
承
認
予
測
が
国
際
的
二
重
起
訴
禁
止
に

お
い
て
、
必
然
的
で
あ
る
の
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、
い
わ
ゆ
る
手
続
公
序
を
外
国
判
決
承
認
の
要
件
に
加
え
る
事
を
前
提
に
考
え
る

と
、
承
認
予
測
は
殆
ん
ど
不
可
能
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
民
事
訴
訟
法
二
〇
〇
条
二
号
に
掲
げ
ら
れ
た
要
件
の
み
は
、
既
に
訴
訟
係
属

し
て
い
る
訴
訟
に
あ
っ
て
は
、
訴
訟
開
始
当
時
の
過
去
の
問
題
と
し
て
、
満
た
し
て
い
る
か
否
か
の
判
断
、
す
な
わ
ち
承
認
予
測
を
な
し

う
る
が
、
そ
れ
以
外
の
い
わ
ゆ
る
手
続
公
序
の
類
型
の
多
く
は
、
こ
れ
か
ら
先
の
将
来
に
お
け
る
手
続
の
問
題
で
あ
っ
て
、
当
該
訴
訟
が

終
了
し
て
初
め
て
そ
の
審
査
が
可
能
と
な
る
の
で
、
承
認
予
測
も
不
可
能
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
．
も
ち
ろ
ん
、
予
測
は
可
能
な
限
り
で

判
断
さ
れ
れ
ば
良
い
と
考
え
る
事
も
で
ぎ
る
が
、
そ
れ
は
む
し
ろ
予
測
す
る
事
自
体
を
無
意
味
に
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
正
当
と
は
思
わ

れ
な
い
。
承
認
予
測
の
要
件
を
国
際
的
二
重
起
訴
の
禁
止
に
お
い
て
は
問
わ
な
い
と
い
う
姿
勢
も
あ
り
う
る
が
、
承
認
予
測
は
国
際
的
二

重
起
訴
の
禁
止
に
と
っ
て
必
然
的
な
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
除
く
事
は
、
よ
っ
て
立
つ
基
礎
そ
の
も
の
を
失
う
事
を
意
味
す
る
と
思
わ
れ

る
の
で
、
矢
張
り
正
当
と
は
思
わ
れ
な
い
．
従
っ
て
残
さ
れ
た
考
え
方
は
、
承
認
予
測
の
要
件
か
ら
民
事
訴
訟
法
二
〇
〇
条
二
号
の
場
合

を
除
く
他
の
い
わ
ゆ
る
手
続
公
序
の
類
型
を
除
外
す
る
事
以
外
に
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
．
換
言
す
れ
ば
、
外
国
判
決
の
承
認
要
件
に

は
、
い
わ
ゆ
る
手
続
公
序
（
通
説
が
い
う
意
味
で
の
）
は
含
め
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
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以
上
の
事
か
ら
、
承
認
予
測
を
前
提
と
す
る
国
際
二
重
起
訴
禁
止
に
と
っ
て
、
外
国
判
決
承
認
要
件
に
「
い
わ
ゆ
る
」
手
続
公
序
を
含

め
る
と
い
う
通
説
に
は
、
疑
問
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
．

　
⑥
　
手
続
は
法
廷
地
法
に
よ
る
と
い
う
原
則
と
の
関
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
マ
リ

　
手
続
は
法
廷
地
法
に
よ
る
と
い
う
原
則
は
、
現
在
に
お
い
て
も
通
説
と
し
て
の
地
位
を
占
め
て
い
る
。
例
外
的
な
取
扱
い
が
必
要
な
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

合
も
あ
り
う
る
事
を
指
摘
す
る
所
説
も
あ
る
が
、
基
本
的
な
姿
勢
と
し
て
、
こ
の
原
則
自
体
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　
確
か
に
あ
る
外
国
判
決
に
つ
い
て
実
体
的
公
序
と
は
別
に
、
そ
れ
が
成
立
す
る
ま
で
の
手
続
自
体
を
対
象
と
す
る
よ
う
な
手
続
的
公
序

と
い
う
も
の
が
、
考
え
ら
れ
る
余
地
は
充
分
に
あ
る
。
し
か
し
、
実
体
法
は
各
国
の
衝
突
規
則
に
よ
っ
て
、
準
拠
法
を
と
り
こ
む
事
に
よ

り
、
完
全
な
法
廷
地
法
主
義
的
取
扱
い
は
な
さ
れ
な
い
。
従
っ
て
、
実
体
法
上
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
承
認
国
に
お
い
て
も
あ
る
程
度
の

独
自
の
立
場
を
と
る
事
が
許
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
、
実
体
的
公
序
を
考
慮
す
る
余
地
が
あ
り
得
る
訳
で
あ
る
．
と
こ
ろ
が
、
手
続
は
、

原
則
的
に
法
廷
地
法
主
義
を
絶
対
と
し
て
確
立
さ
せ
て
い
る
の
で
、
手
続
的
公
序
を
承
認
国
が
考
慮
す
る
の
は
難
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

も
と
も
と
「
い
わ
ゆ
る
」
手
続
公
序
を
外
国
判
決
の
承
認
に
お
い
て
間
う
と
い
う
事
は
、
ひ
ら
た
く
言
え
ば
、
判
決
国
と
承
認
国
に
手
続

の
や
り
方
に
相
違
が
あ
る
時
に
、
判
決
国
の
や
り
方
で
は
な
く
承
認
国
の
や
り
方
を
、
優
先
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
味
を
持
つ
。
た
と
え
そ

の
問
い
う
る
場
合
を
、
判
決
国
の
手
続
が
著
し
く
不
当
な
場
合
に
限
定
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
意
味
が
無
く
な
る
訳
で
は
な
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
従
っ
て
、
部
分
的
に
で
は
あ
れ
手
続
は
法
廷
地
法
に
よ
る
と
い
う
原
則
が
大
き
く
後
退
す
る
事
態
は
免
れ
ま
い
．
そ
う
し
た
点

か
ら
も
、
「
い
わ
ゆ
る
」
手
続
公
序
を
、
外
国
判
決
承
認
の
要
件
に
含
め
る
通
説
に
は
、
疑
問
を
持
た
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
．

　
㈲
　
民
事
訴
訟
法
二
〇
〇
条
の
規
定
の
体
裁
と
の
関
係

　
通
説
が
民
事
訴
訟
法
二
〇
〇
条
二
号
に
他
の
い
わ
ゆ
る
手
続
公
序
の
類
型
を
含
め
て
考
え
る
事
は
で
き
な
い
と
す
る
理
由
が
、
同
号
の

限
定
的
な
表
現
に
求
め
ら
れ
て
い
る
事
は
既
に
述
べ
た
。
し
か
し
こ
の
批
判
は
そ
の
「
い
わ
ゆ
る
」
手
続
公
序
の
類
型
の
条
文
上
の
根
拠

を
、
同
号
に
は
求
め
ら
れ
な
い
と
い
う
事
を
説
明
す
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
通
説
が
三
号
の
公
序
に
条
文
上
の
根
拠
を
求
め
よ
う
と
す
る
立
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場
を
、
直
接
基
礎
づ
け
る
も
の
で
は
な
い
．
従
っ
て
、
通
説
は
、
外
国
判
決
手
続
が
不
当
で
あ
る
場
合
に
何
故
我
国
の
公
序
に
反
す
る
事

に
な
る
の
か
と
い
う
理
由
を
、
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
．
の
み
な
ら
ず
、
民
事
訴
訟
法
二
〇
〇
条
二
号
の
限
定
的

な
文
言
が
、
同
号
の
類
推
あ
る
い
は
拡
大
を
許
す
も
の
で
は
な
い
と
い
う
指
摘
は
、
通
説
と
こ
の
点
に
関
す
る
少
数
説
と
が
同
根
で
あ
る

事
を
考
え
あ
わ
せ
れ
ば
、
通
説
に
と
っ
て
も
決
定
的
な
指
摘
と
な
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
．
民
事
訴
訟
法
二
〇
〇
条
は
二
号
に
限
ら
ず
、

全
体
と
し
て
非
常
に
限
定
的
な
表
現
を
用
い
て
い
る
た
め
に
、
そ
の
体
裁
の
欠
点
が
指
摘
さ
れ
、
種
々
の
批
判
が
な
さ
れ
て
き
た
．
し
か

し
、
解
釈
論
と
し
て
、
条
文
に
忠
実
な
態
度
を
と
る
限
り
、
民
事
訴
訟
法
二
〇
〇
条
は
全
体
と
し
て
、
二
号
以
外
の
い
わ
ゆ
る
手
続
公
序

の
類
型
を
問
わ
な
い
と
い
う
姿
勢
を
．
二
号
の
場
合
に
だ
け
非
常
に
限
定
し
て
外
国
判
決
承
認
の
要
件
と
し
て
規
定
し
た
と
い
う
立
法
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

の
態
度
か
ら
、
窺
い
知
る
事
も
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
確
か
に
、
い
わ
ゆ
る
手
続
公
序
の
他
の
類
型
の
存
在
を
、
立
法
者
が
知
ら
な

か
っ
た
と
い
う
可
能
性
も
あ
り
、
そ
の
た
め
に
、
外
国
判
決
承
認
の
要
件
と
し
て
の
そ
の
点
に
関
す
る
立
法
が
な
か
っ
た
と
い
う
事
も
考

え
ら
れ
な
い
訳
で
は
な
い
。
事
実
、
同
条
の
立
法
時
に
お
け
る
委
員
会
の
応
酬
を
見
て
も
、
そ
の
点
に
関
す
る
議
論
は
無
か
っ
た
よ
う
に

　
　
　
　
（
P
）

も
思
わ
れ
る
．
し
か
し
、
民
事
訴
訟
法
典
が
全
体
と
し
て
、
手
続
の
保
障
に
つ
い
て
の
規
定
を
欠
い
て
い
た
訳
で
は
な
い
。
先
に
触
れ
た

再
審
手
続
の
規
定
の
存
在
は
そ
の
例
証
と
も
言
え
よ
う
。
従
っ
て
、
当
時
の
立
法
者
も
、
手
続
の
保
障
の
必
要
性
を
既
に
意
識
し
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
周
到
な
立
法
者
の
こ
の
点
に
関
す
る
誤
り
は
無
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
て
、
右
の
よ
う
に
解
す
る
限
り
、

民
事
訴
訟
法
二
〇
〇
条
二
号
に
「
い
わ
ゆ
る
」
手
続
公
序
の
条
文
上
の
根
拠
を
求
め
得
な
い
と
い
う
事
を
、
二
号
の
限
定
的
な
文
言
を
理

由
に
結
論
す
る
通
説
は
、
同
条
全
体
の
制
限
的
な
文
言
を
類
推
な
い
し
拡
大
す
る
可
能
性
を
持
つ
と
い
う
意
味
で
、
矛
盾
し
た
も
の
で
は

な
い
か
と
い
う
疑
い
を
持
た
ざ
る
を
得
な
い
。
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（
1
）

（
2
）

（
3
）

松
岡
・
前
掲
二
六
頁
。

兼
子
・
新
修
民
事
訴
訟
法
体
系
三
三
九
頁
．

矢
ヶ
崎
・
前
掲
二
〇
三
頁
、
菊
井
“
村
松
・
全
訂
民
事
訴
訟
法
－
一

一
三
八
頁
、
高
桑
・
前
掲
一
四
二
頁
。



（
4
）
　
三
ッ
木
「
渉
外
判
例
研
究
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
二
〇
号
一
〇
八
頁
（
前
掲
最
判
の
判
例
評
釈
）
．

（
5
）
　
伊
東
「
国
際
二
重
訴
訟
の
鍵
点
」
慶
慮
義
塾
創
立
一
二
五
年
記
念
論
文
集
法
学
部
法
律
学
関
係
三
頁
以
下
、
道
垣
内
「
国
際
的
訴
訟
競
合
」
法

協
九
九
巻
一
一
五
一
頁
以
下
。

（
6
）
　
当
該
外
国
の
判
決
の
承
認
が
予
測
さ
れ
る
場
合
に
は
、
国
際
的
二
重
起
訴
の
禁
止
に
触
れ
る
と
い
う
考
え
方
。
法
制
と
し
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
・

イ
タ
リ
ア
型
（
自
国
の
訴
訟
係
属
が
優
先
す
る
．
例
え
ば
イ
タ
リ
ア
民
事
訴
訟
法
三
条
）
、
イ
ギ
リ
ス
・
ア
メ
リ
カ
型
（
基
本
的
に
は
全
く
顧
慮
し

　
な
い
）
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
H
9
彰
碧
ω
鼠
器
ざ
ぎ
富
ヨ
暮
ご
鍔
一
9
ゑ
一
零
8
＆
ξ
ρ
㎝
命
（
一
〇
爲
γ

（
7
）
　
渡
辺
・
国
際
私
法
概
論
二
四
八
頁
。

（
8
）
　
澤
木
「
『
手
続
は
法
廷
地
法
に
よ
る
』
の
原
則
に
つ
い
て
」
立
教
法
学
一
三
号
三
一
頁
以
下
。

（
9
）
　
江
川
「
外
国
判
決
の
承
認
」
法
協
五
〇
巻
コ
号
二
〇
六
八
頁
は
「
…
…
判
決
が
如
何
な
る
手
続
に
依
っ
て
為
さ
れ
る
か
は
問
ふ
処
で
は
な
い

　
…
…
」
と
し
て
、
二
〇
〇
条
二
号
を
「
一
の
例
外
」
と
解
釈
し
て
い
る
。

（
1
0
）
　
こ
の
間
の
詳
細
に
つ
い
て
、
矢
ケ
崎
「
外
国
判
決
の
承
認
並
に
そ
の
条
件
に
関
す
る
輔
考
察
（
一
）
」
国
際
法
外
交
雑
誌
六
〇
巻
一
号
四
二
頁
。

いわゆる手続公序に関する一試論

　
O
　
比
較
法
的
検
討

　
ω
　
米
法
上
の
取
扱
い

　
米
法
上
、
判
決
承
認
に
関
す
る
制
定
法
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
．
、
q
旨
馬
零
ヨ
岡
o
お
貫
ロ
竃
9
亀
『
q
尉
舅
窪
冨
閑
8
品
巳
ぎ
昌
卜
9
、

　
　
　
　
　
（
1
）

H
O
9
．
、
で
あ
る
．
同
法
に
よ
れ
ば
、
外
国
判
決
承
認
の
要
件
と
し
て
、
④
、
管
轄
が
あ
っ
た
事
、
＠
、
適
切
な
通
知
が
欠
け
て
い
な
い
事
、

の
、
判
決
を
取
得
す
る
際
に
詐
欺
が
な
か
っ
た
事
、
◎
、
公
序
に
反
し
な
い
事
、
㈱
、
内
外
判
決
の
抵
触
の
な
い
事
、
＠
、
管
轄
の
合
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

が
な
か
っ
た
事
、
ω
、
不
適
切
な
法
廷
地
で
な
い
事
な
ど
が
、
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
「
い
わ
ゆ
る
」
手
続
公
序
の
類
型
か
と
思
わ
れ
る
の

が
、
＠
と
の
で
あ
ろ
う
．
但
、
こ
の
法
律
は
す
べ
て
の
州
で
採
用
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
第
ニ
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
（
衝
突
規
則
）
に
よ
れ
ば
、
セ
ク
シ
ョ
ン
九
八
で
、
公
正
な
裁
判
に
基
い
て
下
さ
れ
た
も
の
で
有
効
な
判
決

は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
承
認
さ
れ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
セ
ク
シ
ョ
ン
九
二
で
は
、
こ
の
有
効
性
を
判
断
す
る
基
準
と
し
て
、
ω
、
判
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決
国
が
そ
の
事
件
に
つ
き
管
轄
を
有
し
て
い
た
事
、
＠
、
適
切
な
送
達
と
審
問
の
機
会
が
与
え
ら
れ
て
い
た
事
．
の
、
判
決
国
内
の
管
轄

裁
判
所
で
あ
っ
た
事
（
特
別
管
轄
）
、
◎
、
裁
判
所
が
有
効
な
権
力
に
よ
っ
て
手
続
を
主
宰
し
た
事
が
示
さ
れ
て
い
る
．
「
い
わ
ゆ
る
」
手

続
公
序
に
つ
い
て
、
関
係
し
た
事
項
は
、
＠
だ
け
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
第
ニ
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
の
、
セ
ク
シ
ョ
ン
九
八
の
コ
メ
ン
ト
C
に
は
、
臼
ぎ
P
＜
幹
O
ξ
9
事
件
が
挙
げ
ら
れ
、

公
正
な
裁
判
の
具
体
的
内
容
を
知
る
手
が
か
り
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
判
例
は
か
な
り
古
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
相
互
の
保
証

の
要
件
を
除
い
て
は
、
未
だ
に
先
例
と
し
て
の
価
値
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
．
実
際
、
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
は
法
的
拘
束
力
が
必
ず

し
も
あ
る
と
は
言
え
な
い
し
、
統
一
法
（
q
艮
。
琶
＞
9
）
は
、
採
用
し
て
い
な
い
州
で
は
意
味
を
持
た
な
い
か
ら
、
唯
一
、
明
確
な
形
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

ま
と
ま
っ
た
判
決
承
認
の
要
件
を
論
じ
た
同
判
決
の
意
義
は
、
大
き
な
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
判
決
が
挙
げ
る
要
件
は
、
以
下

の
十
個
で
あ
る
．
④
、
管
轄
、
＠
、
防
禦
の
機
会
の
保
障
、
の
、
公
正
な
手
続
、
◎
、
外
国
人
に
対
し
て
も
公
平
、
㈹
、
記
録
、
＠
、
詐

欺
が
な
い
、
㊦
、
礼
譲
・
国
際
法
上
、
承
認
を
拒
否
す
る
理
由
が
な
い
、
㈲
、
相
互
の
保
証
、
㊥
、
確
定
判
決
で
あ
る
こ
と
（
即
霊
二
民
叩

目
。
邑
、
G◎
、
公
序
に
反
し
な
い
こ
と
。
但
し
、
e
り
の
相
互
の
保
証
に
つ
い
て
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
を
は
じ
め
多
く
の
州
で
否
定
的
で

（
7
）

あ
る
。
こ
こ
で
、
「
い
わ
ゆ
る
」
手
続
公
序
に
該
当
す
る
の
は
、
＠
、
の
、
◎
、
0
な
ど
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
米
法
上
、
い
わ
ゆ
る
手
続
公
序
の
類
型
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
適
切
な
送
達
、
防
禦
の
機
会
の
保
障
、
外
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

人
に
対
し
て
も
公
平
、
詐
欺
な
ど
で
あ
ろ
う
．
し
か
し
、
こ
の
う
ち
詐
欺
に
つ
い
て
は
若
干
の
問
題
が
残
る
．
米
法
上
詐
欺
は
、
o
答
匡
マ

¢
一
〇
｛
壁
鼠
と
ぽ
且
器
ざ
時
暫
＆
と
に
分
類
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
前
者
は
、
相
手
方
の
審
間
の
機
会
を
何
ら
か
の
方
法
で
う
ば
う

と
い
う
い
わ
ば
手
続
的
な
側
面
を
持
ち
、
後
者
は
、
審
理
の
過
程
で
虚
偽
の
証
拠
を
用
い
る
な
ど
実
体
的
な
側
面
を
持
つ
と
言
わ
れ
て
い

る
。
後
者
は
、
審
理
の
過
程
で
こ
れ
を
見
抜
け
な
か
っ
た
相
手
方
に
も
非
が
あ
る
と
い
う
意
識
か
ら
、
前
者
の
み
が
、
後
に
問
い
う
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

の
と
さ
れ
、
判
決
承
認
の
要
件
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
考
え
る
と
、
適
切
な
送
達
な
い
し
は
防
禦
の
機
会
の
保
障
の
具

体
化
の
一
種
と
も
言
え
よ
う
．
従
っ
て
、
我
国
の
「
い
わ
ゆ
る
」
手
続
公
序
と
大
き
な
点
で
の
差
異
は
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
重
点
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が
、
民
事
訴
訟
法
二
〇
〇
条
二
号
と
同
様
送
達
に
あ
る
点
が
注
目
し
う
る
．

　
似
　
仏
法
上
の
取
扱
い

　
フ
ラ
ン
ス
の
外
国
判
決
承
認
の
制
度
は
、
か
つ
て
は
、
外
国
裁
判
所
に
対
す
る
不
信
感
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
実
質
審
査
主
義
に
立
つ
も
の

で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
執
行
判
決
訴
訟
の
裁
判
官
（
一
Φ
甘
鴨
自
巴
．
①
蓉
2
暮
息
は
、
外
国
判
決
の
拘
束
力
を
受
け
ず
に
、
法
律
問
題
に

つ
い
て
も
、
事
実
問
題
に
つ
い
て
も
、
再
調
査
す
る
事
が
で
き
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
執
行
判
決
を
下
す
事
を
拒
絶
し
又
は
修
正
す
る
事

　
　
　
　
　
（
1
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
11
）

が
許
さ
れ
て
い
た
．
そ
の
後
、
フ
ラ
ン
ス
の
判
例
・
実
務
は
、
徐
々
に
そ
の
保
護
主
義
的
性
格
を
弱
め
、
実
質
審
査
主
義
は
後
退
し
続
け
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

一
九
六
四
年
一
月
七
日
の
破
殿
院
判
決
に
お
い
て
、
実
質
審
査
主
義
の
排
除
が
宣
言
さ
れ
る
に
至
っ
た
．
こ
の
判
決
の
中
で
、
破
殿
院
は
、

従
来
の
実
質
審
査
主
義
を
排
す
る
と
同
時
に
、
執
行
判
決
を
下
す
た
め
の
条
件
を
五
つ
呈
示
し
た
．
そ
れ
は
、
ω
、
判
決
裁
判
所
に
一
般

管
轄
権
が
あ
っ
た
事
、
＠
、
そ
の
裁
判
所
に
お
い
て
採
用
さ
れ
た
手
続
の
規
則
適
合
性
、
の
、
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
に
よ
っ
て
指
定
さ
れ

る
準
拠
法
の
適
用
が
な
さ
れ
て
い
た
事
、
◎
、
国
際
公
序
に
適
っ
て
い
る
事
、
㈹
、
法
律
的
詐
欺
が
な
か
っ
た
事
で
あ
る
。
こ
の
判
決
を

以
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
承
認
制
度
は
大
き
く
変
容
し
た
と
言
え
よ
う
。

　
か
つ
て
の
実
質
審
査
主
義
の
時
代
に
あ
っ
て
は
、
い
わ
ゆ
る
手
続
公
序
の
問
題
が
個
別
的
に
と
り
あ
げ
ら
れ
る
余
地
は
殆
ん
ど
な
か
っ

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
外
国
判
決
手
続
に
、
手
続
的
な
蝦
疵
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
再
度
の
実
質
審
査
の
段
階
で
充

分
な
審
理
が
つ
く
さ
れ
る
た
め
、
先
行
す
る
判
決
の
手
続
的
環
疵
の
み
を
争
う
必
要
が
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
一
方
、
先
の
一
九
六
四
年
一
月
七
日
の
破
殿
院
が
掲
げ
た
要
件
の
う
ち
、
＠
と
㈹
は
「
い
わ
ゆ
る
」
手
続
公
序
と
の
関
連
性
が
あ
る
と

言
え
よ
う
．
＠
の
手
続
の
規
則
適
合
性
と
は
、
当
該
外
国
判
決
手
続
が
、
判
決
手
続
国
の
手
続
規
定
に
従
っ
て
い
た
か
否
か
を
問
う
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

で
あ
る
．
果
し
て
、
承
認
国
の
裁
判
官
が
そ
の
役
割
を
充
分
に
果
し
得
る
か
と
い
う
問
題
は
、
し
ぽ
ら
く
お
く
と
し
て
、
そ
れ
以
外
の
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

わ
ゆ
る
手
続
公
序
の
類
型
が
、
◎
の
公
序
の
問
題
と
考
え
ら
れ
て
い
る
点
で
は
、
我
国
の
取
扱
い
に
類
似
し
て
い
る
事
が
指
摘
で
き
よ
う
。

　
但
、
仏
法
上
の
取
扱
い
は
、
い
わ
ゆ
る
手
続
公
序
の
問
題
を
考
え
る
た
め
の
積
極
的
な
役
割
を
果
た
す
と
は
思
わ
れ
な
い
．
準
拠
法
の
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（
応
）

要
件
は
、
実
質
審
査
主
義
ほ
ど
極
端
で
は
な
い
が
、
か
な
り
そ
れ
に
近
い
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
準
拠
法
の
要
件
が
あ
る
事

が
そ
の
ま
ま
、
短
絡
的
に
、
積
極
的
な
役
割
を
果
た
さ
な
い
理
由
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
．
し
か
し
、
準
拠
法
の
要
件
の
存
在
は
、
実
体

に
関
す
る
自
国
優
先
の
立
場
に
立
つ
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
フ
ラ
ン
ス
が
、
手
続
に
関
し
て
も
同
様
の
態
度
を
と
る
可
能
性
は
充
分
に
あ

る
．
事
実
、
手
続
の
規
則
適
合
性
を
問
う
と
い
う
姿
勢
は
、
準
拠
法
の
要
件
と
同
一
線
上
に
並
ぶ
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
、
少
な
く
と
も
、

自
働
承
認
制
度
を
採
用
す
る
我
国
で
は
、
異
質
な
立
場
と
し
て
考
え
て
お
く
ぺ
ぎ
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
⑥
　
英
法
上
の
取
扱
い

　
英
法
上
、
外
国
判
決
承
認
の
要
件
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ω
、
当
該
判
決
国
に
管
轄
が
あ
っ
た
事
、
＠
、
詐
欺
が
な
か
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
16
）

事
、
の
、
公
序
に
反
し
な
い
事
、
◎
．
自
然
的
正
義
に
反
し
な
い
事
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
◎
の
自
然
的
正
義
が
、
我
国
の
「
い
わ

ゆ
る
」
手
続
公
序
に
近
似
す
る
。
こ
れ
は
、
米
法
上
の
、
、
、
身
①
賃
8
Φ
器
．
．
に
類
似
し
た
内
容
を
持
つ
も
の
で
あ
る
が
、
英
法
上
は
自
然

的
正
義
．
．
嵩
言
蚕
一
甘
置
8
．
．
と
い
う
用
語
が
一
般
的
で
、
、
ゴ
ま
質
8
①
器
．
、
と
い
う
用
語
は
、
あ
ま
り
見
か
け
る
事
が
で
き
な
い
。
内

容
的
に
は
、
お
よ
そ
訴
訟
で
あ
る
か
ら
に
は
備
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
続
的
な
保
障
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
．
一
方
当
事
者
の
み

に
有
利
な
取
扱
い
を
し
な
い
事
、
防
禦
の
機
会
を
保
障
す
る
事
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
具
体
的
な
問
わ
れ
方
と
し
て
は
、
防
禦
の
た
め
の

用
意
を
す
る
の
に
十
分
な
時
間
的
余
裕
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
通
知
の
し
方
が
さ
れ
た
場
合
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
単
な
る
手

続
の
相
違
、
例
え
ば
証
拠
の
許
容
性
な
ど
は
、
「
手
続
は
法
廷
地
法
」
の
原
則
（
一
。
義
＆
）
か
ら
考
え
ら
れ
て
、
問
う
べ
き
で
は
な
い
と
考

　
　
　
　
　
（
B
）

え
ら
れ
て
い
る
。

　
尚
、
こ
の
自
然
的
正
義
は
基
本
的
に
は
、
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
も
の
で
あ
り
、
外
国
判
決
承
認
に
関
す
る
成
文
法
に
は
、
明
確
な
形
で
は

規
定
さ
れ
て
い
な
い
．
但
、
＞
q
巨
邑
¢
マ
昌
9
亀
旨
警
凶
8
＞
9
5
8
に
は
．
滞
り
な
く
送
達
を
受
け
と
っ
て
お
ら
ず
出
頭
も
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
19
）

な
い
場
合
は
、
外
国
の
判
決
は
承
認
さ
れ
な
い
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
又
、
問
o
富
一
讐
旨
凝
日
曾
宏
（
国
8
一
質
8
巴
国
旨
0
3
①
目
①
暮
）
＞
9

一
〇
ω
G
。
に
も
適
切
な
時
機
に
訴
訟
開
始
の
通
知
を
受
け
と
ら
ず
不
出
頭
の
場
合
に
は
承
認
し
な
い
旨
の
規
定
が
あ
る
。
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（
2
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

　
又
、
詐
欺
に
つ
い
て
は
、
米
法
と
の
取
扱
い
に
若
干
差
異
が
あ
り
、
詐
欺
の
申
し
立
て
が
容
易
で
あ
る
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
．
従
っ

て
英
法
上
の
判
決
承
認
要
件
と
し
て
の
詐
欺
は
、
我
国
の
、
「
い
わ
ゆ
る
」
手
続
公
序
の
類
型
と
し
て
の
そ
れ
よ
り
広
い
も
の
の
よ
う
に

　
　
（
2
3
）

思
わ
れ
る
．

　
＠
　
独
法
上
の
取
扱
い

　
ド
イ
ッ
の
外
国
判
決
承
認
の
要
件
は
、
Z
P
O
三
二
八
条
第
一
項
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
同
条
の
規
定
の
内
容
は
、
身
分
関
係
に
つ
い

て
の
例
外
規
定
に
相
違
が
あ
る
他
は
、
一
号
が
管
轄
、
二
号
が
敗
訴
独
国
人
の
保
護
、
四
号
が
公
序
、
五
号
が
相
互
の
保
証
に
つ
い
て
で

あ
っ
て
、
文
言
も
殆
ん
ど
我
国
と
同
様
の
も
の
で
あ
る
。
「
い
わ
ゆ
る
」
手
続
公
序
に
関
す
る
学
説
も
我
国
同
様
、
四
号
の
公
序
の
一
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

容
と
し
て
、
理
解
さ
れ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
手
続
公
序
は
、
こ
こ
で
は
、
西
ド
イ
ッ
手
続
法
の
原
則
に
反
す
る
手
続
で
あ
る
場
合
と
し
て

理
解
さ
れ
て
い
る
。
但
、
英
法
と
の
関
係
で
、
法
廷
侮
辱
を
理
由
に
被
告
が
イ
ギ
リ
ス
の
裁
判
手
続
か
ら
排
除
さ
れ
た
場
合
に
は
、
西
ド

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

イ
ッ
の
公
序
に
は
反
し
な
い
と
す
る
判
例
な
ど
が
あ
り
、
他
国
の
手
続
と
の
相
違
は
、
で
き
る
だ
け
寛
大
に
対
処
し
よ
う
と
い
う
方
針
の

よ
う
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
Z
P
O
三
二
八
条
は
、
ド
イ
ッ
国
際
私
法
の
改
正
作
業
の
動
き
と
あ
い
ま
っ
て
、
改
正
の
途
上
に
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
手
続

公
序
に
関
係
の
あ
る
改
正
は
二
点
あ
る
。
第
一
点
は
、
我
国
の
民
事
訴
訟
二
〇
〇
条
二
号
に
該
当
す
る
敗
訴
独
国
人
の
保
護
の
規
定
が
、

自
国
民
保
護
の
色
彩
を
薄
く
す
る
た
め
に
、
国
籍
を
問
わ
な
い
規
定
と
な
る
事
。
第
二
点
は
、
我
国
の
民
事
訴
訟
法
二
〇
〇
条
三
号
に
該

当
す
る
公
序
の
規
定
を
、
「
訴
訟
法
上
の
本
質
的
な
原
則
と
明
ら
か
に
相
容
れ
な
い
結
果
を
も
た
ら
す
時
、
特
に
、
そ
の
承
認
が
基
本
権

と
相
容
れ
な
い
時
」
と
い
う
規
定
に
変
更
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
前
者
は
、
法
的
審
尋
の
機
会
を
、
一
般
的
な
公
序
の
規
定
に
委
ね

る
事
な
く
、
保
障
す
る
旨
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
、
「
公
序
」
の
概
念
を
、
よ
り
明
確
な
形
で
規
定
し
た
も
の
で
あ
る

と
さ
れ
る
が
、
単
な
る
手
続
の
相
違
の
み
を
理
由
に
、
い
わ
ゆ
る
手
続
公
序
に
反
す
る
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
は
許
さ
れ
な
い
と
、
理
解

　
　
　
　
（
％
）

さ
れ
て
お
り
、
従
来
の
学
説
・
判
例
の
立
場
を
踏
襲
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
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右
の
よ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
我
国
の
「
い
わ
ゆ
る
」
手
続
公
序
の
重
要
な
核
と
な
る
法
的
審
尋
の
保
障
は
、
我
国
の
通
説
と
は
異
な

り
、
Z
P
O
三
二
八
条
二
号
（
我
国
の
民
事
訴
訟
法
二
〇
〇
条
二
号
）
に
、
そ
の
根
拠
が
求
め
ら
れ
る
事
に
な
る
。
改
正
に
よ
っ
て
彼
我
の

規
定
の
体
裁
が
異
な
っ
た
も
の
と
な
っ
た
た
め
に
生
じ
た
取
扱
の
差
異
で
あ
る
事
は
否
め
な
い
。
し
か
し
、
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
は
、
い
わ
ゆ
る
手
続
公
序
は
、
解
釈
に
よ
っ
て
は
二
号
の
問
題
と
す
る
事
は
で
き
な
い
と
い
う
示
唆
と
、
立
法
に
よ
っ
て
で
も
、
「
公

序
」
で
は
な
く
二
号
の
問
題
と
考
え
る
改
正
の
姿
勢
で
あ
る
。
し
か
し
、
独
法
上
の
今
回
の
改
正
が
、
我
国
の
参
考
に
な
る
か
否
か
は
疑

わ
し
い
。
同
条
を
含
め
た
今
回
の
国
際
私
法
の
改
正
は
、
ド
イ
ッ
と
多
く
の
国
の
間
に
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
た
、
数
多
く
の
条
約
を
背
景
と

　
　
　
　
　
　
（
刀
）

し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
基
盤
を
持
た
な
い
我
国
を
同
列
に
論
じ
る
事
に
は
、
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）q

三
蕊

》
g
o
ユ
o
彗
噛
o
再
髭
一
〇
団
○
O
g
冨
蚕
寓
＜
①
ピ
や
ヨ
ω
oo
一
●

（
7
）
閑
．
切
●
O
置
・
げ
弩
α
q
』
暮
冨
ぎ
富
O
暮
認
㎝
。

（
8
）
　
頴
芹
導
畠
＞
麟
β
黄
8
汐
8
a
霞
①
に
つ
い
て
、
＞
・
〈
8
・
寓
。
耳
雪
導
山
目
量
暮
暴
昌
穿
o
讐
窪
8
導
含
閂
。
鼠
讐
＞
＆
＆
一
臼
ぎ
P
o。
一

国
o
賃
願
く
畠
ピ
即
妻
閃
o
房
ヨ
お
8
．

（
9
）
閑
・
切
。
O
一
毒
び
。
夷
』
ε
3
9
8
①
暮
認
刈
●

（
10
）
　
国
」
W
暮
蒲
o
一
u
U
3
霊
ぎ
8
簿
暮
一
8
巴
国
ユ
＜
ρ
O
。
8
し
●
戸
P
3
伊

（
1
1
）
　
こ
の
間
の
歴
史
的
展
開
に
つ
い
て
は
、
矢
沢
「
フ
ラ
ソ
ス
国
際
民
事
訴
訟
法
上
の
実
質
審
査
主
義
の
廃
止
に
つ
い
て
」
熊
本
法
学
三
三
巻
七
七

　
頁
以
下
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
。

同
法
を
採
用
し
て
い
る
州
は
、
＝
一
州
．

q
巳
騰
o
リ
ヨ
＞
9
ゆ
ト
（
①
）
（
一
）
～
（
①
）
●

場鉱吋葺

富
一
●

毒
涯
冒
畠
ヨ
Φ
葬

＝
昌
8
⇒
‘
O
目
『
o
ダ
嶺
O
自
●
ω
．
一
一
ω
．
一
〇〇
3
●

閑
●
閃
．
9
霧
げ
貫
o
q
、
閃
g
。
讐
詳
一
。
昌
”
且
国
旨
。
言
Φ
幕
暮
。
賄
閃
。
邑
讐
O
一
琶
脳
＆
㎎
馨
⇒
舅
＞
警
g
暴
蔓
≦
睾
。
鴎
些
Φ
幹
岳
“
坤
8
日
・
げ
。

　
oQ
貫
8
ψ
．
ト
ぎ
8
舅
即
寓
8
巴
ピ
”
≦
器
ぴ
認
9
＞
。
出
o
目
ゴ
夷
9
一
評
8
讐
一
菖
8
”
民
国
⇒
肪
0
3
0
ヨ
①
暮
o
h
閂
0
3
貫
μ
『
仁
貴
ヨ
Φ
暮
・
一
〇
〇
目
訂
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（
1
2
）
　
9
箪
Ω
メ
刈
』
導
＜
一
霞
一
8
県

（
1
3
）
　
顕
閃
暮
蒲
。
一
①
♂
塑
■
轟
鷺
α
。
一
β
。
鮮
㍗
斜
o。
㎝
暮
幹

（
1
4
）
　
国
・
野
試
庸
o
一
9
型
ピ
轟
胃
q
①
．
o
マ
。
F
戸
群
o。
P

（
1
5
）
　
こ
の
点
に
関
す
る
指
摘
は
多
い
が
、
こ
こ
で
ほ
、
9
聲
9
メ
刈
甘
薯
宮
お
禽
を
焦
点
に
す
え
た
と
い
う
意
味
で
示
唆
に
富
む
、
謬
＝
■

乞
＆
①
ぼ
導
9
宰
曾
畠
Q
o
眉
議
即
8
0
管
9
問
。
り
。
一
曽
崔
8
串
ら
昌
鮫
目
聲
童
○
岩
U
。
妻
μ
＞
呂
竃
o
奉
目
o
Q
o
．
一
ω
目
富
＞
ヨ
⑦
誉
導
㍉
o
仁
簿
巴

亀
Q
o
跨
冨
3
菖
ぎ
ピ
即
毛
』
ド
を
挙
げ
て
お
く
．

　パ　 パ　 ハ　 　　　　　　 ハ　 パ　 　　 パ　 パ　 パ　 パ　 ハ
○望怨毯召雪怨怨磐碧8馨9導
七　　　　　巴
号邦零器ド卸融¢¢§～壁

講1襲難難il
壁
貫
冨
一
』
屋
菖
8
・

～
昌
ρ
冒
o
旨
貫
目
ぎ
Q
o
島
帥
o
ひ
o
楠
ピ
騨
≦
即
お
P

冒
o
『
ユ
¢
』
ε
鍔
ぎ
言
嵩
暮
濫
刈
●

¢
O
（
卜
。
）
（
。
y

¢
卜
（
一
）
（
印
）
〔
鼻

＞
q
鼠
巳
ω
霞
豊
8
0
協
旨
の
菖
8
＞
。
貯
一
8
0
．
¢
O
（
N
）
（
島
y
閂
。
邑
騎
ロ
㍉
＆
の
馨
暮
の
（
閃
＆
質
8
普
国
瓦
。
『
。
。
幕
暮
）
＞
9
一
〇
ω
ρ
¢
F
（
一
）
（
p
）
へ
阜

冒
o
り
岳
』
唇
蚕
ぎ
9
嵩
暮
“
ω
ρ
O
ゲ
o
・
導
ρ
国
二
養
言
ぎ
8
ヨ
四
ぎ
ロ
巴
ピ
印
≦
置
oo
．

例
え
ば
、
米
法
と
の
差
異
に
つ
い
て
．
界
串
客
毘
巴
冨
彗
け
＞
邑
》
＜
8
冒
。
ぼ
。
P
国
ρ
三
轟
8
琴
串
汐
ギ
＄
訟
＄
ぎ
9
①
O
濫
一
。
冨

　
ま
円
ぎ
》
ヨ
①
膏
導
『
。
q
§
毘
o
暁
O
。
旨
冨
影
菖
＜
。
U
”
ヨ
お
o。。

寄
竃
昌
Φ
お
＼
の
畠
≦
暮
噛
N
三
一
b
3
8
守
①
。
ヌ
蜀
＞
且
¢
3
μ
乞
品
Φ
一
一
H
暮
Φ
吾
聾
8
巴
8
N
三
甘
吋
。
鑓
守
Φ
。
鮮
P
》
鼻
¢
曽
P

ω
O
属
N
，
“
o
o
矯
認
8
ω
ω
ド
q
詳
く
。
一
〇。
9
一
〇
．
一
8
S

国
。
国
窃
魯
獣
o
q
．
9
①
α
鶏
寅
當
弓
甲
守
｛
。
り
目
仁
且
q
R
α
①
仁
§
冨
訂
鼠
吾
駐
8
巴
＜
①
民
昌
3
霧
3
。
ヌ
N
N
即
Φ
㎝
し
ω
O
P

邦
文
の
も
の
と
し
て
例
え
ば
、
石
黒
「
西
ド
イ
ッ
国
際
私
法
改
正
の
た
め
の
一
九
八
三
年
新
草
案
（
政
府
案
）
に
つ
い
て
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
五

㊧
　
試
　
　
論

ω
　
い
わ
ゆ
る
手
続
公
序
の
分
類
の
可
能
性

通
説
に
疑
問
が
あ
る
と
し
て
も
、
「
い
わ
ゆ
る
」

手
続
公
序
の
類
型
の
す
べ
て
が
、

外
国
判
決
承
認
の
要
件
と
す
る
事
が
で
き
な
い
と
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結
論
す
る
の
は
早
計
で
あ
ろ
う
。
我
国
で
考
え
ら
れ
て
い
る
い
わ
ゆ
る
手
続
公
序
の
具
体
例
に
は
、
二
つ
の
別
個
の
性
質
を
持
っ
た
類
型

が
混
在
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
手
続
の
保
障
が
十
分
で
な
か
っ
た
場
合
の
態
様
の
区
別
に
よ
っ
て
．
い
わ
ゆ
る
手

続
公
序
は
、
大
き
く
二
つ
に
分
類
さ
れ
る
と
い
う
事
で
あ
る
。
そ
の
一
方
は
、
制
度
的
な
手
続
保
障
に
欠
け
て
い
た
場
合
で
あ
り
、
他
方

は
、
個
別
的
な
手
続
保
障
に
欠
け
て
い
た
場
合
で
あ
る
。
前
者
は
、
い
わ
ば
判
決
国
の
訴
訟
制
度
の
平
面
に
お
い
て
間
わ
れ
る
手
続
保
障

に
関
わ
る
も
の
で
、
後
者
は
、
個
別
具
体
的
な
訴
訟
手
続
の
平
面
に
お
い
て
問
わ
れ
る
手
続
保
障
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
あ

る
国
の
訴
訟
で
、
裁
判
所
が
防
禦
の
機
会
を
十
分
に
与
え
ず
に
裁
判
を
し
た
と
い
う
場
合
に
、
そ
の
裁
判
所
が
属
す
る
国
家
の
制
度
自
体

の
内
に
、
そ
の
防
禦
の
機
会
を
与
え
な
い
よ
う
な
欠
陥
が
あ
る
時
に
は
、
こ
れ
を
制
度
的
手
続
保
障
に
欠
け
て
い
る
と
考
え
、
制
度
と
し

て
は
充
分
に
整
備
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
た
ま
た
ま
当
該
訴
訟
に
お
い
て
だ
け
、
防
禦
の
機
会
が
充
分
に
与
え
ら
れ
て
な
か
っ
た
時
に
は
、

個
別
的
手
続
保
障
に
欠
け
て
い
る
と
考
え
る
わ
け
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
手
続
公
序
の
、
具
体
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
も
の
を
右
の
視
点
か

ら
見
て
み
る
と
、
外
国
裁
判
所
が
対
席
口
頭
弁
論
を
否
定
し
て
い
な
い
事
が
制
度
的
手
続
保
障
に
該
当
し
得
る
可
能
性
を
持
つ
と
は
言
え
、

右
の
よ
う
な
意
識
に
基
く
類
型
化
が
な
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
明
ら
か
に
こ
れ
に
該
当
す
る
も
の
は
殆
ん
ど
な
く
、
む
し
ろ
、
個
別
的
手

続
保
障
に
重
点
が
置
か
れ
た
も
の
ば
か
り
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
ω
　
個
別
的
手
続
保
障
の
取
扱
い

　
個
別
的
手
続
保
障
が
十
分
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
承
認
要
件
と
し
て
妥
当
な
も
の
で
あ
る
か
否
か
を
検
討
す
る
。

　
ま
ず
第
一
に
、
再
審
制
度
と
の
関
係
、
特
に
承
認
制
度
に
お
け
る
安
定
性
と
正
当
性
の
均
衡
の
と
り
方
と
い
う
視
点
か
ら
考
え
て
み
る
．

個
別
的
手
続
保
障
に
欠
け
る
場
合
に
承
認
国
で
こ
れ
を
要
件
と
す
る
事
は
、
承
認
国
の
側
か
ら
見
た
正
当
性
の
要
求
に
基
く
も
の
で
あ
る

が
、
し
か
し
、
互
い
に
独
立
し
た
国
家
が
、
互
い
の
判
断
の
正
当
性
を
補
完
し
あ
え
る
筈
は
な
く
、
従
っ
て
、
正
当
性
と
安
定
性
は
、
各

国
家
で
完
結
し
て
い
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
た
め
、
そ
の
正
当
性
を
間
い
う
る
の
は
判
決
国
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
第
二
に
、
内
容
審
査
禁
止
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
自
働
承
認
シ
ス
テ
ム
の
採
用
は
、
単
に
一
定
の
要
件
が
備
っ
た
時
に
承

84



いわゆる手続公序に関する一試論

認
さ
れ
る
と
い
う
だ
け
で
は
、
充
分
機
能
し
な
い
．
何
ら
の
手
続
を
経
る
事
な
く
承
認
さ
れ
る
シ
ス
テ
ム
と
し
て
成
り
立
つ
た
め
に
は
、

そ
の
要
件
が
単
純
で
一
目
瞭
然
で
あ
る
よ
う
に
立
て
る
努
力
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、
個
別
的
手
続
保
障
は
、
過
去
の
手
続
の
、
成

り
行
き
の
、
一
部
始
終
が
審
査
の
対
象
と
な
る
の
で
一
目
瞭
然
な
要
件
と
は
言
い
難
い
。
逆
説
的
に
言
え
ば
、
そ
の
よ
う
に
複
雑
・
多
大

な
審
査
は
、
あ
る
意
味
で
は
、
内
容
審
査
そ
の
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

　
第
三
に
国
際
的
二
重
訴
訟
禁
止
の
原
則
に
関
連
す
る
承
認
予
測
の
問
題
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
個
別
的
手
続
保
障
が
こ
れ
を
不
可
能
に

す
る
の
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
第
四
に
、
手
続
は
法
廷
地
法
に
よ
る
と
い
う
原
則
と
の
関
係
で
は
、
右
原
則
の
下
で
、
個
別
的
手
続
保
障
を
問
う
事
は
、
相
手
国
の
手

続
の
や
り
方
を
問
題
に
す
る
危
険
が
含
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

　
第
五
に
、
我
国
の
民
事
訴
訟
法
二
〇
〇
条
の
体
裁
は
、
二
号
に
掲
げ
ら
れ
た
個
別
的
手
続
保
障
に
欠
け
る
場
合
の
み
を
唯
一
の
例
外
と

し
、
そ
れ
以
外
を
問
わ
な
い
趣
旨
を
持
つ
と
解
す
る
方
が
条
文
に
忠
実
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
上
、
実
体
法
上
の
公
序
と
、
個
別
的
手
続
保
障
の
差
異
も
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
．
実
体
法
上
の
公
序
は
、
判
決
国
に
お
い

て
は
全
く
正
当
な
も
の
で
、
我
国
で
承
認
が
拒
絶
さ
れ
る
以
外
に
は
、
当
事
者
の
救
済
は
あ
り
え
な
い
．
一
方
、
個
別
的
手
続
保
障
に
欠

け
る
場
合
に
は
、
判
決
国
に
お
い
て
も
、
も
と
よ
り
不
当
な
も
の
で
あ
っ
て
、
判
決
国
に
お
い
て
も
何
ら
か
の
方
法
で
是
正
さ
れ
る
可
能

性
が
あ
る
（
そ
の
可
能
性
が
無
い
場
合
に
は
、
当
該
判
決
国
の
制
度
が
、
制
度
的
手
続
保
障
に
欠
け
て
い
る
場
合
と
考
え
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
）
。
そ

の
意
味
で
、
両
者
は
同
列
に
論
じ
る
事
が
で
き
な
い
。

　
以
上
の
検
討
か
ら
、
個
別
的
手
続
保
障
に
欠
け
て
い
た
か
否
か
を
、
外
国
判
決
承
認
の
際
に
間
う
事
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
．

　
㈲
　
制
度
的
手
続
保
障
の
取
扱
い

　
制
度
的
手
続
保
障
と
は
、
お
よ
そ
訴
訟
で
あ
る
限
り
制
度
自
体
が
備
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
続
保
障
を
指
す
。
具
体
的
に
は
、

ω
、
両
当
事
者
が
対
立
し
て
平
等
に
手
続
に
関
与
す
る
事
、
＠
、
通
常
の
訴
訟
の
本
案
の
審
理
に
つ
い
て
は
弁
論
主
義
が
採
用
さ
れ
て
い
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る
事
、
の
、
個
別
的
手
続
保
障
に
欠
け
た
判
決
を
救
済
す
る
手
続
を
持
っ
て
い
る
事
、
◎
、
司
法
権
が
独
立
し
て
い
る
事
な
ど
の
要
素
が

　
　
　
　
（
1
）

考
え
ら
れ
る
。
お
よ
そ
通
常
の
文
化
国
家
の
訴
訟
制
度
で
あ
れ
ば
、
右
の
よ
う
な
要
求
は
普
通
充
分
に
満
た
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
制

度
的
手
続
保
障
が
、
外
国
判
決
を
我
国
に
お
い
て
承
認
す
る
際
に
、
問
題
と
な
る
機
会
は
殆
ん
ど
あ
り
得
な
い
と
思
わ
れ
る
．

　
と
こ
ろ
で
、
我
国
の
民
事
訴
訟
法
二
〇
〇
条
の
体
裁
か
ら
、
又
、
公
序
概
念
の
肥
大
化
の
危
険
回
避
の
意
味
か
ら
、
同
条
二
号
三
号
を

制
度
的
手
続
保
障
の
条
文
上
の
根
拠
と
す
る
事
は
で
き
な
い
。
も
と
も
と
制
度
的
手
続
保
障
の
存
在
を
問
う
と
い
う
事
は
、
当
該
判
決
国

の
資
質
を
問
う
も
の
で
あ
り
、
基
本
的
に
は
、
管
轄
の
問
題
と
し
て
考
え
る
事
が
で
き
、
そ
の
意
味
で
条
文
上
の
根
拠
は
、
一
号
に
求
め

る
事
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
管
轄
に
関
す
る
通
説
的
見
解
は
、
直
接
管
轄
と
間
接
管
轄
は
、
一
つ
の
準
則
の
表
裏
の
関
係
に
あ
り
、
直
接
管
轄
に
つ
い
て
は
、
普
遍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

主
義
的
な
立
場
が
正
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
間
接
管
轄
に
つ
い
て
考
え
る
時
も
、
普
遍
主
義
に
立
っ
た
分
配
に
従
う

　
　
（
3
）

事
に
な
る
。
こ
の
場
合
、
被
告
の
住
所
、
不
法
行
為
地
等
い
く
つ
か
の
管
轄
原
因
と
な
ら
ん
で
、
訴
訟
経
済
上
の
考
慮
、
例
え
ば
、
応
訴

の
負
担
、
証
拠
収
集
の
便
宜
等
が
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
普
遍
主
義
的
な
立
場
に
立
て
ば
、
す
べ
て
の
管
轄
は
並
列

的
に
存
在
し
、
管
轄
原
因
が
多
数
の
場
所
に
分
散
し
て
い
る
場
合
に
は
、
管
轄
権
を
有
す
る
国
は
そ
の
意
味
で
は
同
順
位
に
複
数
あ
る
事

に
な
る
。
こ
の
た
め
、
よ
り
好
ま
し
い
裁
判
所
を
選
ぶ
必
要
が
生
じ
、
こ
れ
を
決
定
す
る
基
準
が
い
わ
ゆ
る
訴
訟
経
済
で
あ
る
。
こ
の
適

切
な
法
廷
地
を
決
定
す
る
際
に
、
こ
の
訴
訟
経
済
以
上
に
、
正
義
の
要
求
に
と
っ
て
、
よ
り
本
質
的
な
意
味
が
、
制
度
的
手
続
保
障
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
安
定
性
と
正
当
性
の
均
衡
の
点
で
は
、
制
度
的
手
続
保
障
の
欠
け
る
場
合
は
、
判
決
国
が
既
に
そ
の
判
決
の
正
当
性
を
維

持
す
る
機
能
を
失
っ
て
い
る
た
め
、
承
認
国
で
こ
れ
を
補
っ
て
当
事
者
の
救
済
を
図
る
必
要
が
あ
る
。
内
容
審
査
の
禁
止
の
点
で
は
、
制

度
的
手
続
保
障
の
存
否
の
審
査
は
、
内
容
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
問
題
と
な
ら
な
い
。
国
際
的
二
重
起
訴
禁
止
に
お
け
る
承
認
予

測
も
、
個
別
的
手
続
の
そ
の
後
の
成
り
行
き
を
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
全
く
な
く
、
い
わ
ぽ
手
続
外
の
問
題
で
あ
る
た
め
、
可
能
で
あ
る

86



いわゆる手続公序に関する一試論

と
言
え
よ
う
．
も
と
も
と
管
轄
が
否
定
さ
れ
る
た
め
、
正
当
な
法
廷
地
と
は
評
価
さ
れ
ず
、
そ
の
国
家
の
手
続
に
依
る
事
自
体
が
許
さ
れ

な
い
の
で
、
手
続
は
法
廷
地
法
に
よ
る
と
い
う
原
則
に
反
す
る
事
も
な
い
．
条
文
上
の
根
拠
に
関
し
て
も
、
我
国
の
民
事
訴
訟
法
二
〇
〇

条
の
二
号
に
も
三
号
に
も
こ
れ
を
求
め
な
い
た
め
、
何
ら
類
推
あ
る
い
は
拡
大
の
必
要
も
危
険
も
な
い
上
、
条
文
の
体
裁
に
も
忠
実
で
あ

り
う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
以
上
の
検
討
か
ら
、
手
続
保
障
に
関
連
す
る
外
国
判
決
承
認
の
要
件
は
、
制
度
的
手
続
保
障
の
み
で
あ
っ
て
、
こ
れ
以
外
に
「
手
続
公

序
』
と
認
む
べ
き
も
の
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
（
1
）
　
こ
の
点
に
関
す
る
検
討
は
、
民
事
訴
訟
制
度
の
本
質
と
深
く
関
わ
る
問
題
で
あ
り
、
慎
重
に
な
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
、
今
後
の
研
究
の
課
題
と

　
　
し
た
い
。

　
（
2
）
　
池
原
「
国
際
的
裁
判
管
轄
権
」
新
実
務
民
事
訴
訟
講
座
（
7
）
一
八
頁
、
青
山
「
国
際
的
裁
判
管
轄
権
」
民
訴
法
の
争
点
五
〇
頁
。

　
（
3
）
間
接
管
轄
に
つ
い
て
は
、
若
干
問
題
が
あ
り
、
特
に
、
民
事
訴
訟
法
二
〇
〇
条
一
号
の
解
釈
に
つ
き
、
規
定
が
「
…
…
否
定
セ
サ
ル
コ
ト
」
と

　
　
な
っ
て
い
る
も
の
を
、
「
我
国
か
ら
見
て
管
轄
が
あ
る
」
と
い
う
解
釈
の
不
当
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
林
脇
・
渉
外
判
例
研
究
ジ
ュ
リ
ス
ト
四

　
　
八
五
一
六
八
頁
、
三
ッ
木
「
渉
外
判
例
研
究
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
七
七
号
八
一
頁
が
あ
る
．
所
論
に
従
え
ば
、
管
轄
否
定
要
素
と
し
て
、
制
度
的
手
続

　
　
保
障
が
有
力
な
位
置
に
置
か
れ
る
事
は
想
像
に
難
く
な
い
．
の
み
な
ら
ず
、
所
論
は
、
通
説
に
対
す
る
批
判
と
し
て
正
当
な
も
の
を
含
ん
で
い
る
が
、

　
　
本
稿
の
焦
点
が
定
ま
ら
な
く
な
る
の
を
惧
れ
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
別
稿
を
予
定
し
て
い
る
。

　
（
4
）
　
こ
の
考
え
方
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
、
》
ぎ
P
目
①
冒
①
P
穿
。
曽
三
8
騨
包
国
蔦
9
8
ヨ
。
暮
9
閂
o
邑
讐
噛
＆
α
q
幕
暮
ー
O
象
霞
巴

　
　
蓼
①
o
員
魯
邑
醤
。
寄
一
Φ
o
楠
旨
ユ
。
。
傷
圃
9
帥
8
毘
評
名
落
馨
暑
ω
u
一
零
寄
窪
巴
U
①
。
α
O
o
霞
ω
り
G。
9

四
、
お
わ
り
に

外
国
判
決
承
認
の
要
件
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
い
わ
ゆ
る
手
続
公
序
に
関
し
て
、
従
来
の
学
説
が
個
別
的
手
続
保
障
に
重
点
を
置

い
て
論
じ
て
い
た
事
に
疑
問
を
呈
す
る
と
と
も
に
、
手
続
保
障
に
関
す
る
外
国
判
決
承
認
の
要
件
と
し
て
は
、
制
度
的
手
続
保
障
の
み
を
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民
事
訴
訟
法
二
〇
〇
条
一
号
を
根
拠
と
し
て
問
い
う
る
と
い
う
可
能
性
を
指
摘
し
た
。

　
お
よ
そ
独
立
し
た
主
権
国
家
間
の
判
決
承
認
は
、
各
国
が
恣
意
的
に
諾
否
を
、
決
し
得
る
筈
で
あ
る
。
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
国
家
の
枠

組
を
破
っ
て
、
交
通
が
頻
繁
に
な
り
、
そ
こ
に
一
つ
の
渉
外
社
会
が
成
立
す
れ
ば
、
そ
の
渉
外
社
会
の
存
在
を
前
提
と
し
、
国
家
も
そ
の

能
力
の
範
囲
で
こ
れ
に
関
与
し
て
、
文
化
国
家
と
し
て
の
使
命
を
果
た
さ
ね
ば
な
ら
な
い
．
も
と
も
と
、
承
認
・
不
承
認
は
恣
意
が
許
さ

れ
る
と
は
言
え
、
互
い
に
文
化
国
家
と
し
て
こ
の
渉
外
社
会
を
保
護
し
後
見
し
あ
う
と
い
う
共
通
の
方
向
性
を
持
つ
と
認
め
あ
え
る
国
家

間
で
は
、
協
働
し
て
そ
の
役
割
を
果
た
す
の
が
筋
で
あ
る
。
従
っ
て
、
相
互
に
共
通
性
の
あ
る
国
家
間
で
は
、
な
る
べ
く
承
認
す
る
よ
う

に
態
度
を
と
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
我
国
が
採
用
す
る
自
働
承
認
シ
ス
テ
ム
も
、
独
立
し
た
主
権
国
家
同
士
で
あ
り
な
が
ら
、
原
則
的
に

承
認
す
る
の
が
筋
な
の
だ
と
い
う
事
を
表
明
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
又
、
歴
史
の
教
え
る
と
こ
ろ
も
同
様
で
あ
ろ
う
。

　
右
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
そ
れ
自
体
、
十
分
な
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
手
続
公
序
と

い
う
外
国
判
決
承
認
の
要
件
が
、
あ
ま
り
広
い
範
囲
に
わ
た
る
も
の
で
は
無
い
と
い
う
事
が
明
ら
か
に
な
っ
た
事
は
、
外
国
判
決
が
そ
れ

だ
け
、
承
認
さ
れ
易
く
な
る
事
を
意
味
す
る
。
他
の
個
々
の
具
体
的
な
場
合
に
関
す
る
検
討
が
さ
ら
に
積
み
重
ね
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
と

し
て
も
、
本
稿
が
、
右
の
よ
う
な
外
国
判
決
承
認
制
度
の
理
解
の
一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
．
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