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イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
不
当
訴
訟
に
対
す
る
手
続
的
責
任
の
追
及

｜
｜
敗
訴
当
事
者
の
加
重
責
任
制
度
に
つ
い
て
｜
｜

中

ネナ

官
官
一
吋

宏

イタリアにおける不当訴訟に対する手続的責任の追及

一
は
じ
め
に

二
イ
タ
リ
ア
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
敗
訴
当
事
者
の
手
続
的
加
重
責
任

三
判
決
手
続
に
お
け
る
請
求
・
抗
弁
の
濫
用
（
一
項
）

四
実
体
法
上
の
権
利
を
欠
く
執
行
手
続
等
（
二
項
）

五
根
拠
の
な
い
本
案
前
の
抗
弁

六
手
続
的
加
重
責
任
に
関
す
る
裁
判
の
申
立
時
期
と
管
轄
権

七

二

O
O九
年
改
正
に
よ
る
手
続
の
簡
易
化
（
三
項
）

八
お
わ
り
に

は
じ
め
に

問
題
の
所
在

ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
実
体
法
上
の
権
利
関
係
ま
た
は
法
律
関
係
に
つ
い
て
利
益
の
衝
突
を
認
識
し
て
い
る
関
係
当
事
者
間
に
お
い
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て
は
、
具
体
的
な
紛
争
の
発
生
な
い
し
訴
訟
手
続
の
開
始
は
、
あ
る
意
味
必
然
的
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
、
受
け
止
め
ら
れ
る
だ

ろ
う
。
し
か
し
、
し
ば
し
ば
、
訴
え
の
提
起
に
お
い
て
被
告
と
し
て
指
名
さ
れ
た
も
の
に
と
っ
て
、
な
ぜ
訴
訟
が
始
ま
る
の
か
、
ま

た
は
な
ぜ
そ
も
そ
も
自
分
が
被
告
と
さ
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
点
に
お
い
て
理
解
に
苦
し
む
訴
訟
が
お
き
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え

ば
、
些
細
な
ト
ラ
ブ
ル
が
生
じ
は
し
た
が
、
損
害
賠
償
請
求
権
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
被
害
者
と
し
て
は
騒
ぎ
立
て
る
ほ
ど
の
も
の

で
は
な
い
と
認
識
し
て
放
置
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
突
如
と
し
て
相
手
方
か
ら
「
債
務
不
存
在
確
認
の
訴
え
」
が
提
起
さ
れ
た
、
な
ど

と
い
う
ケ
l
ス
が
そ
れ
で
あ
る
（
し
か
も
訴
状
に
は
「
訴
訟
費
用
は
被
告
の
負
担
と
す
る
」
な
ど
と
書
か
れ
て
い
る
。
）
。
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理
論
的
側
面
か
ら
考
え
れ
ば
、
そ
も
そ
も
被
告
側
か
ら
何
ら
の
実
体
法
上
の
権
利
に
基
づ
く
請
求
が
な
い
、
つ
ま
り
法
的
な
紛
争

そ
れ
自
体
が
存
在
し
な
い
以
上
、
こ
の
よ
う
な
確
認
訴
訟
は
適
法
性
を
欠
く
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
現

実
的
側
面
か
ら
見
れ
ば
、
被
告
と
さ
れ
た
者
に
と
っ
て
は
精
神
的
に
も
迷
惑
な
だ
け
で
は
な
く
、
具
体
的
に
被
告
と
し
て
の
行
動
を

起
こ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
通
信
費
、
交
通
費
あ
る
い
は
弁
護
士
費
用
な
ど
、
本
来
す
る
必
要
の
な
い
支
出
が
生
じ
る

こ
と
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
問
題
を
単
に
訴
え
の
利
益
の
問
題
と
単
純
化
し
た
う
え
で
対
応
と
し
て
は
不
適
法
却
下
で
足

り
る
と
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
は
、
不
当
な
訴
訟
行
為
は
場
合
に
よ
っ
て
は
被
告
側
か
ら
に
お
い
て
も
生
じ
得
る
か
ら
で
あ
り
、

ま
た
実
質
的
に
生
じ
た
損
失
を
ど
う
填
補
す
る
の
か
と
い
う
点
に
こ
れ
は
答
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
い
わ
ゆ
る
不
当
訴
訟
と
比
べ
て
よ
り
カ
ジ
ュ
ア
ル
に
生
じ
う
る
と
思
わ
れ
る
訴
訟
上
の
信
義
則
に
反
す
る
訴
訟
行
為
が
あ

っ
た
場
合
に
つ
い
て
も
、
信
義
則
違
反
の
訴
訟
行
為
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
は
そ
の
効
力
の
問
題
と
し
て
処
理
す
る
の
は
当
然
と
し
て
、

そ
れ
と
は
別
に
、
そ
の
よ
う
な
信
義
則
違
反
の
訴
訟
行
為
に
よ
っ
て
損
害
が
発
生
し
た
と
き
に
、
こ
れ
に
関
し
て
損
害
賠
償
責
任
を

認
め
る
べ
き
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
ま
た
別
の
問
題
と
し
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
信
義
則
違
反
が
問

題
と
な
る
場
合
に
は
、
す
く
な
く
と
も
訴
訟
行
為
の
基
礎
と
な
る
べ
き
実
体
法
上
の
権
利
関
係
な
い
し
法
律
関
係
は
存
在
し
て
い
る

は
ず
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。



イタリアにおける不当訴訟に対する手続的責任の追及

不
当
訴
訟
に
関
す
る
最
高
裁
判
例
と
最
近
の
裁
判
例
の
傾
向

こ
の
、
一
般
に
「
不
当
訴
訟
」
あ
る
い
は
「
不
当
な
訴
訟
活
動
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
関
し
て
は
、
昭
和
六
三
年
一
月
二
六
日
最

（

1
）
 

高
裁
判
決
が
そ
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
基
本
的
な
答
え
を
出
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
憲
法
が
国
民
に
裁
判
を
受
け
る
権
利
を

保
障
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
と
し
て
も
、
場
合
に
よ
っ
て
は
な
お
訴
え
の
提
起
そ
れ
自
体
が
不
法
行
為
を
構
成
す
る
こ
と
は

あ
り
得
る
と
の
認
識
が
示
さ
れ
、
そ
の
要
件
と
し
て
、
川
そ
の
訴
訟
に
お
い
て
提
訴
者
た
る
原
告
が
主
張
し
た
権
利
ま
た
は
法
律
関

係
が
事
実
的
・
法
律
的
根
拠
を
欠
く
、
凶
原
告
が
故
意
ま
た
は
重
過
失
に
よ
っ
て
訴
え
を
提
起
す
る
な
ど
、
訴
え
の
提
起
が
裁
判
制

度
の
趣
旨
目
的
に
照
ら
し
て
著
し
く
相
当
性
を
欠
く
、
と
い
う
こ
点
が
列
挙
さ
れ
た
。

（

2
）
 

ま
た
、
不
当
な
強
制
執
行
の
事
例
と
し
て
は
、
昭
和
六
三
年
最
高
裁
判
決
に
先
だ
っ
て
、
昭
和
四
四
年
七
月
八
日
最
高
裁
判
決
に

お
い
て
、
確
定
判
決
に
基
づ
い
て
強
制
執
行
が
な
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
確
定
判
決
が
原
告
が
被
告
を
害
す
る
意
図
で
被

告
の
手
続
関
与
を
妨
害
し
た
り
あ
る
い
は
虚
偽
事
実
の
主
張
に
よ
っ
て
裁
判
所
を
欺
岡
す
る
等
し
て
得
ら
れ
た
あ
り
う
べ
か
ら
ざ
る

内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
の
原
告
の
確
定
判
決
の
踊
取
は
不
法
行
為
を
構
成
す
る
の
で
被
告
は
原
告
に
対
し
損
害
賠
償
を

請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
が
示
さ
れ
て
い
る
。

2 こ
の
よ
う
に
、
現
在
で
は
、
訴
え
の
提
起
や
強
制
執
行
に
つ
い
て
も
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
限
り
不
法
行
為
を
形
成
し
う
る
と

い
う
こ
と
が
判
例
理
論
と
し
て
確
立
さ
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
、
そ
の
理
論
に
よ
っ
て
実
際
に
不
法
行
為
の
成
立
が
認
め
ら

（

3
）
 

れ
る
例
も
少
な
く
な
い
。

公
刊
さ
れ
て
い
る
ご
く
最
近
の
判
例
な
い
し
裁
判
例
に
つ
い
て
概
観
す
る
と
、
訴
え
の
提
起
や
仮
処
分
申
立
な
ど
を
不
当
な
も
の

と
認
定
し
て
不
法
行
為
の
成
立
を
認
め
る
パ
タ
ー
ン
と
し
て
は
、
川
訴
え
の
提
起
等
に
つ
い
て
そ
の
原
因
た
る
「
権
利
関
係
や
法
律

（

4
）
 

関
係
が
も
と
も
と
存
在
し
な
い
」
か
ま
た
は
あ
り
う
べ
き
「
抗
弁
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
」
で
あ
る
と
い
う
場
合
、

ωす
で
に
裁
判
所
の
判
断
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
て
い
る
権
利
関
係
や
法
律
関
係
に
つ
い
て
「
単
に
蒸
し
返
し
を
図
る
だ
け
の
訴
訟
」
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（

5
）
 

で
あ
る
と
い
う
場
合
、
同
訴
え
の
提
起
等
に
つ
い
て
そ
の
原
因
た
る
権
利
関
係
や
法
律
関
係
は
存
在
し
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
を
奇

（

6
）
 

貨
と
し
て
「
訴
訟
制
度
を
権
利
関
係
等
の
確
定
以
外
の
目
的
に
利
用
し
よ
う
と
し
た
」
と
い
う
場
合
、
な
ど
が
あ
る
。

334 

イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
不
当
訴
訟
に
対
す
る
損
害
賠
償
制
度
を
紹
介
す
る
意
義
に
つ
い
て

し
か
し
、
不
当
訴
訟
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
が
あ
る
と
し
て
も
、
訴
え
の
提
起
と
い
う
事
実
そ
れ

自
体
に
つ
い
て
客
観
的
に
不
当
性
の
程
度
を
形
式
論
か
ら
確
認
す
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
法
廷
に

お
け
る
当
事
者
の
具
体
的
な
振
る
ま
い
が
そ
の
不
当
性
の
深
化
に
寄
与
し
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
そ
の
当
事
者
の
行
為
そ
の
も

の
を
受
け
た
か
少
な
く
と
も
目
撃
し
た
裁
判
官
で
な
け
れ
ば
、
行
為
の
不
当
性
の
程
度
を
正
確
に
認
定
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と

い
う
こ
と
も
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
原
告
の
訴
え
提
起
が
不
当
で
あ
る
場
合
に
は
、
被
告
は
当
該
訴
訟
手
続
に
お
い
て
損
害
賠
償

請
求
の
反
訴
を
提
起
す
る
こ
と
が
最
も
有
効
で
あ
ろ
う
し
、
被
告
の
抗
弁
が
不
当
で
あ
る
場
合
に
は
、
原
告
が
訴
え
の
追
加
的
変
更

を
す
る
こ
と
が
便
宜
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
イ
タ
リ
ア
民
事
訴
訟
法
に
は
、
こ
の
い
わ
ゆ
る
不
当
訴
訟
に
対
す
る
同
一
訴
訟
手
続
内
で
の
損
害
賠
償
請
求
の
可
能

性
が
明
文
で
規
定
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
あ
る
訴
訟
手
続
に
お
い
て
一
方
当
事
者
に
よ
り
不
当
な
訴
え
の
提
起
や
不
当
な
抗
弁
が

な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
相
手
方
当
事
者
の
申
立
に
よ
り
（
そ
し
て
最
近
の
法
改
正
に
よ
り
職
権
に
よ
っ
て
で
も
）
、
原
則
と
し
て
当
該
訴

訟
手
続
を
審
理
す
る
裁
判
所
が
本
案
の
裁
判
と
併
せ
て
損
害
賠
償
の
支
払
い
を
命
じ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
わ
が
国
の
訴
訟
手
続

に
お
い
て
、
不
当
訴
訟
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
方
法
と
し
て
反
訴
ま
た
は
訴
え
の
追
加
的
変
更
を
す
る
場
合
は
、
「
敗
訴

当
事
者
の
手
続
的
加
重
責
任
」
と
呼
称
さ
れ
る
こ
の
イ
タ
リ
ア
民
事
訴
訟
法
の
制
度
を
利
用
し
た
場
合
と
似
た
状
況
が
生
じ
る
と
言

え
る
だ
ろ
う
。
わ
が
国
に
お
け
る
不
当
訴
訟
に
対
す
る
対
処
方
法
に
関
し
て
は
、
い
く
つ
か
の
報
告
や
理
論
的
な
考
察
が
行
わ
れ
て

（

7
）
 

い
る
が
数
は
決
し
て
多
く
な
く
、
こ
の
イ
タ
リ
ア
の
制
度
を
紹
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
議
論
に
一
つ
の
刺
激
を
与
え
る
こ
と
が

3 



可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
こ
に
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
。

イタリアにおける不当訴訟に対する手続的責任の追及

（1
）
最
判
昭
六
三
・
一
・
二
六
民
集
四
二
巻
一
号
一
頁
H
裁
時
九
七
六
号
一
一
頁
H
判
時
一
二
八
一
号
九
一
頁
H
判
タ
六
七
一
号
一
一
九

頁
H
金
法
一
一
九
九
号
二
三
頁
H
金
判
八
O
O号
三
頁
。

（2
）
最
判
昭
四
四
・
七
・
八
民
集
二
三
巻
八
号
一
四
O
七
頁
H
裁
時
五
二
七
号
一
頁
H
判
時
五
六
五
号
五
五
頁
H
判
タ
二
三
九
号
一
四
五

頁
H
金
判
一
七
六
号
二
頁
。

（3
）
不
当
訴
訟
に
関
す
る
判
例
の
状
況
を
分
析
す
る
も
の
と
し
て
、
菊
池
定
信
「
不
当
訴
訟
に
関
す
る
判
例
」
国
士
館
三
九
巻
（
二

0
0

八
）
一
三
九
頁
以
下
、
後
藤
勇
「
訴
え
提
起
に
よ
る
不
法
行
為
成
立
の
具
体
的
要
件
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
八
七
五
号
（
一
九
九
五
）
九
頁
以

下
、
が
あ
る
。

（4
）
た
と
え
ば
、

川
市
議
会
議
員
で
あ
っ
た
者
が
あ
る
発
言
を
し
た
者
に
対
し
て
名
誉
致
損
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
の
訴
え
お
よ
び
控
訴
の
提
起
し
た
こ

と
に
対
し
て
、
そ
れ
が
不
当
提
訴
に
あ
た
る
と
し
て
発
言
者
が
市
議
会
議
員
に
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
事
案
に
お
い
て
、
前
訴
の
原
告

（
市
議
会
議
員
）
は
被
告
（
発
言
者
）
に
有
効
な
抗
弁
事
実
が
存
在
す
る
こ
と
（
発
言
者
の
発
言
が
専
ら
公
益
を
図
る
目
的
に
出
た
も
の

で
あ
る
こ
と
。
）
を
知
り
な
が
ら
敢
え
て
訴
え
お
よ
び
控
訴
を
提
起
し
た
と
し
て
、
不
法
行
為
の
成
立
を
認
め
た
事
例
（
青
森
地
弘
前
支

平
二

0
・
三
・
二
七
判
時
二

O
二
二
号
一
二
六
頁
）
、

ω元
患
者
が
医
師
に
対
し
て
診
察
時
の
セ
ク
ハ
ラ
お
よ
び
医
師
が
雑
誌
記
者
に
対
し
て
し
た
元
患
者
の
名
誉
致
損
・
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害

発
言
を
理
由
と
す
る
謝
罪
広
告
掲
載
等
請
求
訴
訟
を
提
起
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
こ
の
訴
え
提
起
お
よ
び
控
訴
の
提
起
が
不
当
提
訴
で
あ

る
と
し
て
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
事
案
に
お
い
て
、
被
告
で
あ
る
元
患
者
が
原
告
で
あ
る
医
師
の
診
察
に
不
満
を
持
ち
、
医
師
が
メ
デ
ィ

ア
に
注
目
さ
れ
た
こ
と
を
奇
貨
と
し
て
診
察
か
ら
二
年
半
も
経
過
し
た
後
に
自
ら
週
刊
誌
に
対
す
る
情
報
提
供
に
及
ん
だ
こ
と
な
ど
か
ら
、

元
患
者
の
訴
え
提
起
は
虚
構
の
事
実
に
基
づ
く
著
し
く
不
当
な
も
の
で
あ
り
裁
判
制
度
の
趣
旨
目
的
に
照
ら
し
て
著
し
く
相
当
性
を
欠
く

も
の
で
あ
る
と
し
て
、
不
法
行
為
の
成
立
を
認
め
た
事
例
（
東
京
地
平
一
七
・
三
・
一
四
判
時
一
八
九
三
号
五
四
頁
H
判
タ
一
一
七
九
号

一
四
九
頁
）
、
な
ど
が
あ
る
。

（5
）
確
か
に
存
在
す
る
実
体
法
上
の
権
利
を
単
に
訴
訟
上
主
張
で
き
な
く
な
っ
た
と
い
う
ケ
l
ス
も
あ
り
う
る
の
で
、
こ
の
類
型
は
権
利
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関
係
等
が
も
と
も
と
存
在
し
な
い
と
い
う
類
型
と
は
微
妙
に
異
な
る

D

こ
の
類
型
に
あ
た
る
も
の
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
、

川
原
告
が
提
起
し
た
本
訴
は
関
連
訴
訟
の
確
定
判
決
等
に
よ
り
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
請
求
と
実
質
的
に
同
一
の
請
求
を
行
う
も
の
で
あ
る

こ
と
を
理
由
と
し
て
、
訴
訟
提
起
が
不
法
行
為
に
あ
た
る
と
し
て
損
害
賠
償
を
求
め
る
反
訴
を
提
起
し
た
事
案
に
お
い
て
、
こ
の
本
訴
の

訴
訟
提
起
行
為
は
裁
判
制
度
の
趣
旨
目
的
に
照
ら
し
て
著
し
く
相
当
性
を
欠
く
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
不
法
行
為
の
成
立
を
認
め
た
事
例

（
東
京
地
平
二

0
・
九
・
三

O
裁
判
所
判
例
検
索
シ
ス
テ
ム
搭
載
裁
判
例

F
2司
ミ
割
当
巧
・

8
ロユ
ω
・問。・宮＼
F
S店
主
唱
丘
＼

N
C
C

∞H
C
C
N
O
＠印斗印印・司品同）、

ωす
で
に
前
訴
で
敗
訴
の
確
定
判
決
を
受
け
た
当
事
者
が
当
事
者
お
よ
び
訴
訟
物
を
同
一
に
す
る
後
訴
等
を
提
起
し
た
事
案
に
お
い
て
、

請
求
等
に
事
実
的
・
法
律
的
根
拠
が
な
い
こ
と
を
認
識
し
て
い
な
が
ら
あ
え
て
後
訴
を
提
起
し
た
と
し
て
、
不
法
行
為
の
成
立
を
認
め
た

事
例
（
東
京
地
平
一
人
・
二
・
二
七
判
タ
一
二
三
五
号
二
三
六
頁
）
、
な
ど
が
あ
る
。

（6
）
た
と
え
ば
、

川
原
告
が
法
人
を
被
告
と
し
た
第
一
次
訴
訟
に
つ
き
裁
判
上
の
和
解
が
成
立
し
た
後
、
法
人
の
従
業
員
に
対
し
て
さ
ら
に
第
二
次
訴
訟
を

提
起
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
第
二
次
訴
訟
の
被
告
ら
か
ら
第
二
次
訴
訟
が
不
当
訴
訟
で
あ
る
と
し
て
損
害
賠
償
を
求
め
る
第
三
次
訴
訟
が
提

起
さ
れ
た
の
で
、
原
告
が
さ
ら
に
第
三
次
訴
訟
の
被
告
代
理
人
に
対
し
そ
の
第
三
次
訴
訟
が
不
当
な
提
訴
で
あ
る
と
し
て
第
四
次
訴
訟
を

提
起
し
た
と
い
う
事
案
に
お
い
て
、
第
三
次
訴
訟
の
提
起
は
第
二
次
訴
訟
の
遂
行
妨
害
を
目
的
と
し
て
い
た
と
認
定
し
て
、
訴
訟
代
理
人

の
不
法
行
為
責
任
を
認
め
た
事
例
（
千
葉
地
平
一
九
・
一
一
・
三

O
先
物
取
引
裁
判
例
集
五
O
号
三
八
一
頁
）
、

ω書
籍
の
執
筆
・
出
版
が
名
誉
段
損
で
あ
る
と
し
て
損
害
賠
償
と
出
版
差
止
め
を
求
め
る
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
、
こ
の
提
訴

は
請
求
が
認
容
さ
れ
る
余
地
の
な
い
こ
と
を
知
悉
し
な
が
ら
あ
え
て
批
判
的
言
論
を
抑
圧
す
る
目
的
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
、

不
法
行
為
の
成
立
を
認
め
た
事
例
（
東
京
地
平
一
七
・
三
・
三

O
判
時
一
八
九
六
号
四
九
頁
）
、
な
ど
が
あ
る
。

（
7
）
た
と
え
ば
、
判
例
評
釈
以
外
の
い
わ
ゆ
る
論
説
に
つ
い
て
最
近
の
も
の
を
挙
げ
れ
ば
、
菊
池
・
前
掲
注
（
3
）
、
後
藤
・
前
掲
注

（3
）
の
ほ
か
、
加
藤
新
太
郎
「
不
当
訴
訟
と
弁
護
士
の
責
任
」
ジ
ユ
リ
ス
ト
九
七
三
号
（
一
九
九
一
）
八
九
頁
以
下
、
工
藤
祐
巌
「
訴

え
の
提
起
が
不
法
行
為
に
当
た
る
場
合
」

N
B
L
四
二
三
号
（
一
九
八
九
）
一
一
頁
以
下
、
な
ど
が
あ
る
。
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イ
タ
リ
ア
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
敗
訴
当
事
者
の
手
続
的
加
重
責
任

イタリアにおける不当訴訟に対する手続的責任の追及

規
定
の
構
造

イ
タ
リ
ア
民
事
訴
訟
法
第
一
編
第
三
章
第
四
節
は
、
「
訴
訟
費
用
お
よ
び
訴
訟
上
の
損
害
に
つ
い
て
の
当
事
者
の
責
任
」
と
い
う

（

8
）
 

表
題
の
も
と
、
九
一
条
か
ら
九
八
条
ま
で
の
八
条
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
九
一
条
は
訴
訟
費
用
の
敗
訴
者
負
担
を
一
般
原
則
と
し
て

定
め
、
九
二
条
か
ら
九
五
条
ま
で
は
九
一
条
の
特
別
規
定
と
し
て
訴
訟
費
用
の
負
担
方
法
を
ケ
l
ス
に
分
け
て
細
か
く
規
定
し
て
い

る
。
次
の
九
六
条
が
本
稿
が
取
り
上
げ
る
「
敗
訴
当
事
者
の
加
重
責
任
」
の
規
定
で
あ
る
。
続
く
九
七
条
は
、
共
同
訴
訟
に
お
け
る

費
用
お
よ
び
本
稿
で
取
り
扱
う
九
六
条
の
損
害
賠
償
の
分
担
を
定
め
て
い
る
。
九
八
条
は
費
用
の
担
保
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
が
、

違
憲
判
断
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
現
在
は
有
効
な
規
定
で
は
な
い
。

問
題
の
九
六
条
は
、
以
下
の
よ
う
な
規
定
で
あ
る
。

民
事
訴
訟
法
九
六
条
敗
訴
当
事
者
の
加
重
責
任
（
同
2
3
5
m
z
g
a
m
g
g
g）

敗
訴
し
た
当
事
者
が
、
相
手
方
を
害
す
る
意
図
ま
た
は
重
過
失
に
よ
り
訴
え
を
提
起
し
ま
た
は
訴
訟
上
の
請
求
を
争
っ
た
こ
と
が
明
ら
か

で
あ
る
と
き
は
、
裁
判
官
は
、
相
手
方
当
事
者
の
申
立
に
よ
り
、
そ
の
者
に
対
し
て
、
訴
訟
費
用
に
加
え
て
、
職
権
に
よ
り
評
価
し
た
損
害

賠
償
の
支
払
を
判
決
に
お
い
て
命
じ
る
。

ωoEω
己
冨
の
vo
－m
冨
2
0
8。。。
s
v
o
E
O
V州

E
m伊
丹
。
。
ぉ
ω
z
z
g
E
m宮
内
田
区
。

8
ロ
g
m
E
F品
。
。
。
。
】
回
出
向
E
d
o－即日向宮内出。
0・
2
町－

S
ロ
Nω
品
。
弓
包
可
問
問
冨
2
0・
z
gロ品目
g
p
。
戸
可
ゅ
の
vo
巳－
oω
司

2
0・巳
E
g司
a
s
o
z。円四包内田
mwEM－－
nFOEeH昨日
mrmHMの
Fo
円
民
民
己
。
・

ロゆロ
ωωAWロ件。ロ
Nm－

（

9
）

（

叩

）

保
全
執
行
、
訴
訟
上
の
請
求
の
登
記
も
し
く
は
訴
訟
上
の
抵
当
権
の
登
記
ま
た
は
強
制
執
行
の
着
手
も
し
く
は
実
行
の
根
拠
と
な
る
実
体

法
上
の
権
利
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
裁
判
官
は
、
こ
れ
に
よ
り
損
害
を
受
け
た
当
事
者
の
申
立
に
よ
り
、
過
失
の
あ
る
原
告
ま
た

337 



法学研究83巻 1号（2010: 1) 

は
執
行
等
の
申
立
債
権
者
に
対
し
て
、
損
害
賠
償
の
支
払
を
命
じ
る
。
こ
の
損
害
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

ロ
包
ロ
庄
の
ゅ
の
F
o
mの
8
1
m
W
2
5包
ω窓
口

Nm
《
宣
伝
吾
Z
U
2
2
z
a
m
g
g
o
m
E
S
Zロ
℃
8
4
4
0
e
E
g
g
g
E巴
R
0・
。
可
mgの
号
宮

内田。
B
mロ色白一色ロ品目
N
E
Z
。宮の吋伊丹

g
e♀
2
m
m宮内田町
E
－0・
。
冨
冨
円
。
宮
町
E
S
。
。
。
自
司
E
S
－－
2
0
2
N－。ロ
o
P
R
m
s－
g
z
gロ
NMwe－－
m

冨
2
h
w
eロロ
o
m
m
E
g
gロ
倉
田
口
白
色
巴
ω岱吋
a
B
g
g
色
包
含
ロ
ロ
ニ
ピ
件
。
円
。
。
出
。
店
内
回
目
件
。
円
。
唱
8
8円四
g
g
w
。
FOFmmwm芹
O
ω
g
S
F

ロ。円
B
m
F
胃
信
号
ロ
Nm－
H
b
z
s
E
e
N
Z
5
色
包
含
ロ
巳

z
a
g
m
ロ。門田
ω品。－
8
5
s
m
司
5
8品
g
z・

九
一
条
の
規
定
に
よ
り
訴
訟
費
用
の
負
担
の
裁
判
を
す
る
と
き
は
、
裁
判
官
は
、
職
権
に
よ
っ
て
も
、
相
手
方
当
事
者
の
利
益
の
た
め
に
、

（日）

敗
訴
当
事
者
に
対
し
て
衡
平
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
金
額
の
支
払
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

同ロ。
m
E
S
ω
。・門戸己
ωロ円問。同》同．。ロロロ丘町
wω
ロロ
σω
司
2
0
包

ωσ
ロ
ω片品。－－
wm立仙の。－。

S
L－
m宮内回目。
0・
自
民
VO
内
田
正
同
虫
色
。
・
同
語
。
巳
可
0・

色
。
。
ロ
含
ロ
ロ
m
B
E
3円件。
ω。。
g
s
gロ
件
。
包
唱
m
m
m
E
g
g－
m
w
p
g
B
円E
E
g
E
8
3ュ
ク
門
出
口
口
m
w
g
B
B
m
w
O
A
E
s
t
g
・

5
8
8
ι
2
2
B古
S
m－
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一
項
は
、
訴
訟
手
続
に
お
い
て
一
方
当
事
者
が
相
手
方
当
事
者
に
損
害
を
与
え
る
目
的
を
持
っ
て
い
る
か
、
そ
の
意
図
は
欠
い
て

（ロ）

い
る
が
主
張
自
体
が
事
実
無
根
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
過
失
的
と
も
い
え
る
無
自
覚
が
あ
る
場
合
に
こ
れ
を
重
過
失
と
評
価
し
、
い

わ
ば
無
謀
と
も
い
う
べ
き
訴
訟
行
為
に
よ
っ
て
相
手
方
当
事
者
に
な
ん
ら
か
の
具
体
的
な
損
害
を
発
生
さ
せ
た
ケ
l
ス
を
想
定
し
て

い
る
。
そ
の
訴
訟
行
為
の
種
類
や
質
に
つ
い
て
限
定
が
な
い
点
で
、
手
続
的
加
重
責
任
の
一
般
規
定
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
二
項
は
、
実
体
法
上
の
権
利
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
架
空
の
権
利
関
係
を
原
因
と
し
て
執
行
手
続
等

を
仕
掛
け
た
者
に
対
し
て
、
相
手
方
に
発
生
し
た
損
害
に
対
す
る
責
任
を
追
及
す
る
も
の
で
あ
る
。
対
象
と
な
る
執
行
行
為
等
の
範

（臼）

囲
が
限
定
さ
れ
て
い
る
点
で
、
一
項
に
対
す
る
特
別
規
定
と
い
う
位
置
づ
け
と
な
る

D

イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
も
い
わ
ゆ
る
裁
判
を
受
け
る
権
利
は
憲
法
二
四
条
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
お
り
、
と
く
に
そ
の
一
項
が
文
言

上
「
何
人
も
自
己
の
権
利
の
正
当
な
利
益
の
保
護
の
た
め
に
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
表
現
し
て
い
る
た
め
本
条
の
合



（

M
）
 

憲
性
が
問
題
と
な
る
が
、
九
六
条
の
規
定
が
合
憲
で
あ
る
こ
と
は
破
鏡
院
に
お
い
て
確
認
さ
れ
て
い
る
。

イタリアにおける不当訴訟に対する手続的責任の追及

加
重
責
任
の
本
質

こ
の
規
定
は
、
原
告
に
よ
る
訴
訟
上
の
請
求
お
よ
び
被
告
に
よ
る
抗
弁
が
濫
用
さ
れ
、
あ
る
い
は
当
事
者
が
実
体
法
上
の
根
拠
を

欠
く
権
利
関
係
ま
た
は
法
律
関
係
を
原
因
と
し
て
執
行
手
続
に
着
手
し
た
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
不
当
な
訴
訟
行
為
が
な
さ
れ
、
結
果
と

し
て
そ
の
訴
訟
行
為
を
し
た
当
事
者
が
敗
訴
し
か
っ
相
手
方
当
事
者
に
損
害
を
発
生
さ
せ
た
と
き
に
、
敗
訴
当
事
者
が
そ
の
責
任
と

（日）

し
て
損
害
賠
償
義
務
を
負
う
こ
と
を
定
め
て
い
る
。

こ
こ
で
い
う
不
当
な
訴
訟
行
為
と
は
、
単
に
当
事
者
の
訴
訟
上
の
行
動
・
態
度
や
選
択
が
不
当
・
怠
慢
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は

（日）

な
く
、
実
体
的
権
利
関
係
に
か
か
わ
る
不
当
な
主
張
が
請
求
や
抗
弁
の
形
で
訴
訟
手
続
に
投
影
さ
れ
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
特
に
、

一
項
が
規
定
す
る
事
実
審
理
に
お
け
る
請
求
・
抗
弁
の
濫
用
は
、
イ
タ
リ
ア
法
学
に
お
い
て
は
し
ば
し
ば
「
宮
BOESω

（
無
謀
・

軽
挙
妄
動
）
」
と
い
う
ラ
テ
ン
語
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
一
項
の
対
象
を
通
常
は
「
無
謀
な
訴
訟
行
為
」
と
呼
称

2 
す
る
。

（口）

ま
た
、
こ
の
損
害
賠
償
の
金
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
「
衡
平
」
に
基
づ
く
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
不
当

な
訴
訟
行
為
に
よ
っ
て
発
生
す
る
損
害
は
そ
の
正
確
な
総
額
を
当
事
者
に
お
い
て
証
明
す
る
こ
と
が
通
常
は
困
難
で
あ
り
、
む
し
ろ

訴
訟
制
度
の
適
正
利
用
と
い
う
観
点
か
ら
当
事
者
の
具
体
的
な
行
動
の
不
当
性
の
有
無
な
い
し
程
度
を
判
断
す
る
の
は
裁
判
所
の
権

（

珂

）

（

叩

）

限
に
属
す
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
判
断
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
現
時
点
で
は
、
こ

れ
は
こ
の
損
害
を
基
礎
づ
け
る
事
実
に
関
す
る
当
事
者
の
証
明
責
任
を
全
く
免
除
す
る
と
い
う
趣
旨
で
は
な
い
。
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一
般
不
法
行
為
責
任
と
の
関
係

本
条
と
一
般
不
法
行
為
責
任
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
こ
の
民
事
訴
訟
法
九
六
条
は
一
般
不
法
行
為
責
任
を
規
定
す
る
民
法
二

O
四

（却）

三
条
の
特
別
規
定
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
お
り
、
特
殊
な
不
法
行
為
の
タ
イ
プ
で
あ
る
と
い
う
趣
旨
で
「
手
続
的
不
法
行
為
」
と
呼

（幻）

称
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

340 

3 そ
し
て
、
敗
訴
当
事
者
の
手
続
的
加
重
責
任
を
検
討
す
る
た
め
の
「
無
謀
に
基
づ
く
不
当
な
訴
訟
行
為
」
を
認
定
す
る
た
め
の
基

準
は
画
一
的
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
た
め
、
敗
訴
当
事
者
の
手
続
的
加
重
責
任
を
理
由
と
し
て
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
と
き
は
、

民
法
二

O
四
三
条
の
適
用
は
完
全
に
排
除
さ
れ
（
泌
o

そ
れ
ゆ
え
、
仮
に
あ
る
ひ
と
つ
の
訴
訟
手
続
に
お
い
て
、
九
六
条
が
対
象
と
し

て
い
る
不
当
な
訴
訟
行
為
と
、
そ
う
で
は
な
い
一
般
的
な
不
法
行
為
に
属
す
る
訴
訟
行
為
が
同
時
に
生
じ
て
い
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、

裁
判
所
が
訴
訟
行
為
ご
と
に
両
規
定
を
選
択
し
て
適
用
す
る
こ
と
も
、
当
事
者
に
よ
っ
て
適
用
す
べ
き
規
定
を
選
択
す
る
こ
と
も
認

（お）

め
ら
れ
な
い
。

（8
）
わ
が
国
の
実
務
と
異
な
り
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
場
合
に
限
ら
ず
、
弁
護
士
費
用
は
原
則
と
し
て
訴
訟
費
用
に
含
ま
れ

る
こ
と
が
明
文
で
規
定
さ
れ
て
い
る
。

（9
）
イ
タ
リ
ア
民
法
二
六
五
二
条
は
、
不
動
産
に
関
す
る
権
利
の
設
定
・
移
転
・
変
更
に
関
す
る
行
為
に
つ
い
て
、
同
条
所
定
の
訴
訟
上

の
請
求
（
た
と
え
ば
、
権
利
設
定
契
約
の
解
除
を
求
め
る
請
求
な
ど
。
）
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
登
記
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
定
め
て
い
る
。

（
叩
）
イ
タ
リ
ア
民
法
二
八
一
八
条
は
、
一
定
額
の
金
銭
の
支
払
ま
た
は
そ
の
他
の
債
務
の
履
行
お
よ
び
そ
れ
ら
に
付
随
す
る
損
害
賠
償
を

求
め
る
訴
訟
に
お
い
て
認
容
判
決
が
な
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
判
決
を
原
因
と
し
て
被
告
の
財
産
上
に
抵
当
権
の
設
定
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
定
め
て
い
る
。

（
日
）
本
項
は
、
F
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判
決
手
続
に
お
け
る
請
求
・
抗
弁
の
濫
用
（
一
項
）

性
質
と
要
件

九
六
条
一
項
は
、
判
決
手
続
に
お
け
る
当
事
者
の
無
謀
な
訴
訟
行
為
に
対
し
て
、
そ
の
損
害
賠
償
責
任
を
追
及
す
る
規
定
で
あ
る
。

こ
こ
で
い
う
無
謀
と
は
、
原
告
の
請
求
や
被
告
の
抗
弁
が
実
体
法
上
の
根
拠
を
欠
く
か
ま
た
は
そ
の
解
釈
を
歪
め
る
な
ど
の
方
法
に

よ
っ
て
行
使
さ
れ
、
そ
れ
に
つ
い
て
当
事
者
に
意
図
的
な
侵
害
行
制
ま
た
は
意
図
し
な
い
侵
害
行
為
に
つ
い
て
の
重
過
失
が
認
定
さ

（部）

れ
、
そ
れ
が
た
め
そ
の
当
事
者
が
敗
訴
し
た
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
一
項
の
適
用
に
際
し
て
は
、
ま
ず
、
規
定
の
文
言
か
ら
、
無
謀
な
訴
訟
行
為
を
し
た
当
事
者
が
完
全
に
敗
訴
し
た
と

い
う
事
実
が
あ
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
。
そ
の
上
で
、
一
方
当
事
者
の
訴
訟
上
の
請
求
ま
た
は
抗
弁
に
相
手
方
当
事
者
を
害
す
る
意

図
が
あ
っ
た
、
ま
た
は
意
図
し
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
重
過
失
が
あ
っ
た
、
と
い
う
事
実
が
主
観
的
要
件
と
な
る
。
権
利
行
使
に

つ
い
て
の
実
体
法
上
の
根
拠
の
欠
鉄
や
こ
じ
つ
け
的
な
法
律
解
釈
の
主
張
と
い
っ
た
事
実
は
、
こ
の
主
観
的
要
件
に
吸
収
さ
れ
る
。

次
い
で
、
そ
の
よ
う
な
事
実
を
含
む
無
謀
な
訴
訟
行
為
の
結
果
と
し
て
、
相
手
方
当
事
者
に
具
体
的
な
損
害
が
発
生
し
た
と
い
う
客

観
的
事
実
が
必
要
で
あ
る
。

2 

主
観
的
要
件
一
相
手
方
を
害
す
る
意
図
ま
た
は
重
過
失



一
項
を
適
用
す
る
た
め
の
主
観
的
要
件
と
し
て
、
無
謀
な
訴
訟
上
の
請
求
ま
た
は
抗
弁
を
し
た
当
事
者
に
相
手
方
を
害
す

る
意
図
ま
た
は
重
過
失
が
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

ま
ず
、

（部）

こ
れ
ら
の
無
謀
な
訴
訟
行
為
は
、
当
然
、
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
当
事
者
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
立
証
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
問
題

は
、
ど
の
よ
う
な
事
実
を
主
張
・
立
証
す
れ
ば
訴
訟
行
為
の
無
謀
性
を
明
ら
か
に
し
た
と
言
い
得
る
か
で
あ
る
が
、
規
定
の
文
言
か

ら
、
単
に
実
体
法
上
の
権
利
関
係
の
欠
鉄
等
の
事
実
の
み
の
主
張
で
は
足
り
ず
、
さ
ら
に
積
極
的
な
害
意
ま
た
は
そ
れ
と
同
視
し
う

（幻）

る
重
過
失
に
つ
い
て
の
主
張
ま
で
も
要
求
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

イタリアにおける不当訴訟に対する手続的責任の追及

し
た
が
っ
て
、
無
謀
な
訴
訟
行
為
は
い
わ
ゆ
る
訴
訟
上
の
信
義
誠
実
の
原
則
（
イ
タ
リ
ア
民
事
訴
訟
法
八
八
条
）
が
も
と
め
る
当
事

（却）

者
の
誠
実
さ
に
反
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
単
に
信
義
誠
実
義
務
に
違
反
す
る
と
い
う
だ
け
で
は
こ
の
要
件
を
満
た
し
た

（却）

こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
あ
る
種
の
権
利
主
張
の
可
能
性
が
す
で
に
破
段
院
判
例
に
よ
っ
て
明
確
に
否
定
さ
れ
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
当
事
者
が
そ
れ
と
知
り
つ
つ
な
お
そ
の
権
利
主
張
を
し
た
と
い
う
と
き
で
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
こ
の
要
件
は
満
た
さ
れ
な

（却）

い
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
無
謀
な
訴
訟
行
為
は
、
そ
れ
が
一
度
な
さ
れ
た
と
い
う
た
だ
一
点
の
事
実
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
当
事

（幻）

者
が
そ
の
無
謀
な
訴
訟
行
為
を
維
持
し
続
け
た
と
い
う
継
続
性
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。

（位）

け
で
無
謀
性
の
み
な
ら
ず
積
極
的
な
害
意
ま
で
も
推
論
で
き
る
と
し
て
い
る
。

一
方
で
学
説
は
、
証
拠
等
の
偽
造
は
そ
れ
だ

客
観
的
要
件
一
損
害
の
発
生
と
程
度

一
項
適
用
の
た
め
の
客
観
的
要
件
と
し
て
、
相
手
方
当
事
者
に
実
際
に
損
害
が
発
生
し
た
と
い
う
事
実
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

一
項
に
基
づ
い
て
賠
償
さ
れ
る
べ
き
具
体
的
な
損
害
の
範
囲
と
程
度
は
、
訴
訟
手
続
と
は
無
関
係
の
損
失
と
し
て
の
財
産
の
喪
失

（お）

ま
た
は
財
産
取
得
の
機
会
の
逸
失
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
実
体
法
上
の
権
利
が
な
い
の
に
相
手
方
を
害
す
る
意
思
を

3 
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持
っ
て
ま
た
は
重
過
失
で
原
告
が
無
謀
な
訴
え
を
提
起
し
た
場
合
は
、
相
手
方
当
事
者
に
は
訴
訟
の
被
告
と
さ
れ
た
と
い
う
事
実
自

体
に
基
づ
く
風
評
に
よ
っ
て
取
引
が
減
少
し
あ
る
い
は
拒
絶
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
は
こ
こ
に
い
う
損
害
と

（鈍）

し
て
認
め
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
実
体
法
上
の
要
件
を
満
た
さ
な
い
の
に
相
手
方
を
害
す
る
意
思
を
持
っ
て
ま
た
は
重
過

失
で
被
告
が
無
謀
な
抗
弁
を
し
た
場
合
に
は
、
正
当
な
実
体
法
上
の
権
利
に
基
づ
い
て
権
利
主
張
を
し
た
原
告
に
は
、
被
告
の
時
間

（部）

稼
ぎ
に
よ
っ
て
生
じ
た
利
益
の
喪
失
な
ど
が
損
害
と
し
て
発
生
す
る
だ
ろ
う
。

（部）

こ
れ
ら
の
損
害
は
、
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
当
事
者
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
立
証
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
が
、
一
方
で
九
六
条
は
損
害

額
に
つ
い
て
職
権
に
よ
る
衡
平
に
基
づ
く
算
定
評
価
の
可
能
性
も
規
定
し
て
い
る
の
で
、
当
事
者
は
い
か
な
る
損
害
を
ど
の
程
度
ま

で
主
張
立
証
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
点
が
次
の
問
題
と
な
る
。
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そ
も
そ
も
裁
判
所
が
職
権
で
衡
平
に
基
づ
く
損
害
算
定
を
実
施
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
損
害
の
発
生
m

百円四

ovg昨
日
だ
け
で
な

く
損
害
の
程
度

g
舌

EggBに
つ
い
て
も
、
当
事
者
が
そ
れ
ら
の
存
在
を
充
分
に
証
明
し
た
か
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
そ
の

（訂）

主
要
な
要
素
が
無
謀
な
訴
訟
行
為
か
ら
推
定
で
き
る
程
度
に
因
果
関
係
が
主
張
さ
れ
証
明
さ
れ
た
か
、
と
い
う
点
に
か
か
っ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
破
致
院
連
合
部
（
日
本
の
大
法
廷
に
相
当
す
る
。
）
に
よ
る
も
の
も
含
め
、
多
数
の
判
例
に
よ
っ
て
繰
り
返
し
指
摘
さ

（拘）

れ
て
い
る
。

一
方
で
、
原
告
の
請
求
に
つ
い
て
そ
れ
自
体
申
立
不
能
で
あ
る
と
す
る
確
認
宣
言
判
決
含
己

R
S
2
E
が
な
さ
れ
た
と
き
は
、

損
害
賠
償
を
請
求
す
る
当
事
者
の
主
張
・
立
証
義
務
は
、
そ
の
確
認
宣
言
判
決
を
前
提
と
し
た
裁
判
官
の
自
由
心
証
主
義
に
基
づ
く

確
信
に
よ
っ
て
免
除
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
結
果
裁
判
所
は
職
権
に
よ
る
衡
平
に
基
づ
く
損
害
算
定
に
た
だ
ち
に
着
手

（泊）

し
う
る
と
さ
れ
て
い
る
。

4 

形
式
要
件
一
無
謀
な
訴
訟
行
為
を
し
た
当
事
者
の
全
部
敗
訴



一
項
の
損
害
賠
償
責
任
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
無
謀
な
訴
訟
行
為
を
し
た
当
事
者
が
「
全
面
的
に
」
敗
訴
す
る
必
要
が
あ
る

（

ω）
 

と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
訴
訟
費
用
を
原
被
告
問
で
分
担
す
る
べ
き
場
合
、
つ
ま
り
は
無
謀
な
訴
訟
行
為
を
受
け
た
当
事
者

の
側
に
も
訴
訟
費
用
を
一
部
負
担
す
べ
き
事
情
が
生
じ
て
い
る
と
き
は
、
そ
も
そ
も
無
謀
な
訴
訟
行
為
を
し
た
側
の
当
事
者
に
対
し

（但）

て
九
六
条
一
項
の
責
任
を
問
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

イタリアにおける不当訴訟に対する手続的責任の追及

（M
）
イ
タ
リ
ア
語
に
お
け
る
表
現
は

EHUm

－mp号
事
で
あ
り
、
こ
れ
は
単
に
あ
る
事
実
を
知
っ
て
い
た
と
い
う
意
味
で
の
「
悪
意
」
で

は
な
く
、
相
手
方
を
積
極
的
に
欺
岡
す
る
意
図
を
要
素
と
す
る
概
念
で
あ
る
。

（お）

Z
g
E
E
S
E
－wn。島
8
内田仲間》

5
8《

E
g
a
dロ
oh宮内田・（の宮崎町円
P
N
c
o
g・司・
2Jコ
ω包
g
g
s
∞旦
S

l
（

U
R
B
E
O
司

S
N
r

思
E
2。匂
g
S
E
E
m
－oad『ロ
m
w
z
a・（わ何一
U
K
F
富・

Ncos・唱・
M
M
∞・

（お）

n
m
g・
ロ

g
m吋
N
0
5∞
N・ロ・ロ
NN・

（幻）

ω巳
S
l
M
J
H
ロ
N
r
e・色町
J
H
》・巴∞・

（お）

E
S
E
r
e－2
4・
b
・2
a・

（
却
）
〈
ゅ
の
の

F
Eロ
o
w
e・丸岡－
w唱・ロ
hR0・

む
し
ろ
、
九
六
条
一
項
の
要
件
た
る
無
謀
性
の
存
在
は
、
八
八
条
の
信
義
誠
実
義
務
違
反
を
強
化
す
る
事
実
と
し
て
作
用
す
る
。
イ
タ

リ
ア
民
事
訴
訟
法
九
四
条
は
、
訴
訟
に
お
い
て
当
事
者
を
法
定
代
理
し
ま
た
は
補
助
す
る
者
は
、
「
重
大
な
理
由
が
あ
る
と
き
」
は
当
事

者
と
連
帯
し
て
ま
た
は
そ
の
者
の
み
が
訴
訟
費
用
を
負
担
す
る
と
定
め
て
い
る
が
、
こ
の
重
大
な
理
由
を
認
定
す
る
際
に
九
六
条
一
項
の

無
謀
性
と
信
義
誠
実
義
務
違
反
を
組
み
合
わ
せ
た
判
例
が
あ
る
（

n
m
g・
由
。
拝
。

σ
5
5
g
w
F
a
g－）。

こ
れ
に
対
し
て
、
九
六
条
が
前
提
と
し
て
い
る
責
任
と
は
八
八
条
の
信
義
誠
実
義
務
そ
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
見
解
や
（
何
色

g
a
o

の
g
g
p
z。芯
ω
E
eロ巳
e
E
R芹
O司
g
8
ω
ω
S
F
阿
古
・
島
町
七
円
。
。
・

5
g・
3
・N
S
g・
）
、
九
六
条
は
信
義
誠
実
義
務
違
反
の
直

接
制
裁
規
定
で
あ
る
と
す
る
見
解
（

n
R
Z
n巳
4
8
P
F
m
g
E
S
S
巳
丘

ω
R
a
B
g宮内田
o
E
S
E
宮
司
円
。

ω旬。ロ
g
E夜
ご

wmmg－

g件

P
E
d－E
B・角田町七円。。・
a
d・
巴

2
・問者・

ω
g
g・
）
も
あ
る

D

（
初
）
わ

ω
g・叶
8
2
0
g
v
g
H匂∞
N・ロ－
ASAg－
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議
論
の
余
地
が
な
い
ほ
ど
判
例
傾
向
が
確
定
的
で
あ
る
場
合
で
も
そ
う
で
あ
る
と
さ
れ
る
お

gω
・
5
P
5
5
Z
忌

8
・
p
g巴・）。

（
泊
）
こ
の
こ
と
は
、
裁
判
所
を
積
極
的
に
欺
こ
う
と
す
る
無
謀
な
訴
訟
行
為
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
た
だ
一
回
限
り
で
あ
り
、
同
じ
訴
訟

行
為
が
裁
判
所
に
二
度
と
向
け
ら
れ
な
か
っ
た
と
き
に
は
無
謀
性
は
認
定
で
き
な
い
と
す
る
判
例
（

n
g
m・
5pvσ
富
山
。
思
∞
伊

ロ・

5
5・
）
や
、
訴
訟
の
進
行
の
過
程
で
原
告
の
請
求
の
無
謀
性
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
訴
訟
が
原
告
に
よ
っ
て
取
り
下

げ
ら
れ
た
と
き
は
無
謀
性
は
も
は
や
認
定
さ
れ
な
い
、
と
す
る
下
級
審
裁
判
例
（
寸
回
色
。

m
g斗

m
gロ包
0
5∞
？
の
U
F
司・

2
H・
）
な

ど
か
ら
読
み
取
れ
る
。

（
沼
）
例
え
ば
、
交
通
事
故
を
原
因
と
す
る
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
に
お
い
て
、
裁
判
所
に
提
出
さ
れ
た
示
談
書
が
改
寵
さ
れ
て
い
た
と
い
う

事
例
が
こ
れ
に
当
た
る
（

E
S
E－・也－
Q

．F・唱・
2
∞・）。

（お）

E
S邑
「
。
h
v

・R
H－w
唱・

2J『・

た
だ
し
、
不
当
な
訴
訟
に
巻
き
込
ま
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
本
来
支
出
の
必
要
が
な
い
は
ず
の
弁
護
士
報
酬
に
つ
い
て
は
、
イ
タ

リ
ア
民
事
訴
訟
法
は
そ
れ
を
そ
も
そ
も
敗
訴
者
が
負
担
す
べ
き
訴
訟
費
用
に
含
め
る
た
め
（
九
一
条
一
項
）
、
こ
こ
で
は
特
に
問
題
に
す

る
必
要
が
な
い
。

（鈍）

E
n
R
e
w
e－q
むよ唱・

2
∞・

も
ち
ろ
ん
、
証
拠
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
お

gω
・
ロ

E
R
g
S∞
Nwp口
ぉ
・
）
。

（
お
）
虫
S
E
r
e－2
4・ゐ・

2
∞
σ
℃－

Sω
・

例
え
ば
、
賃
貸
借
契
約
終
了
に
基
づ
い
て
賃
貸
人
が
賃
借
入
に
目
的
物
の
返
還
を
求
め
て
い
る
の
に
賃
借
入
が
理
由
も
な
く
こ
れ
に
抵

抗
す
る
場
合
に
は
、
賃
借
物
の
返
還
の
履
行
遅
滞
に
よ
っ
て
生
じ
る
主
要
な
損
害
は
民
法
の
解
釈
理
論
に
基
づ
い
て
特
定
し
た
う
え
で
算

定
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
お
gω
－
a♀
S
F
5
5
g
w
ロ・

8
a・）。

（
お
）
ハ
umg・
NUBmwmmgH也∞
hTPωNJ戸

（
幻
）
判
例
は
、
常
に
申
立
原
告
に
こ
れ
に
つ
い
て
の
証
明
責
任
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
お

m
g・
忌

E
m－－。
N
o
s－
P
ロ

8
♂

n
m
g－
a

p
σ
v
g
Z
5
8・
PHNop
の
ωωω
・
HO内

田
仙
の

8Eσ
号
店
∞

NW
ロ－

S
8・）。

（
お
）
《
Umg・
∞
何
時
口
問
口
。

NCCJアロ－
Hωω
也印一ハリ州窃

ω・M

切
な

σσBZNCCJアロ・
ωω
∞∞一ハ

vgω
・∞

ωZZSFSNCChm－
P
H∞
Ha也
ungω
・・

ω・d
－w

NOmw宮
山
O
N
o
g－ロ－
aω
∞一ハ
ugω
・∞

ω
Z
Z
B
V
5
5
8・
p
m
s
r
回
g
m－O
E
O－
e
・Q
．F・唱・。・
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（
拘
）
の

ω
g・
5
♀
S
F
5
5∞
p
p∞∞勾・

（
伺
）
冨

g円目立。
F
§
－

R
H・込・
ω勾

E
・8
u
n
R制
比
l
J『

m
E民

p
e－

Q

．F・司・
ωω
由
一
円

umg・
m
m
E唱
S
M
o
g－
p
g
a
0・

判
例
は
、
非
訟
事
件
手
続
に
対
し
て
も
、
申
立
が
全
部
棄
却
さ
れ
た
場
合
に
は
九
六
条
の
適
用
を
許
し
て
い
る
お

gω
－

aBmmmE

S
記
・
ロ
・
巳
臼
・
）
。

（
引
）
判
例
（

ngω
－

N
C
E
R
S
M
o
g－
p
g
a万
円

vmg・也
B
R
8
5
s・ロ・
5
2・
）
は
、
九
二
条
に
よ
る
原
被
告
聞
の
費
用
相
殺
宣
言

と
本
条
の
手
続
的
加
重
責
任
の
前
提
条
件
と
は
暗
黙
の
う
ち
に
排
他
的
関
係
に
あ
る
と
す
る
。
た
だ
し
、
反
対
の
見
解
を
示
す
学
説
も
あ

る
（
〈
2
。
E
。ロ
o
・

e・
丸
？
司
・
口
合
・
）
。

イタリアにおける不当訴訟に対する手続的責任の追及

四

実
体
法
上
の
権
利
を
欠
く
執
行
手
続
等
（
二
項
）

性
質
と
要
件

九
六
条
二
項
は
、
保
全
手
続
、
訴
訟
上
の
請
求
の
登
記
、
訴
訟
上
の
抵
当
権
の
登
記
、
ま
た
は
強
制
執
行
の
着
手
と
実
行
の
原
因

と
な
っ
た
実
体
法
上
の
権
利
が
存
在
し
な
か
っ
た
場
合
に
、
そ
れ
ら
の
執
行
手
続
等
を
申
し
立
て
た
者
の
損
害
賠
償
責
任
を
追
及
す

る
規
定
で
あ
り
、
適
用
範
囲
が
厳
格
に
限
定
さ
れ
た
特
別
規
定
で
あ
る
。

こ
の
規
定
に
基
づ
い
て
損
害
賠
償
責
任
を
追
及
を
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
執
行
手
続
等
の
根
拠
と
し
て
示
さ
れ
た
実
体
法
上
の
権

利
が
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
が
必
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
主
観
的
要
件
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
執
行
手
続
等
に
着
手
し
ま
た

は
実
行
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
執
行
手
続
等
の
申
立
当
事
者
に
過
失
が
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
当
然
、
そ
の
不
当

な
執
行
手
続
等
の
結
果
と
し
て
相
手
方
当
事
者
に
実
際
に
損
害
が
発
生
し
た
と
い
う
事
実
も
確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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主
観
的
要
件
一
通
常
の
思
慮
の
欠
紋

二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
た
め
の
主
観
的
要
件
に
つ
い
て
は
、
一
項
の
要
件
で
あ
る
意
図
的
な
侵
害
行
為
ま
た
は
意
図
し
な
い
侵

害
行
為
に
つ
い
て
の
重
過
失
ま
で
は
要
求
さ
れ
て
お
ら
ず
、
実
体
的
権
利
が
存
在
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
執
行
手
続
等
に
着
手
す

（位）

る
と
い
う
「
通
常
人
と
し
て
の
当
然
の
思
慮
を
欠
く
」
と
い
う
点
に
責
任
の
本
質
を
求
め
て
い
る
。
こ
れ
は
、
一
項
が
対
象
と
し
て

い
る
判
決
手
続
に
お
け
る
無
謀
な
訴
訟
行
為
を
原
因
と
す
る
損
害
と
の
比
較
に
お
い
て
、
二
項
が
想
定
す
る
通
常
の
思
慮
を
欠
く
執

（却）

行
の
着
手
と
実
行
が
相
手
方
に
も
た
ら
す
損
失
は
逢
か
に
大
き
い
だ
ろ
う
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ

（
叫
）

こ
で
の
主
観
的
要
件
は
、
軽
過
失
で
も
足
り
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

348 

2 

客
観
的
要
件
一
実
体
的
権
利
の
不
存
在

一
項
の
適
用
に
関
し
て
は
、
実
体
法
上
の
権
利
関
係
ま
た
は
法
律
関
係
の
不
存
在
と
い
う
事
実
は
主
観
的
要
件
の
要
素
と
し
て
そ

の
要
件
に
吸
収
さ
れ
た
が
、
二
項
の
適
用
に
お
い
て
は
、
実
体
法
上
の
権
利
の
不
存
在
を
裁
判
所
が
具
体
的
に
確
認
す
る
こ
と
が
規

定
上
求
め
ら
れ
て
お
り
、
む
し
ろ
こ
の
点
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
実
際
、
判
例
は
、
二
項
の
手
続
的
加
重
責
任
は
実
体
的
権
利
の
不

（必）

存
在
と
い
う
事
実
の
み
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
る
と
考
え
る
傾
向
が
あ
る
と
さ
え
い
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
要
件
に
い
う
実
体
法
上
の
権
利
関
係
の
不
存
在
と
は
、
文
字
通
り
執
行
手
続
等
の
着
手
お
よ
び
実
行
の
根
拠
と
な
っ

た
権
利
が
手
続
外
に
お
い
て
全
く
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
う
い
っ
た
権
利
が
本
案
の
訴
訟
手
続

に
お
い
て
確
認
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
だ
け
で
は
、
つ
ま
り
実
体
法
上
の
権
利
の
存
在
が
未
確
定
で
あ
る
の
に
執
行
手
続
等
に
着
手

（制）

し
た
と
い
う
だ
け
で
は
、
こ
の
要
件
を
満
た
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

例
え
ば
、
本
案
の
訴
訟
に
先
立
つ
訴
訟
上
の
請
求
の
登
記
が
な
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
の
後
の
本
案
の
訴
訟
手
続
に
お
い
て
訴
訟
上

の
請
求
が
却
下
さ
れ
た
場
合
や
、
本
案
訴
訟
の
結
果
を
受
け
て
訴
訟
上
の
抵
当
権
の
登
記
が
な
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
の
登
記
が
形
式

3 



的
申
請
要
件
を
満
た
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
な
ど
は
、
こ
こ
で
は
問
題
に
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
た
だ
単
に
登
記

原
因
と
さ
れ
る
実
体
法
上
の
権
利
の
不
存
在
だ
け
で
あ
る
。
主
観
的
要
件
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
登
記
請
求
者
が
平
均
的
な
人
間

（
抑
制
）

と
し
て
の
慎
重
さ
を
欠
い
て
い
た
か
ど
う
か
は
、
こ
の
実
体
法
上
の
権
利
の
不
存
在
に
関
し
て
だ
け
関
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
実
体
法
上
の
権
利
関
係
や
法
律
関
係
は
、
必
ず
し
も
不
当
な
執
行
手
続
等
の
申
立
人
と
執
行
を

受
け
た
者
と
の
間
の
も
の
に
限
定
さ
れ
る
必
要
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
ば
債
権
者
が
物
上
保
証
人
の
財
産
に
対
し
て
担
保

権
の
実
行
（
二
項
が
規
定
す
る
強
制
執
行
に
含
ま
れ
る
。
）
に
着
手
し
た
場
合
、
債
権
者
と
債
務
者
の
聞
に
存
在
す
る
べ
き
債
権
債
務

（

必

）

関
係
が
す
で
に
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
物
上
保
証
人
は
執
行
債
権
者
に
対
し
て
二
項
の
責
任
を
追
及
で
き
る
。

イタリアにおける不当訴訟に対する手続的責任の追及

客
観
的
要
件
一
損
害
の
発
生
と
程
度

二
項
の
場
合
に
お
け
る
客
観
的
要
件
た
る
損
害
の
発
生
と
そ
の
程
度
に
関
し
て
は
、
一
項
に
つ
い
て
確
認
し
た
こ
と
と
ほ
ぼ
同
様

で
あ
る
。
二
項
に
関
し
て
は
、
例
え
ば
、
（
根
拠
が
な
い
と
は
い
え
）
執
行
手
続
を
受
け
れ
ば
金
融
機
関
に
お
け
る
信
用
評
価
の
低
下

や
融
資
制
限
、
あ
る
い
は
貸
付
金
の
回
収
な
ど
が
生
じ
る
だ
ろ
う
し
、
あ
る
い
は
契
約
条
項
に
基
づ
い
て
期
限
の
利
益
を
喪
失
す
る

と
い
う
結
果
が
生
じ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
結
果
と
し
て
財
産
を
損
失
し
た
り
利
益
を
得
る
機
会
を
逸
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
損

（
川
崎
）

害
を
主
張
・
立
証
し
て
執
行
申
立
者
の
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
に
な
る
。

4 （
必
）
ハ
Umwg・∞
E
m
－ZN
0
2・
P
H
N
E印・

ま
た
、
こ
こ
で
は
、
量
的
条
件
お
よ
び
質
的
条
件
は
あ
ま
り
重
要
で
は
な
い
お

gω
・
ぉ

F
σ
v
g芯
Nog－ロ－
m
a
r
n
m
g・
8
。
立
中

V
吋
O

H
也∞
N
・ロ－

U
A
F
J可

0
・）。

（
必
）
の

gω
－N
∞ロ。
40Bσ
円
。
忌
∞
J
F
P∞∞斗
N
・
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（
叫
）
わ
凶
器
－

H
ω
B
m吋N
O
N
O
O
N－
p
a∞
O∞一《
U
m
g・
見
向
。
ロ
ロ
巳
。
忌
∞
少
ロ
・
ωhHN・

故
意
の
場
合
は
当
然
、
過
失
に
つ
い
て
も
軽
重
問
わ
ず
九
六
条
二
項
の
責
任
が
生
じ
る
こ
と
が
判
例
に
よ
っ
て
も
確
認
さ
れ

τい
る

（わ
ω
g・N
∞ロ。

S
S
F
5
5∞J

アロ・∞∞斗
N
・）。

た
と
え
ば
、
債
権
者
が
破
産
手
続
を
申
し
立
て
た
場
合
に
お
い
て
は
、
倒
産
法
二
一
条
三
項
は
「
手
続
費
用
お
よ
び
破
産
管
財
人
の
報

酬
は
、
過
失
あ
る
破
産
手
続
開
始
決
定
の
申
立
に
よ
り
生
じ
た
損
害
の
責
任
を
負
う
べ
き
旨
の
判
決
を
受
け
た
申
立
債
権
者
の
負
担
と
す

る
」
と
し
て
九
六
条
の
適
用
を
暗
に
要
求
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
債
権
の
不
存
在
を
原
因
と
し
て
破
産
手
続
が
取
り
消
さ
れ
た
と
き
は
、

申
立
債
権
者
は
軽
過
失
で
も
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る
お
gω
・
民
包
ロ
mロ
。
巴
∞
N
－
P
笥
お
・
）
。
そ
れ
に
対
し
て
、
破
産
手
続
開
始
決

定
の
要
件
欠
鉄
に
よ
る
破
産
手
続
の
取
消
の
場
合
は
、
二
項
で
は
な
く
一
項
の
問
題
と
な
る
の
で
、
相
手
方
を
害
す
る
意
図
ま
た
は
重
過

失
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（

E
S
E
r
e－Q
．F・唱－
Sω
・）。

（
必
）
盟
。
自
・

e・。
h
v

・2
．HJEyaNOωω
・

（
川
崎
）
∞
旦
S
l司
ロ
ロ
包
唱
。
』
v
・2
．HJ
唱・一戸∞・

判
例
に
は
、
実
体
的
権
利
関
係
の
不
存
在
を
原
因
と
す
る
わ
け
で
は
な
い
そ
の
他
の
本
案
の
不
備
（
権
利
行
使
の
た
め
の
様
式
不
備
な

ど
。
）
だ
け
で
は
九
六
条
の
責
任
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
も
の
お
gω
・
M
M
m
E唱
g
s
u
o－
P
8
2・
）
や
、
例
え
ば

す
で
に
係
属
し
て
い
る
本
案
の
訴
訟
手
続
に
つ
い
て
生
じ
た
管
轄
違
背
の
問
題
の
よ
う
に
、
そ
れ
自
体
が
実
体
的
権
利
関
係
か
ら
独
立
し

て
い
る
手
続
的
暇
抗
も
こ
の
要
件
を
満
た
さ
な
い
と
す
る
も
の
（
n
g
ω
・
民
♀

S
F
3
5∞
P
ロ・
2
ω
N・
）
、
が
あ
る
。

（釘）

M
M
F
の州民！

e・。』
v
・2
．H－w唱－
aNHhAUmmwω
・印

ω問。
ω件。一戸史認
w
p
m
N∞印・

（必）

nmωω
－
HN

－FFσ
ロ
w
Z
H匂∞
ω
・ロ・〕｛∞斗白・

一
方
で
、
債
権
者
が
正
当
な
執
行
手
続
と
し
て
民
事
訴
訟
法
五
四
三
条
の
第
三
者
占
有
物
に
対
す
る
執
行

g胃
8
E
R
Z
5
胃
2
8

Z
R－
に
着
手
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
債
務
者
の
財
産
を
占
有
す
る
第
三
者
が
不
当
な
方
法
で
執
行
を
妨
害
し
て
も
、
規
定
の
文
言
か

ら
九
六
条
二
項
は
適
用
さ
れ
な
い
。
こ
の
場
合
は
、
一
般
不
法
行
為
責
任
に
関
す
る
問
題
と
な
る
に
過
ぎ
な
い
（

E
S
E
r
e－
2
．？

℃・∞
NH）。

（
却
）
盟
。
mw吋
《
戸
。
、
－
R
．N・－唱－
a
H
J
『・
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五

根
拠
の
な
い
本
案
前
の
抗
弁

本
案
前
の
抗
弁
に
対
す
る
九
六
条
一
項
の
類
推
適
用

以
上
見
た
よ
う
に
、
九
六
条
は
、
無
謀
な
訴
訟
行
為
の
実
施
ま
た
は
通
常
の
思
慮
を
欠
く
執
行
手
続
等
の
着
手
・
実
行
と
い
う
、

あ
る
特
定
の
手
続
内
で
の
当
事
者
の
個
々
の
行
動
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
て
、
そ
こ
に
手
続
的
加
重
責
任
の
根
拠
を
求
め
て
い
る
。
こ

れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
そ
こ
で
は
、
一
項
の
場
合
で
あ
る
か
二
項
の
場
合
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
必
然
的
に
実
体
法
上
の
請
求

イタリアにおける不当訴訟に対する手続的責任の追及

権
の
不
存
在
が
制
度
適
用
の
前
提
と
な
っ
て
い
た
。

し
か
し
、
特
に
一
項
の
要
件
で
あ
る
無
謀
な
訴
訟
行
為
が
常
に
実
体
法
上
の
請
求
権
の
存
否
の
問
題
と
結
び
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
被
告
側
か
ら
わ
が
国
で
い
う
と
こ
ろ
の
い
わ
ゆ
る
本
案
前
の
抗
弁
が
濫
用
的
に
行
使
さ
れ
た
場
合
に
問
題
が

生
じ
る
。
つ
ま
り
、
た
と
え
そ
れ
が
理
由
な
し
と
し
て
却
下
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
根
拠
の
な
い
本
案
前
の
抗
弁
に
よ
っ
て
原
告

側
に
損
害
が
生
じ
る
か
も
し
れ
ず
、
に
も
関
わ
ら
ず
そ
れ
は
実
体
法
上
の
権
利
の
不
存
在
の
問
題
で
は
な
い
の
で
九
六
条
を
適
用
し

て
損
害
賠
償
を
命
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
現
在
で
は
、
こ
の
規
定
は
も
っ
と
大
き
な
視
点
か
ら
、
実
体
法
上
の
請
求
権
と
は
全
く
別
次
元
の
問
題
で
あ
る
手
続

（印）

制
度
そ
の
も
の
の
不
正
利
用
に
対
し
て
も
適
用
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

（日）

根
拠
の
な
い
裁
判
権
の
規
整
の
申
立
の
例

た
と
え
ば
、
イ
タ
リ
ア
民
事
訴
訟
法
三
七
条
は
、
被
告
が
（
ま
た
は
行
政
事
件
に
お
い
て
は
裁
判
官
が
職
権
で
）
指
摘
す
べ
き
裁
判

権
の
欠
鉄
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
争
い
が
生
じ
た
と
き
は
四
一
条
に
よ
っ
て
「
裁
判
権
の
規
整
の
申
立

3
・

向。

E
B
g
g司
5
2
E
Z
o
e
m
E
E
a
E
o口
。
」
を
破
致
院
連
合
部
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
破
段
院
に
こ
の
申
立
が
な
さ
れ
る
と

2 
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本
案
の
訴
訟
手
続
は
中
止
さ
れ
る
（
三
六
七
条
）
た
め
、
本
案
の
訴
訟
手
続
に
お
い
て
無
益
な
抵
抗
を
企
図
す
る
被
告
が
、
理
由
が

な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
申
立
を
し
て
時
間
稼
ぎ
を
は
か
り
、
そ
の
結
果
原
告
に
損
害
を
発
生
さ
せ
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
よ

352 

う
な
場
合
に
は
、
九
六
条
一
項
を
類
推
適
用
し
て
、
根
拠
の
な
い
裁
判
権
規
整
の
申
立
を
し
た
被
告
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
命
じ
る

（回）

こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
裁
判
権
規
整
の
申
立
に
対
す
る
却
下
判
決
（
イ
タ
リ
ア
民
事
訴

訟
法
に
お
い
て
は
、
こ
の
場
合
に
出
さ
れ
る
判
決
は
「
手
続
続
行
不
能
の
確
認
的
宣
言
判
決
号
。
E
S
S
E。
e
－E
司

8
8
e
z
E砂
」
と
呼
ば

れ
る
。
）
に
お
い
て
却
下
理
由
と
し
て
申
立
の
無
謀
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
れ
ば
、
再
開
さ
れ
た
本
案
の
訴
訟
手
続
に
お
い
て
裁
判
所

（回）

は
そ
れ
の
み
を
根
拠
と
し
て
九
六
条
一
項
の
主
観
的
要
件
は
満
た
さ
れ
た
と
考
え
て
良
い
と
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
こ
の
ケ
l
ス
に
お
い
て
原
告
に
発
生
し
た
損
害
に
つ
い
て
は
、
判
例
は
、
根
拠
の
な
い
本
案
前
の
抗
弁
と
い
う
被
告
の

無
謀
な
行
為
が
原
因
と
な
っ
た
具
体
的
な
財
産
や
機
会
の
逸
失
を
問
題
に
す
る
の
で
は
な
く
、
被
告
の
無
益
な
裁
判
権
規
整
の
申
立

と
そ
れ
に
続
く
破
段
院
で
の
無
駄
な
弁
論
に
原
告
が
耐
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
点
を
重
視
し
て
、
純
粋
に
訴
訟
手
続
に

（臼）

関
す
る
支
出
の
み
に
損
害
の
原
因
を
求
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
こ
こ
で
の
損
害
は
、
原
告
に
生
じ
た
あ
ら
ゆ
る
種
類
の

訴
訟
費
用
お
よ
び
弁
護
士
等
に
支
払
っ
た
報
酬
の
み
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
ケ
1
ス
に
お
い
て
は
、
原
告
が

被
告
の
正
当
事
由
が
な
い
申
立
に
対
し
て
争
う
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
損
失
に
関
し
て
は
、
訴
訟
手
続
外
で
生
じ
た

（回）

事
情
は
全
く
考
慮
す
る
必
要
が
な
い
の
で
、
裁
判
所
が
経
験
則
に
基
づ
い
て
推
論
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
。
ま
た
そ
れ
ゆ
え
、
本

案
に
お
け
る
無
謀
な
訴
訟
行
為
に
関
す
る
九
六
条
一
項
の
場
合
の
よ
う
に
、
当
事
者
が
具
体
的
な
損
害
を
証
明
す
る
こ
と
は
必
要
な

（回）・ν
（
閃
）
宮
町
宮
内
目
立
。

p
e・
2
．F
W
唱・

ω印
点
目

S
E
r
。h
v
・

2
．F
W
唱・

2
∞一一開門
E
R品
。
の
g
g
p
u巴－
m
g
m旬。ロ
S
E
E
S
ロ巴－
o
m唱
2
0・
n
o
g－

B
O
E
m立。色色。。内田
w
o
e
－出．。。。【
Z
Bの
守
口

omの
C
B
門出何回立。。
kr
－－。立。（巴寸開同
J
H
U
J可
ω
）w
唱－

H
O
ω

・



（ngω
－
N
a
z
m
E。
忌
∞
p
pお
き
u
p
g・
E
r
g
s
z

イタリアにおける不当訴訟に対する手続的責任の追及

（
日
）
類
似
案
件
と
し
て
、
管
轄
権
規
整
の
無
謀
な
申
立
も
考
え
ら
れ
る

5
8・
ロ
・
ロ
ぉ
・
）
。

（
臼
）
ハ
umg・
NHm司
丘
町
忌
∞
N－
PNhqNunmwg－
M
B州肖
N。
忌
∞
N－
P
H
N∞0
・

（
臼
）
わ
ωωω
－
N
O
E
m
z。
巴
∞
ω
w
p印
coo－

破
段
院
に
お
い
て
裁
判
権
の
規
整
の
申
立
が
却
下
さ
れ
た
と
き
、
却
下
理
由
そ
れ
自
体
が
九
六
条
一
項
の
手
続
的
加
重
責
任
の
要
件
を

満
た
す
と
さ
れ
た
例
と
し
て
は
、
問
題
を
発
生
さ
せ
た
者
の
無
謀
な
人
間
性
が
指
摘
さ
れ
た
例
（
わ
g
m－
N∞
m
g
g
E
5
8・
PJaa・）、

ま
っ
た
く
利
益
が
認
め
ら
れ
な
い
明
ら
か
な
遅
延
戦
術
目
的
を
指
摘
さ
れ
た
例
（
ngω
・
5
m
gロ
包
。
忌
∞
F
P
ω
S・
）
、
お
よ
び
明
ら

か
に
許
可
さ
れ
な
い
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
同
一
の
申
立
を
再
度
提
起
し
た
こ
と
に
対
し
て
明
ら
か
な
悪
意
を
指
摘
さ

れ
た
例
（
わ
gω
・・。
E
E
g
g－
ロ
－
gm－z
s
s－
F
a
c・
）
な
ど
が
あ
る
。

（
日
）
《
Umωω
－
hpE何回。］｛匂∞
ppω
岡山道・

（
日
）
【
Umwωω
－
N∞
向
。
ロ
ロ
色
。
］
5
∞
ω－
PJ可。。・

不
適
法
却
下
を
宣
言
す
る
オ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ツ
ァ
に
よ
っ
て
も
賠
償
命
令
の
判
決
が
な
さ
れ
う
る
お
gω
・。
a
z
g
N
P
S
F
σ
σ
B
Z

NOON－ロ－
NhpNOunmg・。
a
E
g
g－
忌
告
の
O
B
σ
5
5∞∞．ロ－
HNm・）。

（日）

E
S
E
r
。、－
Q

．F・司・
2
∞・

_L. 

ノ、

手
続
的
加
重
責
任
に
関
す
る
裁
判
の
申
立
時
期
と
管
轄
権

九
六
条
が
規
定
す
る
手
続
的
加
重
責
任
に
基
づ
く
損
害
賠
償
は
、

る
の
か
、
が
次
の
問
題
で
あ
る
。

い
つ
、

い
か
な
る
裁
判
所
に
対
し
て
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
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審
級
関
係
と
九
六
条
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
の
申
立

ま
ず
、
一
方
当
事
者
が
一
項
の
対
象
で
あ
る
無
謀
な
訴
訟
行
為
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
然
、
相
手
方
当
事
者
は
そ
の
訴

（

町

）

（

招

）

訟
行
為
が
行
わ
れ
た
判
決
手
続
の
事
実
審
理
裁
判
官
に
対
し
て
九
六
条
一
項
の
適
用
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
相
手

方
当
事
者
は
本
案
に
つ
い
て
必
要
な
弁
論
を
行
い
、
事
実
審
理
裁
判
官
の
面
前
に
お
け
る
口
頭
弁
論
の
終
結
に
際
し
て
実
施
さ
れ
る

（

印

）

（

印

）

主
張
の
明
確
化
の
段
階
に
お
い
て
、
初
め
て
九
六
条
の
適
用
を
申
し
立
て
る
こ
と
も
で
き
る
。
一
方
で
、
相
手
方
当
事
者
が
受
け
入

（但）

れ
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
訴
提
起
に
よ
る
九
六
条
一
項
の
請
求
は
認
め
ら
れ
な
い
。

九
六
条
の
手
続
的
加
重
責
任
に
関
す
る
審
理
に
お
い
て
も
当
事
者
の
反
論
権
は
保
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
例
え
ば
被
告

（臼）

に
よ
っ
て
九
六
条
の
申
立
が
な
さ
れ
た
期
日
に
原
告
が
欠
席
し
て
い
た
と
き
は
原
告
に
そ
の
申
立
書
を
送
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

（伺）

こ
れ
を
怠
れ
ば
不
適
法
な
申
立
と
し
て
却
下
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
一
項
の
適
用
を
求
め
る
当
事
者
が
第
一
審
の
口
頭
弁
論
に
お
い
て
相
手
方
当
事
者
の
訴
訟
行
為
の
無
謀
性
を
明
確
に
主
張

し
て
い
た
と
き
は
、
そ
の
事
実
に
基
づ
い
て
（
相
手
方
当
事
者
が
ま
た
し
て
も
無
謀
に
提
起
し
た
）
控
訴
審
に
お
い
て
初
め
て
九
六
条

（臼）

の
適
用
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
九
六
条
に
よ
り
損
害
賠
償
請
求
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
損
害
の
発
生
と
そ

の
程
度
が
主
張
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
第
一
審
に
お
け
る
九
六
条
の
手
続
的
加
重
責
任
に
関
す
る
弁
論
に
お
い
て
損
害
の

発
生
の
み
を
論
じ
た
と
き
は
結
果
と
し
て
申
立
は
却
下
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
と
き
、
第
一
審
で
し
た
損
害
の
発
生
に
関
す

（伍）

る
弁
論
を
前
提
と
し
て
控
訴
審
で
損
害
の
程
度
の
審
理
を
新
た
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

上
告
審
に
お
い
て
は
、
破
致
院
に
対
す
る
無
謀
な
破
致
申
立
に
起
因
す
る
損
害
に
関
し
て
は
、
破
段
院
に
お
い
て
原
審
の
判
決
の

（船）

合
憲
性
の
審
理
が
行
わ
れ
て
い
る
と
き
で
も
、
相
手
方
当
事
者
へ
の
申
立
書
の
送
達
に
よ
っ
て
反
論
の
機
会
を
保
証
す
る
限
り
、
九

（肝）

六
条
の
申
立
と
審
理
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
一
方
で
、
控
訴
審
に
お
い
て
な
さ
れ
た
不
当
な
訴
訟
行
為
に
対
す
る
手
続
的
加
重
責

任
を
原
因
と
す
る
破
致
院
に
対
す
る
新
た
な
申
立
て
は
、
合
憲
性
の
審
理
に
加
え
て
控
訴
審
に
お
い
て
生
じ
た
事
実
に
関
す
る
審
理
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（槌）

が
必
要
と
な
る
の
で
、
許
さ
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

不
当
な
執
行
手
続
等
に
対
す
る
九
六
条
ニ
項
の
場
合

二
項
の
適
用
の
場
合
に
は
、
執
行
手
続
等
の
着
手
と
実
行
に
関
す
る
裁
判
に
管
轄
権
を
有
す
る
裁
判
所
に
申
立
を
す
る
必
要
が
あ

（伺）る
。
し
た
が
っ
て
、
二
項
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
は
異
議
手
続
に
お
い
て
審
理
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
別
訴
を
提
起
す
る
こ
と
は

（初）

で
き
な
い
。
た
だ
し
、
訴
え
の
提
起
や
本
案
の
弁
論
に
無
謀
性
が
な
い
至
極
ま
っ
と
う
な
第
一
審
の
判
決
が
言
い
渡
さ
れ
た
と
き
、

そ
れ
に
基
づ
く
仮
執
行
が
通
常
の
思
慮
を
欠
い
て
い
た
と
い
う
場
合
に
は
、
そ
の
本
案
訴
訟
の
控
訴
審
に
お
い
て
九
六
条
の
請
求
を

（冗）

提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2 

イタリアにおける不当訴訟に対する手続的責任の追及

破
産
手
続
の
場
合

債
権
者
が
し
た
破
産
手
続
開
始
の
申
立
に
つ
い
て
九
六
条
の
適
用
を
求
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
ケ
ー
ス
に
よ
っ
て
九
六
条
の
審

理
を
管
轄
す
る
裁
判
所
が
異
な
る
。

債
権
者
の
申
立
に
よ
り
破
産
手
続
開
始
決
定
が
な
さ
れ
た
が
そ
れ
に
破
産
原
因
が
な
か
っ
た
と
い
う
場
合
は
、
破
産
者
は
破
産
裁

判
所
に
破
産
取
消
の
異
議
訴
訟
（
倒
産
法
一
八
条
）
を
提
起
で
き
る
の
で
、
申
立
債
権
者
に
対
す
る
九
六
条
の
賠
償
請
求
は
そ
の
手

（花）

続
に
お
い
て
破
産
裁
判
所
に
お
い
て
審
理
さ
れ
、
異
議
訴
訟
の
判
決
に
お
い
て
あ
わ
せ
て
裁
判
さ
れ
る
。

一
方
、
債
権
者
に
よ
る
破
産
手
続
開
始
の
申
立
が
要
件
の
欠
依
に
よ
り
却
下
さ
れ
た
と
き
（
倒
産
法
二
二
条
）
は
、
申
立
債
権
者

は
却
下
決
定
に
対
し
て
抗
告
で
き
る
が
、
破
産
者
に
は
破
産
裁
判
所
に
提
起
で
き
る
手
続
が
な
い
。
そ
の
た
め
、
こ
の
場
合
に
は
、

債
権
者
に
よ
る
破
産
手
続
開
始
の
申
立
の
結
果
生
じ
た
損
害
の
賠
償
請
求
に
つ
い
て
は
、
通
常
訴
訟
と
し
て
新
た
に
別
訴
を
提
起
す

る
べ
き
と
さ
れ
て
い
る
。

3 
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（
貯
）
イ
タ
リ
ア
の
判
決
手
続
は
、
本
案
の
事
実
審
理
に
つ
い
て
は
事
実
審
理
裁
判
官
が
口
頭
弁
論
を
指
揮
し
、
そ
こ
で
審
理
が
尽
く
さ
れ

れ
ば
事
実
審
理
裁
判
官
は
事
件
を
合
議
体
に
回
付
し
、
最
後
に
事
実
審
理
裁
判
官
か
ら
審
理
内
容
に
つ
い
て
の
説
明
を
受
け
た
合
議
体
が

判
決
を
作
成
す
る
、
と
い
う
形
式
に
な
っ
て
い
る
（
九
0
年
代
初
頭
の
民
事
訴
訟
手
続
改
革
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
、
事
実
審
理
と
裁
判

の
両
任
務
を
一
人
で
負
、
つ
単
独
裁
判
官
拘
即
g
《凶』の。己同同

は
置
か
れ
な
い
こ
と
に
な
つ
た
。
）

。

（回）

ω巳
g
l司ロロ包唱。』
v
・
2
．FW
U
－HH也・

（
日
）
事
実
審
理
裁
判
官
が
指
揮
す
る
口
頭
弁
論
と
合
議
体
に
よ
る
裁
判
と
い
う
二
段
階
審
理
構
造
に
お
い
て
、
事
実
審
理
裁
判
官
が
事
件

を
合
議
体
に
回
付
す
る
と
き
に
は
、
合
議
体
に
報
告
す
る
事
実
審
理
の
結
果
を
明
確
化
す
る
た
め
に
当
事
者
を
呼
び
出
し
（
民
事
訴
訟
法

一
八
九
条
）
、
ま
た
合
議
体
へ
の
事
件
回
付
が
行
わ
れ
た
後
六
O
日
以
内
に
原
告
は
「
結
論
趣
意
書
」
を
提
出
し
、
さ
ら
に
そ
の
後
二

O

日
以
内
に
被
告
は
「
反
論
の
覚
書
」
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
一
九
O
条）。

（
ω）
ハ
umg・
巴

Bω
足
。
忌
∞
タ
ロ
－
NmωN
・

（臼）

n
m
g－N
匂
B
m
R。
忌
∞
タ
ロ
－
N
∞
∞
点
。
州
凶
器
・
広
告
の
O
S
F
5
5∞
ppJaoω
・

ま
た
、
本
案
の
請
求
に
関
す
る
審
理
か
ら
九
六
条
の
手
続
的
加
重
責
任
に
関
す
る
弁
論
を
分
離
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
（

ngω
・∞

岱匂門口
o
H匂∞
hp
ロ－
N
N
a∞・）。

（
位
）
イ
タ
リ
ア
の
民
事
訴
訟
手
続
に
お
い
て
は
、
訴
え
の
提
起
（
原
告
か
ら
被
告
に
対
す
る
呼
出
状
の
送
達
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
）
の

場
合
も
含
め
て
、
原
則
と
し
て
送
達
は
送
達
す
べ
き
文
書
を
作
成
し
た
当
事
者
の
責
任
で
（
執
行
官
に
送
達
を
委
託
す
る
方
法
で
）
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
民
事
訴
訟
法
一
三
七
条
）
。

（
臼
）
ハ
umωω
・
ωmw向。
ω件。
Ncom－
P
H
a
N印。・

（
ω）
nmwωω
・
口
問
。
σσ
富
山
。
忌
∞

J

〉ロ・
ω
2
0・

た
だ
し
、
九
六
条
の
適
用
の
申
立
が
控
訴
提
起
に
よ
っ
て
初
め
て
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
申
立
に
お
い
て
第
一
審
の
訴
訟
手
続
に

お
い
て
生
じ
た
無
謀
の
訴
訟
行
為
に
つ
い
て
き
ち
ん
と
言
及
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
控
訴
審
に
お
け
る
九
六
条
の
申
立
に
よ
っ
て
賠
償
の
対

象
と
な
る
損
害
は
、
第
一
審
の
判
決
が
原
因
と
な
っ
た
損
害
（
そ
の
主
要
な
も
の
は
相
手
方
当
事
者
の
無
謀
な
控
訴
提
起
に
よ
っ
て
引
き

起
こ
さ
れ
た
損
害
で
あ
ろ
う
。
）
の
み
に
制
限
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
（

n
m
g・
出
向
壱
丘
宮
忌

8
・ロ－

ga点
。
g
m・
5
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自阿南
N
。
忌
∞
ゲ
ロ
－

E
8・）。

（
侃
）
第
一
審
の
口
頭
弁
論
に
お
い
て
相
手
方
当
事
者
の
訴
訟
行
為
の
無
謀
性
を
明
確
に
主
張
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る

（【

Umωω
・一戸
hpmrH阿国。］
5
∞N
・ロ・
ω∞H
0
・）。

（
侃
）
し
た
が
っ
て
、
口
頭
弁
論
の
場
に
お
い
て
初
め
て
九
六
条
の
申
立
を
提
起
す
る
こ
と
は
許
き
れ
な
い
。
も
と
も
と
、
の

m
g・
ぉ

包
ロ
唱
5
H申告・ロ・
8
S・
は
こ
の
考
え
方
で
あ
り
、
一
方

ngω
・
見
向
。

5
5
Z
居申
0
・
p
ロ
u
d・
は
提
起
を
認
め
る
趣
旨
の
判
断
で
あ
っ

た
が
、
破
段
院
連
合
部
判
決

nmg・∞－
c・・
5
伺

S
E
E
5
2・
p
m
N
N・
に
よ
っ
て
申
立
の
提
起
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
判
断
に
統
一

さ
れ
た
。

（mw
）
控
訴
審
で
生
じ
た
事
実
に
つ
い
て
審
理
す
る
必
要
が
な
い
か
ら
で
あ
る
お

gω
－
E
2
S
F
S
N
o
g－
P
巴
笥
汗
の

m
g・
ロ
自
問
包

］｛匂山
wp
ロ－
Nω
∞也・）。

（
侃
）
の
mwωω
・
H
a
m司丘町一【匂∞
N
w
p
N
ω
N
0・

（

ω）
【
Umwg
・
ω
c
m
oロロ
m
g
S∞p
p
g
q・

（
初
）
わ
何
百
ω
・
同
町
内
出

g
g
v
s
H由也
0
・ロ－

HH也
ω∞・

（列）

nmg・
口

F
F
F
3
5
5∞J

アロ・
ω
2
0・

（
η
）
イ
タ
リ
ア
倒
産
法
一
九
条
お
よ
び
一
二
条
三
項
の
規
定
で
処
理
す
る
（

ngω
・
8
抱
丘
町
ロ
。
忌

g
w
p
g
s・）。

（ね）

nm窃
ω・∞

p
v
v
s
Z
5
8・
P
∞
Ja・

七

二
O
O九
年
改
正
に
よ
る
手
続
の
簡
易
化
（
三
項
）

と
こ
ろ
で
、
イ
タ
リ
ア
民
事
訴
訟
法
は
二

O
O九
年
に
一
部
改
正
が
な
さ
（
問
、
本
条
に
も
新
た
に
第
三
項
が
追
加
さ
れ
た
。

こ
の
規
定
は
、
裁
判
官
が
民
事
訴
訟
法
九
一
条
（
訴
訟
費
用
敗
訴
者
負
担
の
原
則
規
定
）
に
よ
り
訴
訟
費
用
の
裁
判
を
す
る
と
き
は
、

裁
判
所
は
、
勝
訴
し
た
当
事
者
が
負
担
し
た
手
続
費
用
と
弁
護
報
酬
等
の
償
還
命
令
に
加
え
て
（
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
敗
訴
者
負
担
原
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則
に
つ
い
て
は
九
一
条
が
規
定
し
て
い
る
。
）
、
職
権
に
よ
っ
て
も
、
裁
判
所
に
よ
る
衡
平
な
算
定
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
不
当
な
訴
訟

行
為
を
行
っ
た
敗
訴
当
事
者
に
対
し
て
命
じ
得
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
新
規
定
に
よ
っ
て
、
一
項
お
よ
び
二
項

の
規
定
の
適
用
に
は
当
事
者
の
申
立
が
前
提
と
な
る
、
と
い
う
制
限
が
外
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
規
定
は
、
要
す
る
に
、
当
事
者
の
行
動
が
一
項
ま
た
は
二
項
の
適
用
要
件
を
満
た
す
と
考
え
ら
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
当
事

者
は
常
に
裁
判
所
か
ら
制
裁
を
受
け
る
可
能
性
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
こ
の
規
定

は
「
口
頭
弁
論
が
終
結
し
、
裁
判
官
が
一
方
当
事
者
の
全
部
敗
訴
の
判
決
を
書
き
、
最
後
に
訴
訟
費
用
の
負
担
に
つ
い
て
具
体
的
な

決
定
を
す
る
」
そ
の
瞬
間
に
機
能
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
相
手
方
当
事
者
に
よ
る
具
体
的
な
損
害
の
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主
張
も
立
証
も
要
求
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。

こ
の
三
項
の
追
加
は
、
単
純
に
九
六
条
の
手
続
的
加
重
責
任
に
よ
る
損
害
賠
償
の
制
度
の
実
効
性
を
高
め
る
、
と
い
う
点
に
立
法

（河）

理
由
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
不
当
な
訴
訟
行
為
の
被
害
を
受
け
た
当
事
者
が
九
六
条
の
規
定
の
適
用
の
た
め
に
具

体
的
な
損
害
に
つ
い
て
証
拠
を
充
分
に
準
備
す
る
こ
と
が
実
際
に
は
か
な
り
困
難
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
具
体
的
な
事
例
に
お
い

て
多
数
見
受
け
ら
れ
る
か
ら
だ
と
い
う
。
そ
の
結
果
、
あ
る
種
の
人
間
は
不
当
訴
訟
の
実
施
を
た
め
ら
わ
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
と
考

え
ら
れ
、
こ
れ
に
対
処
す
る
必
要
が
生
じ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
一
般
論
と
し
て
、
裁
判
所
が
損
害
賠
償
の
支
払
を
命
じ
る
前
提
と
し
て
、
そ
の
基
礎
と
な
る
事
情
を
当
事
者
が
全
く
主
張

し
な
い
と
い
う
こ
と
は
容
認
で
き
る
は
ず
も
な
く
、

一
項
お
よ
び
二
項
の
運
用
に
関
し
て
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
判
例
の
趣
旨
と
の

整
合
性
を
保
つ
た
め
に
も
、
実
際
に
は
裁
判
の
段
階
で
突
如
と
し
て
九
六
条
の
手
続
的
加
重
責
任
が
裁
判
所
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
る

（苅）

と
い
う
こ
と
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
三
項
の
趣
旨
に
つ
い
て
は
、
手
続
的
加
重
責
任
の
要
件
、
つ
ま
り
損
害

の
発
生
と
そ
の
程
度
を
明
ら
か
に
す
る
事
実
に
つ
い
て
、
な
お
基
礎
的
な
事
情
に
つ
い
て
は
当
事
者
の
弁
論
を
求
め
つ
つ
、
そ
こ
に

要
求
さ
れ
る
証
明
度
が
裁
判
所
の
考
慮
に
よ
っ
て
低
め
に
設
定
さ
れ
る
と
い
う
程
度
に
理
解
す
べ
き
と
思
わ
れ
る
。



（九）
（花）

（花）

前
掲
注
（
日
）
参
照
。
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お
わ
り
に

イタリアにおける不当訴訟に対する手続的責任の追及

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
イ
タ
リ
ア
民
事
訴
訟
手
続
に
お
け
る
不
当
訴
訟
に
対
す
る
損
害
賠
償
の
制
度
は
、
多
数
の
判
例
に
よ
り

か
な
り
理
論
的
に
細
部
が
詰
め
ら
れ
て
お
り
、
少
な
く
と
も
一
項
お
よ
び
二
項
に
つ
い
て
は
適
用
要
件
の
検
討
な
ど
が
ほ
ぼ
完
成
の

域
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
た
だ
、
二

O
O九
年
に
新
た
に
追
加
さ
れ
た
三
項
が
今
後
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
く
の
か
と
い
う
点

に
つ
い
て
は
、
現
時
点
で
は
全
く
分
か
ら
な
い
。
お
そ
ら
く
、
具
体
的
な
事
例
の
積
み
重
ね
に
お
い
て
一
項
お
よ
び
二
項
の
運
用
と

の
整
合
性
が
図
ら
れ
て
い
く
と
思
わ
れ
る
が
、
案
外
「
取
り
敢
え
ず
や
っ
て
み
て
駄
目
な
ら
改
め
る
」
と
い
う
イ
タ
リ
ア
の
法
制
度

設
計
の
暗
黙
の
原
則
に
し
た
が
っ
て
、
数
年
後
に
は
三
項
は
再
び
削
除
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
イ
タ
リ
ア
民
事
訴
訟
法
の
制
度
を
ひ
と
つ
の
参
考
と
し
て
、
わ
が
国
に
お
い
て
検
討
す
べ
き
こ
と
は
以
下

の
三
点
で
あ
ろ
、
っ
。

ま
ず
そ
の
第
一
は
、
不
当
訴
訟
の
要
件
の
精
査
で
あ
る
。
今
日
に
お
い
て
も
、
わ
が
国
に
お
け
る
不
当
訴
訟
に
関
す
る
判
例
な
い

し
裁
判
例
は
、
そ
の
多
く
が
昭
和
六
三
年
最
高
裁
判
決
が
定
立
し
た
二
つ
の
要
件
を
判
決
理
由
に
引
用
し
て
判
断
の
基
盤
に
し
て
い

（作）る
。
し
か
し
、
個
別
具
体
的
な
ケ

I
ス
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
く
過
程
で
様
々
な
解
釈
が
こ
の
二
つ
の
要
件
に
生
じ
て
き
た
は
ず
で

あ
り
、
そ
れ
ら
を
体
系
的
に
解
明
す
る
検
討
作
業
が
続
け
ら
れ
て
い
く
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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さ
ら
に
、
第
二
と
し
て
、
不
当
訴
訟
の
被
害
者
に
具
体
的
に
発
生
し
た
損
害
に
つ
い
て
、
わ
が
国
の
民
事
訴
訟
手
続
に
お
い
て
は

ど
の
程
度
の
主
張
・
立
証
を
求
め
る
の
か
、
と
い
う
点
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
わ
が
国

に
お
い
て
は
不
当
訴
訟
に
基
づ
く
責
任
は
い
ま
の
と
こ
ろ
一
般
不
法
行
為
責
任
と
す
る
し
か
な
い
た
め
、
民
法
七

O
九
条
の
解
釈
の

枠
内
で
こ
の
問
題
を
論
じ
る
し
か
な
い
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
損
害
の
発
生
に
つ
い
て
は
と
も
か
く
、
損
害
の
程

度
の
認
定
に
つ
い
て
は
、
民
事
訴
訟
法
二
四
八
条
が
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
裁
判
所
に
よ
る
損
害
額
の
衡
平
算
定
を
わ
が
国
に
お
い
て

も
実
現
す
る
可
能
性
を
内
包
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
検
討
を
深
め
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
最
後
に
、
第
三
と
し
て
、
第
一
お
よ
び
第
二
の
検
討
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
不
当
訴
訟
に
対
す
る
賠
償

責
任
認
定
の
容
易
化
あ
る
い
は
厳
罰
化
に
一
定
の
限
界
を
設
定
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
不
当
訴
訟
の
認
定
と
憲
法
の
要
請
で

あ
る
裁
判
を
受
け
る
権
利
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
ま
ず
は
慎
重
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
民
事
訴
訟
手
続
に
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お
け
る
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
を
規
定
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
憲
法
三
二
条
と
の
関
係
で
、
い
っ
た
い
い
か
な
る
当
事
者
の

行
為
が
憲
法
の
人
権
保
障
を
受
け
る
こ
と
す
ら
で
き
な
い
不
当
な
行
為
と
評
価
さ
れ
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
明
ら

か
に
し
て
い
く
作
業
は
不
可
欠
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

例
え
ば
、
解
釈
で
は
な
く
存
否
の
問
題
と
し
て
実
際
に
は
全
く
存
在
し
な
い
実
体
法
上
の
権
利
を
そ
れ
と
知
り
な
が
ら
訴
訟
物
に

据
え
て
訴
え
を
提
起
す
る
行
為
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
に
お
い
て
悪
質
性
を
帯
び
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
理
解
で
き
る
。
一
方
で
、

判
例
理
論
ま
た
は
法
解
釈
上
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
権
利
主
張
を
そ
れ
と
知
り
な
が
ら
敢
え
て
す
る
訴
え
の
提
起
に
つ
い
て
、
そ

の
目
的
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
一
様
に
許
さ
れ
な
い
と
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
例
え
ば
非
嫡
出
子
の
法
定
相
続
分
の

（沌）

格
差
を
争
う
訴
訟
は
、
平
成
七
年
の
最
高
裁
決
定
に
よ
っ
て
合
憲
性
が
確
認
さ
れ
て
以
来
、
形
式
的
に
は
一
貫
し
て
合
憲
判
断
が
貫

（叩）

か
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
こ
の
と
き
、
そ
れ
で
も
敢
え
て
非
嫡
出
子
の
法
定
相
続
分
の
格
差
の
違
憲
性
を
実
質
的
な
争
点
と

す
る
訴
訟
を
提
起
す
る
と
、
こ
れ
は
最
高
裁
に
お
い
て
一
貫
し
て
否
定
さ
れ
て
い
る
権
利
主
張
を
そ
れ
と
知
り
な
が
ら
し
た
と
し
て



不
当
訴
訟
と
い
う
扱
い
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、

実
質
的
に
は
合
憲
判
断
に
対
し
て
常
に
反
対
意
見
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
国
民
の
家
族
観
の
変
化
や
非
嫡
出
子
の
増
加
な
ど

（加）

に
よ
り
社
会
が
変
化
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
な
お
正
当
に
権
利
主
張
を
す
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
だ
ろ

一
見
、
形
式
的
に
は
合
憲
判
断
が
貫
か
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、

う
か
。こ

の
よ
う
に
、
不
当
訴
訟
の
認
定
に
つ
い
て
は
、
形
式
的
に
要
件
を
満
た
し
た
か
ど
う
か
と
い
う
判
断
だ
け
で
は
充
分
で
は
な
く
、

裁
判
を
受
け
る
権
利
と
は
何
で
あ
る
の
か
と
い
う
議
論
を
ベ

l
ス
と
し
て
、
当
事
者
が
そ
の
訴
訟
行
為
を
選
択
す
る
に
至
っ
た
背
景

や
事
情
と
い
っ
た
も
の
を
不
当
訴
訟
の
要
件
の
認
定
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
反
映
さ
せ
る
べ
き
な
の
か
（
あ
る
い
は
そ
う
す

べ
き
で
は
な
い
の
か
。
）
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
さ
ら
な
る
検
討
が
要
求
さ
れ
て
い
る
と
思
え
る
の
で
あ
る
。

イタリアにおける不当訴訟に対する手続的責任の追及

（W
）
公
刊
さ
れ
て
い
る
最
近
の
判
例
な
い
し
裁
判
例
を
見
て
も
、
昭
和
六
三
年
最
高
裁
判
決
を
引
用
し
て
不
当
訴
訟
の
問
題
を
解
決
し
た

事
例
は
、
認
容
事
例
と
棄
却
事
例
を
あ
わ
せ
て
平
成
一

O
年
以
降
に
絞
っ
て
も
五
O
件
を
超
え
る
。

（
沼
）
最
大
決
平
七
・
七
・
五
民
集
四
九
巻
七
号
一
七
八
九
頁
H
家
月
四
七
巻
一

O
号
二
三
頁
H
裁
時
一
一
五
O
号
一
頁
H
判
時
一
五
四
O

号
三
頁
H
判
タ
八
八
五
号
八
三
頁
H
金
判
九
八
O
号
三
頁
H
ジ
ュ
リ
一

O
七
四
号
二

O
八
頁
。

（
乃
）
非
嫡
出
子
の
法
定
相
続
分
の
格
差
を
合
憲
と
す
る
最
高
裁
判
断
は
、
最
高
裁
平
成
七
年
判
決
以
降
、

ω最
判
平
一
一
一
年
一
月
二
七
日

裁
時
二
一
六
O
号
六
頁
H
判
時
一
七
O
七
号
三
二
頁
H
判
タ
一

O
二
七
号
九
O
頁
H
金
法
一
五
八
四
号
七
七
頁
、

ω最
判
平
一
五
年
三

月
二
八
日
家
月
五
五
巻
九
号
五
一
頁
H
裁
時
三
三
二
六
号
一

O
頁
H
判
時
一
八
二

O
号
六
二
頁
H
判
タ
一
一
二

O
号
八
七
頁
、
削
最
判
平

一
五
年
三
月
＝
二
日
家
月
五
五
巻
九
号
五
三
頁
H
裁
時
一
三
三
七
号
一
頁
H
判
時
一
八
二

O
号
六
四
頁
H
判
タ
一
一
二

O
号
八
八
頁
、
凶

最
判
平
一
六
年
一

O
月
一
四
日
裁
時
二
二
七
三
号
三
頁
H
判
時
一
八
八
四
号
四
O
頁
H
判
タ
一
一
七
三
号
一
八
一
頁
H
金
法
一
七
四
O
号

三
一
頁
、
と
続
く
。

（
初
）
最
判
平
二
ハ
年
一

O
月
一
四
日
（
前
掲
注
（
乃
）
）
の
才
口
裁
判
官
の
反
対
意
見
は
「
多
数
意
見
が
引
用
す
る
大
法
廷
決
定
後
、
既

に
九
年
以
上
が
経
過
し
、
そ
の
問
、
男
女
の
結
婚
観
等
も
大
き
く
変
わ
り
、
非
嫡
出
子
が
増
加
傾
向
に
あ
る
な
ど
、
立
法
当
時
に
存
し
た
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本
件
規
定
に
よ
る
相
続
差
別
を
正
当
化
す
る
理
由
と
な
っ
た
社
会
事
情
や
国
民
感
情
な
ど
は
、
大
き
く
変
動
し
て
お
り
、

も
は
や
失
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
す
ら
思
わ
れ
る
状
況
に
至
っ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

現
時
点
で
は
、
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