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七　

わ
が
国
の
現
状
と
課
題

3　

下
級
審
に
お
け
る
審
尋
請
求
権
法
理
の
実
効
性

　

一
連
の
最
高
裁
決
定
例
を
見
て
も
、
手
続
基
本
権
と
し
て
の
審
尋
請
求
権
概
念
が
、
当
事
者
へ
の
手
続
保
障
の
場
面
で
、
確

固
た
る
解
釈
規
準
と
な
り
え
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
次
に
有
紀
教
授
が
内
在
化
し
て
い
る
こ
と
を
論
証

し
た
法
原
理
と
し
て
の
審
尋
請
求
権
概
念
に
つ
い
て
、
五
3
で
述
べ
たVollkom

m
er

の
分
類
に
従
い
、
○1Pannenfälle

及
び
○3

H
inw

eisfälle

に
該
当
す
る
わ
が
国
の
下
級
審
の
裁
判
例
を
対
象
に
、
審
尋
請
求
権
の
基
礎
保
障
及
び
機
能
保
障
の
両
側
面
か
ら
、

そ
の
実
効
性
の
有
無
に
つ
い
て
分
析
し
て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
、
○1Pannenfälle

の
類
型
に
該
当
す
る
侵
害
行
為
と
は
、
裁
判
所
の
瑕
疵
（Versehen

）
行
為
を
原
因
と
す
る
審
尋
請
求

権
の
基
礎
保
障
部
分
へ
の
侵
害
（
故
障
）
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
本
類
型
の
侵
害
行
為
は
、
そ
の
侵
害
の
程
度
に
応
じ
て
、
手
続

基
本
権
違
反
の
問
題
も
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
も
そ
も
、
手
続
基
本
権
と
し
て
の
審
尋
請
求
権
概
念
は
、
そ
の
奥
底
に
あ
る
法
原

理
と
し
て
の
同
概
念
が
昇
華
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
へ
の
違
背
行
為
は
、
同
時
に
法
原
理
と
し
て
の
審
尋
請
求
権
概
念
に

も
抵
触
す
る
こ
と
に
な
り
、
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
同
原
理
へ
の
違
反
行
為
は
基
本
権
違
反
行
為
の
必
要
条
件
と
捉
え
る
こ
と

が
で
き
る
。

　

次
に
、
○3H

inw
eisfälle

の
類
型
に
該
当
す
る
具
体
的
な
侵
害
態
様
は
、
手
続
関
係
人
へ
の
釈
明
や
法
的
観
点
を
指
摘
す
る
な
ど

の
裁
判
所
に
よ
る
配
慮
行
為
の
不
行
使
の
結
果
、
関
係
人
へ
の
不
意
打
ち
が
問
題
と
な
る
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
そ
の
前
提
と
な

る
裁
判
所
の
配
慮
義
務
は
、
適
正
手
続
（
公
正
手
続
）
を
要
請
す
る
一
般
理
念
と
法
原
理
と
し
て
の
審
尋
請
求
権
概
念
の
有
機
的
結
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合
関
係
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
融
合
原
理
は
、
簡
易
法
の
個
別
規
定
（
民
事
訴
訟
法
一
四
九
条
（
釈
明
権
））

に
具
体
化
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
不
行
使
は
法
令
違
反
と
し
て
わ
が
国
の
実
務
上
も
処
理
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

⑴　

基
礎
保
障
侵
害
（P

annenfälle

）

〔
2
〕
高
松
高
裁
平
成
一
七
年
六
月
二
二
日
決
定
判
タ
一
二
二
二
号
、
二
三
九
頁
│
一
部
取
消
、
自
決
、
一
部
抗
告
棄
却
・
確
定

【
事
実
】

　

父
親
X
（
抗
告
人
・
原
審
Ａ
事
件
申
立
人
・
Ｂ
事
件
相
手
方
）
と
母
親
Y
（
相
手
方
・
原
審
Ａ
事
件
相
手
方
・
Ｂ
事
件
申
立
人
）

は
、X
が
中
学
二
年
生
、Y
が
中
学
一
年
生
の
平
成
一
二
年
こ
ろ
か
ら
交
際
を
始
め
、け
ん
か
別
れ
と
交
際
を
繰
り
返
し
た
が
、

平
成
一
五
年
四
月
こ
ろ
、
Y
は
妊
娠
に
気
づ
き
、
両
親
を
交
え
た
話
合
い
の
結
果
、
関
係
修
復
の
上
い
ず
れ
結
婚
す
る
前
提
で

Y
は
同
年
八
月
二
九
日
に
子
を
出
産
し
、
X
は
同
年
九
月
八
日
に
子
を
認
知
し
た
。
そ
の
後
、
Y
と
子
は
、
平
日
は
X
方
で
X

と
そ
の
両
親
ら
と
過
ご
し
、
週
末
は
Y
の
実
家
で
家
族
ら
と
過
ご
す
よ
う
に
な
っ
た
が
、
平
成
一
六
年
四
月
、
X
と
Y
は
離
別

し
、
双
方
が
子
の
養
育
を
望
ん
だ
た
め
、
こ
れ
ま
で
通
り
平
日
は
X
方
、
週
末
は
Y
方
（
実
家
）
で
子
の
養
育
が
な
さ
れ
、
同

年
六
月
末
こ
ろ
か
ら
は
専
ら
X
方
で
養
育
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
X
は
、
親
権
者
指
定
の
申
立
て
（
民
法
八
一
九
条
四
項
、

五
項
、
家
事
審
判
法
九
条
一
項
乙
類
七
号
。
A
事
件
）
を
し
た
の
に
対
し
、
Y
が
子
の
引
渡
し
の
申
立
て
（
民
法
七
六
六
条
一

項
、
二
項
、
家
事
審
判
法
九
条
一
項
乙
類
四
号
。
B
事
件
）
を
し
た
と
こ
ろ
、
原
審
（
高
松
家
裁
丸
亀
支
部
）
は
平
成
一
七
年

三
月
二
四
日
、
X
の
A
事
件
申
立
て
を
却
下
し
、
Y
の
B
事
件
申
立
て
を
認
容
す
る
審
判
を
し
た
。
X 

が
即
時
抗
告
。

【
決
定
理
由
よ
り
】

　
「
そ
こ
で
検
討
す
る
に
、
お
よ
そ
子
の
監
護
に
関
す
る
処
分
に
つ
い
て
は
、
子
の
福
祉
に
直
接
関
す
る
処
分
で
あ
る
た
め
、
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裁
判
所
に
お
い
て
は
後
見
的
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
理
念
上
は
、
審
判
手
続
に
お
け
る
当
事
者
主
義
的
要

請
は
後
退
せ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
も
解
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
務
上
、
子
の
監
護
の
在
り
方
を
め
ぐ
る
当
事
者
間
の

対
立
は
熾
烈
で
あ
る
こ
と
が
少
な
く
な
く
、
そ
の
意
味
で
、
子
の
監
護
に
関
す
る
処
分
を
め
ぐ
る
審
判
手
続
に
お
い
て
は
、
当

事
者
に
と
っ
て
手
続
が
適
正
に
保
障
さ
れ
る
べ
き
と
の
要
請
は
、
極
め
て
深
刻
か
つ
重
要
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
本
件
全
記
録
に
よ
っ
て
も
、
本
件
子
の
引
渡
し
事
件
に
関
し
て
は
、
X
に
対
し
同
事
件
が
申
し
立
て
ら
れ
た
事

実
を
告
知
し
た
と
の
事
実
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
た
、（
中
略
）
本
件
親
権
者
指
定
事
件
と
併
せ
て
調
査
官
に
よ
る
調

査
が
継
続
さ
れ
、
X
及
び
同
親
権
者
Y
に
対
す
る
調
査
も
行
わ
れ
た
も
の
の
、
抗
告
人
は
本
件
子
の
引
渡
し
事
件
の
申
立
て
を

知
ら
な
い
ま
ま
上
記
手
続
に
関
与
し
、
本
件
審
判
書
が
X
代
理
人
に
対
し
送
達
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
そ

う
す
る
と
、
X
は
、
本
件
子
の
引
渡
し
事
件
の
申
立
て
が
な
さ
れ
た
こ
と
自
体
に
つ
い
て
告
知
を
受
け
な
か
っ
た
た
め
、
お
よ

そ
原
審
に
お
い
て
、
同
事
件
の
当
事
者
と
し
て
主
体
的
に
手
続
を
追
行
す
る
機
会
を
全
く
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、

こ
れ
は
本
件
子
の
引
渡
し
事
件
の
内
容
及
び
審
判
手
続
上
の
手
続
保
障
の
要
請
に
照
ら
し
、
当
事
者
の
立
場
を
不
当
に
侵
害
す

る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
原
審
判
の
手
続
は
違
法
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

な
お
、
審
判
は
、
そ
の
効
力
を
生
じ
る
前
提
と
し
て
、
こ
れ
を
受
け
る
者
に
告
知
す
る
こ
と
を
要
す
る
が
（
家
事
審
判
法

一
三
条
）、
本
件
審
判
書
（
及
び
本
件
更
正
審
判
書
）
は
、
本
件
子
の
引
渡
し
事
件
に
関
す
る
部
分
も
含
め
て
X
代
理
人
に
対

し
て
送
達
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
時
点
で
抗
告
人
代
理
人
が
本
件
子
の
引
渡
し
事
件
の
代
理
人
に
就
任
し
て
い
な
か
っ
た
事
実
が

認
め
ら
れ
る
か
ら
、
そ
の
告
知
の
方
法
と
し
て
は
無
効
で
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
の
、
そ
の
後
の
経
緯
か
ら
す
れ

ば
、
X
代
理
人
が
当
該
送
達
後
、
X
か
ら
委
任
を
受
け
、
本
件
子
の
引
渡
し
事
件
の
審
判
を
含
め
本
件
抗
告
を
申
し
立
て
た
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
現
時
点
に
お
い
て
は
、
本
件
子
の
引
渡
し
事
件
に
つ
い
て
の
審
判
も
、
こ
れ
を
受
け
る
べ
き
立
場
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に
あ
る
抗
告
人
に
対
し
有
効
に
告
知
さ
れ
て
い
た
と
認
め
ら
れ
、
こ
の
点
の
不
備
は
、
治
ゆ
さ
れ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」

【
分
析
】

　

家
事
審
判
の
発
効
時
期
に
つ
い
て
、
家
事
審
判
法
一
三
条
は
、「
審
判
は
、
こ
れ
を
「
受
け
る
者
」
に
告
知
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

そ
の
効
力
を
生
ず
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。
因
み
に
、
本
条
に
い
う
「
審
判
」
と
は
、
家
庭
裁
判
所
が
後
見
的
に
私
生
活
に
関
与
し

て
、
狭
義
の
家
事
審
判
手
続
に
お
い
て
な
す
判
断
又
は
意
思
の
表
示
と
し
て
の
観
念
行
為
で
あ
り
、
裁
判
の
一
種
と
解
さ
れ
て
い

る(1)

。
そ
し
て
、
こ
の
審
判
の
告
知
の
対
象
で
あ
る
「
審
判
を
受
け
る
者
」
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

一
般
的
に
は
、
具
体
的
な
審
判
の
内
容
に
従
い
、
一
定
の
行
為
又
は
負
担
を
命
じ
ら
れ
た
者
、
資
格
又
は
権
能
を
与
え
ら
れ
、
又
は

そ
れ
ら
を
奪
わ
れ
る
者
と
定
義
づ
け
ら
れ
て
い
る(2)

。
本
事
例
に
当
て
は
め
れ
ば
、
原
審
判
の
「
審
判
を
受
け
る
者
」
に
は
、
A
事
件

申
立
人
X
（
B
事
件
相
手
方
）
及
び
相
手
方
Y
（
B
事
件
申
立
人
）
が
該
当
す
る
。
も
っ
と
も
、
X
は
、
A
事
件
の
関
係
で
の
み
弁

護
士
に
訴
訟
委
任
し
て
い
る
た
め
、
そ
の
際
の
告
知
の
名
宛
人
に
つ
い
て
は
、
送
達
に
関
す
る
民
事
訴
訟
法
の
規
定
（
一
〇
一
条
一

項
、
五
五
条
）
を
類
推
適
用
し
、
代
理
人
弁
護
士
と
な
る
が
、
B
事
件
の
関
係
で
は
、
X
本
人
と
な
る
。

　

こ
れ
ら
の
委
任
関
係
を
前
提
に
、
本
事
例
に
お
け
る
重
要
な
争
点
の
一
つ
と
し
て
、
B
事
件
の
関
係
で
、
X
代
理
人
弁
護
士
へ
の

審
判
書
の
送
達
行
為
（
不
変
期
間
の
進
行
に
か
か
わ
る
送
達
行
為
）
が
、
責
問
権
の
放
棄
・
喪
失
に
よ
っ
て
治
癒
さ
れ
る
か
ど
う
か

の
問
題
が
あ
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
不
変
期
間
の
起
算
点
に
関
す
る
瑕
疵
あ
る
送
達
行
為
に
、
責
問
権
の
放
棄
・
喪
失
が
認
め
ら

れ
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
民
事
訴
訟
法
九
〇
条
（
訴
訟
手
続
に
関
す
る
異
議
権
の
喪
失
）
は
、
旧
民
事
訴
訟
法
一
四
一

条
の
内
容
を
そ
の
ま
ま
口
語
体
化
し
た
規
定
で
あ
り
、
そ
の
立
法
趣
旨
は
、
裁
判
所
又
は
相
手
方
の
訴
訟
に
関
す
る
行
為
が
手
続
法

規
に
違
反
す
る
場
合
に
、
こ
れ
に
よ
っ
て
利
益
を
害
さ
れ
た
当
事
者
に
、
異
議
を
述
べ
て
無
効
を
主
張
す
る
機
会
を
保
障
し
た
も
の
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に
他
な
ら
な
い(3)

。

　

と
き
に
、
裁
判
所
は
、
訴
訟
指
揮
権
に
基
づ
い
て
、
手
続
規
定
に
適
合
す
る
よ
う
訴
訟
行
為
を
行
う
職
責
が
あ
る
が
、
そ
の
違
反

に
気
づ
か
な
い
ま
ま
手
続
を
進
め
る
場
合
も
あ
り
う
る
。
責
問
権
は
、
こ
う
し
た
不
公
正
な
状
況
に
対
す
る
監
視
機
能
と
し
て
の
重

大
な
意
義
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
責
問
権
の
放
棄
・
喪
失
の
対
象
に
つ
い
て
は
、
私
益
に
関
す
る
事
項
、
す
な
わ
ち
、

訴
訟
手
続
に
関
す
る
規
定
の
う
ち
、
私
益
的
な
色
彩
の
濃
い
規
定
、
つ
ま
り
、
任
意
規
定
に
違
反
す
る
場
合
に
限
ら
れ
る
べ
き
で
あ

り
、
他
方
で
「
裁
判
の
適
正
」
や
「
手
続
の
迅
速
」
の
よ
う
な
訴
訟
制
度
の
信
用
と
能
率
に
関
わ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
規

定
、
い
わ
ゆ
る
強
行
規
定
の
違
背
に
つ
い
て
は
、
責
問
権
の
放
棄
・
喪
失
は
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
こ
と
に
な
る(4)

。

　

こ
の
点
、
わ
が
国
の
判
例
の
立
場
は
、
古
く
か
ら
不
変
期
間
の
進
行
に
か
か
わ
る
送
達
の
瑕
疵
に
つ
い
て
責
問
権
の
放
棄
等
を
認

め
て
き
た
（
大
判
大
正
一
五
年
四
月
一
四
日
、
民
集
五
巻
二
五
七
頁
、
大
決
昭
和
八
年
七
月
四
日
、
民
集
一
二
巻
一
七
四
五
頁
、
福

岡
高
宮
崎
支
判
昭
和
三
五
年
二
月
一
八
日
高
民
集
一
三
巻
一
号
九
六
頁
、
東
京
高
判
昭
和
三
八
年
六
月
一
一
日
、
東
高
民
時
報
一
四

巻
六
号
一
五
六
頁(5)

）。そ
の
論
拠
に
つ
い
て
は
、こ
の
よ
う
な
送
達
の
無
効
は
こ
れ
に
続
く
一
連
の
手
続
の
不
安
定
を
も
た
ら
す
か
ら
、

送
達
名
宛
人
の
利
益
を
害
し
な
い
限
り
、
そ
の
瑕
疵
の
治
癒
を
図
る
こ
と
が
訴
訟
経
済
と
手
続
の
安
定
の
た
め
に
必
要
と
な
る
と
い

う
理
由
が
示
さ
れ
て
い
る(6)

。
本
決
定
に
お
い
て
も
、
代
理
人
弁
護
士
が
、
X
の
委
任
を
受
け
、
B
事
件
部
分
も
含
め
て
即
時
抗
告
を

し
て
い
る
と
い
う
事
情
を
考
慮
し
た
上
で
、
訴
訟
経
済
、
或
い
は
手
続
の
安
定
を
重
視
し
た
結
果
、
当
該
事
件
に
関
す
る
原
審
判
の

瑕
疵
あ
る
送
達
行
為
に
対
し
、
責
問
権
の
放
棄
・
喪
失
を
認
め
た
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
を
当
事
者
の
側
か
ら
見
れ
ば
、
異
議

を
述
べ
、
そ
の
効
力
を
争
う
こ
と
が
で
き
る
の
に
、
あ
え
て
そ
の
権
利
を
行
使
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
不
行
使
に
よ
る
不
利

益
は
自
己
責
任
の
原
理
に
基
づ
き
、
甘
受
す
べ
き
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
、
学
説
の
中
に
も
原
則
的
に
、
こ
の
判
例
の
立
場
を

支
持
す
る
見
解
が
見
受
け
ら
れ
る(7)

。
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し
か
し
、
送
達
の
瑕
疵
の
治
癒
の
ケ
ー
ス
の
う
ち
、
不
変
期
間
の
起
算
点
に
関
す
る
送
達
に
関
し
て
は
、
当
該
送
達
に
関
す
る
規

定
が
公
益
的
要
素
の
強
い
効
力
規
定
で
あ
り
、
加
え
て
、
こ
の
送
達
の
効
力
に
関
し
て
は
、
職
権
調
査
事
項
と
し
て
当
事
者
に
処
分

権
限
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
を
根
拠
に
、
責
問
権
の
放
棄
・
喪
失
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
と
い
う
考
え
方
が
通
説
の
立
場
で
あ
る(8)

。

三
ケ
月
章
教
授
は
、
訴
訟
制
度
の
信
用
と
能
率
を
保
障
す
る
規
定
は
、
た
と
え
手
続
規
定
で
あ
っ
て
も
、
当
事
者
の
挙
動
に
よ
っ
て

左
右
さ
れ
る
こ
と
な
く
ど
こ
ま
で
も
遵
守
が
要
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
そ
し
て
、
何
が
責
問
権
の
放
棄
を
許
す
私
益
的

規
定
で
あ
り
、
何
が
責
問
権
の
放
棄
を
許
さ
な
い
強
行
規
定
で
あ
る
か
は
、
法
文
上
、
明
確
で
な
い
た
め
、
解
釈
で
決
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
言
明
し
て
い
る(9)

。

　

本
件
の
場
合
も
、
家
事
審
判
法
、
同
規
則
及
び
非
訟
事
件
手
続
法
に
は
、
責
問
権
の
放
棄
・
喪
失
に
関
す
る
明
文
規
定
が
な
く
、

ま
た
民
事
訴
訟
法
九
〇
条
の
準
用
規
定
も
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
解
釈
規
準
に
は
、
公
益
的
要
請
か
ら
、
公
正
原
理
や
同
原
理
を
根

源
と
す
る
法
原
理
と
し
て
の
審
尋
請
求
権
概
念
が
採
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

因
み
に
、
ド
イ
ツ
で
は
、
Z 

P 

O
二
九
五
条
に
責
問
権
（Verfahrensrügen

）
の
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
が
、
F 

a 

m 

F 

G
は
、

二
六
条
の
職
権
探
知
主
義
の
例
外
と
し
て
、
一
一
三
条
一
項
二
文
に
規
律
さ
れ
る
離
婚
事
件
及
び
家
事
争
訟
事
件
の
範
囲
内
で
、
こ

の
Z 

P 

O
二
九
五
条
を
準
用
し
て
い
る(10)

。

　

私
見
と
し
て
は
、
遅
滞
な
く
、
X
代
理
人
に
お
い
て
、
B
事
件
も
含
め
抗
告
の
申
立
て
を
行
っ
て
い
る
事
情
を
考
慮
し
て
も
、
な

お
、
X
の
B
事
件
に
対
す
る
原
審
で
の
手
続
追
行
権
の
保
障
の
要
請
は
無
視
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
原
審
判
の
送
達
の
瑕
疵

に
関
す
る
責
問
権
の
放
棄
・
喪
失
を
認
め
た
抗
告
審
の
判
断
に
は
、
首
肯
で
き
な
い
。

　

さ
て
、
本
事
例
に
お
け
る
更
な
る
重
要
な
問
題
点
は
、
B
事
件
の
申
立
て
の
不
告
知
に
よ
っ
て
手
続
追
行
権
を
剥
奪
し
た
原
審
に

お
け
る
訴
訟
指
揮
で
あ
る
。
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こ
の
点
、
抗
告
審
は
、
理
由
中
に
お
い
て
、「
本
件
の
全
記
録
に
よ
っ
て
も
、
本
件
子
の
引
渡
し
事
件
（
B
事
件
）
に
関
し
て
は
、

抗
告
人
に
対
し
同
事
件
が
申
し
立
て
ら
れ
た
事
実
を
告
知
し
た
と
の
事
実
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
し
、
そ
の
結
果
、
X
は

原
審
に
お
い
て
、
B
事
件
の
当
事
者
と
し
て
主
体
的
に
手
続
を
追
行
す
る
機
会
を
全
く
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は

本
件
子
の
引
渡
し
事
件
の
内
容
及
び
審
判
手
続
上
の
手
続
保
障
の
要
請
に
照
ら
し
、
当
事
者
の
立
場
を
不
当
に
侵
害
す
る
も
の
と

認
め
ら
れ
る
か
ら
、
原
審
判
の
手
続
は
違
法
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
判
示
し
て
い
る
。
民
事
訴
訟
手
続
が
、
民
訴
法

一
三
八
条
一
項
に
お
い
て
、
被
告
へ
の
訴
状
の
送
達
を
義
務
づ
け
て
い
る
の
に
対
し
、
家
事
審
判
法
は
、
期
日
、
期
間
、
疎
明
の
方

法
、
人
証
及
び
鑑
定
に
関
す
る
民
事
訴
訟
法
の
規
定
を
除
き
、
家
事
審
判
申
立
書
の
相
手
方
当
事
者
へ
の
送
達
や
家
事
審
判
の
申
立

て
が
あ
っ
た
こ
と
を
相
手
方
当
事
者
に
告
知
す
べ
き
こ
と
を
義
務
づ
け
た
規
定
な
い
し
準
用
規
定
を
置
い
て
い
な
い(11)

。
そ
こ
で
、
抗

告
審
は
、
こ
う
し
た
「
法
の
欠
缺
」
状
況
に
お
い
て
、
当
事
者
権
の
保
障
と
い
う
観
点
か
ら
、
ま
た
、
本
件
事
件
の
争
訟
的
色
彩
の

強
さ
か
ら
導
か
れ
る
当
事
者
主
義
的
運
用
の
必
要
性
、
合
理
性
の
観
点
か
ら
検
討
を
加
え
て
お
り
、
そ
の
帰
結
と
し
て
、
子
の
監
護

に
関
す
る
事
件
の
当
事
者
間
の
対
立
の
鮮
烈
で
あ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
こ
と
、
当
該
審
判
手
続
で
は
当
事
者
の
手
続
保
障
の
要
請

が
極
め
て
深
刻
か
つ
重
要
で
あ
る
こ
と
を
重
視
し
て
、
相
手
方
へ
の
申
立
て
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
ら
せ
な
か
っ
た
原
審
判
を
違
法
と

断
じ
た
の
で
あ
る
。

　

確
か
に
、
B
事
件
の
申
立
て
の
不
告
知
を
違
法
と
判
示
し
た
点
は
、
審
尋
請
求
権
法
理
に
照
ら
せ
ば
当
然
の
帰
結
で
あ
り
、
適
正

な
判
断
と
評
価
で
き
る
が
、
責
問
権
の
放
棄
・
喪
失
を
認
め
る
結
果
、
B
事
件
に
関
し
て
の
原
審
に
お
け
る
訴
訟
追
行
権
、
す
な
わ

ち
、
審
級
の
利
益
を
奪
う
結
果
と
な
っ
た
点
に
つ
い
て
は
、
基
礎
保
障
部
分
に
係
る
審
尋
請
求
権
違
反
（
法
令
違
反
）
と
評
価
せ
ざ

る
を
得
な
い
。
事
件
の
緊
急
性
、
訴
訟
経
済
な
ど
の
要
請
を
考
慮
す
べ
き
こ
と
も
無
視
で
き
な
い
が
、
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
原

審
に
お
け
る
訴
訟
追
行
権
（
手
続
関
与
権
）
を
奪
っ
て
よ
い
理
由
に
は
な
り
え
ず
、
む
し
ろ
、
子
の
福
祉
の
観
点
か
ら
公
益
性
を
重
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視
す
べ
き
で
あ
り
、
適
正
な
裁
判
の
実
現
の
た
め
に
は
そ
う
し
た
手
続
的
価
値
に
、
絶
対
的
に
重
き
を
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

考
え
る
。法
原
理
と
し
て
の
審
尋
請
求
権
概
念
の
根
源
に
あ
る
不
正
防
止
と
い
う
重
要
な
機
能
を
無
視
し
て
は
い
け
な
い
の
で
あ
る
。

⑵　

機
能
保
障
違
背
（H

inw
eisfälle

）

〔
3
〕
高
松
高
決
平
成
元
年
七
月
二
五
日
家
裁
月
報
四
一
巻
一
二
号
一
一
七
頁
│
取
消
・
差
戻

【
事
実
】

　

離
婚
後
単
独
親
権
者
と
な
っ
た
父
親
X
（
抗
告
人
・
原
審
申
立
人
）
か
ら
の
母
親
Y
（
相
手
方
・
原
審
相
手
方
）
に
対
す
る

子
の
監
護
に
関
す
る
処
分
（
子
の
引
渡
し
）
申
立
て
を
却
下
し
た
審
判
に
対
す
る
即
時
抗
告
事
件
に
お
い
て
、
本
件
で
は
親
権

者
で
な
い
Y
が
子
の
引
渡
し
を
拒
む
法
的
権
限
は
な
い
が
、
家
庭
裁
判
所
の
後
見
的
機
能
か
ら
す
る
と
、
本
件
事
案
で
は
、
Y

に
、
親
権
者
を
変
更
す
る
旨
の
申
立
て
を
促
し
、
親
権
者
の
変
更
に
つ
い
て
も
併
せ
て
審
理
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
原
審
判

を
取
り
消
し
て
、
差
し
戻
し
た
事
例
。

【
決
定
理
由
よ
り
】

　
「
従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
場
合
子
の
引
渡
事
件
と
親
権
者
変
更
事
件
と
は
合
一
に
の
み
判
断
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
現
在
の

時
点
で
、
い
ず
れ
を
親
権
者
と
す
る
の
が
子
の
福
祉
、
子
の
利
益
に
合
致
す
る
か
を
再
び
検
討
し
て
、
従
前
の
親
権
者
の
定
め

を
維
持
す
る
か
、
変
更
す
る
か
を
合
わ
せ
て
決
定
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

　

本
件
で
は
、
Y
に
対
し
長
男
A
及
び
長
女
B
の
親
権
者
を
Y
に
変
更
す
る
旨
の
申
立
を
促
し
、
そ
の
申
立
を
X
の
本
件
申
立

に
併
合
し
て
、
A
及
び
B
の
福
祉
の
た
め
に
は
X 

Y
の
い
ず
れ
を
親
権
者
と
す
べ
き
か
に
つ
き
審
理
し
、
そ
の
結
果
、
従
前
の

親
権
者
を
維
持
す
る
の
が
A
及
び
B
の
福
祉
に
合
致
す
る
場
合
は
、
Y
か
ら
の
親
権
者
変
更
の
申
立
を
却
下
す
る
と
同
時
に
、
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X
か
ら
の
本
件
引
渡
請
求
を
認
容
す
べ
き
で
あ
り
、
Y
が
現
状
ど
お
り
A
及
び
B
を
監
護
す
る
の
が
そ
の
福
祉
に
合
致
す
る

場
合
は
、
A
及
び
B
の
各
親
権
者
を
Y
に
変
更
す
る
と
同
時
に
、
X
か
ら
の
A
及
び
B
の
引
渡
申
立
を
却
下
す
べ
き
も
の
で
あ

る
。

　

原
審
判
は
、
そ
の
方
法
を
と
ら
な
か
っ
た
た
め
Y
に
は
法
的
に
現
在
及
び
将
来
共
に
A
及
び
B
の
監
護
権
が
存
在
せ
ず
そ
の

引
渡
を
拒
む
権
限
が
な
い
の
に
、
そ
の
引
渡
請
求
を
却
下
し
た
結
果
と
な
り
、
相
当
で
は
な
く
、
本
件
抗
告
は
理
由
が
あ
る
。」

〔
4
〕
東
京
高
決
平
成
三
年
二
月
七
日
家
裁
月
報
四
三
巻
一
二
号
五
八
頁
│
取
消
・
差
戻

【
事
実
】

　

遺
産
分
割
審
判
に
対
す
る
即
時
抗
告
審
に
お
い
て
、
調
停
の
過
程
で
何
度
も
寄
与
分
を
主
張
す
る
旨
述
べ
、
準
備
書
面
に
お

い
て
も
自
己
の
寄
与
を
考
慮
し
て
分
割
す
べ
き
旨
を
記
載
し
て
い
る
場
合
に
は
、
寄
与
分
を
定
め
る
処
分
の
申
立
て
を
す
る
趣

旨
か
ど
う
か
釈
明
し
、
寄
与
分
に
つ
い
て
の
審
理
を
尽
く
す
の
が
相
当
で
あ
る
と
し
て
、
原
審
判
を
取
り
消
し
て
差
し
戻
し
た

事
例
。

【
決
定
理
由
よ
り
】

　
「
原
審
判
は
、
長
男
X
（
抗
告
人
・
原
審
申
立
人
）
は
寄
与
分
の
主
張
を
す
る
が
、
寄
与
分
を
定
め
る
申
立
て
を
し
て
い
な

い
と
い
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
調
停
の
過
程
で
、
X
は
何
度
も
寄
与
分
の
主
張
を
す
る
と
述
べ
て
お
り
、
X
代
理
人
が
提
出
し
た
平
成
元

年
四
月
三
日
付
け
準
備
書
面
及
び
同
年
七
月
一
二
日
付
け
準
備
書
面
に
お
い
て
、
X
に
は
遺
産
の
維
持
、
形
成
に
対
す
る
寄
与

が
あ
る
の
で
、
こ
の
点
を
考
慮
し
て
分
割
す
べ
き
で
あ
る
旨
を
記
載
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
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そ
う
す
る
と
、
正
式
に
寄
与
分
を
定
め
る
処
分
の
申
立
て
を
す
る
と
の
文
言
は
用
い
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
右
各
準
備
書
面

は
右
の
申
立
て
を
す
る
趣
旨
を
含
む
も
の
と
解
す
る
余
地
が
あ
る
し
、
少
な
く
と
も
、
原
審
（
新
潟
家
裁
長
岡
支
部
）
と
し
て

は
、
X
が
寄
与
分
の
申
立
て
を
す
る
趣
旨
か
ど
う
か
を
釈
明
す
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
本
件
に
お
い
て
、
寄
与
分
を
定
め

る
処
分
の
申
立
て
が
あ
っ
た
と
し
て
、
X
に
寄
与
分
が
認
め
ら
れ
る
か
は
、
本
件
記
録
に
よ
る
限
り
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
記

録
に
よ
る
と
、
X
は
、
昭
和
二
四
年
に
中
学
を
卒
業
し
た
こ
ろ
か
ら
、
書
店
に
勤
務
す
る
か
た
わ
ら
、
被
相
続
人
A
及
び
相
手

方
Y 

1
（
被
相
続
人
の
妻
）
と
同
居
し
て
家
業
の
農
業
に
従
事
し
、
昭
和
三
四
年
こ
ろ
に
結
婚
し
、
昭
和
四
九
年
こ
ろ
か
ら
は

家
計
も
ま
か
さ
れ
て
農
業
経
営
の
主
体
と
な
っ
て
い
た
も
の
と
う
か
が
え
る
の
で
あ
り
、
A
が
次
第
に
老
齢
と
な
っ
て
い
っ
た

こ
と
を
も
考
え
る
と
、
X
に
遺
産
の
維
持
等
に
何
ら
か
の
寄
与
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
余
地
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
原

審
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
調
査
も
審
理
も
し
て
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
原
審
判
は
不
当
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。）。」

〔
5
〕
大
阪
高
決
平
成
九
年
一
二
月
一
日
決
定
家
裁
月
報
五
〇
巻
六
号
六
九
頁
│
取
消
・
差
戻

【
事
実
】

　

遺
産
分
割
審
判
に
お
け
る
寄
与
分
の
程
度
を
不
服
と
し
て
申
し
立
て
ら
れ
た
即
時
抗
告
審
に
お
い
て
、
原
審
（
大
阪
家
裁
岸

和
田
支
部
）
は
、
寄
与
分
を
定
め
る
処
分
の
申
立
て
を
す
る
か
否
か
を
釈
明
し
、
審
理
を
尽
く
す
の
が
相
当
で
あ
る
と
し
て
、

原
審
判
を
取
り
消
し
て
差
し
戻
し
た
事
例
。
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【
決
定
理
由
よ
り
】

　
「
原
審
判
の
定
め
た
長
男
X
（
抗
告
人
・
原
審
相
手
方
）
の
取
得
額
は
そ
の
相
続
分
を
大
幅
に
超
過
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

上
記
調
停
手
続
中
に
提
案
さ
れ
た
調
停
案
で
は
、
同
超
過
額
は
X
の
寄
与
分
と
し
て
算
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
記
録
上
窺
わ

れ
、
原
審
判
は
同
案
を
そ
の
ま
ま
採
用
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
X
は
、
原
審
で
は
、
弁
護
士
を
代
理
人
と
し
て
委
任
す

る
こ
と
な
く
調
停
・
審
判
手
続
を
遂
行
し
た
た
め
、
寄
与
分
を
定
め
る
処
分
の
申
立
は
し
て
い
な
い
。

　

X
は
、
抗
告
理
由
に
お
い
て
、
寄
与
分
の
主
張
を
明
確
に
し
、
原
審
判
の
認
定
し
た
寄
与
分
相
当
額
が
不
当
に
低
額
で
あ
る

旨
の
主
張
を
し
て
い
る
が
、
上
記
調
停
・
審
判
手
続
の
経
過
や
抗
告
審
で
の
主
張
内
容
か
ら
み
て
、
X
は
本
件
遺
産
分
割
に
お

い
て
当
初
よ
り
寄
与
分
の
主
張
を
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
か
ら
、
原
審
と
し
て
は
手
続
が
審
判
に
移
行
し

た
後
、
X
に
対
し
寄
与
分
を
定
め
る
処
分
の
申
立
を
す
る
か
否
か
を
釈
明
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し

か
る
に
、
原
審
が
か
か
る
釈
明
を
行
い
、
こ
れ
に
応
じ
て
X
が
寄
与
分
に
関
す
る
対
応
を
明
ら
か
に
し
た
形
跡
は
認
め
ら
れ
な

い
。

　

X
が
寄
与
分
を
定
め
る
処
分
の
申
立
を
行
い
、
調
査
の
結
果
、
こ
れ
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
内
容
如
何
に
よ
っ
て

原
審
判
の
定
め
た
分
割
内
容
に
影
響
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
点
に
関
し
さ
ら
に
審
理
を
尽
く
す
の
が
相
当
で

あ
る
。」

【
分
析
】

　

裁
判
は
、
具
体
的
正
義
の
実
現
と
し
て
、
紛
争
解
決
の
た
め
適
正
・
迅
速
な
結
論
を
与
え
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
か
ら
、
後
見
的

作
用
を
営
む
裁
判
所
に
は
、
当
事
者
の
欠
陥
を
補
っ
て
、
適
正
・
迅
速
な
裁
判
を
す
る
た
め
の
権
限
が
付
与
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
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い
。
こ
れ
が
、
訴
訟
指
揮
権
と
呼
ば
れ
る
権
限
で
あ
り
、
民
事
訴
訟
法
に
は
そ
の
具
体
的
内
容
と
し
て
釈
明
権
の
行
使
が
認
め
ら
れ

て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
釈
明
権
の
機
能
を
重
視
し
て
、
民
事
訴
訟
の
マ
グ
ナ
カ
ル
タ
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い(12)

。
現
に
、
民

事
訴
訟
法
一
四
九
条
（
旧
民
事
訴
訟
法
一
二
七
条
）
は
、
審
理
の
実
体
面
に
お
け
る
訴
訟
指
揮
に
よ
る
権
限
と
し
て
の
釈
明
権(13)

に
つ

い
て
規
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
規
律
方
法
に
関
し
て
は
、
Z 

P 

O
や
わ
が
国
の
旧
民
事
訴
訟
法
が
釈
明
を
裁
判
所
の
義
務

の
側
面
か
ら
規
定
し
て
い
る
の
に
対
し
、
現
行
法
は
裁
判
所
の
権
能
の
側
面
か
ら
の
み
規
定
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
解
釈
上
は
そ

の
表
現
形
式
に
と
ら
わ
れ
ず
、
釈
明
義
務
の
概
念
を
包
摂
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
理
解
が
、
わ
が
国
の
学
説
判
例
を
通
じ
て
の
共
通

の
認
識
と
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
釈
明
権
の
目
的
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
判
例
の
立
場
は
、
弁
論
主
義
の
形
式
的
適
用
に
よ
る
不
合
理
を
修
正
し
、
訴
訟
関
係

を
明
ら
か
に
し
、
で
き
る
だ
け
事
案
の
真
相
を
き
わ
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
事
者
間
に
お
け
る
紛
争
の
真
の
解
決
を
は
か
る
こ
と

と
し
て
い
る(14)

。
要
す
る
に
、
釈
明
権
の
行
使
は
、
今
日
、
適
時
提
出
主
義
（B

eibringungsgrundsatz

）
を
根
幹
と
し
て
い
る
弁
論

主
義
に
対
す
る
一
つ
の
修
正
機
能
で
あ
り
、
事
実
に
照
ら
し
て
正
当
な
判
決
へ
と
導
く
た
め
の
裁
判
所
の
権
限
行
使
の
一
つ
と
位
置

づ
け
ら
れ
て
い
る(15)

。

　

こ
う
し
た
点
か
ら
、
弁
論
主
義
と
釈
明
権
の
関
係
を
ど
う
捉
え
る
か
に
つ
い
て
は
、
学
説
上
争
い
が
あ
る
。
両
者
の
結
び
つ
き
を

希
薄
に
解
す
る
立
場(16)

と
、
判
例
の
立
場
で
あ
る
釈
明
権
を
弁
論
主
義
の
補
充
と
考
え
る
立
場
が
あ
り
、
後
者
が
通
説
と
さ
れ
て
い

る(17)

。
中
野
貞
一
郎
教
授
は
、
こ
の
通
説
の
立
場
に
依
拠
し
、
事
実
や
証
拠
の
収
集
を
当
事
者
の
権
能
か
つ
責
任
と
す
る
弁
論
主
義
の

下
で
は
、
そ
れ
を
裁
判
所
の
権
限
と
す
る
職
権
探
知
主
義
の
手
続
と
は
、
釈
明
権
＝
釈
明
義
務
の
機
能
が
大
き
く
異
な
る
（
申
立
て

の
釈
明
は
別
と
し
て
）
こ
と
を
看
過
す
べ
き
で
は
な
い
と
指
摘
す
る(18)

。

　

で
は
、
弁
論
主
義
の
下
で
の
釈
明
権
の
機
能
と
、
職
権
探
知
主
義
の
下
で
の
そ
れ
と
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
違
う
の
で
あ
ろ
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う
か
。
釈
明
権
の
機
能
に
関
し
て
は
、
今
日
、
情
報
と
の
関
係
か
ら
捉
え
る
立
場
が
あ
り(19)

、
そ
れ
に
則
し
て
整
理
し
て
お
き
た
い
。

　

そ
も
そ
も
、
釈
明
権
の
行
使
の
態
様
に
つ
い
て
は
、
裁
判
官
の
観
点
に
当
事
者
の
弁
論
活
動
を
適
合
さ
せ
る
た
め
に
行
う
釈
明
権

行
使
（
裁
判
官
と
当
事
者
と
の
縦
ベ
ク
ト
ル
と
を
志
向
し
て
行
使
さ
れ
る
場
合
）
の
局
面
と
、
当
事
者
間
に
十
分
な
弁
論
の
機
会
を

保
障
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
釈
明
権
行
使
（
当
事
者
間
の
横
ベ
ク
ト
ル
に
一
定
配
慮
し
た
も
の
）
の
二
つ
の
局
面
に
区
別
さ
れ
る
。

前
者
の
局
面
で
は
、
釈
明
権
の
行
使
を
「
事
案
の
真
相
」
に
合
致
し
た
適
切
な
形
に
当
事
者
の
訴
訟
上
の
行
為
を
変
換
さ
せ
る
機
能

（
変
換
機
能
）
と
し
て
、
ま
た
、
後
者
の
局
面
は
、
当
事
者
の
主
体
的
弁
論
を
喚
起
し
活
性
化
さ
せ
る
機
能
（
意
思
疎
通
機
能
）
と

し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

思
う
に
、
職
権
探
知
主
義
が
支
配
す
る
手
続
の
領
域
で
釈
明
権
の
行
使
を
認
め
る
第
一
次
的
目
的
は
変
換
機
能
に
あ
り
、
意
思
疎

通
機
能
は
副
次
的
目
的
（N

ebenzw
eck
）
に
な
る
と
解
せ
ら
れ
る
。
何
故
な
ら
、
職
権
探
知
主
義
の
下
で
、
実
体
的
真
実
の
追
求

が
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
、
そ
れ
を
基
礎
に
裁
判
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
裁
判
官
の
職
責
で
あ
る
か
ら
、
裁
判
に

必
要
な
事
実
や
証
拠
の
収
集
の
局
面
で
釈
明
権
の
行
使
は
当
然
に
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
本
来
的
機
能
と
し
て
要
請
さ

れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
職
権
探
知
主
義
を
基
本
原
則
と
す
る
手
続
の
領
域
に
も
、
真
正
争
訟
事
件
の
よ

う
な
争
訟
性
の
強
い
類
型
の
事
件
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
、
当
事
者
間
で
主
体
的
に
弁
論
を
活
性
化
さ
せ
る
こ
と
が
真
実
発
見
に
繋
が

る
と
い
う
指
摘
も
あ
り
、
意
思
疎
通
機
能
も
ま
た
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
適
時
に
お
け
る
主
体
的
弁
論
を
実
効
あ
る
も
の
と
す
る
た
め
に
、
裁
判
所
に
お
い
て
、
釈
明
義
務
（
示
唆
義
務
、
事

案
解
明
義
務
．
法
的
観
点
指
摘
義
務
等
）
が
要
請
さ
れ
る
場
面
が
想
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
局
面
で
の
裁
判
所
の
釈
明
義

務
は
、
訴
訟
上
の
配
慮
義
務
（Prozessuale Fürsorgepflicht

）
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
中
野
教
授
の
言
明
に
従
え
ば
、
公
正

原
理
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
裁
判
所
の
配
慮
行
為
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
公
正
原
理
と
審
尋
請
求
権
法
理
と
の
融
合
に
よ
っ
て
義
務
づ
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け
ら
れ
る
権
限
行
使
に
他
な
ら
な
い
。

　

因
み
に
、
Z 

P 

O
に
は
、
一
三
九
条
一
項
か
ら
三
項
に
か
け
て
、
実
体
的
訴
訟
指
揮
に
関
す
る
釈
明
、
解
明
義
務
の
規
定
が
置

か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
裁
判
所
の
権
能
は
、
基
本
法
二
〇
条
三
項
に
基
づ
く
訴
訟
上
の
配
慮
義
務
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
適
時
提

出
主
義
と
当
事
者
支
配
及
び
公
正
（U

nparteilichkeit

）
の
要
請
の
枠
内
で
行
使
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
理
解
さ
れ
て
い
る(20)

。

こ
の
よ
う
に
、
弁
論
主
義
の
支
配
す
る
領
域
に
お
い
て
も
、
釈
明
権
行
使
、
或
い
は
釈
明
義
務
は
、
適
時
提
出
主
義
や
裁
判
所
の
中

立
性
の
要
請
の
下
で
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、職
権
探
知
主
義
を
も
そ
の
基
本
原
則
に
採
用
す
る
人
事
訴
訟
手
続
に
お
い
て
は
、

そ
の
公
益
的
要
請
か
ら
変
換
機
能
の
側
面
が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
特
別
な
手
続
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
釈
明
権
（
釈
明
義
務
）
の
行
使
を
通
じ
て
、
弁
論
主
義
と
職
権
探
知
主
義
と
は
、

対
立
概
念
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
相
関
関
係
に
立
つ
概
念
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う

か
。

　

こ
の
点
、C

arl H
erm

ann U
le

は
、
自
ら
のStudienbuc

(21)h

の
中
で
、
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
言
明
し
て
い
る
。

弁
論
主
義
は
、
契
約
自
由
や
私
的
所
有
に
関
す
る
私
法
の
基
本
原
則
で
あ
り
、
公
益
を
目
的
と
す
る
職
権
探
知
主
義
と
の
相
関

概
念
で
あ
る
。
両
者
の
間
に
は
、
厳
し
い
対
立
が
認
め
ら
れ
る
が
、
実
務
上
、
有
効
な
民
事
手
続
の
下
で
の
弁
論
主
義
は
、

裁
判
官
の
質
問
権
や
解
明
義
務
に
よ
っ
て
、
そ
の
区
別
に
あ
ま
り
大
き
な
意
味
を
有
し
な
い
（Verw

altungsprozessrecht, 

N
eunte überarbeitete A

uflage, 1987, 

§26 (S. 134)

）。

　

ド
イ
ツ
で
は
、
こ
の
よ
う
に
手
続
上
の
基
本
原
則
を
相
対
化
さ
せ
る
釈
明
権
（
釈
明
義
務
）
の
行
使
を
基
本
法
一
〇
三
条
一
項
に

保
障
さ
れ
る
法
律
上
の
審
問
の
原
則
の
具
体
化
と
し
て
捉
え
て
い
る(22)

。
立
法
上
も
、
ド
イ
ツ
行
政
裁
判
所
法
八
六
条
三
項
に
は
、「
裁

判
長
は
、
形
式
の
不
備
が
補
正
さ
れ
、
不
明
確
な
申
立
が
明
確
に
さ
れ
、
適
切
な
申
立
が
な
さ
れ
、
事
実
の
不
十
分
な
呈
示
が
補
足
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さ
れ
、
か
つ
、
事
実
関
係
の
確
定
及
び
判
断
の
た
め
に
重
要
な
全
て
の
陳
述
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と

し
て
、
裁
判
長
の
釈
明
義
務
（A

ufklärungspflicht

）
が
規
定
さ
れ
て
い
る(23)

。
そ
し
て
、
同
規
定
の
趣
旨
は
、
基
本
法
一
〇
三
条
一

項
の
趣
旨
に
基
づ
き
、
全
て
の
手
続
に
お
い
て
、
そ
の
特
殊
性
を
考
慮
し
な
が
ら
、
具
体
的
権
利
行
使
を
形
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
審
尋
請
求
権
の
保
障
は
釈
明
権
（
釈
明
義
務
）
の
具
体
的
機
能
を
通
じ
て
、
全
て
の
手
続
領
域

に
及
ぶ
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

因
み
に
、
F 

a 
m 
F 
G
に
お
い
て
も
ま
た
同
様
の
趣
旨
か
ら
、
裁
判
所
に
よ
る
示
唆
義
務
（H

inw
eispflicht

：
二
八
条
一
項
）、

事
案
解
明
義
務
（A

ufklärungpflicht

：
二
六
条
）
の
規
定
が
整
備
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
て
、
わ
が
国
の
下
級
審
裁
判
例
を
分
析
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
前
記
〔
3
〕
の
事
例
で
は
、
後
見
的
配
慮
に
基
づ
き
、
裁
判
所

に
よ
る
Y
へ
の
親
権
者
変
更
の
申
立
て
の
示
唆
の
是
非
が
問
わ
れ
た
ケ
ー
ス
で
あ
り
、
原
審
に
お
け
る
釈
明
権
不
行
使
が
問
題
と

な
っ
た
。
原
審
の
判
断
は
、
親
権
者
で
は
な
い
Y
の
下
で
の
監
護
養
育
の
実
情
、
事
件
本
人
で
あ
る
A
及
び
B
の
意
思
、
家
庭
裁
判

所
調
査
官
の
調
査
結
果
か
ら
、さ
し
あ
た
り
A
及
び
B
の
生
活
環
境
の
変
更
を
必
要
と
す
る
特
別
の
実
情
が
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
、

Y
に
は
X
に
よ
る
親
権
の
行
使
と
し
て
の
引
き
渡
し
を
拒
む
権
限
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
引
渡
請
求
を
却
下
し
て
い
る
。

他
方
、
抗
告
審
で
は
、「
子
の
引
渡
し
を
認
容
す
べ
き
か
ど
う
か
は
親
権
者
を
い
ず
れ
と
す
る
か
の
結
論
に
合
致
す
る
よ
う
に
処
置

す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
家
庭
裁
判
所
の
後
見
的
機
能
か
ら
す
る
と
、
Y
を
親
権
者
と
す
る
旨
変
更
す
べ
き
か
ど
う
か
の
考
慮
が
要
請

さ
れ
、
そ
の
点
を
含
め
て
解
決
し
な
け
れ
ば
、
本
件
に
関
し
事
件
本
人
ら
の
福
祉
の
観
点
か
ら
熟
慮
し
将
来
に
お
け
る
子
の
引
渡
に

関
す
る
紛
争
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。」
と
判
示
し
て
い
る
。

　

い
ず
れ
の
審
級
も
、
子
の
身
上
監
護
権
を
Y
に
維
持
す
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
す
る
結
論
に
お
い
て
そ
の
判
断
を
共
通
に
し
て

い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
手
続
上
、
正
当
化
す
る
た
め
に
は
、
裁
判
所
と
し
て
訴
訟
指
揮
上
、
ど
の
よ
う
な
義
務
が
課
せ
ら
れ
る
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の
か
と
い
う
問
題
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

具
体
的
に
は
、
原
審
に
お
い
て
、
審
判
の
対
象
を
子
の
引
渡
し
の
申
立
て
の
枠
内
で
の
判
断
に
制
限
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
一
歩
踏

み
込
ん
で
前
提
と
な
る
親
権
者
変
更
の
申
立
て
の
示
唆
に
及
ぶ
べ
き
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な

原
審
の
訴
訟
指
揮
、
す
な
わ
ち
、
申
立
て
の
示
唆
或
い
は
、
申
立
人
の
真
意
に
合
致
し
た
申
立
て
を
促
す
た
め
の
法
的
観
点
の
指
摘

行
為
に
及
ば
な
か
っ
た
不
作
為
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
適
時
に
審
判
を
受
け
る
権
利
（
手
続
追
行
権
）
を

侵
害
す
る
行
為
（
違
法
行
為
）
と
捉
え
る
か
、
反
対
に
新
た
な
申
立
て
に
よ
る
不
意
打
ち
を
回
避
す
る
行
為
と
捉
え
る
か
の
問
題
も

提
起
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

前
述
の
と
お
り
、
わ
が
国
で
は
、
民
事
訴
訟
法
一
四
九
条
（
旧
民
事
訴
訟
法
一
二
七
条
）
に
釈
明
権
に
関
す
る
規
定
を
置
い
て
い

る
が
、
ド
イ
ツ
の
Z 

P 

O
二
七
八
条
三
項
の
よ
う
な
、
法
的
観
点
指
摘
義
務
に
関
す
る
明
確
な
義
務
規
定
は
置
い
て
い
な
い
。
も
っ

と
も
、Z 

P 

O
二
七
八
条
三
項
は
、Z 
P 
O
一
三
九
条
が
具
体
化
さ
れ
た
規
定
と
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、わ
が
国
に
お
い
て
も
、

民
事
訴
訟
法
一
四
九
条
を
根
拠
に
、
法
律
事
項
に
関
す
る
釈
明
と
し
て
同
義
務
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
理
解
が
旧
民
事
訴
訟
法
時
代

か
ら
の
学
説
実
務
を
通
じ
て
の
一
致
し
た
見
解
と
さ
れ
て
い
る(24)

。

　

そ
も
そ
も
、
こ
の
Z 

P 

O
二
七
八
条
三
項
は
簡
素
化
法
の
施
行
に
伴
い
整
備
さ
れ
た
規
定
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
こ
れ
以
降
、

ド
イ
ツ
で
は
民
事
訴
訟
手
続
の
領
域
に
お
い
て
、
釈
明
義
務
の
射
程
を
め
ぐ
る
法
状
況
が
一
変
し
た
。
具
体
的
に
は
、
法
的
討
論

（R
echtsgespräch

）
義
務(25)

の
射
程
に
つ
い
て
、
当
事
者
が
見
過
ご
し
て
い
た
か
、
重
要
で
な
い
と
考
え
て
い
た
法
的
観
点
に
確
定

さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
当
該
規
定
は
憲
法
上
の
審
問
請
求
権
の
具
体
化
と
解
さ
れ
、
審
問
請
求
権
を
め
ぐ
る
議
論
は
同
条

項
の
立
法
・
解
釈
の
問
題
と
し
て
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
基
本
法
一
〇
三
条
一
項
自
体
に
つ
い
て
の
議
論
は
減
少
す
る
こ
と
に

な
る(26)

。
さ
ら
に
、
こ
の
法
的
討
論
義
務
の
射
程
を
巡
り
、
そ
の
目
的
に
応
じ
て
不
意
打
ち
防
止
の
た
め
の
法
的
討
論
義
務
と
裁
判
所
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と
当
事
者
と
の
信
頼
関
係
の
形
成
を
目
的
と
す
る
一
般
的
な
法
的
討
論
義
務
と
に
区
別
さ
れ
、
前
者
の
局
面
に
お
い
て
、
Z 

P 

O

二
七
八
条
三
項
違
反
の
問
題
は
基
本
法
一
〇
三
条
一
項
違
反
と
の
重
複
の
問
題
と
し
て
そ
の
議
論
は
新
た
な
方
向
へ
と
展
開
す
る
こ

と
に
な
る(27)

。

　

こ
う
し
た
ド
イ
ツ
の
展
開
を
ふ
ま
え
、
原
審
判
に
お
け
る
親
権
者
変
更
の
申
立
て
及
び
そ
の
法
的
観
点
の
指
摘
の
不
行
使
に
関
し

て
は
、
単
な
る
手
続
法
違
反
の
問
題
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
手
続
基
本
権
違
反
の
問
題
と
し
て
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
に
な
る
。

　

実
際
に
、〔
3
〕
の
事
例
に
お
い
て
は
、
法
的
討
論
の
対
象
と
な
る
の
は
親
権
の
有
無
の
問
題
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
抗
告
人
に
と
っ

て
も
子
の
引
渡
し
の
請
求
を
拒
絶
で
き
る
重
要
な
権
限
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
相
手
方
に
よ
る
こ
う
し
た
申
立
て
が
な
い
状

況
で
の
引
渡
し
の
拒
絶
は
、
当
然
に
抗
告
人
に
不
意
打
ち
を
来
す
結
果
で
あ
る
か
ら
、
手
続
基
本
権
違
反
の
可
能
性
も
否
定
で
き
な

い
。

　

次
に
、〔
4
〕・〔
5
〕
の
事
例
は
、
い
ず
れ
も
遺
産
分
割
事
件
の
前
提
問
題
と
な
る
寄
与
分
の
申
立
て
に
関
し
て
、
調
停
手
続
の

段
階
で
申
立
て
の
意
思
が
あ
る
と
推
認
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
原
審
が
そ
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
釈
明
を
怠
っ
た
と
し
て
、
抗

告
審
が
、
原
審
判
を
取
り
消
し
、
差
し
戻
し
た
事
例
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
寄
与
分
の
申
立
て
は
、
相
続
分
の
修
正
要
素
と
し
て
遺
産
分
割
の
前
提
事
項
を
な
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
形
式
上
別

個
の
審
判
事
項
と
定
め
る
に
し
て
も
、
遺
産
分
割
に
お
け
る
寄
与
分
の
実
質
的
機
能
に
照
ら
し
、
両
審
判
は
合
一
処
理
を
図
る
こ
と

が
要
請
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
民
法
九
〇
四
条
の
二
第
四
項
は
、
寄
与
分
の
申
立
て
の
要
件
と
し
て
、
遺
産
分
割
事
件
が
係
属
し
て
い

る
こ
と
を
要
件
と
し
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
寄
与
分
の
申
立
て
の
時
期
を
巡
り
、
解
釈
上
、
遺
産
分
割
事
件
が
確
定
す
る
ま
で
と
す
る

こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
手
続
の
蒸
し
返
し
に
よ
る
遅
延
や
手
続
費
用
の
過
重
負
担
の
問
題
が
生
じ
る
こ
と
に
な
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る
た
め
、
家
事
審
判
規
則
一
〇
三
条
の
四
は
、
こ
う
し
た
弊
害
を
防
止
す
る
趣
旨
か
ら
、
申
立
て
の
時
期
に
一
定
の
制
限
を
課
し
、

そ
れ
を
家
庭
裁
判
所
の
裁
量
に
委
ね
る
こ
と
と
し
た
。
職
権
探
知
主
義
の
支
配
す
る
手
続
に
お
い
て
は
、
少
な
く
と
も
、
審
理
の
効

率
化
と
い
う
要
請
が
強
く
働
く
た
め
、
当
事
者
に
対
し
て
事
実
や
証
拠
の
提
出
を
促
す
た
め
の
裁
判
所
に
よ
る
配
慮
行
為
が
必
要
で

あ
る
こ
と
を
斟
酌
し
た
も
の
で
あ
る(28)

。
こ
れ
は
、
釈
明
権
の
変
換
機
能
の
側
面
を
重
視
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

　

も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
裁
判
所
の
釈
明
行
為
に
対
し
て
は
、
そ
の
程
度
に
応
じ
て
手
続
の
公
平
を
欠
い
た
行
き
過
ぎ
と
の
批
判

が
想
定
さ
れ
る
。
そ
も
そ
も
、
釈
明
義
務
の
趣
旨
は
、
当
事
者
に
目
的
に
適
っ
た
申
立
て
を
示
唆
す
る
こ
と
を
裁
判
所
の
責
務
（
配

慮
義
務
）
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
当
事
者
が
十
分
に
明
確
な
主
張
を
し
て
、
そ
の
内
容
に
則
し
た
適
切
な
申
立
て
を
す
る
限
り
に
お

い
て
は
、
そ
れ
以
上
の
行
使
を
認
め
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
本
事
例
に
お
い
て
も
、
仮
に
、
家
庭
裁
判
所
が
申
立
て
を
示
唆

し
た
場
合
に
行
き
過
ぎ
と
は
な
ら
な
い
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
。

　
〔
4
〕・〔
5
〕
の
い
ず
れ
の
事
例
と
も
、
抗
告
審
は
、
原
審
に
お
け
る
家
事
審
判
手
続
移
行
前
の
調
停
手
続
の
段
階
か
ら
、
寄
与

分
の
申
立
て
の
意
思
が
あ
っ
た
こ
と
を
、
そ
の
言
動
な
い
し
準
備
書
面
等
か
ら
推
認
し
て
い
る
。
審
理
の
効
率
化
の
要
請
に
照
ら
せ

ば
、
原
審
が
仮
に
申
立
行
為
を
示
唆
し
た
と
し
て
も
、
行
き
過
ぎ
の
問
題
は
生
じ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
寄
与
分

の
申
立
て
の
意
思
の
確
認
、
或
い
は
そ
の
申
立
行
為
を
促
さ
な
か
っ
た
原
審
の
訴
訟
指
揮
は
、
当
事
者
の
意
思
を
明
ら
か
に
し
、
そ

れ
に
沿
っ
た
主
張
立
証
活
動
の
機
会
を
奪
う
意
味
に
お
い
て
、釈
明
義
務
違
反（
法
令
違
反
）に
該
当
す
る
も
の
と
考
え
る
。
た
だ
し
、

〔
4
〕・〔
5
〕
の
事
例
で
は
、
各
原
審
判
に
お
け
る
寄
与
分
の
考
慮
の
程
度
が
異
な
っ
て
お
り
、
と
り
わ
け
、
そ
れ
を
全
く
考
慮
し

て
い
な
い
〔
4
〕
の
事
例
に
お
い
て
は
、
重
大
な
る
手
続
違
反
と
解
さ
れ
、
手
続
基
本
権
違
反
の
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
実
務
の
運
用
と
し
て
、
家
庭
裁
判
所
で
は
、
当
事
者
間
の
主
張
・
立
証
の
内
容
が
明
確
に
な
る
よ
う
に
準
備
書
面

の
交
換
や
書
証
の
写
し
の
交
付
を
行
わ
せ
、
主
張
整
理
を
行
う
中
で
、
寄
与
分
や
特
別
受
益
に
関
す
る
主
張
や
立
証
を
求
め
、
遺
産
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の
範
囲
の
確
定
と
共
に
寄
与
分
や
特
別
受
益
の
確
定
を
行
う
と
い
う
紹
介
も
あ
る(29)

。
し
か
し
、
残
念
な
が
ら
、
本
件
〔
4
〕・〔
5
〕

の
事
例
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
な
運
用
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。

　

結
論
的
に
、〔
4
〕・〔
5
〕
の
い
ず
れ
の
事
例
に
お
い
て
も
、
原
審
判
を
取
り
消
し
、
原
審
に
差
し
戻
し
た
抗
告
審
の
判
断
と
は

対
照
的
に
、
家
庭
裁
判
所
（
原
審
）
の
審
理
過
程
に
お
い
て
、
釈
明
義
務
と
い
う
機
能
保
障
の
側
面
か
ら
、
審
尋
請
求
権
法
理
の
規

範
性
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

4　

小
括

　

こ
れ
ま
で
、
審
尋
請
求
権
の
基
礎
保
障
及
び
機
能
保
障
へ
の
侵
害
行
為
に
関
す
る
わ
が
国
の
幾
つ
か
の
裁
判
例
を
分
析
し
て
き

た
。
結
果
と
し
て
、
審
尋
請
求
権
概
念
に
関
す
る
立
法
措
置
が
採
ら
れ
て
い
な
い
わ
が
国
に
お
い
て
、
総
じ
て
、
手
続
基
本
権
、
或

い
は
法
原
理
と
し
て
の
審
尋
請
求
権
概
念
に
も
そ
の
十
分
な
規
範
性
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

ま
ず
、
基
礎
保
障
部
分
に
関
し
て
、〔
1
〕
の
最
高
裁
第
三
小
法
廷
平
成
二
〇
年
五
月
八
日
決
定
に
お
い
て
、
田
原
意
見
及
び
那

須
意
見
が
、
憲
法
三
一
条
、
三
二
条
の
固
有
の
保
障
内
容
と
し
て
の
審
尋
請
求
権
概
念
に
つ
い
て
言
及
し
た
点
に
つ
い
て
は
、
手
続

基
本
権
と
し
て
の
権
利
性
の
承
認
に
向
け
て
の
前
進
と
し
て
評
価
で
き
よ
う
。
し
か
る
に
、
先
に
七
2
で
述
べ
た
と
お
り
、
そ
の
後

の
最
高
裁
の
動
向
を
見
る
限
り
、
審
尋
請
求
権
が
憲
法
三
二
条
の
固
有
の
保
障
に
含
ま
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
一
切
言
及
し
て
お

ら
ず
、
未
だ
最
高
裁
は
審
尋
請
求
権
の
手
続
基
本
権
と
し
て
の
権
利
性
を
否
定
す
る
立
場
を
固
守
し
た
ま
ま
と
い
え
よ
う
。

　

他
方
、
下
級
審
レ
ベ
ル
に
お
け
る
審
尋
請
求
権
の
基
礎
保
障
に
関
し
て
、〔
2
〕
の
事
例
に
お
い
て
、
高
松
高
裁
は
、
原
審
判
の

瑕
疵
あ
る
送
達
行
為
に
責
問
権
の
放
棄
・
喪
失
を
認
め
、
原
審
に
お
け
る
B
事
件
の
申
立
て
の
不
告
知
に
つ
い
て
、
そ
の
違
法
性
を
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認
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
原
審
に
お
け
る
B
事
件
の
審
判
を
取
り
消
し
、
自
決
し
た
点
に
つ
い
て
は
、
子
の
福
祉
の
観
点
か
ら
、
緊

急
性
を
重
視
し
た
こ
と
が
そ
の
理
由
で
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
が
、
そ
の
結
果
、
B
事
件
の
原
審
に
お
け
る
手
続
追
行
権
（
審
級
の
利

益
）
を
奪
っ
て
し
ま
っ
た
点
に
つ
い
て
は
、正
に
手
続
に
内
在
す
る
審
尋
請
求
権
の
基
礎
保
障
部
分
を
侵
害
す
る
行
為
（
法
令
違
反
）

に
他
な
ら
ず
、
そ
の
審
理
過
程
に
規
範
性
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
本
件
以
外
に
も
、
審
尋
請
求
権
の
基
礎
保
障
の
前
提
と
な

る
調
査
報
告
書
の
開
示
の
要
否
が
問
題
と
な
っ
た
東
京
高
裁
平
成
一
五
年
七
月
一
五
日
決
定
判
タ
一
一
三
一
号
二
二
八
頁(30)

に
お
い
て

は
，
こ
の
種
の
事
件
（
子
の
監
護
者
の
指
定
・
引
渡
し
）
に
お
け
る
双
方
の
審
尋
行
為
の
必
要
性
を
認
め
つ
つ
も
、
当
事
者
に
こ
の

よ
う
な
審
問
の
機
会
が
与
え
ら
れ
ず
、
審
判
官
が
調
査
官
の
意
見
報
告
書
に
依
拠
し
て
判
断
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
原
審
判

を
取
消
し
、
差
戻
し
を
す
べ
き
も
の
と
ま
で
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
、
抗
告
申
立
て
を
棄
却
し
た
事
例
が
あ
る
。
こ
こ
で
も
当
事

者
に
裁
判
に
重
要
な
手
続
資
料
を
了
知
し
た
上
で
、
自
ら
の
意
見
陳
述
の
た
め
の
態
度
を
決
め
る
機
会
の
保
障
（
基
礎
保
障
）
を
否

定
す
る
判
断
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
本
件
に
お
い
て
抗
告
審
が
違
法
と
判
示
し
た
B
事
件
の
申
立
て
の
不
告
知
に
よ
る
そ
の

手
続
瑕
疵
は
、
違
法
性
の
程
度
に
お
い
て
重
大
で
あ
る
か
ら
、
手
続
基
本
権
違
反
の
可
能
性
を
も
否
定
で
き
な
い
と
考
え
る
。

　

次
に
、
機
能
保
障
部
分
に
関
し
て
、
具
体
的
に
は
、
審
尋
請
求
権
を
実
効
あ
ら
し
め
る
た
め
の
裁
判
所
に
お
け
る
配
慮
行
為
と
し

て
の
釈
明
義
務
、
法
的
観
点
指
摘
義
務
に
つ
い
て
、
そ
の
明
文
規
定
が
存
し
な
い
わ
が
国
の
立
法
状
況
の
中
で
、
実
務
上
、
そ
れ
ら

に
ど
の
程
度
の
規
範
性
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
か
、
3
つ
の
事
例
を
通
じ
て
分
析
し
て
み
た
。

　
〔
3
〕
の
事
例
で
は
、
原
審
（
松
山
家
裁
宇
和
島
支
部
）
に
お
け
る
、
親
権
者
変
更
の
申
立
て
の
示
唆
の
不
行
使
に
つ
い
て
、

〔
4
〕・〔
5
〕
の
事
例
で
は
、
審
判
手
続
及
び
そ
れ
へ
の
移
行
前
の
調
停
手
続
の
段
階
か
ら
原
審
が
、
寄
与
分
の
主
張
を
認
識
し
な

が
ら
、
或
い
は
そ
の
可
能
性
を
認
め
つ
つ
も
、
寄
与
分
の
申
立
て
の
示
唆
を
怠
っ
た
点
に
つ
い
て
、
い
ず
れ
の
抗
告
審
も
相
当
で
な

い
と
し
て
、
原
審
判
を
取
り
消
し
、
差
し
戻
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
抗
告
審
の
決
定
理
由
か
ら
推
察
す
る
に
、
当
事
者
へ
の
適
時
の
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申
立
て
を
行
わ
せ
る
た
め
の
配
慮
義
務
（
申
立
て
の
示
唆
）
を
認
め
る
も
の
で
あ
り
、
基
礎
保
障
を
実
効
あ
ら
し
め
る
た
め
の
機
能

保
障
部
分
へ
の
一
応
の
規
範
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
対
照
的
に
、
原
審
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
配
慮
に
欠
け
た
措
置
に
つ
い

て
、〔
3
〕
の
事
例
で
は
、
相
手
方
に
事
実
に
適
し
た
申
立
て
を
示
唆
し
、
ま
た
、
そ
の
結
果
と
し
て
申
立
人
へ
不
意
打
ち
を
防
止

す
る
趣
旨
か
ら
、親
権
者
変
更
に
関
す
る
法
的
観
点
の
指
摘
、及
び
そ
れ
に
関
す
る
法
的
討
論
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、

そ
の
不
行
使
は
、
結
果
へ
の
影
響
の
重
大
性
（
不
意
打
ち
）
に
鑑
み
れ
ば
、
法
令
違
反
の
み
な
ら
ず
手
続
基
本
権
違
反
の
可
能
性
も

ま
た
否
定
で
き
な
い
。

　

ま
た
、〔
4
〕・〔
5
〕
の
事
例
に
お
い
て
、
寄
与
分
の
申
立
行
為
の
示
唆
は
、
不
意
打
ち
防
止
を
目
的
と
し
て
い
る
と
い
う
よ
り

も
、
む
し
ろ
、
裁
判
所
と
当
事
者
の
間
で
の
、
一
般
的
な
討
論
義
務
を
課
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
場
合
の
義
務
違
反
行

為
は
、
そ
の
違
法
性
の
程
度
に
お
い
て
、
基
本
的
に
法
令
違
反
の
レ
ベ
ル
に
留
ま
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
審
理
の
過
程

で
寄
与
分
の
主
張
を
認
め
な
が
ら
、
結
果
と
し
て
そ
れ
を
一
切
考
慮
し
て
い
な
い
〔
4
〕
の
事
例
に
お
い
て
は
、
そ
の
違
法
性
の
程

度
が
〔
5
〕
の
事
例
と
比
較
し
て
も
重
大
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
手
続
基
本
権
違
反
の
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
審
尋
請
求
権
の
機
能
保
障
に
関
し
て
、
原
審
の
審
理
過
程
に
お
い
て
は
、〔
3
〕・〔
4
〕・〔
5
〕
の
い
ず
れ
の
事

例
に
お
い
て
も
、
そ
の
規
範
性
は
認
め
ら
れ
な
い
。
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八　

家
事
事
件
手
続
法
の
課
題
と
立
法
提
案

1　

総
論

　

平
成
二
三
年
五
月
二
五
日
に
公
布
さ
れ
た
家
事
事
件
手
続
法
は
、
そ
の
立
案
審
議
に
お
い
て
、
旧
法
で
あ
る
家
事
審
判
法
に
整
備

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
当
事
者
権
及
び
手
続
保
障
に
関
す
る
規
律
を
整
備
す
る
こ
と
を
、
重
要
な
テ
ー
マ
の
一
つ
と
し
て
掲
げ
た
。
法

制
審
議
会
非
訟
事
件
手
続
法
・
家
事
審
判
法
部
会
で
は
、
そ
の
手
続
保
障
に
関
す
る
議
論
へ
の
示
唆
と
し
て
、
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る

法
的
審
尋
請
求
権
論
に
関
す
る
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
手
続
基
本
権
の
一
つ
と
し
て
、
わ
が
国
の
学
説
上
も
、
承
認

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
本
改
正
手
続
に
お
け
る
手
続
保
障
に
関
す
る
議
論
に
お
い
て
、
そ
の
根
幹
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
。
そ
の
成
果
と
し
て
整
備
さ
れ
た
、
裁
判
所
及
び
当
事
者
の
責
務
規
定
（
二
条
）、
裁
判
長
の
手
続
指
揮
権
に
関
す
る
規
定

（
五
二
条
）、
参
加
に
関
す
る
規
定
（
四
一
条
、
四
二
条
）、
記
録
の
閲
覧
等
に
関
す
る
規
定
（
五
九
条
）、
申
立
書
の
写
し
の
送
付
に

関
す
る
規
定
（
六
七
条
、
抗
告
状
に
関
し
て
八
八
条
）、
陳
述
聴
取
に
関
す
る
規
定
（
六
八
条
、
子
の
陳
述
聴
取
に
関
し
て
六
五
条
、

抗
告
手
続
に
お
け
る
陳
述
聴
取
と
し
て
八
九
条
）、
相
手
方
の
立
会
に
関
す
る
規
定
（
六
九
条
）、
事
実
の
調
査
の
結
果
通
知
に
関
す

る
規
定
（
六
三
条
、
七
〇
条
）、
相
手
方
の
あ
る
事
件
の
総
則
規
定
（
六
六
条
乃
至
七
二
条
）
な
ど
の
規
定
は
審
尋
請
求
権
法
理
の

具
体
化
と
目
さ
れ
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
内
容
を
見
る
限
り
、
当
事
者
及
び
関
係
人
の
手
続
保
障
の
観
点
か
ら
、
十
全
な
内
容
と
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
と
考
え
る
。
そ
こ
で
、
以
下
に
そ
の
問
題
点
を
指
摘
し
、
最
後
に
立
法
提
案
を
試
み
た
い
。
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2　

申
立
書
の
送
付
に
関
す
る
規
律
に
つ
い
て

　

家
事
事
件
手
続
法
六
七
条
は
、
家
庭
裁
判
所
に
申
立
て
が
不
適
法
で
あ
る
と
き
又
は
申
立
て
に
理
由
が
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

き0

を
除
き
、
家
事
審
判
の
申
立
書
の
写
し
を
相
手
方
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
義
務
づ
け
て
い
る
。
こ
れ
は
、
相
手
方

が
十
分
に
防
御
を
尽
く
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
相
手
方
に
当
該
事
件
手
続
の
申
立
て
が
あ
っ
た
こ
と
及
び
そ
の
申
立

内
容
を
認
識
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
の
配
慮
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
申
立
て
が
あ
っ
た
こ
と
及
び
申
立
て
の
内
容
を

認
識
さ
せ
る
こ
と
で
、
相
手
方
に
反
論
権
、
意
見
表
明
権
の
行
使
の
た
め
の
準
備
期
間
を
お
き
、
自
ら
の
意
思
内
容
に
適
っ
た
申
立

て
を
実
現
さ
せ
る
趣
旨
に
他
な
ら
ず
、
同
規
定
は
、
法
原
理
と
し
て
の
審
尋
請
求
権
概
念
が
具
体
化
さ
れ
た
規
定
と
い
え
る
。

　

こ
う
し
た
規
定
を
新
設
し
た
背
景
に
、
家
事
審
判
法
に
は
、
申
立
書
の
写
し
の
送
付
に
関
す
る
規
定
が
置
か
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の

送
付
の
是
非
を
め
ぐ
り
、
明
確
な
解
釈
規
準
が
な
か
っ
た
た
め
、
そ
の
弊
害
と
し
て
前
記
〔
2
〕
の
事
例
の
と
お
り
、
確
固
た
る
規

範
的
性
質
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
状
況
が
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
家
事
事
件
手
続
法
が
、
当
該
規
定
を
新
設
し

た
意
義
は
確
か
に
大
き
い
。
と
こ
ろ
が
、
重
要
な
問
題
提
起
と
し
て
、
本
規
定
に
は
、「
申
立
て
が
不
適
法
で
あ
る
場
合
」
と
「
申

立
て
に
理
由
が
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
と
き
」
と
い
う
不
明
瞭
な
例
外
事
由
が
規
定
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
し
て
、
特
に
、
後

者
の
例
外
事
由
に
関
し
て
は
、
そ
の
内
容
が
不
明
確
で
あ
り
、
部
会
の
審
議
に
お
い
て
も
、
法
解
釈
上
の
争
い
が
生
じ
る
可
能
性
を

指
摘
さ
れ
て
い
た(31)

。
法
務
省
関
係
官
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
そ
の
具
体
的
ケ
ー
ス
と
し
て
、
例
え
ば
申
立
適
格
が
な
い
と
か
、
主
張
自

体
が
不
特
定
で
あ
る
場
合
を
想
定
し
て
い
る
と
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
が(32)

、
こ
れ
に
対
し
、
裁
判
所
委
員
か
ら
は
、
そ
の
送
付
先

で
あ
る
関
係
人
の
範
囲
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
か
と
い
っ
た
問
題
提
起
が
な
さ
れ
て
い
る(33)

。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
申
立
書
の
送
付
に
関
す
る
規
定
を
置
く
こ
と
に
反
対
す
る
立
場
か
ら
は
、
調
停
か
ら
審
判
に
移
行
し
た
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場
合
（
家
事
審
判
法
二
六
条
一
項
）
に
は
、
既
に
相
手
方
も
申
立
て
の
内
容
を
知
っ
て
い
る
し
、
調
停
申
立
書
と
は
別
に
審
判
申
立

書
が
存
在
し
な
い
こ
と(34)

、
ま
た
、
申
立
書
の
送
付
が
、
そ
の
内
容
に
非
常
に
感
情
的
な
表
現
が
盛
り
こ
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆

に
紛
争
性
を
激
化
す
る
こ
と
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
と
の
懸
念
が
指
摘
さ
れ
て
い
る(35)

。
部
会
で
は
、
こ
れ
ら
の
意
見
を
踏
ま
え
、
申

立
書
の
送
付
は
や
め
る
け
れ
ど
も
、
事
件
係
属
の
通
知
は
行
う
、
或
い
は
双
方
を
組
み
合
わ
せ
る
案
が
検
討
さ
れ
た
が
、
最
終
的
に

は
、
申
立
書
の
送
付
及
び
係
属
通
知
の
併
用
案
が
採
用
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
。

　

そ
も
そ
も
、
事
件
の
係
属
を
知
ら
せ
る
こ
と
は
、
裁
判
の
効
果
を
直
接
受
け
る
者
へ
の
手
続
へ
の
参
加
の
機
会
を
保
障
し
、
ま

た
、
相
手
方
に
は
、
申
立
行
為
が
あ
っ
た
こ
と
を
認
識
さ
せ
、
そ
れ
に
対
す
る
反
論
行
為
の
事
前
準
備
を
可
能
に
す
る
こ
と
を
意
味

す
る
が
、
そ
の
申
立
て
に
理
由
が
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
対
す
る
相
手
方
の
反
論
行
為
な
ど
の
手
続
行

為
自
体
の
価
値
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
は
、
こ
う
し
た
不
明
確
な
例
外
事
由
に
よ
っ
て
、
送
付
行
為
を
排
除
す
る
こ
と
は
、
そ
の
根

源
に
あ
る
法
原
理
と
し
て
の
審
尋
請
求
権
概
念
の
趣
旨
に
反
す
る
も
の
で
あ
っ
て
首
肯
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
今
後
、
こ
の
「
申

立
て
に
理
由
が
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
と
き
」
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
は
、
新
法
が
施
行
さ
れ
、
判
例
の
集
積
に
拠
る
と
こ
ろ
が
大
き

い
と
思
わ
れ
る
が
、
全
て
を
裁
判
官
の
裁
量
に
任
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
運
用
の
結
果
次
第
で
は
、
そ
こ
に
内
在
化
さ
れ
る
審
尋
請

求
権
の
実
効
性
を
阻
害
し
、
結
果
的
に
、
同
規
定
を
新
設
し
た
意
味
を
失
わ
せ
て
し
ま
う
危
険
性
が
生
じ
る
。

　

そ
こ
で
、
当
該
規
定
の
趣
旨
を
貫
徹
す
る
た
め
に
は
、
運
用
の
際
の
明
確
な
解
釈
規
準
と
な
る
審
尋
請
求
権
の
保
障
を
目
的
と
し

た
一
般
規
定
の
新
設
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
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3　

釈
明
義
務
に
関
す
る
規
律
に
つ
い
て

　

家
事
事
件
手
続
法
五
二
条
は
、
民
事
訴
訟
法
一
四
八
条
（
裁
判
長
の
訴
訟
指
揮
権
）、
一
五
〇
条
（
訴
訟
指
揮
等
に
対
す
る
異
議
）

に
対
応
す
る
規
定
で
あ
る
が
、
釈
明
権
等
に
関
す
る
民
訴
法
一
四
九
条
に
対
応
す
る
規
定
は
整
備
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
理
由
に
つ

い
て
、
法
務
省
関
係
官
か
ら
は
「
職
権
探
知
で
あ
る
以
上
、
裁
判
長
が
こ
の
よ
う
な
民
訴
法
の
規
定
に
あ
る
よ
う
な
こ
と
を
す
る
の

は
規
定
を
待
つ
ま
で
の
も
な
い
の
で
は
な
い
か
」、
ま
た
「「
手
続
の
関
係
を
明
瞭
に
す
る
た
め
」
と
書
け
ば
、
こ
れ
は
む
し
ろ
制

約
的
に
読
ま
れ
る
危
険
も
あ
る
」
と
い
う
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る(36)

。
加
え
て
、
裁
判
所
委
員
か
ら
も
、
同
様
の
意
見
が
示
さ
れ
て
い

る(37)

。
こ
れ
に
対
し
、
研
究
者
及
び
弁
護
士
委
員
か
ら
は
、
釈
明
義
務
規
定
を
置
く
べ
き
と
い
う
意
見
が
大
勢
で
あ
っ
た
。
そ
の
論
拠

と
し
て
、
人
事
訴
訟
法
（
第
一
九
条
）
が
釈
明
の
規
定
を
準
用
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
す
れ
ば
、
職
権
探
知
主
義
だ
か
ら
当
該
規

定
を
置
か
な
い
で
い
い
と
い
う
論
理
的
必
然
性
が
な
い
こ
と(38)

、
記
録
の
閲
覧
権
或
い
は
期
日
で
の
立
会
権
に
対
す
る
合
理
的
な
制
限

か
ら
、
非
訟
、
家
事
に
お
い
て
は
、
釈
明
義
務
と
い
う
の
は
、
よ
り
重
要
な
役
割
を
持
つ
こ
と(39)

、
釈
明
義
務
は
、
法
的
観
点
指
摘
義

務
の
概
念
を
包
摂
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
事
実
の
調
査
の
通
知
と
い
っ
た
形
で
は
不
十
分
で
あ
る
こ
と(40)

な
ど
の
意
見
が
示
さ
れ
て
い

る
。
他
方
で
、
山
本
和
彦
幹
事
か
ら
は
、
民
事
訴
訟
法
一
四
九
条
の
規
定
に
、
当
事
者
が
主
張
し
な
い
事
実
は
裁
判
所
が
考
慮
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
超
え
て
、
裁
判
所
が
自
ら
裁
判
で
き
る
範
囲
を
広
げ
る
側
面
を
持
つ
権
限
と
し
て
の
意
義
が
見

い
だ
さ
れ
る
点
を
指
摘
し
、
そ
の
よ
う
な
意
味
合
い
を
持
つ
一
四
九
条
と
、
釈
明
と
い
う
権
能
が
当
然
に
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
前

提
と
す
る
非
訟
事
件
手
続
と
の
関
連
性
を
疑
問
視
し
、
釈
明
権
に
関
す
る
規
定
を
置
か
な
い
現
状
で
は
、
そ
れ
が
義
務
に
な
る
か
、

義
務
に
な
る
と
し
て
ど
こ
ま
で
義
務
に
な
り
得
る
か
と
い
う
の
は
、
解
釈
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
り
、
民
事
訴
訟
法
に
義

務
規
定
が
置
か
れ
た
際
に
は
、
同
様
の
義
務
規
定
を
設
け
る
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
て
い
る(41)

。
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し
か
し
、
七
3
⑵
で
述
べ
た
と
お
り
、
釈
明
権
の
行
使
を
通
じ
て
、
弁
論
主
義
と
職
権
探
知
主
義
と
は
、
相
関
的
概
念
と
捉
え
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
ま
た
、
審
尋
請
求
権
法
理
の
実
効
性
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
裁
判
官
の
裁
量
に
一
定
の
制
限
を
課
す

必
要
性
が
高
い
こ
と
か
ら
も
、
他
の
手
続
法
と
の
関
係
、
い
わ
ば
、
全
体
法
秩
序
が
優
先
的
に
考
慮
す
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
る
の

で
あ
り
、
首
肯
で
き
な
い
。
更
に
は
、「
手
続
の
関
係
を
明
瞭
に
す
る
た
め
」
の
要
件
に
よ
っ
て
、
裁
判
所
の
権
限
が
制
約
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
釈
明
権
に
関
す
る
一
般
規
定
の
限
界
を
重
視
し
、
特
別
の
釈
明
に
関
す
る
義
務
的
規
定
を
明
文
化
す
べ
き
で
あ
る
。
関

係
人
へ
の
手
続
保
障
を
目
的
と
す
る
裁
判
所
の
配
慮
義
務
は
、
審
尋
請
求
権
の
基
礎
保
障
の
内
容
を
機
能
面
か
ら
保
障
す
る
も
の
で

あ
り
、
特
に
、
高
田
昌
宏
教
授
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
法
的
観
点
指
摘
義
務
へ
の
違
反
行
為
は
、
当
事
者
及
び
関
係
人
に
対
し

不
意
打
ち
を
来
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、適
時
の
反
論
の
機
会
を
与
え
る
こ
と
を
主
眼
と
す
る
審
尋
請
求
権
法
理
の
理
念
に
照
ら
せ
ば
、

そ
の
配
慮
の
是
非
に
関
し
て
、
全
て
を
裁
判
所
の
裁
量
に
委
ね
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
制
限
す
る
一
定
の
明
確
な
規
準
が
設
け
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　

結
論
的
に
は
、関
係
当
局
及
び
裁
判
所
委
員
の
意
見
に
押
し
切
ら
れ
る
形
で
、当
然
に
認
め
ら
れ
る
権
限
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、

釈
明
義
務
に
関
す
る
明
確
な
規
定
は
置
か
れ
な
か
っ
た
。

　

こ
う
し
た
結
果
を
踏
ま
え
、
審
尋
請
求
権
法
理
の
機
能
保
障
に
関
す
る
実
効
化
に
向
け
て
の
新
た
な
規
律
と
し
て
、
一
般
的
な
釈

明
義
務
の
解
釈
規
準
と
な
る
審
尋
請
求
権
の
保
障
を
目
的
と
し
た
一
般
規
定
を
置
き
、
加
え
て
、
特
別
な
釈
明
義
務
（
法
的
観
点
指

摘
義
務
）
に
関
す
る
規
律
を
、
五
二
条
四
項
に
付
加
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
い
。
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4　

必
要
的
審
問
の
規
律
に
つ
い
て

　

家
事
事
件
手
続
法
の
総
則
規
定
に
は
、
六
六
条
乃
至
七
二
条
に
、
相
手
方
の
あ
る
事
件
に
関
す
る
規
律
が
特
則
と
し
て
整
備
さ
れ

た
。
そ
の
う
ち
、
六
八
条
は
、
当
事
者
に
直
接
口
頭
に
よ
り
自
ら
の
主
張
を
述
べ
る
機
会
を
与
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
新
設
さ
れ

た
陳
述
聴
取
規
定
で
あ
る
。
本
規
定
は
、
対
審
的
構
造
を
採
る
相
手
方
の
あ
る
事
件
に
お
い
て
、
当
事
者
に
攻
撃
防
御
を
尽
く
さ
せ

る
の
が
相
当
で
あ
る
と
い
う
配
慮
か
ら
新
設
さ
れ
た
必
要
的
審
問
の
規
律
で
あ
る
。

　

部
会
で
は
、
こ
の
必
要
的
審
問
に
関
す
る
具
体
的
規
律
と
し
て
、
必
要
的
に
陳
述
を
聴
取
す
る
も
の
と
す
る
甲
案
と
、
原
則
と
し

て
当
事
者
の
陳
述
を
聴
く
審
問
期
日
を
開
く
も
の
と
す
る
乙
案
と
が
提
示
さ
れ
審
議
が
な
さ
れ
た
が
、
結
果
的
に
、
甲
案
が
採
用
さ

れ
、
陳
述
聴
取
の
具
体
的
方
法
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
た
だ
し
、
当
事
者
に
よ
る
審
問
の

申
立
権
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
乙
案
と
の
調
整
が
図
ら
れ
て
い
る
。
従
前
、
家
事
審
判
規
則
の
各
則
と
し
て
置
か
れ
て
い
た
陳

述
聴
取
規
定
を
根
拠
に
、
そ
の
二
義
的
解
釈
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
き
た
意
見
表
明
権
は
、
新
法
に
よ
っ
て
、
事
実
探
知
を
目
的
と

す
る
五
六
条
（
意
見
聴
取
規
定
）
の
解
釈
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
審
尋
請
求
権
の
保
障
を
目
的
と
し
た
独
立
の
陳
述
聴
取
規
定

と
し
て
明
文
化
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
新
設
に
係
る
議
論
の
過
程
に
お
い
て
、
裁
判
所
委
員
か
ら
の
意
見
と
し
て
、
非
訟
の

場
合
に
総
則
で
原
則
と
い
う
形
で
規
定
を
置
く
こ
と
へ
の
疑
問
が
投
じ
ら
れ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
必
ず
一
回
は
直
接
の
審
問

を
要
請
さ
れ
る
こ
と
へ
の
当
事
者
及
び
裁
判
所
の
負
担
、
ま
た
、
非
訟
の
特
性
で
あ
る
簡
易
迅
速
性
を
損
な
う
問
題
、
さ
ら
に
、
そ

の
例
外
事
由
と
し
て
お
か
れ
た
「
不
適
法
と
し
て
申
立
を
却
下
す
る
場
合
」
と
「
申
立
に
理
由
が
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
」
の

要
件
の
不
明
確
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る(42)

。
他
方
で
、
研
究
者
委
員
か
ら
は
、
口
頭
で
の
意
見
陳
述
の
機
会
を
保
障
す
る
こ
と
を
重
要

視
す
る
も
の
で
あ
る
と
評
価
し
、
更
に
は
相
手
方
の
な
い
事
件
で
あ
っ
て
も
、
裁
判
所
に
意
見
を
表
明
す
る
機
会
を
保
障
す
べ
き
場
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合
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
立
会
権
と
の
関
連
か
ら
、
相
手
方
当
事
者
が
存
在
す
る
場
面
で
の
み
情
報
を
流
通
さ
せ
る
と
い
う
意
味
に

お
い
て
も
、
情
報
の
流
通
過
程
の
透
明
化
を
ね
ら
い
と
し
た
必
要
的
審
問
と
い
う
規
律
が
あ
り
え
る
こ
と
を
提
唱
し
て
い
る(43)

。

　

法
整
備
に
関
す
る
比
較
法
的
考
察
か
ら
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
基
本
法
成
立
後
一
九
七
〇
年
以
降
に
、
争
訟
性
の
有
無
に
拘
わ

ら
ず
非
訟
事
件
手
続
一
般
に
審
尋
請
求
権
の
保
障
が
学
説
判
例
を
通
じ
て
承
認
さ
れ
、
F
a
m
F
G
に
も
同
保
障
を
目
的
と
し
た

審
問
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
。
対
照
的
に
、
わ
が
国
の
審
尋
請
求
権
に
関
わ
る
立
法
状
況
は
、
相
手
方
の
あ
る
場
合
に
限
定
し
た
陳

述
聴
取
規
定
を
は
じ
め
と
す
る
特
則
の
整
備
に
留
ま
り
、
同
法
理
に
関
す
る
明
文
規
定
は
置
か
れ
て
い
な
い
。
あ
る
意
味
、
同
法
理

の
本
質
を
追
究
で
き
て
い
な
い
わ
が
国
の
限
界
を
露
呈
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、こ
の
主
体
的
審
問
の
規
律
は
、立
会
権
等
も
含
め
、

手
続
保
障
の
根
幹
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
う
し
た
権
利
は
、
弁
論
主
義
よ
り
も
高
次
の
権
利
と
し
て
の
弁
論

権
あ
る
い
は
、
審
尋
請
求
権
と
か
の
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
弁
論
主
義
で
あ
れ
、
職
権
探
知
主
義
で
あ
れ
、
両
者
を
カ
バ
ー
す
る
、

よ
り
高
次
の
権
利
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る(44)

。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
の
規
律
の
根
源
に
あ
る
原
理
と
し
て
、
高
度
の

規
範
性
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
立
場
か
ら
、
ド
イ
ツ
で
は
、
抗
告
の
申
立
て
に
理
由
が
な
い
場
合
で
あ
っ
て

も
、
相
手
方
に
全
く
審
問
の
機
会
を
与
え
な
い
の
は
合
目
的
的
で
は
な
い
と
す
る
見
解
が
通
説
と
さ
れ
て
お
り
、
判
例
も
ま
た
こ
の

立
場
に
則
し
て
い
る
こ
と
は
七
2
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

　

私
見
と
し
て
は
、
審
尋
請
求
権
の
保
障
を
目
的
と
し
た
一
般
規
定
を
総
則
規
定
の
通
則
に
整
備
し
、
相
手
方
の
あ
る
事
件
の
特
則

に
置
か
れ
る
六
八
条
一
項
は
削
除
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
新
設
さ
れ
た
一
般
規
定
は
、
一
面
に
お
い
て
、
憲
法
三
二
条
の

保
障
内
容
の
具
体
化
と
し
て
、他
面
、法
原
理
と
し
て
の
審
尋
請
求
権
概
念
の
実
定
化
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
に
な
り
、そ
の
結
果
、

個
別
聴
聞
規
定
の
解
釈
を
通
じ
て
生
じ
る
憲
法
的
保
障
と
の
衝
突
の
場
面
は
回
避
さ
れ
加
え
て
、
憲
法
規
定
の
直
接
適
用
に
よ
る
法

治
国
家
原
理
の
充
足
の
問
題
も
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
当
該
規
定
は
、
二
条
の
責
務
規
定
に
内
在
す
る
公
正
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原
理
と
の
有
機
的
結
合
関
係
を
基
礎
に
、
手
続
保
障
に
関
す
る
総
則
規
定
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

5　

新
た
な
規
律
の
提
案

　

申
立
書
の
送
付
に
関
す
る
規
律
（
六
七
条
）
及
び
必
要
的
審
問
に
関
す
る
規
律
（
六
八
条
）
に
定
め
ら
れ
る
例
外
的
事
由
の
解
釈

規
準
と
し
て
、
審
尋
請
求
権
に
関
す
る
一
般
規
定
が
新
設
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　

具
体
的
に
は
、
F 

a 
m 
F 
G
三
四
条
及
び
オ
ー
ス
ト
リ
ア
非
訟
事
件
手
続
法
（A

ußerstreitgesetz: A
ußStrG

）
一
五
条(45)

の
規
律

を
参
考
と
し
て
、
次
の
一
般
規
定
の
新
設
を
提
案
し
た
い
。

　

そ
も
そ
も
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
非
訟
事
件
手
続
法
は
、
ド
イ
ツ
に
先
行
し
て
抜
本
的
な
改
正
を
な
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
旧
法
の
成

立
か
ら
一
五
〇
年
の
歳
月
を
経
て
、
二
〇
〇
三
年
七
月
一
三
日
に
成
立
し
、
二
〇
〇
五
年
一
月
一
日
よ
り
施
行
さ
れ
た
法
律
で
あ

る(46)

。
そ
し
て
、A

ußStrG

一
五
条
に
は
、
法
的
審
尋
請
求
権
に
関
す
る
一
般
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
が
、
ド
イ
ツ
法
と
は
異
な
り
、

同
規
定
と
有
機
的
に
連
鎖
す
る
憲
法
上
の
規
定
は
置
か
れ
て
い
な
い
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
憲
法
に
は
、
ま
と
ま
っ
た
基
本
権
カ
タ
ロ
グ

が
な
い
た
め
、
連
邦
憲
法
と
同
じ
ラ
ン
ク
に
あ
る
欧
州
人
権
条
約
に
よ
っ
て
補
充
さ
れ
て
い
る
法
状
況
で
あ
り(47)

、
と
り
わ
け
、
六
条

一
項
の
公
正
な
公
開
の
審
理
（fair and public hearing
）
を
受
け
る
権
利
に
包
摂
さ
れ
る
審
尋
請
求
権
概
念
は
、
当
該
規
定
を
根

拠
に
基
本
権
の
一
つ
と
し
て
保
障
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
審
尋
請
求
権
に
関
す
る
憲
法
上
の
明
文
規
定
を
持
た
な
い
中
で
、
簡
易

法
に
一
般
規
定
を
置
い
て
い
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
立
法
状
況
は
、
憲
法
上
の
明
文
規
定
を
置
い
て
い
な
い
わ
が
国
の
法
状
況
に
似

通
っ
て
お
り
、
簡
易
法
上
の
一
般
条
項
の
新
設
を
検
討
す
る
う
え
で
、
有
益
な
対
象
と
な
り
う
る
も
の
と
考
え
る
。

　

ま
た
、
こ
の
一
般
条
項
の
具
体
的
規
律
形
式
に
関
し
て
も
、
基
本
法
一
〇
三
条
一
項
と
の
有
効
性
の
連
鎖
か
ら
陳
述
聴
取
規
定
に
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審
尋
請
求
権
の
保
障
を
基
礎
づ
け
る
F 

a 

m 

F 

G
三
四
条
の
形
式
よ
り
は
、
審
尋
請
求
権
法
理
の
具
体
的
保
障
内
容
を
定
式
化
し
た

A
ußStrG

一
五
条
に
倣
い
、
次
の
一
般
条
項
を
置
く
こ
と
を
提
案
し
た
い
。

「
当
事
者
は
、
家
庭
裁
判
所
が
職
権
に
よ
り
開
始
し
た
事
件
及
び
申
立
て
に
よ
る
事
件
の
手
続
対
象
に
つ
い
て
、
他
の
当
事
者

の
陳
述
及
び
申
立
て
の
趣
旨
に
関
す
る
通
知
を
受
け
、
そ
れ
に
対
す
る
意
見
表
明
の
機
会
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

　

さ
ら
に
、
釈
明
義
務
に
関
す
る
規
律
に
関
し
て
は
、
F 

a 

m 

F 

G
二
八
条
一
項
二
文(48)

に
倣
い
、
五
二
条
（
訴
訟
指
揮
に
関
す
る
規

律
）
に
、
新
た
に
四
項
と
し
て
、
次
の
と
お
り
追
加
す
べ
き
こ
と
を
提
案
し
た
い
。

「
裁
判
長
は
、
法
的
観
点
に
つ
き
当
事
者
と
異
な
る
評
価
を
し
、
そ
の
法
的
観
点
を
裁
判
の
基
礎
と
す
る
場
合
に
は
、
当
事
者

に
対
し
て
そ
の
法
的
観
点
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

九　

ま
と
め

　

本
稿
で
、
私
は
、
有
紀
教
授
が
提
唱
さ
れ
た
、
非
訟
事
件
一
般
に
内
在
化
さ
れ
る
法
原
理
と
し
て
の
審
尋
請
求
権
概
念
が
、
わ
が

国
の
実
務
上
、
ど
の
程
度
、
規
範
的
性
質
（
実
効
性
）
を
有
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
分
析
を
試
み
た
。
ド
イ
ツ
と
は
異
な
り
、
憲

法
上
の
権
利
と
し
て
明
文
化
さ
れ
て
い
な
い
わ
が
国
に
お
い
て
、
手
続
保
障
の
根
幹
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
審
尋
請
求
権
概
念
が
、
憲

法
的
保
障
（
手
続
基
本
権
）
と
し
て
、
或
い
は
法
原
則
と
し
て
、
ど
の
程
度
の
規
範
性
を
有
し
て
い
る
の
か
そ
の
実
態
を
明
ら
か
に

し
な
け
れ
ば
、
真
に
そ
の
内
在
化
を
実
証
で
き
ず
、
更
に
、
そ
の
先
に
あ
る
実
効
化
へ
の
議
論
へ
と
進
展
し
な
い
と
考
え
た
か
ら
で

あ
る
。
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数
少
な
い
裁
判
例
を
対
象
と
し
て
い
る
た
め
、
そ
の
分
析
結
果
が
、
必
ず
し
も
、
わ
が
国
の
実
務
の
実
情
を
反
映
し
て
い
な
い
と

の
批
判
は
免
れ
な
い
が
、
結
論
と
し
て
は
、
今
後
、
審
尋
請
求
権
の
権
利
性
に
つ
い
て
最
高
裁
が
明
確
に
言
及
し
な
い
限
り
、
実
効

性
の
議
論
へ
の
進
展
に
は
期
待
が
薄
く
、
下
級
審
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
、
抗
告
審
で
は
争
訟
性
が
認
め
ら
れ
る
領
域
で
、
法
原
則
と

し
て
の
規
範
性
が
一
応
に
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
家
庭
裁
判
所
の
審
理
過
程
に
は
、
遺
産
分
割
事
件
に
お
け
る
運
用
例
を
例
外
と
し

て
、
争
訟
性
の
強
い
乙
類
審
判
事
件
に
お
い
て
さ
え
も
、
内
在
化
の
提
唱
に
疑
念
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
状
況
で
あ
る
。
こ
う
し
た

わ
が
国
の
実
態
か
ら
も
、
家
事
事
件
手
続
法
に
整
備
さ
れ
た
手
続
保
障
に
関
す
る
各
規
律
へ
の
期
待
は
、
そ
の
実
効
性
の
点
で
期
待

が
大
き
い
も
の
と
考
え
る
が
、
如
何
せ
ん
、
そ
の
規
律
内
容
か
ら
は
必
ず
し
も
十
全
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
新
法
施
行
後
の

こ
れ
ら
の
規
定
に
関
連
す
る
裁
判
例
の
動
向
に
注
視
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

最
後
に
、
ド
イ
ツ
及
び
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る
非
訟
事
件
手
続
法
を
参
考
に
立
法
提
案
を
試
み
た
。
こ
の
試
案
が
有
益
な
も
の

と
な
る
か
ど
う
か
は
、
今
後
、
新
法
が
施
行
さ
れ
、
新
た
な
規
律
を
基
礎
と
し
た
判
例
の
集
積
に
よ
る
検
証
結
果
に
拠
る
と
こ
ろ
が

大
き
い
も
の
と
考
え
る
。
従
っ
て
、
新
法
施
行
後
に
お
け
る
審
尋
請
求
権
法
理
の
規
範
性
の
再
検
証
に
つ
い
て
は
今
後
の
研
究
課
題

と
し
た
い
。

　

更
に
そ
の
先
に
は
審
尋
請
求
権
の
手
続
基
本
権
侵
害
と
法
令
違
反
と
の
区
別
規
準
に
関
す
る
重
要
な
研
究
課
題
が
残
さ
れ
て
い

る
。

（
完
）

注
⑴　

斎
藤
秀
夫
＝
菊
池
信
男
編
『
注
解
家
事
審
判
法
【
改
訂
】』（
青
林
書
院
、
一
九
九
二
年
）
五
九
〇
頁
﹇
飯
島
悟
﹈。



法政論集　244号（2012） 88

論　　説

⑵　

市
川
四
郎
「
家
事
事
件
に
お
け
る
実
務
上
の
問
題
と
判
例
」
家
裁
月
報
八
巻
一
二
号
二
六
頁
、
裁
判
所
職
員
総
合
研
修
所
監
修
『
家
事
審
判
法
実
務
講

義
案
（
六
訂
再
訂
版
）』（
司
法
協
会
、
二
〇
〇
九
年
）
一
二
五
頁
。

⑶　

本
条
は
、
当
事
者
に
こ
の
よ
う
な
責
問
権
が
あ
る
こ
と
を
正
面
か
ら
規
定
し
て
は
い
な
い
が
、「
こ
れ
を
述
べ
る
権
利
」
を
失
う
と
し
て
い
る
の
で
あ

る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
権
利
が
存
在
す
る
こ
と
を
当
然
の
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
（
賀
集
唱
ほ
か
編
『
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
民
事

訴
訟
法
1
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
八
年
）
二
一
九
頁
﹇
藤
原
弘
道
﹈）。

⑷　

中
野
貞
一
郎
ほ
か
編
『
新
民
事
訴
訟
法
講
義
〔
第
二
版
補
訂
二
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
九
年
）
二
二
〇
頁
。

⑸　

裁
判
所
書
記
官
実
務
研
究
報
告
書
『
民
事
訴
訟
関
係
書
類
の
送
達
実
務
の
研
究―

新
訂―

』（
司
法
協
会
、
二
〇
〇
六
年
）二
四
二
頁
。
送
達
の
瑕
疵
は
、

そ
の
構
成
要
件
上
、
送
達
書
類
、受
送
達
者
、
送
達
場
所
、
送
達
方
法
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
件
事
例
は
、
受
送
達
者
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、

大
判
大
一
五
・
四
・
一
四
の
事
例
は
、
送
達
書
類
（
書
記
官
印
の
捺
印
を
欠
く
判
決
正
本
に
対
す
る
控
訴
提
起
が
責
問
権
の
放
棄
と
認
め
ら
れ
た
事
例
）、

大
決
昭
八
・
七
・
四
の
事
例
は
、
受
送
達
者
（
訴
訟
無
能
力
者
本
人
へ
の
送
達
が
そ
の
法
定
代
理
人
又
は
能
力
を
取
得
し
た
本
人
が
責
問
権
を
放
棄
し
た
場

合
に
、
送
達
は
有
効
に
な
る
と
し
た
事
例
）、
福
岡
高
宮
崎
支
判
昭
和
三
五
・
二
・
一
八
の
事
例
は
、
送
達
方
法
（
同
居
人
で
あ
る
と
の
偽
装
に
よ
り
偏
取

し
た
勝
訴
判
決
正
本
の
送
達
は
無
効
で
あ
り
、
被
告
は
い
つ
で
も
控
訴
提
起
が
で
き
る
と
さ
れ
た
事
例
）
に
該
当
す
る
事
例
で
あ
る
。
ま
た
、
東
京
高
判

昭
和
三
八
・
六
・
一
一
は
、
第
一
審
に
お
け
る
訴
状
・
判
決
言
渡
期
日
の
呼
出
状
及
び
判
決
正
本
の
送
達
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
被
告
が
第
二
審
で
異
議

な
く
弁
論
し
た
場
合
に
は
、
責
問
権
を
喪
失
す
る
と
判
示
し
た
事
例
で
あ
る
。

⑹　

裁
判
所
職
員
総
合
研
修
所
監
修
『
民
事
訴
訟
法
講
義
案―

再
訂
版―
』（
司
法
協
会
、
二
〇
〇
九
年
）
一
一
四
頁
。

⑺　

秋
山
幹
男
ほ
か
編『
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
民
事
訴
訟
法
Ⅱ
』（
日
本
評
論
社
、二
〇
〇
二
年
）二
〇
七
頁
、菊
井
維
大
＝
村
松
俊
夫
著『
全
訂
民
事
訴
訟
法〔
Ⅰ
〕

補
訂
版
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
九
三
年
）
一
〇
六
〇
頁
、
新
堂
幸
司
ほ
か
編
『
注
釈
民
事
訴
訟
法
⑶
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
三
年
）
三
二
八
頁
、
三
三
四

頁
〔
栂
善
夫
〕。
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⑻　

細
野
長
良
『
民
事
訴
訟
法
要
義
第
3
巻
〔
全
訂
版
〕』（
巌
松
堂
書
店
、一
九
三
三
年
）
一
五
八
頁
、中
島
弘
道
『
日
本
民
事
訴
訟
法
第
1
編
』（
松
華
堂
、

一
九
三
四
年
）
五
九
八
頁
、
斎
藤
秀
夫
ほ
か
編
『
注
解
民
事
訴
訟
法
⑶
〔
第
二
版
〕』（
第
一
法
規
出
版
、
一
九
九
一
年
）
五
四
〇
頁
〔
斎
藤
秀
夫
・
井
上

繁
規
・
小
室
直
人
〕、同
編
『
注
解
民
事
訴
訟
法
⑷
〔
第
二
版
〕』（
第
一
法
規
出
版
、一
九
九
一
年
）
一
六
〇
頁
〔
斎
藤
秀
夫
・
吉
野
孝
義
〕、新
堂
幸
司
『
民

事
訴
訟
法
〔
第
五
版
〕』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
一
年
）
四
四
一
頁
、
兼
子
一
＝
松
浦
馨
＝
新
堂
幸
司
＝
竹
下
守
夫
＝
高
橋
宏
志
＝
加
藤
新
太
郎
＝
上
原
敏
夫

＝
高
田
裕
成
『
条
解
民
事
訴
訟
法
〔
第
2
版
〕』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
一
年
）
三
七
三
頁
〔
新
堂
幸
司
＝
高
橋
宏
志
＝
高
田
裕
成
〕。

⑼　

三
ケ
月
章
『
民
事
訴
訟
法
（
法
律
学
全
集
）』（
有
斐
閣
、
一
九
五
九
年
）
三
二
三
頁
。

⑽　

B
aum

bach/Lauterbach/A
lbers/H

artm
ann, Zivilprozessordnung K

om
m

entar, 67. A
ufl., 2009, 

§295, K
eidel, Fam

FG
 K

om
m

entar 16. 

A
ufl., 2009, 

§113.

⑾　

斎
藤
秀
夫
＝
菊
池
信
男
編
・
前
掲
注
⑴
八
一
頁[

菊
池
信
男
﹈。

⑿　

奈
良
次
郎
「
釈
明
権
と
釈
明
義
務
の
範
囲
」
鈴
木
忠
一
＝
三
ケ
月
章
監
修
『
実
務
民
事
訴
訟
講
座
1
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
六
九
年
）
二
〇
三
頁
。

⒀　

釈
明
権
は
、
学
説
上
、「
積
極
的
釈
明
」
と
「
消
極
的
釈
明
」
に
分
類
さ
れ
（
中
野
貞
一
郎
「
弁
論
主
義
の
動
向
と
釈
明
権
」『
過
失
の
推
認
』（
弘
文
堂
、

一
九
七
八
年
）二
一
五
頁
）、
小
島
武
司
教
授
は
、
積
極
的
釈
明
を「
統
制
的
釈
明
」と「
助
成
的
釈
明
」に
分
類
す
る（
小
島
武
司「
釈
明
権
行
使
の
基
準
」

『
特
別
講
義
民
事
訴
訟
法
』（
有
斐
閣
、
一
九
八
八
年
）
三
三
九
頁
。

⒁　

最
判
昭
和
四
五
年
六
月
一
一
日
民
集
二
四
巻
六
号
五
一
六
頁
。

⒂　

新
山
一
雄
「
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
職
権
探
知
原
則
」
雄
川
一
郎
先
生
献
呈
論
集
『
行
政
法
の
諸
問
題　

下
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
〇
年
）
二
四
五
〜

二
九
三
頁
（
二
八
一
、二
八
二
頁
）。

⒃　

竹
下
守
夫
教
授
は
、職
権
探
知
主
義
の
手
続
に
お
け
る
釈
明
権
の
必
要
性
を
強
調
し
て
い
る（
新
堂
幸
司
＝
青
山
善
充
編『
民
訴
判
例
百
選〔
第
二
版
〕』

（
有
斐
閣
、
一
九
八
二
年
）
一
六
九
頁
）。
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⒄　

秋
山
幹
男
ほ
か
編
『
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
民
事
訴
訟
法
Ⅲ
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
八
年
）
二
六
六
頁
。

⒅　

小
山
昇
ほ
か
編
『
演
習
民
事
訴
訟
法
』（
青
林
書
院
、
一
九
八
七
年
）
三
八
七
頁
〔
中
野
貞
一
郎
〕。

⒆　

石
田
秀
博
「
新
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
釈
明
権
に
つ
い
て
」
民
事
訴
訟
雑
誌
四
六
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
二
三
五
頁
。

⒇　

B
aum

bach/Lauterbach/A
lbers/H

artm
ann, a. a. O

., 

§139, R
dnr. 7 (S. 693).

21　

C
arl H

erm
ann U

LE, Verw
altungsprozessrecht, neunte überarbeitete A

ufl., 1987, 

§26ff, S. 133ff.

22　

H
elge Sodan/Jan Ziekow

, Verw
altungsgerichtsordnung G

roßkom
m

entar, 2. A
ufl., 2006, 

§86, R
dnr. 111ff (S. 1599ff).

23　

新
山
一
雄
・
前
掲
注
⒂
二
四
五
頁
（
二
八
〇
頁
）。

24　

阿
多
麻
子
「
法
的
観
点
指
摘
義
務―
裁
判
官
の
行
為
準
則
と
し
て―

」
判
例
タ
イ
ム
ズ
第
一
〇
〇
四
号
二
六
頁
以
下
、
古
閑
裕
二
「
争
点
整
理
の
技
法

と
審
理
方
式
（
一
）」
司
法
研
修
所
論
集
第
八
五
号
一
七
一
頁
以
下
、
新
堂
幸
司
『
新
民
事
訴
訟
法
第
四
版
』（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
八
年
）
四
二
八
頁
、
ド

イ
ツ
法
に
お
け
る
議
論
の
展
開
に
つ
い
て
、
山
本
和
彦
「
民
事
訴
訟
審
理
構
造
論
」（
信
山
社
、
一
九
九
五
年
）
一
四
三
頁
以
下
参
照
。

25　

西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
民
事
訴
訟
手
続
の
領
域
で
のR

echtsgespräch

に
関
す
る
議
論
の
展
開
と
し
て
、
山
本
克
己
「
民
事
訴
訟
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る

“R
echtsgespräch ”

に
つ
い
て（
一
）（
二
）（
三
）（
四
・
完
）」法
學
論
叢
一
一
九
巻
一
号
一
頁
以
下
、一
一
九
巻
三
号
一
頁
以
下
、一
一
九
巻
五
号
一
頁
以
下
、

一
二
〇
巻
一
号
三
二
頁
以
下
参
照
。

26　

山
本
和
彦
・
前
掲
注
24
一
三
六
頁
参
照
。

27　

山
本
和
彦
教
授
は
、
従
来
十
分
に
区
別
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
不
意
打
ち
防
止
の
た
め
の
討
論
と
そ
れ
以
外
の
討
論
と
を
峻
別
し
な
が
ら
、
前
者
の
義
務

を
広
汎
に
認
め
て
民
訴
法
二
七
八
条
三
項
と
憲
法
一
〇
三
条
一
項
の
適
用
範
囲
の
重
複
を
強
調
し
たH

.W
.Laum

en

の
見
解
を
採
り
あ
げ
注
目
に
値
す
る

と
し
て
い
る
（
山
本
和
彦
・
前
掲
注
24
一
三
六
、一
三
七
頁
参
照
）。

28　

賀
集
唱
ほ
か
偏
・
前
掲
注
⑶
七
六
頁
以
下
﹇
山
本
克
己
﹈。
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29　

太
田
武
聖
「
遺
産
分
割
事
件
の
当
事
者
主
義
的
運
用
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
第
一
一
〇
〇
号
三
六
二
頁
以
下
。

30　

審
尋
請
求
権
の
保
障
を
前
提
に
原
則
的
に
調
査
報
告
書
の
開
示
を
認
め
る
意
見
と
し
て
若
林
昌
子
「
手
続
的
透
明
性
の
視
点
か
ら
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
第

一
二
三
七
号
一
五
頁
以
下
参
照
、
判
例
評
釈
と
し
て
、
本
山
敦
「
判
批
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
一
四
四
号
一
○
一
頁
〜
一
○
四
頁
（
二
〇
〇
四
年
）。

31　

法
制
審
議
会
非
訟
事
件
手
続
法
・
家
事
審
判
法
部
会
第
四
回
会
議
議
事
録
二
二
頁
﹇
菅
野
委
員
発
言
﹈（
な
お
、
同
部
会
の
部
会
資
料
・
議
事
録
等
は
、

法
務
省
の
サ
イ
ト
（http://w

w
w

.m
oj.go.jp

）
の
過
去
の
審
議
会
・
終
了
済
み
の
部
会
（
民
事
法
系
）
の
中
に
記
載
さ
れ
て
い
る
）。

32　

法
制
審
議
会
非
訟
事
件
手
続
法
・
家
事
審
判
法
部
会
第
四
回
会
議
議
事
録
二
二
頁
﹇
脇
村
関
係
官
発
言
﹈。

33　

法
制
審
議
会
非
訟
事
件
手
続
法
・
家
事
審
判
法
部
会
第
四
回
会
議
議
事
録
二
三
頁
﹇
菅
野
委
員
発
言
﹈﹇
小
田
幹
事
発
言
﹈。

34　

法
制
審
議
会
非
訟
事
件
手
続
法
・
家
事
審
判
法
部
会
第
四
回
会
議
議
事
録
一
七
頁
﹇
小
田
幹
事
発
言
﹈

35　

法
制
審
議
会
非
訟
事
件
手
続
法
・
家
事
審
判
法
部
会
第
四
回
会
議
議
事
録
一
九
頁
﹇
鶴
岡
委
員
発
言
﹈、
同
議
事
録
二
六
頁
﹇
二
本
松
委
員
発
言
﹈。

36　

法
制
審
議
会
非
訟
事
件
手
続
法
・
家
事
審
判
法
部
会
第
一
八
回
会
議
議
事
録
三
五
頁
、
三
六
頁
﹇
金
子
幹
事
発
言
﹈。

37　

法
制
審
議
会
非
訟
事
件
手
続
法
・
家
事
審
判
法
部
会
第
一
八
回
会
議
議
事
録
、
三
六
頁
﹇
鈴
木
委
員
発
言
﹈。
別
冊N

B
L N

o. 134

『
非
訟
事
件
手
続
法
・

家
事
審
判
法
の
見
直
し
に
関
す
る
中
間
試
案
と
解
説
』
商
事
法
務
、
二
〇
一
〇
年
、
一
三
七
頁
。
明
文
規
定
を
置
か
な
い
理
由
と
し
て
、
事
務
当
局
は
、

事
実
の
調
査
と
し
て
の
質
問
と
釈
明
と
し
て
の
質
問
と
の
区
別
が
つ
か
な
い
点
を
指
摘
し
て
い
る
（
法
制
審
議
会
非
訟
事
件
手
続
法
・
家
事
審
判
法
部
会

第
三
〇
回
会
議
議
事
録
一
六
頁
﹇
脇
村
関
係
官
発
言
﹈。
こ
れ
に
対
し
、
畑
幹
事
は
、
事
実
の
調
査
と
釈
明
権
の
行
使
に
つ
い
て
は
、
概
念
上
異
な
る
性

質
の
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
（
法
制
審
議
会
非
訟
事
件
手
続
法
・
家
事
審
判
法
部
会
第
二
六
回
会
議
議
事
録
二
一
頁
参
照
）。

38　

法
制
審
議
会
非
訟
事
件
手
続
法
・
家
事
審
判
法
部
会
第
三
〇
回
会
議
議
事
録
一
六
頁
﹇
三
木
委
員
発
言
﹈。

39　

法
制
審
議
会
非
訟
事
件
手
続
法
・
家
事
審
判
法
部
会
第
二
八
回
会
議
議
事
録
二
頁
﹇
畑
幹
事
発
言
﹈。

40　

法
制
審
議
会
非
訟
事
件
手
続
法
・
家
事
審
判
法
部
会
第
二
八
回
会
議
議
事
録
二
頁
﹇
高
田
昌
弘
委
員
発
言
﹈。
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41　

法
制
審
議
会
非
訟
事
件
手
続
法
・
家
事
審
判
法
部
会
第
二
八
回
会
議
議
事
録
二
、三
頁
﹇
山
本
幹
事
発
言
﹈。

42　

法
制
審
議
会
非
訟
事
件
手
続
法
・
家
事
審
判
法
部
会
第
五
回
会
議
議
事
録
一
五
頁
﹇
菅
野
委
員
発
言
﹈、
同
議
事
録
一
六
頁
﹇
栗
林
委
員
発
言
﹈﹇
長
委

員
発
言
﹈。

43　

法
制
審
議
会
非
訟
事
件
手
続
法
・
家
事
審
判
法
部
会
第
五
回
会
議
議
事
録
一
四
頁
﹇
高
田
裕
成
委
員
発
言
﹈。

44　

法
制
審
議
会
非
訟
事
件
手
続
法
・
家
事
審
判
法
部
会
第
五
回
会
議
議
事
録
二
五
頁
﹇
三
木
委
員
発
言
﹈。

45　

§15 A
ußStrG

 (R
echtliches G

ehör)

　
　

D
en Parteien ist G

elegenheit zu geben, von dem
 G

egenstand, über den das G
ericht das Verfahren von A

m
ts w

egen eingeleitet hat, den 

A
nträgen und Vorbringen der anderen Parteien und dem

 Inhalt der Erhebungen K
enntnis zu erhalten und dazu Stellung zu nehm

en.

　
　
（
仮
訳
）

　
　

非
訟
事
件
手
続
法
一
五
条
（
審
尋
請
求
権
）

当
事
者
は
、
裁
判
所
が
職
権
に
よ
り
開
始
し
た
事
件
及
び
申
立
て
に
よ
る
事
件
の
手
続
対
象
に
つ
い
て
、
他
の
当
事
者
の
陳
述
及
び
申
立
て
の
提
起
の

趣
旨
に
関
す
る
通
知
を
受
け
、
そ
れ
に
対
す
る
意
見
表
明
の
機
会
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

46　

W
alter H

. R
echberger, A

ußerstreitgesetz K
om

m
entar, 2006, einleitung, 

§15.

47　

ブ
リ
タ
・
ヴ
ァ
グ
ナ
ー
（
古
野
豊
秋
訳
）「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
の
最
近
の
傾
向
」
比
較
法
学
三
三
巻
二
号
一
四
三
頁
以
下
参
照
。

48　

§28 A
bs.1 Fam

FG
 (Verfahrensleitung)

(1)D
as G

ericht hat darauf hinzuw
irken, dass die B

eteiligten sich rechtzeitig über alle erheblichen Tatsachen erklären und ungenügende 

tatsächliche A
ngaben ergänzen. Es hat die B

eteiligten auf einen rechtlichen G
esichtspunkt hinzuw

eisen, w
enn es ihn anders beurteilt 

als die B
eteiligten und seine Entscheidung darauf stützen w

ill.
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F 

a 

m 

F 

G
二
八
条
一
項
（
手
続
指
揮
）

　
　
（
訳
は
、
非
訟
事
件
手
続
法
・
家
事
審
判
法
部
会
資
料
七
に
よ
る
）

　
　

１ 
裁
判
所
は
、
関
係
人
が
適
切
な
時
期
に
裁
判
の
基
礎
と
な
る
す
べ
て
の
事
実
に
つ
い
て
陳
述
し
、
不
十
分
な
事
実
の
陳
述
を
補
充
す
る
よ
う
に
促
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
裁
判
所
は
、
法
的
観
点
に
つ
き
関
係
人
と
異
な
る
評
価
を
し
、
そ
の
法
的
観
点
を
裁
判
の
基
礎
と
す
る
場
合
に
は
、
関
係
人

に
対
し
て
そ
の
法
的
観
点
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


