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外
国
判
決
「
自
動
承
認
」
制
度
の
意
義
（
下
）釜

　
　
谷
　
　
真
　
　
史

第
一
章
　
は
じ
め
に

第
一
節
　
問
題
の
所
在

第
二
節
　
ド
イ
ツ
民
訴
法
三
二
八
条
制
定
過
程
概
観

第
三
節
　
本
稿
の
構
成

第
二
章
　
民
法
典
制
定
第
一
委
員
会
審
議
に
い
た
る
ま
で

第
一
節
　
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
一
草
案

第
二
節
　
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
二
草
案

第
三
節
　
小
括
　
（
以
上
、
前
号
）

第
三
章
　
民
法
典
制
定
委
員
会
に
お
け
る
審
議

第
一
節
　
民
法
典
制
定
第
一
委
員
会
審
議

第
一
項
　
概
観

第
二
項
　
判
決
の
効
果
の
準
拠
法
に
関
す
る
議
論

第
三
項
　
内
国
公
序
要
件
に
関
す
る
議
論

第
四
項
　
内
国
人
保
護
要
件
に
関
す
る
議
論

第
五
項
　
相
互
性
に
関
す
る
議
論

第
六
項
　
民
法
第
一
草
案

第
二
節
　
民
法
典
制
定
第
二
委
員
会
審
議

第
一
項
　
概
観

第
二
項
　
判
決
の
効
力
の
準
拠
法
お
よ
び
確
定
性
要
件
に
関
す
る
議
論

第
三
項
　
内
国
人
保
護
要
件
お
よ
び
内
国
公
序
要
件
に
関
す
る
議
論

第
四
項
　
民
法
第
二
草
案

第
三
節
　
民
事
訴
訟
法
改
正
作
業

第
四
節
　
小
括

第
四
章
　
考
察

第
一
節
　
手
続
を
必
要
と
し
な
い
承
認
制
度
の
意
義

第
二
節
　
「
自
動
承
認
」
制
度
と
は
何
か

第
五
章
　
お
わ
り
に

四
七



外
国
判
決
「
自
動
承
認
」
制
度
の
意
義
（
下
）

四
八

第
三
章
　
民
法
典
制
定
委
員
会
に
お
け
る
審
議

第
一
節
　
民
法
典
制
定
第
一
委
員
会
審
議

第
一
項
　
概
観

一
八
八
一
年
一
〇
月
四
日
よ
り
民
法
典
制
定
第
一
委
員
会
に
お
い
て
は
じ
め
ら
れ
た
民
法
草
案
に
関
す
る
審
議
で
あ
る
が
、
国
際
私
法
に
関
す
る

部
分
の
審
議
が
後
回
し
に
さ
れ
た
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
り
、
国
際
私
法
に
関
す
る
部
分
草
案
が
審
議
の
対
象
と
さ
れ
た
の
は
一
八
八
七
年
九
月

の
第
六
九
九
会
期
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
（
107
）。

こ
の
時
点
で
は
、
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
二
草
案
が
完
成
し
て
い
た
た
め
、
第
一
委
員
会
で
は
結
局
、
ゲ

ー
プ
ハ
ル
ト
第
一
草
案
に
は
触
れ
ら
れ
る
こ
と
な
く
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
二
草
案
に
つ
い
て
の
審
議
が
進
め
ら
れ
た
。

審
議
の
前
提
と
し
て
最
初
に
、
外
国
判
決
の
承
認
の
規
定
を
、
民
訴
法
六
六
一
条
の
執
行
規
定
と
は
別
に
改
め
て
規
定
す
る
必
要
が
あ
る
か
に
つ

い
て
議
論
さ
れ
た
（
108
）。

そ
の
際
の
議
論
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
民
訴
法
六
六
一
条
は
そ
の
構
成
と
規
定
の
位
置
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、

外
国
判
決
の
執
行
の
み
を
扱
っ
て
い
る
。
こ
の
点
、
学
説
・
実
務
に
お
け
る
通
説
に
よ
る
と
、
こ
の
六
六
一
条
の
規
定
は
、
間
接
的
に
外
国
判
決
の

実
質
的
確
定
力
に
つ
い
て
も
規
定
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
仮
に
、
民
訴
法
六
六
一
条
の
規
定
に
外
国
判
決
の
承
認
に
つ

い
て
の
間
接
的
判
断
が
見
出
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
十
分
と
は
い
え
な
い
。
訴
訟
法
的
見
地
か
ら
見
て
も
執
行
と
は
全
く
異
な
る
、
外

国
判
決
の
実
質
的
確
定
力
の
承
認
の
問
題
に
つ
い
て
は
規
定
が
存
在
し
な
い
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
法
規
の
欠
缺
が
存
在
す
る
。
よ
っ
て
外
国
判
決

の
承
認
に
つ
い
て
の
規
定
を
創
設
す
る
必
要
は
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
が
、
委
員
会
の
多
数
を
占
め
た
の
で
あ
る
。
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そ
の
後
、
個
々
の
動
議
に
つ
い
て
の
審
議
が
進
め
ら
れ
た
。
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
二
草
案
三
七
条
二
項
一
号
（
外
国
判
決
の
確
定
性
）、
二
号
（
外

国
裁
判
所
の
管
轄
）、
三
号
（
外
国
訴
訟
に
お
け
る
送
達
）
に
関
し
て
は
、
ほ
ぼ
草
案
通
り
で
審
議
を
通
過
し
た
（
109
）。

こ
れ
以
外
の
規
定
に
つ
い
て
の

審
議
に
つ
い
て
、
以
下
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

第
二
項
　
判
決
の
効
果
の
準
拠
法
に
関
す
る
議
論

ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
二
草
案
三
七
条
一
項
お
よ
び
三
項
、
す
な
わ
ち
、
判
決
の
効
果
は
判
決
国
法
に
よ
っ
て
決
し
（
三
七
条
一
項
）、
外
国
判
決
に

は
、
そ
れ
と
同
等
の
判
決
に
ド
イ
ツ
法
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
効
果
よ
り
も
大
き
な
効
果
を
有
し
な
い
（
同
条
三
項
）
と
の
規
定
に
つ
い
て
、
以
下

の
よ
う
な
議
論
を
経
て
、
結
果
と
し
て
は
、
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
二
草
案
が
、
草
案
理
由
の
内
容
と
と
も
に
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
受
け
容
れ
ら
れ
た
。
た
だ

し
、「
判
決
の
効
力
は
、
判
決
裁
判
所
が
属
す
る
国
の
法
が
決
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
第
三
者
に
対
す
る
効
力
は
、
効
力
が
ド
イ
ツ
法
と
両
立
し
な

い
限
り
に
お
い
て
排
除
さ
れ
る
。」
と
一
項
に
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
110
）。

審
議
に
お
い
て
は
、
外
国
判
決
の
効
力
を
ど
の
法
に
よ
っ
て
考
慮
す
る
か
に
つ
い
て
、
立
法
的
判
断
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
（
111
）、

順
次
ゲ

ー
プ
ハ
ル
ト
草
案
理
由
書
の
内
容
が
審
議
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
外
国
判
決
の
効
力
は
判
決
を
下
し
た
国
の
法
律
が
基
準
と
な
り
、
客
観
的
既
判
力

の
問
題
に
関
し
て
も
も
っ
ぱ
ら
こ
の
法
が
判
断
す
る
と
す
る
（
112
）。

と
い
う
の
も
、
確
定
力
あ
る
判
決
中
に
存
在
す
る
、
当
事
者
間
で
争
わ
れ
て
い
る
法

律
関
係
に
つ
い
て
の
最
終
的
な
判
断
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
が
訴
訟
遂
行
の
過
程
と
密
接
な
関
係
を
持
つ
が
ゆ
え
に
（
113
）、

そ
の
判
断
の
射
程
範
囲
は
当

該
判
決
国
法
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
、
こ
れ
が
維
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
外
国
判
決
の
第
三
者
に
対
す
る
効
力
は
別
に

理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
三
者
は
訴
訟
に
な
ん
ら
関
与
し
て
い
な
い
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
外
国
判
決
は
、
当
該
判
決
が
内
国
裁
判
所
に

四
九
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五
〇

お
い
て
下
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
得
て
い
た
で
あ
ろ
う
効
力
以
上
の
効
力
を
持
つ
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
の
制
限
を
設
け
ら
れ
る
べ
き
と
い
う
の

で
あ
る
（
114
）。

以
上
の
よ
う
に
検
討
さ
れ
、
第
三
者
に
対
す
る
効
力
、
と
い
う
点
が
明
言
さ
れ
た
ほ
か
は
、
基
本
的
に
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
草
案
の
内
容
で
審

議
を
通
過
し
た
。

第
三
項
　
内
国
公
序
要
件
に
関
す
る
議
論

ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
草
案
三
七
条
二
項
四
号
の
規
定
は
、「
判
決
の
承
認
が
善
良
の
風
俗
ま
た
は
公
の
秩
序
に
反
す
る
場
合
、
ま
た
は
、
判
決
が
私
罰

の
宣
告
を
含
む
場
合
」
と
、
前
半
と
後
半
の
二
つ
の
内
容
を
持
っ
て
い
た
。
審
議
当
初
、
動
議
1a
と
し
て
「
四
号
規
定
の
う
ち
、
私
罰
を
命
ず
る
判

決
の
不
承
認
に
関
す
る
部
分
を
削
除
す
る
こ
と
」
と
の
動
議
が
出
さ
れ
て
い
た
（
115
）。

審
議
の
結
果
、
後
半
部
分
で
あ
る
私
罰
に
関
す
る
部
分
を
削
除
し
、

前
半
の
一
般
的
公
序
条
項
を
維
持
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
（
116
）。

審
議
に
お
い
て
は
、
多
数
説
は
、
ド
イ
ツ
民
訴
法
六
六
一
条
の
沿
革
上
、
こ
の
よ
う
な
一
般
的
公
序
条
項
が
実
質
的
再
審
査
禁
止
原
則
と
の
関
係

で
、
問
題
を
抱
え
て
き
た
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
。
そ
の
上
で
多
数
説
は
、
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
草
案
理
由
書
も
示
し
な
が
ら
、
内
国
実
質
法
で
あ
る
民

法
草
案
一
〇
六
条
の
一
般
的
公
序
規
定
（「
そ
の
内
容
が
公
序
良
俗
に
反
す
る
法
律
行
為
は
無
効
で
あ
る
」）
や
、
国
際
私
法
に
お
け
る
一
般
的
公
序

規
定
で
あ
る
民
法
草
案
三
五
条
（「
外
国
法
は
、
そ
の
適
用
が
公
序
良
俗
に
反
す
る
と
き
に
は
適
用
さ
れ
な
い
」）
に
鑑
み
る
と
、
内
国
の
公
序
を
守

ろ
う
と
す
る
規
定
は
、
外
国
判
決
の
承
認
の
場
面
に
も
必
ず
必
要
で
あ
る
と
論
じ
る
（
117
）。

ま
た
同
時
に
、
こ
の
よ
う
な
規
定
を
創
設
し
た
と
し
て
も
、

こ
れ
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
る
実
質
的
再
審
査
禁
止
原
則
の
変
更
は
わ
ず
か
な
も
の
に
す
ぎ
ず
、
現
実
的
な
困
難
や
耐
え
難
い
状
態
が
発
生
す
る
こ
と

は
な
い
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
た
（
118
）。
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そ
の
上
で
、
草
案
の
中
の
私
罰
に
関
す
る
要
件
を
削
除
す
る
動
議
に
つ
い
て
は
承
認
さ
れ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
要
件
は
前
述
の
と
お
り
、
国
際

私
法
の
規
定
に
お
け
る
私
罰
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
、
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
二
草
案
一
二
条
二
項
「（
不
法
行
為
の
債
権
債
務
関
係
に
つ
い
て
は
、
不

法
行
為
が
行
わ
れ
た
地
の
法
に
よ
る
が
）
外
国
法
の
適
用
の
際
に
生
じ
る
私
罰
に
関
し
て
は
認
め
ら
れ
な
い
」
と
の
規
定
に
対
応
し
て
設
け
ら
れ
た

も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
国
際
私
法
上
の
私
罰
に
関
す
る
規
定
は
、
こ
の
国
際
私
法
上
の
公
序
に
関
す
る
草
案
三
五
条
に
吸
収
さ
れ
る
べ
き
も
の

と
し
て
削
除
さ
れ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
外
国
判
決
承
認
の
場
面
で
、
今
な
お
私
罰
を
強
調
し
て
規
律
す
る
意
味
は
な
い
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
119
）。

第
四
項
　
内
国
人
保
護
要
件
に
関
す
る
議
論

ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
二
草
案
三
七
条
二
項
五
号
は
、
一
定
の
国
際
私
法
の
条
項
を
掲
げ
、
問
題
と
な
る
外
国
判
決
が
こ
れ
ら
の
国
際
私
法
規
定
と
、

ド
イ
ツ
人
の
不
利
に
な
る
よ
う
抵
触
す
る
場
合
に
は
、
当
該
外
国
判
決
の
承
認
を
認
め
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
内
国
人
保
護
要
件
に
関
し

て
は
、
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
草
案
理
由
書
の
内
容
が
大
ま
か
認
め
ら
れ
た
。
も
っ
と
も
、
掲
げ
ら
れ
る
国
際
私
法
の
条
項
の
範
囲
が
広
す
ぎ
る
と
さ
れ
、

審
議
冒
頭
で
動
議
1b
と
し
て
、「
五
号
に
お
い
て
対
象
と
さ
れ
て
い
る
条
文
か
ら
草
案
七
条
一
項
を
削
除
す
る
こ
と
」
と
の
動
議
が
出
さ
れ
た
（
120
）。

ゲ

ー
プ
ハ
ル
ト
第
二
草
案
七
条
一
項
と
は
、
行
為
能
力
の
問
題
に
つ
い
て
原
則
と
し
て
本
国
法
に
送
致
す
る
こ
と
を
定
め
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
完
全

に
本
国
法
に
送
致
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
三
項
で
内
国
取
引
保
護
規
定
を
設
け
て
い
る
も
の
で
あ
る
（
121
）。

そ
の
た
め
、
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
二
草
案
三
七

条
二
項
五
号
に
お
い
て
守
ろ
う
と
す
る
内
国
人
保
護
の
要
請
は
、
七
条
自
体
で
図
ら
れ
て
お
り
、
三
七
条
で
重
ね
て
保
護
す
る
必
要
は
な
い
と
さ
れ

た
の
で
あ
る
（
122
）。

五
一
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五
二

第
五
項
　
相
互
性
に
関
す
る
議
論

G
eb

h
ard

は
第
一
草
案
、
第
二
草
案
を
通
じ
て
、
外
国
判
決
の
承
認
に
関
し
て
は
相
互
性
の
要
件
を
必
要
と
し
な
い
見
解
を
貫
い
て
い
た
。
こ
れ

に
対
し
、
審
議
冒
頭
で
、
動
議
1c
と
し
て
、
以
下
の
動
議
が
な
さ
れ
て
い
た
（
123
）。

「
六
号
と
し
て
、『
相
互
性
が
保
証
さ
れ
て
い
な
い
場
合
』
と
の
規
定
を
加
え
る
こ
と
。
た
だ
し
、
ド
イ
ツ
法
に
よ
る
と
職
権
主
義
が
妥
当
す
る
す
べ
て
の
身
分
事
件
、

す
な
わ
ち
婚
姻
の
存
在
確
認
・
無
効
・
取
消
可
能
性
も
し
く
は
離
婚
、
子
の
嫡
出
性
の
否
認
、
ま
た
は
親
子
関
係
の
存
在
の
確
認
を
対
象
と
す
る
訴
訟
に
お
い
て
、
一
方

当
事
者
が
ド
イ
ツ
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
ド
イ
ツ
裁
判
所
が
専
属
管
轄
を
有
す
る
と
す
る
、
ま
た
は
内
国
の
裁
判
籍
を
認
め
る
、
と
い
う
内
容
を
施
行
法
に
規
定
す
る
こ

と
を
留
保
す
る
。」

審
議
に
お
い
て
、
相
互
性
不
要
と
す
べ
き
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
理
由
と
し
てG

eb
h

ard

が
掲
げ
て
い
た
論
拠
は
、
多
方
面
か
ら
評
価
を
受
け
る
も

の
で
あ
っ
た
（
124
）。

し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
委
員
会
の
多
数
派
は
、
相
互
性
要
件
を
必
要
で
あ
る
と
考
え
た
。
な
ぜ
な
ら
、
相
互
性
要
件
と
い

っ
た
重
要
で
、
純
粋
な
法
律
学
的
見
地
の
み
に
よ
っ
て
は
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
問
題
に
お
い
て
は
、
す
で
に
存
在
す
る
民
訴
法
六
六

一
条
二
項
五
号
﹇
相
互
性
﹈
要
件
と
異
な
る
判
断
を
な
す
べ
き
で
は
な
い
か
ら
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
外
国
判
決
の
承
認
要
件
の
規
律
が
執
行

要
件
の
規
律
と
異
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
不
合
理
な
も
の
で
あ
り
避
け
る
べ
き
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
（
125
）。

そ
の
他
に
相
互
性
要
件
を
導
入
す
べ
き
と
す
る
積
極
的
な
論
拠
は
と
く
に
挙
げ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、G

eb
h

ard

が
相
互
性
要
件
を
導
入
す
る
こ
と

に
対
し
て
憂
慮
す
る
よ
う
な
、
実
際
上
の
問
題
点
に
つ
い
て
触
れ
、
そ
の
よ
う
な
問
題
は
生
じ
な
い
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
た
。
と
い
う
の
も
、
上
述
動

議
1c
に
提
示
さ
れ
る
よ
う
な
方
向
で
施
行
法
の
中
に
規
定
が
設
け
ら
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
。
す
な
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わ
ちG

eb
h

ard

は
、
身
分
関
係
事
件
に
お
い
て
外
国
居
住
の
内
国
人
は
、
住
所
を
有
す
る
国
に
専
属
管
轄
を
有
す
る
と
定
め
る
ド
イ
ツ
管
轄
法
が
存

在
す
る
た
め
に
、
外
国
に
お
い
て
訴
え
を
提
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
相
互
性
と
い
う
政
治
的
性
質
を
有
す
る
要
件
を
理
由
と

し
て
か
か
る
外
国
で
得
た
判
決
を
承
認
し
て
も
ら
え
な
い
と
い
う
の
は
不
合
理
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
た
。
し
か
し
、
施
行
法
に
よ
り
か
か
る
管
轄

法
が
改
正
さ
れ
た
場
合
に
は
、
内
国
に
お
け
る
訴
え
提
起
の
道
が
開
か
れ
る
の
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
こ
の
点
に
関
し
て
は
問
題
が
解
消
す
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
（
126
）。

さ
ら
に
、
外
国
人
の
身
分
事
件
に
関
し
て
そ
の
本
国
で
下
さ
れ
た
判
決
に
関
し
て
は
、
相
互
性
の
保
証
の
有
無
を
、
個
別
に
、
当
該
事
例
を
内
国

と
当
該
外
国
で
立
場
を
入
れ
替
え
た
事
例
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
裁
判
所
の
判
決
が
当
該
外
国
に
お
い
て
承
認
さ
れ
る
か
否
か
で
判
断
す
る
と
解
釈
す

る
の
で
あ
れ
ば
、
承
認
が
拒
絶
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
（
127
）。

な
ぜ
な
ら
、
ド
イ
ツ
裁
判
所
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
人
の
身
分

関
係
事
件
に
対
し
て
下
し
た
判
決
に
対
し
て
、
外
国
が
承
認
を
拒
絶
す
る
こ
と
は
ま
ず
考
え
ら
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
相
互
性
は
存
在
す
る
と
判
断
さ

れ
る
か
ら
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

第
六
項
　
民
法
第
一
草
案

以
上
の
よ
う
な
第
一
委
員
会
で
の
審
議
を
経
て
、
外
国
判
決
承
認
に
関
す
る
規
定
は
民
法
第
一
草
案
二
五
条
（
128
）に

規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
民

法
典
第
一
草
案
二
五
条
は
次
の
よ
う
な
規
定
で
あ
る
。

【
一
八
八
七
年
民
法
第
一
草
案
】

二
五
条
　
（1）

判
決
の
効
力
は
判
決
国
法
に
よ
り
決
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
第
三
者
効
に
つ
い
て
は
、
こ
の
効
力
が
ド
イ
ツ
裁
判
所
の
判
決
に
与
え
ら
れ
て
い
な
い
場

合
に
は
認
め
ら
れ
な
い
。

五
三
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決
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」
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五
四

（2）

外
国
裁
判
所
の
判
決
の
承
認
は
以
下
の
場
合
に
は
な
さ
れ
な
い
。

①
　
判
決
が
判
決
国
法
に
よ
る
と
い
ま
だ
確
定
し
て
い
な
い
場
合

②
　
ド
イ
ツ
法
に
よ
る
と
外
国
裁
判
所
が
属
す
る
国
の
い
か
な
る
裁
判
所
に
も
管
轄
が
存
し
な
い
場
合

③
　
敗
訴
し
た
被
告
が
ド
イ
ツ
人
で
あ
り
、
か
つ
応
訴
し
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
訴
訟
開
始
の
呼
出
も
し
く
は
命
令
が
、
判
決
国
に
お
い
て
本
人
に
送

達
さ
れ
ず
、
ま
た
ド
イ
ツ
司
法
共
助
に
よ
っ
て
も
そ
の
者
に
送
達
さ
れ
な
か
っ
た
場
合

④
　
判
決
の
承
認
が
善
良
の
風
俗
ま
た
は
公
の
秩
序
に
反
す
る
場
合

⑤
　
判
決
の
言
渡
し
に
あ
た
り
、
ド
イ
ツ
の
当
事
者
が
不
利
に
な
る
か
た
ち
で
、
八
条
、
一
〇
条
一
項
な
い
し
三
項
、
一
三
お
よ
び
一
四
条
、
ま
た
一
〇
お

よ
び
一
三
条
の
規
定
に
関
す
る
限
り
に
お
い
て
一
六
条
に
抵
触
し
て
い
る
場
合
（
129
）

⑥
　
相
互
性
が
保
証
さ
れ
て
い
な
い
場
合

第
二
節
　
民
法
典
制
定
第
二
委
員
会
審
議

第
一
項
　
概
観

民
法
典
制
定
第
二
委
員
会
は
一
八
九
〇
年
一
二
月
一
五
日
招
集
さ
れ
、
一
八
九
一
年
四
月
一
日
委
員
会
審
議
が
開
始
さ
れ
た
（
130
）。

外
国
判
決
承
認
に

関
す
る
規
定
は
民
法
第
一
草
案
二
五
条
と
し
て
、
一
八
九
五
年
三
月
に
第
二
委
員
会
第
四
〇
九
会
期
に
お
い
て
審
議
の
対
象
と
な
っ
た
（
131
）。

一

第
二
委
員
会
で
審
議
さ
れ
た
内
容
の
中
で
―
―
と
り
わ
け
本
稿
と
の
関
係
に
お
い
て
―
―
最
も
重
要
な
点
は
、
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
草
案
の
段
階

か
ら
国
際
私
法
規
定
の
一
環
と
し
て
民
法
制
定
作
業
の
な
か
で
行
わ
れ
て
き
た
外
国
判
決
承
認
規
定
は
、
民
訴
法
に
規
定
す
べ
き
で
あ
り
、
民
訴
法

改
正
作
業
に
お
い
て
外
国
判
決
承
認
規
定
を
起
草
す
る
旨
が
決
定
さ
れ
た
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
国
際
私
法
の
起
草
過
程
に
お
い
て
は
じ
め
て
明
文
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規
定
を
お
く
こ
と
が
検
討
さ
れ
た
承
認
規
定
が
、
こ
こ
で
は
じ
め
て
、
現
行
法
同
様
に
民
訴
法
に
お
い
て
規
定
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
論
じ
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
な
ぜ
民
訴
法
に
規
定
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
審
議
録
か
ら
は
直
接
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。

す
な
わ
ち
、
審
議
で
は
冒
頭
で
動
議
1
と
し
て
、
外
国
判
決
の
承
認
に
関
す
る
第
一
草
案
二
五
条
全
体
を
、
民
訴
法
二
九
三
条
の
ｆ
条
に
移
し
規

定
す
る
こ
と
（
動
議
1a
）
と
、
一
八
七
七
年
民
訴
法
六
六
一
条
一
項
実
質
的
再
審
査
禁
止
原
則
の
あ
と
に
二
項
と
し
て
次
の
よ
う
な
規
定
を
お
く
べ

き
こ
と
（
動
議
1b
）
が
提
案
さ
れ
た
（
132
）。

「
執
行
判
決
は
、
外
国
裁
判
所
の
判
決
が
判
決
国
法
に
よ
っ
て
確
定
力
を
生
じ
た
場
合
に
の
み
、
下
さ
れ
る
。
執
行
判
決
は
、
二
九
三
条
f
条
に
よ
り
内
国
に
お
い
て

当
該
判
決
の
承
認
が
な
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
下
さ
れ
な
い
。」

し
か
し
審
議
に
お
い
て
は
、
民
訴
法
に
移
動
す
る
こ
と
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
議
論
は
な
さ
れ
ず
、
後
述
の
、
各
承
認
要
件
の
仕
方
に
力
点
が
お

か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
民
訴
法
に
移
動
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
民
訴
法
六
六
一
条
二
項
に
つ
い
て
の
動
議
1b
と
と
も
に
、
二
五
条
に
つ

い
て
の
議
論
の
最
後
に
、
採
択
さ
れ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
の
み
な
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
民
訴
法
六
六
一
条
の
改
正
に
関
す
る
動
議
1b
と
あ
わ

せ
て
論
じ
る
説
明
か
ら
は
、
も
と
も
と
外
国
判
決
に
つ
い
て
は
執
行
に
関
す
る
規
定
が
民
訴
法
に
あ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
承
認
規
定
の
創
設
に
合
わ

せ
て
執
行
規
定
も
改
正
が
加
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
執
行
規
定
と
平
仄
を
あ
わ
せ
て
民
訴
法
に
規
定
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
は
推

測
で
き
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
れ
以
降
、
外
国
判
決
の
承
認
に
つ
い
て
の
議
論
は
民
法
（
国
際
私
法
）
そ
の
も
の
の
制
定
作
業
か
ら
離
れ
、
民
法
制

五
五



外
国
判
決
「
自
動
承
認
」
制
度
の
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（
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）

五
六

定
に
伴
う
民
訴
法
の
改
正
作
業
の
中
で
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

二

動
議
1
に
お
い
て
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
外
国
判
決
承
認
規
定
の
制
定
を
民
訴
法
改
正
作
業
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
と
同
時
に
、
具
体
的
承
認
要

件
を
次
の
よ
う
に
修
正
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
た
。
第
一
に
、
判
決
の
効
力
に
つ
い
て
定
め
る
第
一
草
案
二
五
条
一
項
と
判
決
の
確
定
性
を
要
求
す

る
同
条
二
項
一
号
の
削
除
、
第
二
に
、
一
定
の
場
合
に
つ
い
て
内
国
人
保
護
を
定
め
る
同
五
号
の
削
除
（
以
上
、
動
議
1a
α
）、
第
三
に
、
一
般
的

公
序
条
項
で
あ
る
同
四
号
の
修
正
で
あ
る
（
動
議
1a
β
）。
民
法
典
制
定
第
二
委
員
会
の
審
議
は
、
お
も
に
こ
の
動
議
を
中
心
に
な
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
こ
の
動
議
に
含
ま
れ
て
い
な
い
論
点
で
あ
る
相
互
性
要
件
に
つ
い
て
は
、
反
対
意
見
も
唱
え
ら
れ
ず
、
そ
の
ま
ま
承
認
さ
れ
る
に
い
た

っ
て
い
る
（
133
）。

そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
動
議
1a
の
上
述
の
三
点
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
議
論
が
展
開
さ
れ
た
の
か
を
み
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
な
お
、
動
議

1b
は
、
第
一
の
点
で
あ
る
判
決
の
確
定
力
に
関
す
る
要
件
の
削
除
と
い
っ
た
い
の
も
の
と
し
て
提
案
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
第
一
の
点
に
関
し
て

は
、
動
議
1b
も
含
め
て
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
第
二
の
点
で
あ
る
、
五
号
の
内
国
人
保
護
条
項
の
削
除
に
関
し
て
は
、
第
三
の
点
で
あ
る

一
般
的
公
序
条
項
を
定
め
る
四
号
に
関
連
付
け
て
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
れ
ら
は
ま
と
め
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

第
二
項
　
判
決
の
効
力
の
準
拠
法
お
よ
び
確
定
性
要
件
に
関
す
る
議
論

審
議
で
は
、
最
初
に
、
外
国
判
決
の
効
力
に
つ
い
て
定
め
る
第
一
草
案
二
五
条
一
項
を
削
除
す
る
点
に
つ
い
て
、
多
数
決
が
得
ら
れ
た
。

ま
ず
、
当
該
外
国
判
決
の
内
容
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
、
当
該
外
国
裁
判
所
に
適
用
さ
れ
る
法
律
、
つ
ま
り
判
決
国
法
が
決
定
す
る
こ

と
自
体
に
つ
い
て
は
正
当
で
あ
り
、
ま
た
当
然
の
こ
と
で
も
あ
る
と
い
う
（
134
）。

し
か
し
、
審
議
で
は
、
こ
の
規
定
に
よ
り
ド
イ
ツ
裁
判
官
は
い
ず
れ
に
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せ
よ
、
当
該
判
決
の
第
三
者
効
に
つ
い
て
、
問
題
と
な
る
法
律
関
係
の
準
拠
法
が
ド
イ
ツ
法
で
あ
る
か
否
か
を
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
な

い
か
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
た
（
135
）。

準
拠
法
が
ド
イ
ツ
法
で
あ
る
場
合
、
外
国
判
決
は
ド
イ
ツ
裁
判
所
の
判
決
が
有
す
る
よ
り
も
広
範
な
効
力
を
持
つ
こ

と
は
で
き
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
、
同
条
一
項
二
文
の
制
限
は
正
当
で
あ
る
が
ま
た
当
然
の
こ
と
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
他
方
、

外
国
法
を
準
拠
法
と
し
て
裁
判
が
な
さ
れ
た
よ
う
な
場
合
、
ド
イ
ツ
法
が
同
様
の
事
例
に
お
い
て
当
事
者
に
限
っ
て
判
決
の
効
力
を
認
め
る
か
ら
と

い
う
理
由
だ
け
で
、
外
国
法
が
判
決
に
対
し
第
三
者
効
力
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
と
の
声
が
上
が
っ
た
の
で

あ
る
（
136
）。

し
た
が
っ
て
、
上
述
の
一
項
に
規
定
さ
れ
て
い
た
内
容
は
、
学
説
あ
る
い
は
実
務
の
な
か
で
実
現
さ
れ
る
こ
と
を
信
頼
す
る
こ
と
と
し
、
条
文
上

は
削
除
す
る
こ
と
で
合
意
さ
れ
た
。

次
に
、
外
国
判
決
の
確
定
を
要
求
す
る
一
号
の
削
除
が
提
案
さ
れ
、
合
意
が
な
さ
れ
た
（
137
）。

審
議
で
は
次
の
よ
う
な
議
論
が
な
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
一
号
に
規
定
さ
れ
て
い
る
外
国
判
決
の
確
定
要
件
は
、
も
と
は
一
八
七
七
年
民
訴
法
六

六
一
条
二
項
一
号
に
定
め
ら
れ
て
い
た
確
定
要
件
を
、
承
認
要
件
の
中
に
移
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
確
定
要
件
は
外
国
判
決
の
執
行
に

関
し
て
は
意
義
が
あ
る
も
の
の
、
外
国
判
決
の
承
認
に
関
し
て
は
、
こ
の
要
件
は
当
然
の
も
の
で
あ
り
規
定
す
る
に
及
ば
な
い
と
い
う
こ
と
に
な

っ
た
（
138
）。

そ
こ
で
、
確
定
性
要
件
を
承
認
要
件
か
ら
削
除
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
合
意
が
得
ら
れ
た
。
そ
の
上
で
、
動
議
1b
の
よ
う
に
執
行
の
場
面
に

関
し
て
は
あ
ら
た
め
て
確
定
要
件
を
課
す
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
と
さ
れ
た
が
、
最
終
的
に
は
、
確
定
性
要
件
を
民
訴
法
六
六
一
条
二
項
の
中
で

補
お
う
と
す
る
動
議
1b
が
採
択
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

五
七
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五
八

第
三
項
　
内
国
人
保
護
要
件
お
よ
び
内
国
公
序
要
件
に
関
す
る
議
論

第
一
草
案
二
五
条
二
項
四
号
お
よ
び
五
号
の
要
件
に
つ
い
て
、
審
議
に
お
い
て
は
、
一
般
的
公
序
条
項
を
定
め
る
四
号
か
ら
議
論
が
な
さ
れ
た
。

ま
ず
、
四
号
に
定
め
る
一
般
的
公
序
条
項
は
、
第
一
草
案
二
四
条
（
139
）に

定
め
る
国
際
私
法
上
の
公
序
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
点
に
つ
い
て
、
合
意
が
得

ら
れ
た
（
140
）。

国
際
私
法
上
の
公
序
の
根
底
に
存
在
す
る
原
則
は
、
外
国
判
決
の
承
認
の
場
面
に
も
貫
徹
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
当
該
外
国
判
決
の
承
認
が
善
良
の
風
俗
ま
た
は
ド
イ
ツ
法
の
目
的
に
反
す
る
場
合
、
ま
た
、
当
該
外
国
判
決
が
外
国
人
の
権
利
を
不

当
な
方
法
で
侵
害
す
る
外
国
法
に
基
づ
く
場
合
に
は
、
当
該
外
国
判
決
の
承
認
は
拒
絶
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

次
に
、
第
一
草
案
二
五
条
二
項
五
号
の
内
国
人
保
護
条
項
に
つ
い
て
、
こ
の
規
定
を
削
除
す
べ
き
で
あ
る
と
の
動
議
の
論
拠
が
紹
介
さ
れ
る
（
141
）。

内

国
人
保
護
条
項
の
削
除
が
必
要
な
根
拠
は
、
五
号
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
四
号
に
規
定
さ
れ
る
一
般
的
公
序
条
項
の
意
味
が
曖
昧
に
な
る
点

に
あ
る
と
い
う
。
具
体
的
に
は
、
四
号
は
、
外
国
判
決
が
「
ド
イ
ツ
法
」
の
目
的
に
反
す
る
と
き
に
は
承
認
さ
れ
な
い
旨
規
定
す
る
が
、
こ
こ
で
い

う
ド
イ
ツ
法
と
は
、
ド
イ
ツ
国
際
私
法
の
規
定
を
も
含
む
と
解
釈
し
う
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
外
国
裁
判
官
が
五
号
に
掲
げ
る
国
際
私
法
規
定
の
目

的
に
反
す
る
よ
う
な
か
た
ち
で
考
慮
し
な
か
っ
た
こ
と
を
も
っ
て
、
四
号
の
「
ド
イ
ツ
法
の
目
的
」
に
反
す
る
も
の
と
し
て
承
認
を
拒
絶
す
る
こ
と

に
な
り
う
る
。
ま
た
、
五
号
に
掲
げ
る
ド
イ
ツ
国
際
私
法
の
原
則
が
外
国
裁
判
官
に
よ
っ
て
考
慮
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
事
案
に
関
し
て
も
、
こ
れ

が
ド
イ
ツ
法
の
目
的
に
反
す
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
が
ゆ
え
に
、
当
該
外
国
判
決
の
承
認
が
拒
絶
さ
れ
る
の
だ
と
も
考
え
う
る
と
い
う
。

し
か
し
多
数
派
は
、
第
一
草
案
二
五
条
四
号
の
も
と
で
考
慮
さ
れ
る
ド
イ
ツ
法
と
は
、
ド
イ
ツ
の
実
質
法
に
限
ら
ず
、
国
際
私
法
を
も
含
む
と
い

う
そ
の
前
提
自
体
の
正
当
性
に
問
題
が
あ
る
と
主
張
し
た
た
め
、
五
号
の
削
除
は
見
送
ら
れ
た
（
142
）。

も
っ
と
も
、
多
数
派
に
よ
っ
て
も
、
五
号
で
列
挙
さ
れ
て
い
る
事
例
は
四
号
の
一
般
公
序
規
定
に
お
い
て
示
さ
れ
る
よ
う
な
問
題
意
識
を
具
体
化
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す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
は
認
め
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
。
そ
こ
で
審
議
の
過
程
に
お
い
て
、「
と
く
に
（in

sb
eson

d
ere

）」
と

い
う
言
葉
を
用
い
て
、
五
号
の
内
容
を
四
号
に
挿
入
し
、
四
号
に
一
本
化
す
る
と
い
う
案
が
提
案
さ
れ
、
採
択
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
（
143
）。

第
四
項
　
民
法
第
二
草
案

一

民
法
典
制
定
第
二
委
員
会
四
〇
九
会
期
終
了
後
す
ぐ
、
四
一
〇
会
期
に
入
る
前
の
段
階
で
、
第
二
委
員
会
決
議
暫
定
集
成
（V

o
rläu

fig
e

Z
u

sam
m

en
stellu

n
g

d
er

B
esch

lü
sse

d
er

K
om

m
ission

fü
r

d
ie

zw
eite

L
esu

n
g

d
es

E
n

tw
u

rfs
ein

es
B

ü
rgerlich

en
G

esetzbu
ch

s

）
（
144
）

が

ま
と
め
ら
れ
た
（
145
）。

暫
定
集
成
は
「
国
際
私
法
（In

tern
ation

ales
P

rivatrech
t

）」
と
題
し
て
国
際
私
法
規
定
を
一
条
か
ら
二
七
条
ま
で
に
ま
と
め

て
い
る
が
、
そ
の
末
尾
に
は
、
第
一
に
、
第
一
草
案
二
五
条
が
削
除
さ
れ
る
こ
と
、
ま
た
二
五
条
二
項
の
代
わ
り
に
、
施
行
法
草
案
一
一
条
に
お
い

て
次
の
よ
う
な
民
訴
法
規
定
を
お
く
べ
き
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
（
146
）。

【
第
二
委
員
会
決
議
暫
定
集
成
】

民
訴
法
二
九
三
条
ｆ
条
　
外
国
裁
判
所
の
判
決
は
、
以
下
の
場
合
に
は
承
認
さ
れ
な
い
。

①
ド
イ
ツ
法
に
よ
る
と
外
国
裁
判
所
が
属
す
る
国
の
い
か
な
る
裁
判
所
に
も
管
轄
が
存
し
な
い
場
合

②
敗
訴
し
た
被
告
が
ド
イ
ツ
人
で
あ
り
、
か
つ
応
訴
し
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
訴
訟
開
始
の
呼
出
も
し
く
は
命
令
が
判
決
国
に
お
い
て
本
人
に
送
達
さ
れ
ず
、
ま
た

ド
イ
ツ
司
法
共
助
の
付
与
を
通
じ
て
も
送
達
さ
れ
な
か
っ
た
場
合

③
外
国
判
決
の
承
認
が
善
良
の
風
俗
も
し
く
は
ド
イ
ツ
法
の
目
的
に
反
す
る
場
合
、
ま
た
は
判
決
が
外
国
人
の
権
利
を
不
当
な
方
法
で
侵
害
す
る
外
国
法
を
適
用
す
る
場

合
。
な
お
ド
イ
ツ
法
に
反
す
る
場
合
と
し
て
は
、
と
く
に
、
判
決
に
お
い
て
ド
イ
ツ
当
事
者
の
不
利
に
な
る
よ
う
な
か
た
ち
で
、
一
〇
条
、
一
二
条
一
項
な
い
し
三
号
、

五
号
、
お
よ
び
一
五
条
、
一
六
条
、
一
八
条
の
規
定
に
抵
触
す
る
場
合
を
い
う
。

④
相
互
性
が
保
証
さ
れ
て
い
な
い
場
合

五
九
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六
〇

第
一
草
案
と
大
き
く
異
な
る
要
件
は
三
号
要
件
で
あ
る
。
こ
れ
は
四
〇
九
会
期
に
お
い
て
、
第
一
草
案
二
五
条
二
項
四
号
お
よ
び
五
号
の
内
容
は
、

「
と
く
に
（in

sbeson
d

ere

）」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
一
つ
の
条
項
と
し
て
ま
と
め
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
（
147
）。

第
二
に
、
民
訴
法
六
〇
一
条
二
項
に
は
次
の
よ
う
な
規
定
を
補
充
す
べ
き
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。

執
行
判
決
は
、
外
国
裁
判
所
の
判
決
が
そ
の
裁
判
所
に
適
用
さ
れ
る
法
に
よ
っ
て
確
定
力
を
得
て
い
る
と
き
に
限
っ
て
下
さ
れ
る
。

執
行
判
決
は
、
当
該
判
決
の
承
認
が
二
九
三
条
ｆ
条
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
な
い
と
き
に
は
下
さ
れ
な
い
。

二

こ
の
第
二
委
員
会
決
議
暫
定
集
成
に
関
し
て
は
、
そ
の
後
一
八
九
五
年
五
月
か
ら
一
〇
月
に
か
け
て
開
か
れ
た
、
第
二
委
員
会
四
二
〇
会
期

に
お
い
て
（
148
）、

ご
く
簡
単
に
議
論
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
出
さ
れ
た
動
議
は
、
決
議
暫
定
集
成
に
お
い
て
定
め
ら
れ
る
民
訴
法
二
九
三
条
ｆ

条
の
三
号
後
半
の
「
な
お
ド
イ
ツ
法
に
反
す
る
場
合
と
し
て
は
、
と
く
に
、
判
決
に
お
い
て
ド
イ
ツ
当
事
者
の
不
利
に
な
る
よ
う
な
か
た
ち
で
、
一

〇
条
、
…
…
一
八
条
の
規
定
に
抵
触
す
る
場
合
を
い
う
」
と
の
部
分
を
削
除
す
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
代
わ
り
に
三
号
ａ
と

し
て
、「
判
決
に
お
い
て
判
決
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
人
当
事
者
の
不
利
に
な
る
か
た
ち
で
、
一
〇
条
、
…
…
の
規
定
に
反
す
る
場
合
」
と
い
う
要
件

を
付
け
加
え
る
べ
き
こ
と
を
提
案
す
る
も
の
で
あ
っ
た
（
149
）。

こ
れ
は
四
〇
九
会
期
で
の
決
定
事
項
を
翻
し
、
第
一
草
案
の
規
定
ぶ
り
に
戻
す
こ
と
を
意

味
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
点
、
第
一
草
案
二
五
条
二
項
四
号
と
五
号
は
、
い
ず
れ
も
内
国
規
範
の
目
的
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
点
で
共
通
す
る
も
の
の
、
四
号
は
実
質
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法
上
の
秩
序
を
問
題
と
す
る
の
に
対
し
、
五
号
は
国
際
私
法
上
の
秩
序
を
問
題
と
す
る
点
で
議
論
の
平
面
が
異
な
る
の
で
あ
り
、
別
個
の
要
件
と
し

た
ほ
う
が
よ
い
と
し
て
、
こ
の
動
議
は
採
択
さ
れ
た
。

こ
の
議
論
を
経
て
ま
と
め
ら
れ
た
の
が
、
編
集
会
議
決
議
暫
定
集
成
（Z

u
sam

m
en

stellu
n

g
d

er
B

esch
ü

sse
d

er
R

ed
aktion

s-K
om

m
ission

）
（
150
）

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
上
述
の
、
三
号
後
半
を
三
号
a
と
し
て
独
立
す
べ
き
と
の
決
議
を
受
け
て
、
四
号
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
編
集

会
議
決
議
暫
定
集
成
の
内
容
を
変
え
る
こ
と
な
く
、
条
文
番
号
の
み
を
変
更
し
て
確
定
し
た
も
の
が
、
第
二
草
案
で
あ
る
。
編
集
会
議
決
議
暫
定
集

成
お
よ
び
第
二
草
案
は
内
容
を
同
じ
く
す
る
の
で
、
以
下
ま
と
め
て
紹
介
す
る
こ
と
に
し
よ
う
（
151
）。

【
編
集
会
議
決
議
暫
定
集
成
】

施
行
法
草
案
一
一
条
に
お
い
て
以
下
の
点
が
規
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

一．

次
の
規
定
を
、
民
訴
法
二
九
三
条
ｆ
条
と
し
て
制
定
す
る
こ
と
。

外
国
裁
判
所
の
判
決
は
、
以
下
の
場
合
に
は
承
認
さ
れ
な
い
。

①
ド
イ
ツ
法
に
よ
る
と
外
国
裁
判
所
が
属
す
る
国
の
い
か
な
る
裁
判
所
に
も
管
轄
が
存
し
な
い
場
合

②
敗
訴
し
た
被
告
が
ド
イ
ツ
人
で
あ
り
、
か
つ
応
訴
し
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
訴
訟
開
始
の
呼
出
も
し
く
は
命
令
が
判
決
国
に
お
い
て
本
人
に
送
達
さ
れ
ず
、
ま

た
ド
イ
ツ
司
法
共
助
の
付
与
を
通
じ
て
も
送
達
さ
れ
な
か
っ
た
場
合

③
判
決
の
承
認
が
善
良
の
風
俗
も
し
く
は
ド
イ
ツ
法
の
目
的
に
反
す
る
場
合
、
ま
た
は
判
決
が
外
国
人
の
権
利
を
不
当
な
方
法
で
侵
害
す
る
外
国
法
を
適
用
す
る
場
合

④
判
決
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
人
当
事
者
の
不
利
に
な
る
か
た
ち
で
、
民
法
二
二
四
五
条
、
二
二
四
七
条
、
二
二
五
二
条
な
い
し
二
二
五
四
条
、
ま
た
は
二
二
四
八
条
に

抵
触
す
る
場
合

⑤
相
互
性
が
保
証
さ
れ
て
い
な
い
場
合

二．

六
六
一
条
二
項
は
次
の
規
定
に
よ
っ
て
補
充
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

執
行
判
決
は
、
外
国
裁
判
所
の
判
決
が
そ
の
裁
判
所
に
適
用
さ
れ
る
法
に
よ
っ
て
確
定
力
を
得
た
場
合
に
限
り
下
さ
れ
る
。

六
一
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六
二

執
行
判
決
は
、
当
該
判
決
の
承
認
が
二
九
三
条
f
条
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
は
下
さ
れ
な
い
。

そ
の
後
、
若
干
の
修
正
が
加
え
ら
れ
た
修
正
第
二
草
案
が
提
出
さ
れ
、
こ
れ
が
連
邦
参
議
院
提
出
草
案
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
152
）。

三

一
八
九
五
年
一
二
月
二
一
日
お
よ
び
一
八
九
六
年
一
月
八
日
に
行
わ
れ
た
、
民
法
典
制
定
第
二
委
員
会
第
四
五
〇
会
期
お
よ
び
四
五
三
会
期

に
お
い
て
は
、
第
二
草
案
に
お
い
て
指
示
さ
れ
て
い
る
民
訴
法
の
改
正
に
関
し
て
の
議
論
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
こ
の
う
ち
、
四
五
〇
会
期
に
お
い

て
は
、
第
二
草
案
に
い
う
と
こ
ろ
の
二
九
三
条
f
条
に
関
し
て
、
異
議
は
と
く
に
出
さ
れ
ず
、
同
様
の
内
容
を
も
つ
二
九
三
条
h
条
と
し
て
民
訴
法

に
導
入
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
（
153
）。

ま
た
四
五
三
会
期
に
お
い
て
は
、
第
二
草
案
六
六
一
条
二
項
の
内
容
に
つ
い
て
、
草
案
の
内
容
通
り
に
変
更
さ
れ
る

こ
と
が
異
議
な
く
承
認
さ
れ
た
（
154
）。

続
い
て
ま
と
め
ら
れ
た
、
決
議
暫
定
集
成
（F

assu
n

g
d

er
R

egelu
n

g
in

d
er

V
orläu

figen
Z

u
sam

m
en

stellu
n

g

）
二
九
番
に
二
九
三
条
g
条

の
制
定
に
つ
い
て
（
155
）、

ま
た
、
八
四
番
に
六
六
一
条
二
項
の
改
正
内
容
に
関
し
て
の
規
定
が
見
出
さ
れ
る
が
（
156
）、

一
般
的
公
序
条
項
を
定
め
る
三
条
に
、

「
判
決
が
不
当
な
方
法
で
外
国
人
の
権
利
を
侵
害
す
る
外
国
法
を
適
用
す
る
場
合
」
を
付
け
加
え
て
い
る
点
を
除
け
ば
、
第
二
草
案
の
内
容
と
ほ
ぼ

同
じ
で
あ
る
。

そ
の
後
の
、
裁
判
所
構
成
法
・
民
訴
法
・
倒
産
法
お
よ
び
民
訴
法
倒
産
法
施
行
法
に
関
す
る
改
正
法
（
以
下
、
民
訴
法
等
に
関
す
る
改
正
法
と
す

る
）
の
連
邦
参
議
院
提
出
草
案
第
二
編
の
三
三
番
に
お
い
て
、
二
九
三
条
g
条
と
し
て
第
二
草
案
二
九
三
条
f
条
の
内
容
が
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
が

規
定
さ
れ
、
ま
た
同
草
案
第
二
項
八
七
番
に
お
い
て
六
六
一
条
二
項
の
改
正
の
内
容
に
つ
い
て
も
取
り
扱
わ
れ
た
（
157
）。

本
草
案
に
定
め
る
二
九
三
条
g

条
は
、
第
二
草
案
二
九
三
条
f
条
と
比
べ
て
み
る
と
、
第
二
草
案
に
お
い
て
は
内
国
人
保
護
条
項
が
四
号
、
一
般
的
公
序
条
項
が
三
号
で
あ
っ
た
の
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が
、
改
正
法
に
お
い
て
は
、
内
国
人
保
護
条
項
が
三
号
、
一
般
的
公
序
条
項
が
四
号
と
配
置
が
逆
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
他
の
点
で
は
ほ
ぼ
同
様

の
規
定
と
な
っ
て
い
る
。

第
三
節
　
民
事
訴
訟
法
改
正
作
業

以
上
は
民
法
典
制
定
第
二
委
員
会
で
の
作
業
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
以
降
は
、
民
法
典
制
定
に
伴
う
民
訴
法
改
正
作
業
に
舞
台
を
移
す
こ
と
に
な
る
。

一

帝
国
司
法
庁
が
出
し
た
一
八
九
七
年
五
月
一
四
日
の
、
民
訴
法
改
正
法
の
基
本
原
則
と
題
す
る
書
面
で
は
、
第
二
草
案
同
様
、
二
九
三
条
f

の
新
設
と
、
六
六
一
条
二
項
の
改
正
が
う
た
わ
れ
て
い
る
（
158
）。

こ
の
基
本
原
則
は
第
二
草
案
と
比
べ
る
と
、
二
九
三
条
f
条
で
は
、
前
述
の
民
訴
法
等

に
関
す
る
改
正
法
同
様
、
三
号
と
四
号
の
順
序
が
入
れ
替
え
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
内
国
人
保
護
を
定
め
る
三
号
の
内
容
に
若
干
変
更
が
加
え
ら
れ
て

い
る
ほ
か
は
、
す
で
に
規
定
の
あ
っ
た
も
の
に
関
し
て
は
大
き
な
変
動
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
二
九
三
条
f
条
に
二
項
を
お
き
、
一
定
の
事
案

に
対
し
て
は
五
号
に
定
め
る
相
互
性
要
件
が
適
用
さ
れ
な
い
旨
、
規
定
し
て
い
る
。
相
互
性
の
適
用
除
外
の
条
項
が
新
設
さ
れ
た
点
で
、
目
新
し
い

も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
一
八
九
七
年
一
一
月
に
、
連
邦
参
議
院
に
対
し
て
民
訴
法
改
正
法
に
関
す
る
連
邦
参
議
院
提
出
草
案
が
出
さ
れ
（
159
）、

同
じ
内
容
で
一
八
九
七

年
一
二
月
帝
国
議
会
に
同
草
案
が
帝
国
議
会
提
出
草
案
と
し
て
提
出
さ
れ
た
（
160
）。

本
草
案
二
九
三
条
f
条
に
お
い
て
外
国
判
決
の
承
認
に
関
す
る
規
定

が
お
か
れ
る
こ
と
と
（
161
）、

六
六
一
条
に
は
二
項
が
お
か
れ
る
こ
と
（
162
）

が
示
さ
れ
た
。

【
民
訴
法
改
正
法
連
邦
参
議
院
・
帝
国
議
会
提
出
草
案
】

八
一．

二
九
三
条
以
下
に
次
の
規
定
を
お
く
。（
中
略
）

六
三



外
国
判
決
「
自
動
承
認
」
制
度
の
意
義
（
下
）

六
四

二
九
三
条
f
条
　
（1）

外
国
裁
判
所
の
判
決
は
、
以
下
の
場
合
に
は
承
認
さ
れ
な
い
。

①
ド
イ
ツ
法
に
よ
る
と
判
決
国
の
い
か
な
る
裁
判
所
に
も
管
轄
が
存
し
な
い
場
合

②
敗
訴
し
た
被
告
が
ド
イ
ツ
人
で
あ
り
、
か
つ
応
訴
し
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
訴
訟
開
始
の
呼
出
も
し
く
は
命
令
が
、
判
決
国
内
で
本
人
に
送

達
さ
れ
ず
、
ま
た
は
ド
イ
ツ
司
法
共
助
の
付
与
に
よ
り
送
達
さ
れ
な
か
っ
た
場
合

③
判
決
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
人
当
事
者
の
不
利
に
な
る
か
た
ち
で
、
民
法
施
行
法
一
三
条
一
項
も
し
く
は
三
項
、
一
七
条
、
一
八
条
、
二
二
条
の
規

定
、
も
し
く
は
一
三
条
一
項
に
関
係
す
る
同
法
二
七
条
の
規
定
の
一
部
と
抵
触
す
る
と
き
、
ま
た
は
同
法
九
条
三
項
に
該
当
す
る
事
例
に
お
い
て
、

死
亡
宣
告
が
出
さ
れ
た
外
国
人
の
妻
の
不
利
に
な
る
か
た
ち
で
同
法
一
三
条
二
項
に
抵
触
す
る
場
合

④
外
国
判
決
の
承
認
が
善
良
の
風
俗
ま
た
は
ド
イ
ツ
法
の
目
的
と
抵
触
す
る
場
合

⑤
相
互
の
保
証
が
な
い
こ
と

（2）

本
条
五
号
は
、
外
国
判
決
が
財
産
上
の
請
求
に
関
す
る
も
の
で
は
な
く
、
か
つ
ド
イ
ツ
法
に
よ
る
と
ド
イ
ツ
に
裁
判
籍
が
存
し
な
い
場
合
に
は
、

当
該
外
国
判
決
の
承
認
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

一
七
二．

六
六
一
条
二
項
の
場
所
に
次
の
規
定
を
お
く
。

（1）

執
行
判
決
は
、
外
国
裁
判
所
の
判
決
が
そ
の
裁
判
所
に
適
用
さ
れ
る
法
に
よ
っ
て
確
定
力
を
得
た
場
合
に
限
り
下
さ
れ
る
。

（2）

執
行
判
決
は
、
当
該
判
決
の
承
認
が
二
九
三
条
f
条
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
は
下
さ
れ
な
い
。

改
正
理
由
書
に
お
い
て
は
二
九
三
条
f
条
各
号
に
つ
い
て
、
と
く
に
民
訴
法
六
六
一
条
と
の
相
違
点
に
触
れ
て
説
明
を
加
え
て
い
る
。
冒
頭
に
お

い
て
、
外
国
判
決
承
認
規
定
設
置
の
理
由
が
簡
潔
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ま
で
民
訴
法
六
六
一
条
に
お
い
て
外
国
判
決
の
執
行
に

関
し
て
の
み
規
律
を
お
い
て
い
た
が
、
外
国
判
決
の
確
定
力
は
執
行
の
場
合
の
み
な
ら
ず
他
の
方
面
に
お
い
て
も
考
慮
さ
れ
る
と
し
て
、
国
際
私
法

に
関
す
る
規
定
を
民
法
施
行
法
に
規
定
す
る
こ
と
と
関
連
し
て
、
外
国
判
決
承
認
に
関
す
る
規
定
を
一
般
的
に
民
訴
法
二
九
三
f
条
と
し
て
規
律
す

る
こ
と
に
し
た
、
と
さ
れ
て
い
る
（
163
）。
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二

そ
の
後
審
議
で
は
と
く
に
異
議
が
出
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
民
訴
法
改
正
に
関
す
る
一
八
九
八
年
五
月
一
七
日
法
（
以
下
、
一
八
九
八
年
民

訴
法
改
正
法
と
す
る
）
が
成
立
す
る
に
い
た
っ
た
（
164
）。

一
八
九
八
年
民
訴
法
改
正
法
九
一
番
、
一
八
九
番
の
規
定
は
、
民
訴
法
改
正
法
連
邦
参
議
院
・

帝
国
議
会
提
出
草
案
民
訴
法
八
一
番
、
一
七
二
番
と
ま
っ
た
く
同
一
の
規
定
で
あ
る
。

こ
う
し
て
誕
生
し
た
の
が
一
八
九
八
年
の
改
正
民
訴
法
で
あ
る
（
165
）。

二
九
三
条
ｆ
条
は
三
二
八
条
と
な
り
、
一
八
七
七
年
民
訴
法
六
六
一
条
二
項
の

改
正
に
つ
い
て
は
、
六
六
一
条
が
六
六
〇
条
と
と
も
に
七
二
三
条
、
七
二
二
条
に
移
動
し
た
こ
と
に
と
も
な
い
、
七
二
三
条
二
項
に
お
い
て
な
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
以
上
の
よ
う
に
、
一
八
九
八
年
改
正
民
訴
法
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
の
新
し
い
外
国
判
決
承
認
執
行
制
度
が
誕
生
す
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

【
一
八
九
八
年
改
正
民
訴
法
】

三
二
八
条
　
（1）

外
国
裁
判
所
の
判
決
は
、
以
下
の
場
合
に
は
承
認
さ
れ
な
い
。

①
ド
イ
ツ
法
に
よ
る
と
判
決
国
の
い
か
な
る
裁
判
所
に
も
管
轄
が
存
し
な
い
場
合

②
敗
訴
し
た
被
告
が
ド
イ
ツ
人
で
あ
り
、
か
つ
応
訴
し
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
訴
訟
開
始
の
呼
出
も
し
く
は
命
令
が
、
判
決
国
内
で
本
人
に
送
達
さ

れ
ず
、
ま
た
は
ド
イ
ツ
司
法
共
助
の
付
与
に
よ
り
送
達
さ
れ
な
か
っ
た
場
合

③
判
決
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
人
当
事
者
の
不
利
に
な
る
か
た
ち
で
、
民
法
施
行
法
一
三
条
一
項
三
項
、
一
七
条
、
一
八
条
、
二
二
条
の
規
定
、
あ
る
い
は

一
三
条
一
項
に
関
係
す
る
同
法
二
七
条
の
規
定
の
一
部
と
抵
触
す
る
と
き
、
ま
た
は
同
法
八
条
三
項
に
該
当
す
る
事
例
に
お
い
て
、
死
亡
宣
告
が
出
さ

れ
た
外
国
人
の
妻
の
不
利
に
な
る
か
た
ち
で
同
法
一
三
条
二
項
に
抵
触
す
る
場
合

④
外
国
判
決
の
承
認
が
善
良
の
風
俗
ま
た
は
ド
イ
ツ
法
の
目
的
と
抵
触
す
る
場
合

⑤
相
互
の
保
証
が
な
い
こ
と

（2）

本
条
五
号
は
、
外
国
判
決
が
財
産
上
の
請
求
に
関
す
る
も
の
で
は
な
く
、
か
つ
ド
イ
ツ
法
に
よ
る
と
ド
イ
ツ
に
裁
判
籍
が
存
し
な
い
場
合
に
は
、
当
該

外
国
判
決
の
承
認
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

六
五



外
国
判
決
「
自
動
承
認
」
制
度
の
意
義
（
下
）

六
六

七
二
二
条
　
（1）

外
国
裁
判
所
の
判
決
に
基
づ
く
強
制
執
行
は
、
執
行
判
決
に
よ
り
執
行
が
許
さ
れ
る
こ
と
を
宣
言
し
た
場
合
に
限
り
、
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

（2）

執
行
判
決
を
求
め
る
訴
え
は
、
債
務
者
の
普
通
裁
判
籍
、
所
在
地
の
区
裁
判
所
、
ま
た
は
地
方
裁
判
所
が
管
轄
し
、
普
通
裁
判
籍
が
な
い
と
き
は
、
第

二
三
条
に
よ
り
債
務
者
に
対
し
て
訴
え
を
適
す
る
こ
と
が
で
き
る
区
裁
判
所
ま
た
は
地
方
裁
判
所
が
管
轄
す
る
。

七
二
三
条
　
（1）

執
行
判
決
は
裁
判
が
法
律
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
審
査
し
な
い
で
す
る
も
の
と
す
る
。

（2）

執
行
判
決
は
外
国
判
決
が
判
決
国
法
に
よ
る
と
確
定
し
た
場
合
に
お
い
て
、
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

（3）

判
決
の
承
認
が
第
三
二
八
条
に
よ
り
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
は
執
行
判
決
は
な
さ
れ
な
い
。

第
四
節
　
小
括

以
上
、
外
国
判
決
承
認
規
定
が
、G

eb
h

ard

に
よ
り
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
二
草
案
に
規
定
さ
れ
て
か
ら
、
最
終
的
に
一
八
九
八
年
改
正
民
訴
法
に
規

定
さ
れ
る
ま
で
を
み
て
き
た
。
そ
れ
で
は
こ
こ
で
、
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
二
草
案
に
お
け
る
承
認
規
定
と
、
そ
れ
以
後
の
草
案
、
す
な
わ
ち
第
一
草
案
、

第
二
草
案
、
そ
し
て
一
八
九
八
年
民
訴
法
に
お
け
る
承
認
規
定
と
の
間
に
は
、
ど
の
よ
う
な
同
一
点
お
よ
び
相
違
点
が
あ
り
、
そ
の
際
に
は
い
か
な

る
議
論
が
な
さ
れ
て
い
た
の
か
、
本
稿
と
の
関
係
で
問
題
と
な
る
点
に
つ
い
て
ま
と
め
て
み
た
い
。

第
一
に
、
外
国
判
決
承
認
制
度
が
お
か
れ
る
法
典
に
つ
い
て
で
あ
る
。
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
二
草
案
に
お
い
て
は
、
外
国
判
決
承
認
規
定
は
国
際
私

法
の
一
規
定
と
し
て
規
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
第
一
草
案
ま
で
は
引
き
継
が
れ
る
。
し
か
し
、
第
二
草
案
以
降
は
民
訴
法
に
規
定
す
べ
き
で
あ
る

と
さ
れ
、
こ
れ
が
一
八
九
八
年
民
訴
法
ま
で
引
き
継
が
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
民
法
典
制
定
第
二
委
員
会
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
議
論
が
な
さ

れ
て
い
な
い
。
た
だ
、
民
訴
法
六
六
一
条
二
項
へ
の
規
定
を
創
設
す
る
と
い
う
点
と
ひ
と
く
く
り
に
さ
れ
て
、
変
更
の
動
議
が
採
択
さ
れ
る
の
み
で

あ
っ
た
（
166
）。
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第
二
に
、
承
認
さ
れ
た
外
国
判
決
の
効
果
に
つ
い
て
で
あ
る
。
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
二
草
案
に
お
い
て
は
、
外
国
判
決
の
効
果
に
関
す
る
規
定
が
承

認
要
件
と
し
て
創
設
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
規
定
は
第
一
草
案
ま
で
は
維
持
さ
れ
た
も
の
の
、
第
二
草
案
以
降
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、

外
国
判
決
の
効
果
が
判
決
国
法
に
よ
っ
て
決
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
り
規
定
を
お
く
必
要
は
な
い
と
さ
れ
、
他
方
、
判
決
国
法
で
認
め
ら
れ
る
外
国

判
決
の
効
果
の
範
囲
を
内
国
法
に
よ
っ
て
制
限
す
る
こ
と
は
、
と
く
に
準
拠
法
を
外
国
法
と
し
て
判
断
し
て
い
る
場
合
に
関
し
て
は
議
論
の
余
地
が

あ
る
と
し
て
、
い
ず
れ
に
し
て
も
規
律
が
見
送
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
（
167
）。

第
三
に
、
公
序
要
件
に
つ
い
て
で
あ
る
。
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
二
草
案
に
お
い
て
は
、
執
行
要
件
に
お
い
て
掲
げ
ら
れ
て
い
た
公
序
要
件
よ
り
も
よ

り
詳
細
な
公
序
要
件
を
掲
げ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
一
八
七
七
年
民
訴
法
六
六
一
条
に
お
い
て
は
内
国
に
お
け
る
強
制
が
許
さ
れ
な
い
行
為
の
み
を

拒
絶
事
由
と
し
て
い
た
が
、
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
二
草
案
で
は
外
国
法
上
の
私
罰
を
拒
絶
す
る
と
共
に
、
一
般
的
公
序
条
項
お
よ
び
内
国
人
保
護
条
項

を
創
設
し
て
い
た
。
か
か
る
公
序
条
項
に
関
し
て
は
そ
の
後
も
お
お
よ
そG

eb
h

ard

の
議
論
が
支
持
さ
れ
、
私
罰
に
つ
い
て
は
削
除
さ
れ
た
も
の
の
、

残
る
一
般
的
公
序
条
項
お
よ
び
内
国
人
保
護
条
項
に
つ
い
て
は
、
第
一
草
案
以
降
も
維
持
さ
れ
て
い
た
（
168
）。

第
四
に
、
相
互
性
要
件
に
つ
い
て
で
あ
る
。
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
二
草
案
で
は
、
承
認
に
関
し
て
は
相
互
性
は
必
要
が
な
い
と
し
て
、
承
認
要
件
と

し
て
は
相
互
性
を
必
要
と
し
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
第
一
草
案
に
お
い
て
相
互
性
要
件
が
採
用
さ
れ
、
こ
れ
が
第
二
草
案
以
降
も
維
持
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
は
、G

eb
h

ard

の
承
認
と
執
行
の
本
質
に
さ
か
の
ぼ
る
議
論
に
対
し
て
は
理
解
が
示
さ
れ
た
も
の
の
、
相
互
性
の
よ
う
な

政
治
的
要
素
の
強
い
要
件
に
つ
い
て
は
と
く
に
、
す
で
に
存
在
す
る
民
訴
法
要
件
と
は
異
な
る
判
断
は
控
え
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
意
見
が
出
さ
れ
、

ま
たG

eb
h

ard

が
指
摘
す
る
よ
う
な
導
入
に
よ
り
生
じ
る
実
際
的
問
題
は
、
別
途
解
決
が
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
結
果
と
し
て
導
入

が
決
定
さ
れ
た
（
169
）。

そ
し
て
そ
の
後
は
議
論
が
な
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
一
八
九
八
年
民
訴
法
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。六

七
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決
「
自
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」
制
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（
下
）

六
八

以
上
が
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
草
案
以
降
、
民
訴
法
三
二
八
条
に
い
た
る
ま
で
の
議
論
で
あ
っ
た
。
次
章
に
お
い
て
は
、
か
か
る
検
討
を
も
と
に
、
外
国

判
決
「
自
動
承
認
」
制
度
の
意
義
―
―
特
別
な
手
続
を
必
要
と
し
な
い
承
認
制
度
の
意
義
―
―
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

注

（
107
）

H
a

r
tw

ie
g,a.a.O

.（F
n

.19
）S.31 ,

H
a

r
tw

ie
g
/K

o
r
k

is
c
h

,a.a.O
.（F

n
.19

）S.147 ff.

（
108
）

H
a

r
tw

ie
g
/K

o
r
k

is
c
h

,
a.a.O

.（F
n

.
19

）S.150 .

な
お
、
一
九
九
〇
年
に
、Jakob

s/S
ch

u
b

ert

の
手
に
よ
り
、
主
と
し
てH

artw
ieg/K

orkisch

の
資
料
集
を
補
完

す
る
も
の
と
し
て
、
資
料
集
成
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
（H
o
r
s
t

H
e
in

r
ic

h
J
a

k
o
b
s
/

W
e
r
n

e
r

S
c
h

u
b
e
r
t

﹇H
rsg.

﹈,D
ie

B
eratu

n
g

d
es

B
ü

rgerlich
en

G
eset-

zbu
ch

s
in

system
atisch

er
Z

u
sam

m
en

stellu
n

g
d

er
u

n
veröffen

tlich
en

Q
ellen

,
E

in
fü

h
ru

n
gsgesetz

zu
m

B
ü

rgerlich
en

G
esetzbu

ch
u

n
d

N
eben

ge-

setze,

（B
erlin

/
N

ew
Y

ork,1990

）.

な
お
こ
の
点
に
つ
き
、
児
玉
＝
大
中
・
前
掲
（
注
18
）
xv
頁
以
下
参
照
）。
そ
の
た
め
、Jakobs/S

ch
u

bert,a.a.O
.S

.255 ff.

に

お
い
て
も
、
議
事
録
を
参
照
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
109
）

な
お
、
草
案
三
七
条
二
項
「
外
国
裁
判
所
の
判
決
に
承
認
は
拒
絶
さ
れ
る
（D

em
U

treile
ein

es
au

slän
d

isch
en

G
erich

tes
ist

d
ie

A
n

erken
n

u
n

g
versagt.

）」

か
ら
、「
外
国
判
決
の
承
認
は
拒
絶
さ
れ
る
（D

ie
A

n
erken

n
u

n
g

d
es

U
rteils

ein
es

au
slän

d
isch

en
G

erich
tes

ist
au

sgesch
lossen

.

）」
へ
と
変
更
さ
れ
た
。

H
a

r
tw

ie
g
/K

o
r
k

is
c
h

,a.a.O
.（F

n
.19

）S.151 .

（
110
）

な
お
、
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
二
草
案
三
六
条
に
つ
い
て
は
、
一
項
に
つ
い
て
は
、
学
説
対
立
が
あ
る
の
み
で
あ
り
、
実
務
上
立
法
判
断
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
く
、
規
定
の
必
要
が
な
い
と
指
摘
さ
れ
、
ま
た
二
項
に
つ
い
て
は
、
外
国
訴
訟
開
始
が
内
国
で
効
力
を
持
つ
の
は
当
該
外
国
に
お
い
て
下
さ
れ
た
判
決
が
内
国
で

承
認
さ
れ
る
と
き
に
限
ら
れ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
争
い
が
な
く
、
規
定
の
必
要
が
な
い
と
し
て
、
結
局
三
六
条
全
体
が
削
除
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た

（H
a

r
tw

ie
g
/K

o
r
k

is
c
h

,a.a.O
.（F

n
.19

）S.144 f.

）。

（
111
）

H
a

r
tw

ie
g
/K

o
r
k

is
c
h

,a.a.O
.（F

n
.19

）S.150 .

（
112
）

H
a

r
tw

ie
g
/K

o
r
k

is
c
h

,a.a.O
.（F

n
.19

）S.151 .

（
113
）

な
お
、
こ
の
点
は
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
草
案
の
理
由
書
と
は
異
な
る
。
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
草
案
理
由
書
に
お
い
て
は
、
訴
訟
国
法
と
実
体
準
拠
法
と
の
相
克
が
問
題
と
な
り
、
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判
決
の
効
力
を
決
す
る
法
律
は
い
っ
た
ん
訴
訟
遂
行
に
つ
い
て
権
限
を
認
め
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
で
下
さ
れ
た
判
決
も
訴
訟
法
国
の
法
に
従
っ
て
判
断
さ
れ
る
べ
き

と
す
る
の
で
あ
る
。

（
114
）

H
a

r
tw

ie
g
/K

o
r
k

is
c
h

,a.a.O
.（F

n
.19

）S.151 .

（
115
）

H
a

r
tw

ie
g
/K

o
r
k

is
c
h

,a.a.O
.（F

n
.19

）S.148 .

（
116
）

H
a

r
tw

ie
g
/K

o
r
k

is
c
h

,a.a.O
.（F

n
.19

）S.151 .

こ
の
点
、
本
規
定
を
、
民
訴
法
六
六
一
条
二
号
の
規
定
同
様
、「
当
該
判
決
が
強
制
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
義
務
を
伴
う
行
為
を
要
求
す
る
場
合
」
に
変
更
す
べ
き
と

す
る
案
、
ま
た
、
審
議
の
過
程
で
、「
判
決
が
確
認
し
た
法
律
関
係
あ
る
い
は
義
務
が
、
公
序
に
反
す
る
場
合
」
と
の
案
が
提
出
さ
れ
た
（H

a
r
tw

i
e
g

/K
o

r
k

i
s
c
h

,

a.a.O
.（F

n
.
19

）S.151

）。
し
か
し
、
前
者
の
動
議
で
も
あ
る
民
訴
法
六
六
一
条
二
項
を
越
え
た
公
序
規
定
を
採
用
す
る
こ
と
が
決
さ
れ
、
前
者
の
動
議
が
却
下
さ
れ
た

結
果
、
中
庸
的
と
も
い
え
る
後
者
の
動
議
も
、
い
ず
れ
に
せ
よ
実
質
的
再
審
査
禁
止
原
則
に
全
く
触
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
以
上
、
そ
の
意
義
が
少
な
い

も
の
と
な
っ
た
と
さ
れ
、
却
下
さ
れ
て
い
る
（H

a
r
tw

ie
g
/K

o
r
k

is
c
h

,a.a.O
.（F

n
.19

）S.152

）。

（
117
）

H
a

r
tw

ie
g
/K

o
r
k

is
c
h

,a.a.O
.（F

n
.19

）S.152 .

（
118
）

eben
d

a.

（
119
）

eben
d

a.

（
120
）

H
a

r
tw

ie
g
/K

o
r
k

is
c
h

,a.a.O
.（F

n
.19

）S.148 .

（
121
）

N
ie

m
e
y

e
r,a.a.O

.（F
n

.19

）S.13 .

第
一
委
員
会
に
お
い
て
も
こ
れ
ら
の
規
定
は
若
干
の
文
言
の
修
正
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
ら
れ
（H

a
r
tw

ie
g
/

K
o
r
k

is
c
h

,a.a.O
.（F

n
.19

）,S
.80 ff.

）、
第
一
草
案
二
条
一
項
お
よ
び
三
項
と
し
て
規
定
さ
れ
た
（a.a.O

.S
.179

）。

（
122
）

H
a

r
tw

ie
g
/K

o
r
k

is
c
h

,a.a.O
.（F

n
.19

）S.152 f.

（
123
）

H
a

r
tw

ie
g
/K

o
r
k

is
c
h

,a.a.O
.（F

n
.19

）S.148 f.

（
124
）

H
a

r
tw

ie
g
/K

o
r
k

is
c
h

,a.a.O
.（F

n
.19

）S.153 .

（
125
）

eben
d

a.

（
126
）

H
a

r
tw

ie
g
/K

o
r
k

is
c
h

,a.a.O
.（F

n
.19

）S.153 f.

（
127
）

H
a

r
tw

ie
g
/K

o
r
k

is
c
h

,a.a.O
.（F

n
.19

）S.154 .

（
128
）

H
a

r
tw

ie
g
/K

o
r
k

is
c
h

,
a.a.O

.（F
n

.
19

）S.182 f.

第
一
草
案
の
国
際
私
法
に
関
す
る
部
分
に
つ
い
て
当
時
は
公
表
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
点
に
つ
い
て
は
、
注

六
九
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（
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七
〇

19
参
照
。
第
一
委
員
会
審
議
終
了
後
の
一
八
八
七
年
一
二
月
二
七
日
に
、
委
員
会
議
長
は
ラ
イ
ヒ
宰
相
（R

eich
skan

zler

）
ビ
ス
マ
ル
ク
に
対
し
て
草
案
を
送
っ
て
い

る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
書
簡
に
は
、
国
際
私
法
の
部
分
に
つ
い
て
は
公
表
を
控
え
て
ほ
し
い
旨
の
記
述
が
あ
る
（s.

H
a

r
tw

ie
g
/K

o
r
k

is
c
h

,a.a.O
.S

.177 f.

）。

も
っ
と
も
、
第
一
草
案
は
、
そ
の
後
の
第
二
委
員
会
の
原
案
と
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
第
二
委
員
会
議
事
録
（A

c
h

ille
s
/G

e
b

h
a

r
d

/S
p

a
h

n

﹇b
earb

.

﹈,P
ro-

tokolle
d

er
K

om
m

ission
fü

r
d

ie
zw

eite
L

esu
n

g
d

es
E

n
tw

u
rfs

d
es

B
ü

rgerlich
en

G
esetzbu

ch
s,

Im
A

u
ftrage

d
es

R
eich

es=
Ju

stizam
ts,

（B
erlin

,

1899

）,S
.11 f.

）
に
お
い
て
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
129
）

こ
こ
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
国
際
私
法
の
各
条
文
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
（H

a
r
tw

ie
g
/K

o
r
k

is
c
h

,a.a.O
.（F

n
.19

）S.180 f.

）。

【
民
法
第
一
草
案
】

八
条
　
（1）

婚
姻
は
、
各
婚
姻
当
事
者
の
本
国
法
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
。

（2）

婚
姻
の
方
式
は
、
も
っ
ぱ
ら
婚
姻
が
締
結
さ
れ
る
地
の
法
律
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
。

一
〇
条
　
（1）

婚
姻
の
解
消
は
、
婚
姻
解
消
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
が
生
じ
た
時
点
の
、
夫
の
本
国
法
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
。

（2）

離
婚
と
別
居
は
、
離
婚
ま
た
は
別
居
の
訴
え
を
提
起
す
る
時
点
の
、
夫
の
本
国
法
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
。

（3）

夫
が
他
国
の
国
籍
を
有
し
て
い
た
時
期
に
生
じ
た
事
実
は
、
そ
の
事
実
が
当
該
国
の
法
に
よ
っ
て
も
離
婚
原
因
ま
た
は
別
居
原
因
で
あ
る
場
合
に

限
り
、
離
婚
原
因
ま
た
は
別
居
原
因
と
し
て
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（4）

離
婚
お
よ
び
別
居
に
つ
い
て
ド
イ
ツ
裁
判
所
は
、
外
国
法
が
適
用
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
訴
え
が
ド
イ
ツ
法
に
よ
っ
て
も
な
お
基
礎
付
け
ら

れ
る
場
合
に
そ
の
限
り
で
の
み
、
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

準
拠
法
と
な
る
外
国
法
に
よ
る
と
離
婚
で
は
な
く
、
別
居
の
み
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
民
法
一
四
四
〇
条
三
項
の
規
定
は
適
用
さ
れ
な
い
。

一
三
条
　
子
の
嫡
出
性
は
、
母
と
な
る
者
の
夫
の
子
の
出
生
当
時
の
本
国
法
、
夫
が
子
の
出
生
時
に
死
亡
し
て
い
た
場
合
に
は
最
後
の
本
国
法
に
よ
っ
て
判
断
さ

れ
る
。

一
四
条
　
（1）

非
嫡
出
子
の
認
知
は
、
父
と
の
関
係
で
は
父
の
、
子
と
の
関
係
で
は
子
の
認
知
当
時
の
本
国
法
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
。

（2）

嫡
出
宣
言
（E

h
elich

keitserkläru
n

g

）
は
父
の
本
国
に
認
め
ら
れ
る
。
宣
言
に
必
要
な
方
式
に
つ
い
て
も
も
っ
ぱ
ら
当
該
国
の
法
が
定
め
る
。

（3）

認
知
の
効
果
は
、
父
の
認
知
当
時
の
本
国
法
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
。

（4）

第
一
項
な
い
し
第
三
項
の
規
定
は
、
養
子
縁
組
に
準
用
さ
れ
る
。

一
六
条
　
（1）

夫
が
ラ
イ
ヒ
国
籍
を
喪
失
し
た
が
、
そ
の
妻
が
ラ
イ
ヒ
国
籍
を
有
し
続
け
て
い
る
場
合
、
九
条
お
よ
び
一
〇
条
一
項
な
い
し
三
項
の
規
定
に
よ
る
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と
外
国
法
が
準
拠
法
と
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
当
該
外
国
法
で
は
な
く
、
ド
イ
ツ
法
が
適
用
さ
れ
る
。

（2）

両
親
の
一
方
が
ラ
イ
ヒ
国
籍
を
喪
失
し
、
そ
の
嫡
出
子
が
ラ
イ
ヒ
国
籍
を
有
し
続
け
て
い
る
場
合
、
一
三
条
お
よ
び
一
五
条
の
規
定
に
よ
る
と
外

国
法
が
準
拠
法
と
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
当
該
外
国
法
で
は
な
く
、
ド
イ
ツ
法
が
適
用
さ
れ
る
。

（
130
）

H
a

r
tw

ie
g,a.a.O

.（F
n

.19

）S.37 f.

（
131
）

H
a

r
tw

ie
g,a.a.O

.（F
n

.19

）S.37 .

（
132
）

A
c
h

ille
s
/G

e
b

h
a

r
d

/S
p

a
h

n
,

a.a.O
.（F

n
.
128

）S.86 .

第
二
委
員
会
の
審
議
録
は
、
国
際
私
法
部
分
も
他
の
民
法
部
分
と
同
様
に
公
表
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、J

a
k

o
b
s
/S

c
h

u
b
e
r
t,a.a.O

.（F
n

.108

）S.298 ff.

に
も
採
録
さ
れ
て
い
る
。

（
133
）

A
c
h

ille
s
/G

e
b
h

a
r
d

/S
p

a
h

n
,a.a.O

.（F
n

.128

）S.89 .

（
134
）

A
c
h

ille
s
/G

e
b
h

a
r
d

/S
p

a
h

n
,a.a.O

.（F
n

.128

）S.86 .

（
135
）

A
c
h

ille
s
/G

e
b
h

a
r
d

/S
p

a
h

n
,

a.a.O
.（F

n
.
128

）S.87 .

こ
の
点
、
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
草
案
で
は
、
渉
外
訴
訟
に
お
け
る
実
体
法
（
当
該
法
律
関
係
に
適
用
さ
れ
る
準

拠
実
質
法
）
と
訴
訟
法
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
国
に
属
す
る
た
め
に
生
じ
る
問
題
は
、
裁
判
官
が
当
該
裁
判
に
対
し
て
判
断
を
下
す
権
限
を
与
え
ら
れ
た
以
上
、
当
該
判

決
が
、
判
決
国
に
お
い
て
い
か
な
る
意
味
を
付
与
さ
れ
る
か
を
基
準
に
判
断
す
る
、
と
い
う
意
味
に
お
い
て
判
決
国
法
と
定
め
ら
れ
て
い
た
（N

ie
m

e
y

e
r,

a.a.O
.

（F
n

.19

）S.264 f.

）。
こ
こ
で
は
準
拠
実
体
法
と
裁
判
国
訴
訟
法
と
の
す
り
合
わ
せ
は
判
決
国
に
お
い
て
す
で
に
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
第
二
委
員
会
審
議
に
お
い

て
は
、
判
決
国
を
基
準
と
す
る
と
い
い
な
が
ら
も
準
拠
実
体
法
が
内
国
法
で
あ
る
か
否
か
を
問
題
と
し
て
お
り
、
こ
の
点
でG

eb
h

ard

の
所
説
と
は
理
解
が
異
な
る
も

の
と
に
思
わ
れ
る
。

（
136
）

A
c
h

ille
s
/G

e
b
h

a
r
d

/S
p

a
h

n
,a.a.O

.（F
n

.128

）S.87 .

（
137
）

eben
d

a.

（
138
）

eben
d

a.

（
139
）

第
一
草
案
二
四
条
は
、「
外
国
法
は
、
そ
の
適
用
が
善
良
な
風
俗
あ
る
い
は
公
の
秩
序
に
反
す
る
場
合
に
は
、
適
用
が
な
さ
れ
な
い
」
と
規
定
す
る
。s.

A
c
h

ille
s
/

G
e
b
h

a
r
d

/S
p

a
h

n
,a.a.O

.（F
n

.128

）S.10 .

（
140
）

A
c
h

ille
s
/G

e
b
h

a
r
d

/S
p

a
h

n
,a.a.O

.（F
n

.128

）S.88 .

（
141
）

eben
d

a.

（
142
）

A
c
h

ille
s
/G

e
b
h

a
r
d

/S
p

a
h

n
,a.a.O

.（F
n

.128

）S.88 f.

七
一
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七
二

（
143
）

A
c
h

ille
s
/G

e
b
h

a
r
d

/S
p

a
h

n
,a.a.O

.（F
n

.128

）S.89 .

（
144
）

邦
訳
は
児
玉
＝
大
中
・
前
掲
（
注
18
）ｘ
頁
に
よ
っ
た
。

（
145
）

H
a

r
tw

ie
g,a.a.O

.（F
n

.19

）S.38 .

第
二
委
員
会
決
議
暫
定
集
成
の
条
文
に
つ
い
て
は
、J

a
k

o
b
s
/S

c
h

u
b
e
r
t,a.a.O

.（F
n

.108

）S.300 ff.

参
照
。

（
146
）

J
a

k
o
b
s
/S

c
h

u
b
e
r
t,a.a.O

.（F
n

.108

）S.305 .

（
147
）

な
お
、
第
二
委
員
会
決
議
暫
定
集
成
の
審
議
過
程
に
お
い
て
は
、
掲
げ
ら
れ
た
国
際
私
法
の
規
定
に
よ
る
と
ド
イ
ツ
（
実
質
）
法
が
適
用
さ
れ
る
よ
う
な
事
例
に
お

い
て
、
当
該
外
国
判
決
が
ド
イ
ツ
人
の
不
利
に
な
る
よ
う
な
か
た
ち
で
ド
イ
ツ
法
を
適
用
し
な
か
っ
た
場
合
、
と
い
う
狭
め
た
規
定
に
す
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
も
あ

っ
た
と
付
記
さ
れ
て
い
る
（J

a
k

o
b
s
/S

c
h

u
b
e
r
t,

a.a.O
.（F

n
.
108

）S.305

）。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
規
定
を
設
け
た
場
合
に
は
、
実
際
に
公
序
が
発
動
さ
れ
る
場
面

が
非
常
に
限
ら
れ
て
し
ま
う
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
ド
イ
ツ
人
と
本
国
法
に
よ
る
と
婚
姻
能
力
の
あ
る
外
国
人
の
間
に
お
け
る
、
決
議
暫
定
集
成
一
〇
条
に
よ
る
と
有
効
で
あ
る
よ
う
な
婚
姻
を
念
頭
に
お

く
こ
と
と
す
る
。
外
国
裁
判
所
が
こ
の
妻
の
婚
姻
能
力
を
、
本
国
法
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
婚
姻
能
力
を
否
定
す
る
婚
姻
挙
行
地
法
に
よ
っ
て
判
断
し
た
が
ゆ
え
に
、

こ
の
婚
姻
を
無
効
で
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
、
決
議
暫
定
草
案
の
形
式
で
あ
れ
ば
承
認
が
拒
絶
さ
れ
る
が
、
問
題
と
さ
れ
る
規
定
形
式
で
あ
れ
ば
、
決
議
暫
定
草
案
一

〇
条
に
よ
る
と
そ
も
そ
も
ド
イ
ツ
（
実
質
）
法
が
適
用
さ
れ
な
い
よ
う
な
事
例
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
、
承
認
が
拒
絶
さ
れ
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の

点
に
つ
き
、J

a
k

o
b
s
/S

c
h

u
b
e
r
t,eben

d
a.

（
148
）

H
a

r
tw

ie
g,a.a.O

.（F
n

.19

）S.38 .

（
149
）

A
c
h

ille
s
/G

e
b
h

a
r
d

/S
p

a
h

n
,a.a.O

.（F
n

.128

）S.228 .

（
150
）

邦
訳
は
、
児
玉
＝
大
中
・
前
掲
（
注
18
）ｘ
頁
に
よ
っ
た
。

（
151
）

編
集
会
議
決
議
暫
定
集
成
一
条
か
ら
三
〇
条
が
、
そ
の
ま
ま
、
第
二
草
案
二
二
三
六
条
か
ら
二
二
六
五
条
に
振
り
替
え
ら
れ
て
い
る
。J

a
k

o
b

s
/S

c
h

u
b

e
r
t,

a.a.O
.

（F
n

.
108

）S.305 ff.

に
お
い
て
は
、
第
二
草
案
の
条
文
番
号
で
見
出
し
が
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
編
集
会
議
決
議
暫
定
集
成
の
条
文
番
号
は
か
っ
こ
内
に
示
さ
れ
て
い
る

（
よ
っ
て
本
文
中
、
二
九
三
条
ｆ
条
の
内
容
と
し
て
掲
げ
ら
れ
る
四
号
要
件
の
条
文
番
号
は
第
二
草
案
の
も
の
で
あ
る
）。

（
152
）

J
a

k
o
b
s
/S

c
h

u
b
e
r
t,

a.a.O
.（F

n
.
108

）S.310 ff.

児
玉
＝
大
中
・
前
掲
（
注
18
）xi
頁
参
照
。
こ
の
修
正
第
二
草
案
に
お
い
て
は
、
本
文
に
お
い
て
紹
介
し
た
よ
う

な
第
二
委
員
会
決
議
暫
定
集
成
、
編
集
会
議
決
議
暫
定
集
成
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
外
国
判
決
承
認
に
関
す
る
記
述
は
み
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
（v

g
l.

J
a

k
o
b
s
/S

c
h

u
b
e
r
t,a.a.O

.（F
n

.108

）S.313

）。

（
153
）

J
a

k
o
b
s
/S

c
h

u
b
e
r
t,

a.a.O
.（F

n
.
108

）S.1123 f.

条
文
内
容
は
―
―
四
号
要
件
で
引
用
さ
れ
る
国
際
私
法
規
定
の
番
号
が
、
引
用
先
で
あ
る
国
際
私
法
本
体
の
条



西
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文
番
号
の
ず
れ
に
伴
い
変
更
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
除
き
―
―
第
二
草
案
と
同
様
で
あ
る
。

（
154
）

J
a

k
o
b
s
/S

c
h

u
b
e
r
t,a.a.O

.（F
n

.108

）S.1139 f.

（
155
）

J
a

k
o
b
s
/S

c
h

u
b
e
r
t,a.a.O

.（F
n

.108

）S.1158 f.

（
156
）

J
a

k
o
b
s
/S

c
h

u
b
e
r
t,a.a.O

.（F
n

.108

）S.1205 .

（
157
）

J
a

k
o
b
s
/S

c
h

u
b
e
r
t,a.a.O

.（F
n

.108

）S.1194
u

.1205 .

な
お
、
民
訴
法
等
の
改
正
に
関
す
る
改
正
法
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

【
民
訴
法
等
に
関
す
る
改
正
法
】

三
三．

二
九
三
条
以
下
に
次
の
規
定
を
お
く
。（
中
略
）

二
九
三
条
g
条
　
外
国
裁
判
所
の
判
決
は
、
以
下
の
場
合
に
は
承
認
さ
れ
な
い
。

①
ド
イ
ツ
法
に
よ
る
と
外
国
裁
判
所
が
属
す
る
国
の
い
か
な
る
裁
判
所
に
も
管
轄
が
存
し
な
い
場
合

②
敗
訴
し
た
被
告
が
ド
イ
ツ
人
で
あ
り
、
か
つ
応
訴
し
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
訴
訟
開
始
の
呼
出
も
し
く
は
命
令
が
判
決
国
に
お
い
て
本
人
に
送
達
さ

れ
ず
、
ま
た
ド
イ
ツ
司
法
共
助
の
付
与
を
通
じ
て
も
送
達
さ
れ
な
か
っ
た
場
合

③
判
決
に
お
い
て
、
民
法
施
行
法
一
二
条
一
項
お
よ
び
三
項
、
一
六
条
、
一
七
条
、
二
一
条
、
一
二
条
一
項
に
関
連
す
る
二
六
条
の
部
分
の
規
定
に
ド
イ
ツ

人
当
事
者
の
不
利
に
な
る
か
た
ち
で
抵
触
し
、
ま
た
は
同
法
六
条
三
項
に
死
亡
宣
告
さ
れ
た
外
国
人
の
妻
の
不
利
に
な
る
か
た
ち
で
抵
触
す
る
場
合

④
判
決
の
承
認
が
善
良
の
風
俗
ま
た
は
ド
イ
ツ
法
の
目
的
に
反
す
る
場
合

⑤
相
互
性
が
保
証
さ
れ
て
い
な
い
場
合

八
七．

民
訴
法
六
六
一
条
二
項
に
、
次
の
規
定
を
お
く
。

執
行
判
決
は
、
外
国
裁
判
所
の
判
決
が
こ
の
裁
判
所
に
適
用
さ
れ
る
法
に
よ
る
と
確
定
力
を
得
て
い
な
い
と
き
に
は
下
さ
れ
な
い
。

執
行
判
決
は
、
当
該
判
決
の
承
認
が
二
九
三
条
g
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
な
い
と
き
に
は
下
さ
れ
な
い
。

（
158
）

J
a

k
o
b
s
/S

c
h

u
b
e
r
t,a.a.O

.（F
n

.108

）S.1257
u

.1323 ff.

以
下
の
よ
う
な
規
定
で
あ
る
。

【
民
訴
法
改
正
法
の
基
本
原
則
】

民
訴
法
二
九
三
条
f
条
　
（1）

外
国
裁
判
所
の
判
決
は
、
以
下
の
場
合
に
は
承
認
さ
れ
な
い
。

①
ド
イ
ツ
法
に
よ
る
と
外
国
裁
判
所
が
属
す
る
国
の
い
か
な
る
裁
判
所
に
も
管
轄
が
存
し
な
い
場
合

②
敗
訴
し
た
被
告
が
ド
イ
ツ
人
で
あ
り
、
か
つ
応
訴
し
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
訴
訟
開
始
の
呼
出
も
し
く
は
命
令
が
判
決
国
に

七
三
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七
四

お
い
て
本
人
に
送
達
さ
れ
ず
、
ま
た
ド
イ
ツ
司
法
共
助
の
付
与
を
通
じ
て
も
送
達
さ
れ
な
か
っ
た
場
合

③
判
決
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
人
当
事
者
の
不
利
に
な
る
か
た
ち
で
、
民
法
施
行
法
一
三
条
一
項
三
項
、
一
七
条
、
一
八
条
、
二
二
条
、

あ
る
い
は
同
法
二
七
条
の
う
ち
一
三
条
一
項
に
関
わ
る
部
分
に
抵
触
す
る
場
合
、
ま
た
は
九
条
三
項
の
事
例
に
お
い
て
、
死
亡
が

宣
言
さ
れ
た
外
国
人
の
妻
の
不
利
益
に
な
る
か
た
ち
で
一
三
条
二
項
に
抵
触
す
る
場
合

④
判
決
の
承
認
が
善
良
の
風
俗
も
し
く
は
ド
イ
ツ
法
の
目
的
に
反
す
る
場
合

⑤
相
互
性
が
保
証
さ
れ
て
い
な
い
場
合

（2）

五
号
の
規
定
は
、
二
五
条
に
よ
る
と
外
国
裁
判
所
が
属
す
る
国
の
全
体
と
し
て
の
裁
判
所
が
専
属
管
轄
を
有
す
る
場
合
、
ま
た
は

判
決
が
非
財
産
上
の
請
求
権
に
関
わ
り
か
つ
ド
イ
ツ
法
に
よ
る
と
内
国
に
裁
判
権
が
基
礎
付
け
ら
れ
な
い
よ
う
な
場
合
に
は
、
承
認

を
妨
げ
る
こ
と
は
な
い
。

六
六
一
条
二
項
　
（1）

執
行
判
決
は
、
外
国
裁
判
所
の
判
決
が
そ
の
裁
判
所
に
適
用
さ
れ
る
法
に
よ
っ
て
確
定
力
を
得
た
場
合
に
限
り
下
さ
れ
る
。

（2）

執
行
判
決
は
、
当
該
判
決
の
承
認
が
二
九
三
条
f
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
は
下
さ
れ
な
い

（
159
）
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）

第
三
章
第
二
節
第
一
項
参
照
。

（
167
）

第
三
章
第
二
節
第
二
項
参
照
。

（
168
）

ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
草
案
に
つ
い
て
は
第
二
章
第
一
節
第
四
項
お
よ
び
第
二
章
第
二
節
第
二
項
、
民
法
制
定
第
一
委
員
会
に
お
け
る
議
論
に
つ
い
て
は
第
三
章
第
一

節
第
三
項
お
よ
び
第
三
章
第
一
節
第
四
項
、
第
二
委
員
会
に
お
け
る
議
論
に
つ
い
て
は
第
三
章
第
二
節
第
三
項
を
参
照
。
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（
169
）

ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
草
案
に
つ
い
て
は
第
二
章
第
一
節
第
五
項
お
よ
び
第
二
章
第
二
節
第
三
項
、
民
法
制
定
第
一
委
員
会
に
お
け
る
議
論
に
つ
い
て
は
第
三
章
第
一

節
第
五
項
を
参
照
。

七
五



外
国
判
決
「
自
動
承
認
」
制
度
の
意
義
（
下
）

七
六

第
四
章
　
考
察

本
稿
の
目
的
は
、「
自
動
承
認
」
と
い
う
用
語
が
、
特
別
手
続
を
必
要
と
せ
ず
に
承
認
さ
れ
る
と
い
う
手
続
的
意
味
に
お
い
て
の
み
用
い
ら
れ
る

べ
き
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
特
別
手
続
が
不
要
で
あ
る
こ
と
に
加
え
、
外
国
判
決
は
当
該
外
国
で
の
確
定
時
に
わ
が
国
に
お
い
て
承
認
さ
れ
る
と
い

う
実
体
的
意
味
に
お
い
て
も
用
い
う
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
れ
を
考
察
す
る
た
め
に
、
本
稿
で
は
、
特
別
手
続
を
必
要
と
し

な
い
と
い
う
こ
と
が
何
を
意
味
す
る
の
か
、
わ
が
国
の
承
認
制
度
の
基
礎
を
形
作
っ
た
一
八
九
八
年
ド
イ
ツ
民
訴
法
三
二
八
条
の
沿
革
を
た
ど
っ
て

き
た
。

本
章
で
は
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
一
八
九
八
年
ド
イ
ツ
民
訴
法
三
二
八
条
の
沿
革
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ

と
と
し
た
い
。
具
体
的
に
は
、
ま
ず
承
認
に
対
し
て
特
別
手
続
を
必
要
と
し
な
い
と
い
う
こ
と
自
体
の
有
し
て
い
た
意
味
を
明
ら
か
に
し
（
第
一
節
）、

そ
の
上
で
、
か
か
る
承
認
制
度
の
も
と
で
は
承
認
は
当
該
外
国
で
の
確
定
時
に
わ
が
国
に
承
認
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
導
か
れ
る
の
か
（
実
体
的
意

味
に
お
け
る
自
動
承
認
）、「
自
動
承
認
」
と
い
う
用
語
の
関
係
で
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
（
第
二
節
）。

第
一
節
　
特
別
手
続
を
必
要
と
し
な
い
承
認
制
度
の
意
味

前
章
ま
で
に
お
い
て
、
承
認
制
度
は
起
草
過
程
の
端
緒
で
あ
る
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
一
草
案
に
お
い
て
す
で
に
、
当
時
存
在
し
て
い
た
外
国
判
決
執

行
制
度
の
よ
う
な
特
別
手
続
を
必
要
と
せ
ず
に
、
た
だ
承
認
に
必
要
な
要
件
の
充
足
の
み
を
求
め
る
も
の
と
し
て
、
定
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
み
て

き
た
。
そ
し
て
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、G

eb
h

ard

に
よ
る
準
備
草
案
起
草
か
ら
一
八
九
八
年
改
正
民
訴
法
に
お
け
る
三
二
八
条
制
定
に
い
た
る
ま
で
、

変
更
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
つ
ま
り
、「
特
別
手
続
を
必
要
と
し
な
い
」
点
に
つ
い
て
は
、
起
草
過
程
当
初
か
ら
そ
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の
姿
勢
は
一
貫
し
て
い
た
と
い
え
る
。
と
な
れ
ば
問
題
と
な
る
の
は
、
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
草
案
起
草
段
階
に
お
い
て
、
い
か
な
る
理
由
に
よ
り
承
認
に

は
特
別
手
続
が
必
要
と
さ
れ
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
の
か
、
で
あ
る
。

一

特
別
手
続
を
必
要
と
し
な
い
規
定
と
な
っ
た
一
番
の
理
由
は
、G

eb
h

ard

が
、
外
国
判
決
の
承
認
を
執
行
か
ら
区
別
し
た
上
で
、
国
際
私
法

の
一
環
と
し
て
議
論
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（1）

ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
一
草
案
理
由
書
に
述
べ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、G

eb
h

ard

は
、
民
法
準
備
草
案
の
う
ち
の
民
法
総
則
お
よ
び
国
際
私
法
の

部
分
の
起
草
に
携
わ
っ
て
い
た
。
実
体
的
法
律
関
係
に
対
し
て
は
、
内
国
法
の
み
な
ら
ず
外
国
法
も
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
と
し
て
、
か
か
る
実
体
的

観
点
か
ら
国
際
私
法
規
定
を
起
草
し
て
お
り
、
そ
の
延
長
上
で
、
実
体
的
法
律
関
係
が
法
廷
地
実
質
法
で
は
な
く
外
国
法
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
場

合
に
、
法
廷
地
手
続
法
と
当
該
実
体
的
法
律
関
係
に
適
用
さ
れ
る
法
と
の
齟
齬
が
問
題
と
な
る
考
え
、
規
定
を
設
け
て
い
た
。
具
体
的
に
は
、
訴
訟

開
始
と
判
決
が
実
体
的
法
律
関
係
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
決
す
る
法
に
つ
い
て
、
前
者
に
つ
き
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
草
案
三
六
条
、
後
者
に
つ
き
同
三

七
条
に
お
い
て
、
い
ず
れ
も
一
項
で
原
則
を
定
め
る
。
そ
し
て
二
項
で
は
、
法
廷
地
が
外
国
で
あ
る
場
合
、
す
な
わ
ち
外
国
の
訴
訟
係
属
と
外
国
の

判
決
が
実
体
的
法
律
関
係
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
、
定
め
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
にG

eb
h

ard

は
国
際
私
法
に
関
す
る
草
案
起
草
に
際
し
て
、「
外
国
判
決
の
承
認
」
と
い
う
狭
い
問
題
設
定
で
は
な
く
よ
り
広
く
、
判

決
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
訴
訟
手
続
が
実
体
的
法
律
関
係
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
外
国
判
決
の
承
認
の
問
題
を
俎

上
に
載
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
内
国
に
お
い
て
外
国
法
を
適
用
す
る
と
い
う
こ
と
と
、
外
国
の
判
決
を
承
認
す
る
こ
と
と
が
、
い
ず
れ

も
実
体
的
法
律
関
係
に
影
響
を
及
ぼ
す
存
在
と
し
て
ひ
と
く
く
り
に
さ
れ
、
国
際
私
法
の
問
題
と
い
う
同
じ
レ
ベ
ル
の
問
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い

る
こ
と
に
な
る
。
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
草
案
に
お
い
て
、
一
八
七
七
年
民
訴
法
六
六
一
条
の
執
行
要
件
で
求
め
ら
れ
る
よ
り
も
重
い
、
国
際
私
法
上
の
公

七
七
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七
八

序
と
同
じ
レ
ベ
ル
の
公
序
に
関
す
る
要
件
が
必
要
と
さ
れ
て
い
た
の
は
、
外
国
判
決
も
外
国
法
同
様
、
実
体
的
法
律
関
係
に
影
響
を
及
ぼ
す
存
在
と

し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
が
ゆ
え
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

（2）

こ
のG

eb
h

ard

の
見
解
は
、
一
八
八
三
年
ラ
イ
ヒ
最
高
裁
判
所
判
決
に
代
表
さ
れ
る
見
解
の
よ
う
に
、
承
認
と
執
行
を
区
別
す
る
こ
と
な
く

同
等
の
取
扱
い
―
―
相
互
性
要
件
の
定
立
―
―
を
要
求
し
よ
う
と
す
る
見
解
に
対
し
て
も
、
対
抗
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。
承
認
と
執
行
の
同
等
取

り
扱
い
を
主
張
す
る
見
解
は
、
外
国
国
家
の
と
っ
た
主
権
行
為
は
、
そ
れ
を
発
動
し
た
国
家
の
領
域
内
に
そ
の
効
力
は
限
定
さ
れ
、
現
在
の
国
際
法

の
も
と
で
は
他
国
に
お
い
て
こ
れ
を
認
め
る
義
務
は
な
い
こ
と
を
出
発
点
と
す
る
。
そ
し
て
、
外
国
判
決
が
、
当
該
外
国
国
家
が
そ
の
主
権
の
も
と

で
下
し
た
国
家
行
為
の
一
つ
で
あ
る
と
こ
ろ
、
承
認
と
執
行
は
と
も
に
、
外
国
判
決
と
い
う
国
家
行
為
を
問
題
に
し
て
取
り
扱
う
点
で
は
、
何
ら
異

な
ら
な
い
と
説
く
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、G

eb
h

ard

は
理
論
的
に
次
の
よ
う
に
反
論
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
た
し
か
に
外
国
判
決
は
外
国
国
家
行
為
で
あ
り
、
主
権
行
為
で

あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
他
方
で
、
ド
イ
ツ
は
国
際
私
法
に
お
い
て
、
外
国
法
の
適
用
を
も
認
め
て
い
る
。
外
国
制
定
法
と
い
う
外
国
国
家

の
意
思
が
わ
が
国
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
外
国
判
決
と
い
う
国
家
行
為
の
効
力
を
わ
が
国
に
お
い
て
認
め
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
、

と
。
ま
た
さ
ら
に
、
執
行
に
対
し
相
互
性
が
必
要
と
さ
れ
る
の
は
、
外
国
国
家
が
命
ず
る
執
行
命
令
に
は
内
国
執
行
機
関
に
対
す
る
命
令
的
要
素
が

欠
け
て
お
り
、
あ
く
ま
で
歩
み
寄
り
が
あ
る
場
合
に
助
力
し
よ
う
と
す
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
外
国
判
決
中
の
宣
言
的
･
決

定
的
部
分
を
承
認
す
る
に
は
、
か
か
る
歩
み
よ
り
に
依
拠
す
る
必
要
は
な
い
と
も
述
べ
る
。

二

た
だ
し
、
外
国
法
の
適
用
と
外
国
判
決
の
承
認
が
と
も
に
実
体
的
法
律
関
係
に
影
響
を
及
ぼ
す
存
在
と
い
う
点
で
は
同
じ
レ
ベ
ル
の
問
題
で

あ
り
、
国
際
私
法
の
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
る
と
し
て
も
、
こ
の
二
つ
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
立
つ
の
か
、
と
く
に
外
国
判
決
の
執
行
と
は
ど
の
よ
う
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に
異
な
る
の
か
、
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
草
案
理
由
書
で
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、G

eb
h

ard

が
草
案
理
由
書
に
お
い
て
し
ば
し
ば
引
用
し
て
い
る

B
ar

の
見
解
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

B
ar

は
、
確
定
力
あ
る
外
国
判
決
の
効
力
を
、
内
国
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
法
理
論
に
よ
っ
て
認
め
る
べ
き
か
、
中
世
に
さ
か
の
ぼ
り
検
討
を
加

え
て
い
る
（
170
）。

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
古
く
か
ら
、
外
国
判
決
の
効
力
を
内
国
で
認
め
る
こ
と
に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
理
論
付
け
が
試
み
ら
れ
て
き
た

が
、
い
ず
れ
も
不
十
分
で
あ
っ
た
と
い
う
（
171
）。

そ
こ
でB

ar

は
次
の
よ
う
な
見
解
を
説
く
。

ま
ず
、
裁
判
官
が
下
す
判
決
（d

as
rich

terlich
e

U
rteil

）
の
性
質
に
つ
い
て
論
じ
、
判
決
は
そ
の
本
質
に
お
い
て
、
個
々
の
争
わ
れ
て
い
る
事

件
に
関
し
て
規
律
す
る
法
た
る
、「
個
別
法
（lex

sp
ecialis

）」
で
あ
る
と
い
う
。
と
い
う
の
も
、
紛
争
と
な
っ
て
い
な
い
事
件
に
お
い
て
、
一
般

法
（d

as
allgem

ein
e

G
esetz

）
が
黙
示
に
当
事
者
の
意
思
を
支
配
す
る
よ
う
に
、
紛
争
と
な
っ
て
い
る
事
件
に
お
い
て
は
、
個
別
法
た
る
判
決
が
、

当
事
者
の
意
思
を
支
配
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
も
し
、
こ
の
よ
う
に
判
決
が
一
般
法
の
具
体
的
適
用
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
絶
対
的
な
信
頼

（ein
e

ab
solu

te
S

ich
erh

eit

）
が
あ
る
の
な
ら
ば
、
外
国
裁
判
官
が
下
し
た
判
決
に
対
し
て
も
、
個
々
の
法
律
関
係
に
関
す
る
外
国
法
規
の
適
用

に
関
す
る
原
則
と
同
様
の
原
則
が
、
当
然
に
あ
て
は
め
ら
れ
る
べ
き
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
あ
る
国
の
法
が
あ
る
請
求
権

に
つ
い
て
の
判
断
の
基
準
と
な
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
国
に
お
い
て
そ
の
請
求
権
に
つ
い
て
下
さ
れ
た
裁
判
官
の
判
決
も
、
判
断
の
基
準
と

し
て
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
命
題
を
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
（
172
）。

次
に
、B

ar

に
よ
る
と
、
判
決
が
当
事
者
の
自
由
な
意
思
決
定
に
服
す
る
法
律
関
係
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
は
、
当
事
者
が
紛
争
よ
り
前
に
、

あ
る
い
は
事
後
に
、
明
示
に
あ
る
い
は
黙
示
に
外
国
判
決
に
解
決
を
ゆ
だ
ね
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
外
国
判
決
の
承
認
が
承
認
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
と
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
当
事
者
の
自
由
な
意
思
決
定
は
そ
も
そ
も
国
際
的
に
有
効
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
当
事
者
の

七
九
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〇

意
思
が
直
接
に
基
準
と
な
る
場
合
の
み
な
ら
ず
、
当
事
者
の
意
思
に
よ
っ
て
裁
判
所
の
下
す
判
断
が
基
準
と
し
て
認
め
ら
れ
る
場
合
に
も
あ
て
は
ま

る
か
ら
だ
と
い
う
（
173
）。

要
す
る
にB

ar
の
理
論
は
、
判
決
と
い
う
も
の
は
法
を
個
別
事
例
に
適
用
し
た
結
果
で
あ
り
、
法
を
一
般
法
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
判
決
は
個
別
法

と
い
う
べ
き
存
在
で
あ
り
、
両
者
と
も
当
事
者
の
意
思
を
黙
示
で
あ
れ
支
配
し
て
い
る
点
を
前
提
と
す
る
。
そ
し
て
、
国
際
私
法
は
外
国
の
「
法
」

を
適
用
す
る
こ
と
を
認
め
る
の
で
あ
る
か
ら
、
同
様
に
、
外
国
の
「
判
決
」
を
考
慮
す
る
こ
と
を
も
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、B

ar

の
議
論
とG

eb
h

ard

の
議
論
は
完
全
に
一
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
もB

ar

の
議
論
に
お
い
て
は
、
判
決
国
＝
内
国
国

際
私
法
が
指
定
し
た
準
拠
法
の
所
属
国
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
議
論
と
な
っ
て
お
り
（
174
）、

問
題
と
な
る
外
国
判
決
の
国
際
裁
判
管
轄
（
間
接
管
轄
）

に
つ
い
て
準
拠
法
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
及
ぼ
す
。
そ
の
上
で
、
当
事
者
の
自
由
な
意
思
決
定
が
認
め
ら
れ
る
分
野
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
が
任

意
で
従
う
こ
と
に
し
た
判
決
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
当
事
者
の
意
思
と
し
て
判
断
の
基
準
と
し
て
認
め
る
べ
き
と
し
て
例
外
を
設
け
る
。
こ
れ
に
対

し
、G

eb
h

ard

は
間
接
管
轄
に
関
し
て
、
と
く
に
準
拠
法
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
及
ぼ
す
こ
と
は
し
な
い
（
175
）。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
検
討
す

る
必
要
が
あ
る
も
の
の
、G

eb
h

ard

に
お
い
て
は
、
外
国
判
決
を
「
個
別
法
」
と
し
て
用
い
る
場
合
に
は
、
も
は
や
準
拠
法
に
よ
る
管
轄
の
チ
ェ
ッ

ク
を
行
う
の
で
は
な
く
、B
ar

の
い
う
後
者
の
当
事
者
の
意
思
に
つ
い
て
の
論
拠
に
依
拠
し
、
手
続
法
上
管
轄
が
認
め
ら
れ
る
国
の
判
決
で
あ
れ
ば

こ
れ
を
「
個
別
法
」
と
し
て
認
め
た
も
の
と
考
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

三

以
上
、B
ar

の
所
説
を
参
考
に
し
な
が
らG

eb
h

ard

が
外
国
判
決
の
承
認
に
関
す
る
規
定
を
国
際
私
法
立
法
の
一
規
定
と
し
て
創
設
し
た
理

由
を
、
執
行
と
対
比
し
な
が
ら
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

G
eb

h
ard

は
、
外
国
判
決
が
規
律
の
対
象
と
す
る
実
体
的
法
律
関
係
に
着
目
し
て
、
外
国
判
決
の
承
認
を
取
り
扱
っ
た
。
当
事
者
間
の
実
体
的
法
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律
関
係
を
一
般
的
に
、
黙
示
に
規
律
す
る
「
法
」
に
つ
い
て
、
国
際
私
法
は
内
外
法
の
区
別
を
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
適
用
関
係
を
定
め
る
。
と
す

る
な
ら
ば
、
当
事
者
間
の
実
体
的
法
律
関
係
を
個
別
的
に
、
よ
り
直
接
的
に
規
律
す
る
「
判
決
」
に
つ
い
て
も
、
一
定
の
要
件
の
も
と
で
そ
こ
で
の

解
決
基
準
を
わ
が
国
に
お
い
て
も
用
い
る
べ
き
で
あ
る
、
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
言
い
換
え
れ
ば
、G

eb
h

ard

に
と
っ
て
、
外
国
法
の
適

用
が
、
外
国
法
に
よ
る
法
律
関
係
の
規
律
を
、（
内
国
に
お
い
て
）
国
際
私
法
を
通
じ
て
認
め
る
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
、
外
国
判
決
の
承
認
は
、
外

国
判
決
に
よ
っ
て
生
じ
た
法
律
関
係
の
変
動
を
、
よ
り
直
接
的
な
基
準
と
し
て
内
国
に
お
い
て
（
国
際
私
法
を
通
じ
て
）
認
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
、
外
国
判
決
に
も
と
づ
い
て
内
国
で
の
執
行
を
認
め
る
に
は
、
外
国
判
決
に
は
、
内
国
執
行
機
関
の
現
実
の
発
動
を
命
ず
る
要
素
が
含
ま

れ
て
い
な
い
た
め
、
内
国
に
お
い
て
執
行
判
決
に
よ
り
、
か
か
る
要
素
を
付
与
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、G

eb
h

ard

の
よ
う
に
外
国
判

決
の
承
認
を
外
国
法
の
適
用
と
同
じ
平
面
で
考
え
る
こ
と
に
よ
り
、
外
国
判
決
を
内
国
に
認
め
る
た
め
の
特
別
な
理
論
を
必
要
と
せ
ず
、
国
際
私
法

を
通
じ
て
外
国
法
の
適
用
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
と
同
様
に
説
明
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
のG

eb
h

ard

の
基
本
的
な
考
え
方
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
の
立
法
作
業
に
お
い
て
起
草
の
場
が
民
訴
法
改
正
作
業
に
移
さ
れ
た
後
も
引
き
継
が

れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
検
討
し
た
と
お
り
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、G

eb
h

ard

の
承
認
観
は
一
八
九
八
年
民
訴
法
三
二
八
条
に
引
き

継
が
れ
て
い
る
も
の
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
わ
が
国
に
お
い
て
、
承
認
制
度
の
起
草
段
階
で
特
段
の
議
論
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
か
ん
が
み
る

と
、
わ
が
国
に
お
け
る
現
行
民
訴
法
一
一
八
条
に
規
定
さ
れ
る
承
認
制
度
を
理
解
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
よ
う
なG

eb
h

ard

の
承
認
観
を
考
慮
す
べ

き
と
考
え
る
。

八
一
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八
二

第
二
節
　
　
「
自
動
承
認
」
制
度
と
は
何
か

以
上
の
議
論
を
前
提
に
、
特
別
手
続
を
必
要
と
し
な
い
承
認
制
度
に
お
い
て
は
、
外
国
判
決
の
承
認
は
外
国
判
決
確
定
時
に
お
い
て
な
さ
れ
る
と

い
う
意
味
（
実
体
的
意
味
に
お
け
る
自
動
承
認
）
ま
で
も
含
意
し
て
い
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

一

上
述
の
よ
う
に
、
一
八
九
八
年
ド
イ
ツ
民
訴
法
三
二
八
条
は
、
承
認
の
た
め
に
特
別
手
続
を
必
要
と
し
な
い
と
い
う
制
度
を
採
用
し
て
お
り
、

か
か
る
制
度
の
も
と
で
は
沿
革
上
、
承
認
と
は
外
国
判
決
に
よ
っ
て
生
じ
た
法
律
関
係
の
変
動
を
内
国
に
お
い
て
認
め
る
こ
と
で
あ
る
、
と
理
解
す

べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
承
認
制
度
の
も
と
で
は
、
承
認
は
い
つ
の
段
階
で
な
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

本
来
こ
の
問
題
は
、
承
認
の
問
題
が
外
国
法
の
適
用
と
平
仄
を
合
わ
せ
て
論
じ
ら
れ
て
い
た
の
と
同
様
に
、
外
国
法
の
適
用
の
場
面
と
同
様
に
考

え
ら
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
こ
の
問
題
に
深
く
立
ち
入
っ
て
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
（
176
）、

少
な
く
と
も
、
次
の
こ
と
が
指
摘
で

き
る
。
す
な
わ
ち
、
た
し
か
に
、
外
国
法
は
内
国
に
お
け
る
裁
判
の
場
に
お
い
て
は
じ
め
て
、
そ
の
効
力
が
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ

う
に
裁
判
に
お
け
る
機
能
を
捉
え
れ
ば
内
国
裁
判
の
時
点
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
外
国
法
は
内
国
に
お
け
る
裁
判
よ
り
以
前
の

段
階
に
お
い
て
も
外
国
に
お
い
て
、
そ
し
て
私
人
た
る
当
事
者
に
対
し
て
は
効
力
を
有
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、

内
国
に
お
い
て
も
紛
争
解
決
の
基
準
と
し
て
、
あ
え
て
外
国
法
を
も
用
い
る
こ
と
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
外
国
法
は
、
内
国
国
際
私

法
が
準
拠
法
と
指
定
の
対
象
と
す
る
限
り
、
た
と
え
潜
在
的
に
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
法
が
有
効
で
あ
る
限
り
内
国
に
お
い
て
も
効
力
を
有
す
る
こ

と
を
前
提
と
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
を
外
国
判
決
の
承
認
に
あ
て
は
め
て
み
る
と
、
外
国
判
決
は
た
し
か
に
、
内
国
に
お
け
る
裁
判
の
時
点
で
は
じ
め
て
そ
の
効
力
を
主
張
さ
れ

る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
点
を
捉
え
れ
ば
内
国
に
お
け
る
要
件
審
査
時
に
お
い
て
そ
の
効
力
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
外
国
判
決
は
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当
該
外
国
に
お
い
て
効
力
を
獲
得
し
た
段
階
で
、
当
該
外
国
に
お
い
て
、
そ
し
て
裁
判
の
当
事
者
に
対
し
て
は
そ
の
効
力
を
有
し
て
い
た
は
ず
で
あ

る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
外
国
判
決
は
た
と
え
潜
在
的
に
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
外
国
判
決
が
有
効
に
効
力
を
獲
得
し
た
段
階
で
、
内
国

に
お
い
て
も
効
力
を
有
す
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
を
前
提
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
手
続
を
必
要
と
し
な
い
承
認
制
度
に
つ
い
て
は
、
わ
が

国
の
学
説
で
含
意
さ
れ
る
実
体
的
意
味
に
お
い
て
も
、「
自
動
承
認
」
と
い
う
用
語
が
用
い
ら
れ
る
べ
き
こ
と
に
な
る
。

二

こ
の
点
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
す
で
に
別
稿
で
紹
介
し
た
と
お
り
（
177
）、

外
国
判
決
の
承
認
は
、「
外
国
判
決
の
承
認
＝
外
国
判
決
の
効
力
の
内

国
へ
の
拡
張
」
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
（
178
）。

こ
の
テ
ー
ゼ
は
、
外
国
判
決
に
よ
っ
て
生
じ
た
法
律
関
係
の
変
動
が
内
国
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
る
こ

と
を
意
味
す
る
こ
と
を
、
そ
の
ま
ま
指
し
示
し
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
外
国
判
決
の
効
力
の
わ
が
国
へ
の
拡
張
が
、
特
別
な
手
続

に
お
け
る
宣
言
等
で
は
な
く
、
法
律
の
規
定
に
よ
ら
し
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
さ
し
て
、「
法
律
に
よ
る
自
動
承
認
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
ま
た
、「
外
国
判
決
の
執
行
＝
外
国
判
決
へ
の
内
国
に
お
け
る
執
行
力
の
付
与
」
と
さ
れ
る
点
も
（
179
）、

外
国
判
決
が
内
国
執
行
機
関
に
対
し
て

有
す
る
こ
と
の
な
い
命
令
的
要
素
を
、
執
行
判
決
を
通
じ
て
付
与
す
る
も
の
と
し
て
、
沿
革
上
の
議
論
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
ぐ
も
の
と
し
て
理
解
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
た
め
、
か
か
る
背
景
を
持
つ
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、「
自
動
承
認
」
と
い
う
用
語
は
、
承
認
の
た
め
に
特
別
な
手
続
を
必
要
と
し
な
い
と
い

う
手
続
的
意
味
の
み
な
ら
ず
、
外
国
判
決
が
当
該
外
国
で
効
力
を
有
し
た
段
階
で
わ
が
国
に
お
い
て
そ
の
効
力
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
、
実
体
的
意

味
に
お
い
て
も
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
180
）。

ま
た
か
か
る
「
自
動
承
認
」
は
、
あ
く
ま
で
も
執
行
力
と
の
対
比
の
上
で
理
論
的
に
も
説
明
で
き
る

も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
執
行
力
は
承
認
の
対
象
と
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。

三

そ
れ
で
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
承
認
制
度
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

八
三



外
国
判
決
「
自
動
承
認
」
制
度
の
意
義
（
下
）

八
四

（1）

こ
の
点
に
つ
い
て
は
ま
だ
な
お
検
討
の
必
要
が
あ
る
が
、
特
別
手
続
を
必
要
と
し
な
い
点
に
つ
い
て
の
わ
が
国
に
お
け
る
独
自
の
沿
革
上
の

議
論
が
な
い
こ
と
に
か
ん
が
み
て
、
ま
ず
は
ド
イ
ツ
に
お
け
る
沿
革
上
の
意
義
を
基
礎
と
す
べ
き
と
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
、

「
自
動
承
認
」
と
い
う
用
語
は
、
手
続
的
意
味
の
み
な
ら
ず
、
実
体
的
意
味
に
お
い
て
も
ま
た
、
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
点
、
実
体
的
意
味
に
お
い
て
も
「
自
動
承
認
」
の
語
を
用
い
る
見
解
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
そ
の
根
拠
と
し
て
承
認
に
特
別
手
続
を
必
要

と
し
な
い
こ
と
の
み
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
た
め
に
、
な
ぜ
、
外
国
判
決
確
定
時
に
承
認
が
生
じ
る
の
か
に
つ
い
て
の
論
証
が
不
十
分
と
な
っ
て
い
た
。

こ
れ
は
、
こ
の
見
解
が
ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
論
と
同
様
の
理
解
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
承
認
＝
外
国
判
決
の
執
行
力
以
外
の
効
力
の
内
国

へ
の
拡
張
」
と
の
テ
ー
ゼ
が
明
確
に
唱
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
見
解
を
根
拠
付
け
る
た
め
に
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け

る
拡
張
の
テ
ー
ゼ
を
改
め
て
受
け
容
れ
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

他
方
、
手
続
的
意
味
に
お
い
て
の
み
「
自
動
承
認
」
の
語
を
用
い
る
見
解
は
、
外
国
判
決
の
承
認
は
む
し
ろ
わ
が
国
に
お
け
る
裁
判
の
時
点
に
な

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
の
、
裁
判
の
時
点
を
強
調
す
る
見
地
を
基
礎
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
旧
イ
タ
リ
ア
外
国
判

決
承
認
制
度
の
よ
う
な
、
承
認
特
別
訴
訟
を
要
求
す
る
法
制
の
も
と
で
あ
る
な
ら
ば
別
段
、
わ
が
国
の
よ
う
な
特
別
手
続
を
必
要
と
し
な
い
承
認
制

度
と
は
整
合
的
で
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
手
続
が
な
い
と
は
い
え
「
内
国
裁
判
所
に
お
い
て
問
題
と
な
る
時
点
」
を
強
調
す
る
と
い
う
解
釈

に
よ
っ
て
、
イ
タ
リ
ア
旧
承
認
法
制
同
様
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
な
し
て
い
く
べ
き
か
が
、
改
め
て
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

（2）

も
っ
と
も
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
前
述
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
見
ら
れ
る
よ
う
な
承
認
制
度
に
対
す
る
前
提
た
る
、「
外
国
判
決
の

承
認
＝
外
国
判
決
の
効
力
の
内
国
へ
の
拡
張
」
と
の
考
え
方
は
、
以
前
よ
り
唱
え
ら
れ
て
は
い
た
も
の
の
（
181
）、

現
在
必
ず
し
も
前
提
と
し
て
共
有
さ
れ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
近
時
は
、
外
国
判
決
の
既
判
力
の
客
観
的
範
囲
に
関
す
る
学
説
の
よ
う
に
、
外
国
判
決
の
有
す
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る
効
力
を
判
決
国
法
に
ゆ
だ
ね
る
の
で
は
な
く
、
わ
が
国
の
立
場
か
ら
独
自
に
律
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
か
か
る
考
え
方
に
警
鐘
を
鳴
ら
す
傾
向

が
強
ま
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
（
182
）。

か
か
る
状
況
に
お
い
て
は
、「
自
動
承
認
」
を
実
体
的
意
味
に
理
解
す
る
学
説
が
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
手

続
的
意
味
に
お
い
て
理
解
す
る
学
説
が
強
く
唱
え
ら
れ
る
こ
と
も
無
理
の
な
い
こ
と
と
も
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
わ
が
国
の
現
状
に
か
ん
が
み
る
と
、「
外
国
判
決
の
承
認
＝
外
国
判
決
の
効
力
の
内
国
へ
の
拡
張
」
と
の
テ
ー
ゼ
を
、
本
稿
で
述
べ

た
よ
う
に
、
承
認
と
は
実
体
的
法
律
関
係
の
変
動
に
着
目
し
た
制
度
で
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
見
直
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
と

同
時
に
、
拡
張
の
テ
ー
ゼ
が
定
着
し
て
い
な
い
現
状
で
は
、「
自
動
承
認
」
と
い
う
用
語
は
む
し
ろ
、
手
続
的
意
味
に
限
定
し
て
用
い
る
べ
き
で
は

な
か
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
、「
承
認
＝
外
国
判
決
の
効
力
の
内
国
へ
の
拡
張
」
と
の
テ
ー
ゼ
が
明
確
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
現
状
に
お
い
て
は
、

「
自
動
承
認
」
と
い
う
用
語
の
み
で
実
体
的
意
味
に
お
け
る
自
動
承
認
を
も
示
そ
う
と
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
ま
た
、
議
論
の
意
味
内
容
を
曖
昧
に

し
て
し
ま
う
可
能
性
の
ほ
う
が
大
き
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、「
自
動
承
認
」
と
い
う
用
語
は
当
面
、
手
続
的
意
味
に
お
い
て
の
み
用
い
ら
れ
る

べ
き
で
あ
り
、
実
体
的
意
味
に
お
け
る
自
動
承
認
を
指
し
示
し
た
い
場
合
に
は
、「
実
体
的
意
味
に
お
け
る
」
と
い
っ
た
旨
の
限
定
を
ふ
す
べ
き
で

あ
る
と
提
言
し
た
い
。

注

（
170
）

L
u

d
w

ig
v

o
n

B
a

r,
T

h
eorie

u
n

d
P

raxis
d

es
in

tern
ation

alen
P

rivatrech
ts
2 .A

u
fl.,2 .B

d
.,（H

an
n

over,1889

）,S
.409 ff.

中
世
後
期
ま
で
は
、
ロ
ー
マ
皇

帝
に
す
べ
て
の
裁
判
権
が
根
拠
付
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
権
威
の
も
と
で
外
国
判
決
の
承
認
執
行
が
語
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
し
か
し
、
ロ
ー
マ
教
皇
の
権
威
が
崩
壊

し
、
領
域
的
主
権
が
確
立
さ
れ
た
時
期
以
後
、
ま
た
国
家
管
轄
権
の
概
念
が
定
着
す
る
こ
と
に
よ
り
、
判
決
は
国
家
権
力
の
発
動
と
し
て
そ
の
効
力
は
当
該
国
家
の
領

八
五
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六

域
内
に
と
ど
ま
る
と
の
見
解
が
台
頭
す
る
に
い
た
っ
た
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
171
）

た
と
え
ば
、
外
国
判
決
と
矛
盾
す
る
よ
う
な
内
国
手
続
は
外
国
国
家
の
司
法
権
を
侵
害
す
る
も
の
だ
と
い
う
見
解
や
、
外
国
判
決
を
既
得
権
と
し
て
基
礎
付
け
る
見

解
、
判
決
を
当
事
者
間
の
契
約
と
み
な
す
と
い
っ
た
見
解
が
唱
え
ら
れ
る
が
、
前
者
に
対
し
て
は
外
国
判
決
を
承
認
し
な
い
か
ら
と
い
っ
て
当
該
外
国
判
決
が
外
国
に

お
い
て
効
力
が
な
く
な
る
わ
け
で
は
な
く
、
た
だ
当
該
外
国
の
中
に
と
ど
め
る
こ
と
に
な
る
だ
け
で
あ
る
と
の
批
判
が
あ
り
、
後
者
に
対
し
て
は
、
個
々
の
判
決
が
契

約
と
み
な
し
う
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
原
被
告
双
方
が
納
得
し
て
裁
判
に
臨
ん
だ
場
合
に
の
み
あ
て
は
ま
る
と
の
批
判
が
当
て
は
ま
る
と
い
う
。
ま
た
そ
の
後
は
礼
譲

理
論
の
み
が
持
ち
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
が
、
礼
譲
理
論
そ
の
も
の
が
批
判
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
も
十
分
で
は
い
え
な
い
と
も
い
う
。v

o
n

B
a

r,

a.a.O
.（F

n
.170

）S.411 f.

（
172
）

v
o
n

B
a

r,a.a.O
.（F

n
.170

）S.413 f.

（
173
）

v
o
n

B
a

r,a.a.O
.（F

n
.170

）S.414 .

（
174
）

v
o
n

B
a

r,a.a.O
.（F

n
.170

）S.427 .

（
175
）

ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
一
草
案
、
第
二
草
案
に
お
け
る
議
論
で
は
、
一
八
七
七
年
民
訴
法
六
六
一
条
に
お
け
る
管
轄
要
件
を
基
礎
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

V
gl.

N
ie

m
e
y

e
r,a.a.O

.（F
n

.19

）S.280 f.u
.384 .

（
176
）

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
時
際
法
と
の
関
係
に
留
意
し
な
が
ら
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
時
際
法
に
関
す
る
議
論
の
概
観
と
し
て
、
三
井
哲
夫
「
国
際
私
法
と
時
際
法
」

澤
木
敬
郎
＝

場
準
一
編
『
国
際
私
法
の
争
点
﹇
新
版
﹈』（
有
斐
閣
、
一
九
九
六
年
）
一
〇
頁
参
照
。

（
177
）

拙
稿
・
前
掲
（
注
4
）
一
六
一
頁
以
下
参
照
。

（
178
）

例
と
し
て
、R

e
in

h
o
ld

G
e
im

e
r,In

tern
ation

ales
Z

ivilp
rozeß

rech
t3 .A

u
fl.,（K

öln
,1997

）,R
d

N
r.2776 .

（
179
）

G
e
im

e
r,a.a.O

.（F
n

.178

）Rd
N

r.3100 f.

（
180
）

も
っ
と
も
、
特
別
手
続
を
必
要
と
し
な
い
承
認
制
度
を
採
用
す
る
結
果
、
実
際
に
後
訴
あ
る
い
は
執
行
判
決
の
か
た
ち
で
裁
判
所
に
お
い
て
係
属
し
な
い
限
り
は
、

問
題
と
な
る
外
国
判
決
の
承
認
の
可
否
は
不
明
確
な
ま
ま
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
法
律
関
係
が
不
明
確
で
あ
る
こ
と
は
、
家
族
関
係
事
件
に
関
し
て
は
非
常
に
不
都
合

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
一
九
四
一
年
婚
姻
法
第
四
施
行
令
（
現
在
で
は
一
六
五
一
年
の
親
族
法
変
更
法
七
款
）
に
よ
り
、
婚
姻
関
係
に
関
す
る
外
国

判
決
の
承
認
の
た
め
に
、
各
ラ
ン
ト
法
務
省
の
承
認
確
認
手
続
が
導
入
さ
れ
た
（M

a
r
tin

y
,a.a.O

.（F
n

.9

）Rd
N

r.1635 ff.

）。

し
か
し
そ
れ
に
よ
っ
て
も
、
実
体
的
意
味
に
お
け
る
自
動
承
認
、
す
な
わ
ち
、
外
国
判
決
の
効
力
が
そ
の
確
定
の
段
階
で
内
国
に
拡
張
さ
れ
る
点
に
変
更
は
な
い
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
ラ
ン
ト
法
務
省
の
承
認
手
続
に
は
法
律
関
係
創
設
機
能
は
な
く
、
確
認
的
意
味
を
有
す
る
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（R

e
in

h
o

ld
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G
e
im

e
r/

R
o
lf

A
.

S
c
h

ü
tz

e,
In

tern
ation

ale
U

rteilsan
erken

n
u

n
g

B
an

d
1 ,2 .H

albban
d

,（M
ü

n
ch

en
,1983

）S.1607

）。
し
た
が
っ
て
、
親
族
法
変
更
法
七
款

に
定
め
る
承
認
確
認
手
続
に
よ
っ
て
は
、「
外
国
判
決
の
効
力
の
内
国
へ
の
拡
張
」
と
し
て
の
承
認
の
意
義
は
本
質
的
に
は
失
わ
れ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か

し
、「
自
動
承
認
」
と
の
関
係
で
は
、
手
続
が
必
要
で
あ
る
と
明
文
で
法
定
さ
れ
た
以
上
、
手
続
的
意
味
に
お
け
る
自
動
性
は
失
わ
れ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

そ
こ
で
、
自
動
承
認
の
用
語
は
現
在
に
お
い
て
は
も
っ
ぱ
ら
手
続
の
存
在
し
な
い
承
認
、
す
な
わ
ち
ド
イ
ツ
民
訴
法
三
二
八
条
に
よ
る
承
認
に
限
定
し
て
用
い
ら
れ
て

お
り
（V

gl.
R

e
in

h
o
ld

G
e
im

e
r,

Z
u

r
P

rü
fu

n
g

d
er

G
erich

tsbarkeit
u

n
d

d
er

in
tern

ation
alen

Z
u

stän
d

igkeit
bei

d
er

A
n

erken
n

u
n

g
au

slän
d

isch
er

U
rteile,（M

ü
n

ch
en

,
1966

）,S
.35

）、
他
方
、「
外
国
判
決
の
承
認
＝
外
国
判
決
の
効
力
の
内
国
へ
の
拡
張
」
と
の
意
義
は
、
か
か
る
「（
確
認
的
）
手
続
を
必
要
と
す

る
」
承
認
制
度
に
お
い
て
も
妥
当
す
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（G
e
im

e
r,eben

d
a

）。

（
181
）

青
山
・
前
掲
（
注
6
）
三
六
五
頁
、
中
野
貞
一
郎
『
現
代
法
律
学
全
集
二
三
・
民
事
執
行
法
﹇
第
二
版
﹈』（
青
林
書
院
、
一
九
九
一
年
）
一
六
六
頁
。
ま
た
「
拡
張
」

と
の
文
言
を
用
い
な
い
も
の
の
、
外
国
判
決
が
外
国
法
上
有
す
る
効
力
を
「
そ
の
ま
ま
尊
重
す
る
」
と
の
表
現
を
と
る
も
の
と
し
て
、
宮
脇
幸
彦
「
訴
訟
」
市
川
亨
ほ

か
編
『
貿
易
実
務
講
座
（
八
）』（
有
斐
閣
、
一
九
六
二
年
）
五
五
〇
頁
。

従
来
、「
拡
張
」
の
問
題
が
議
論
さ
れ
て
き
た
の
は
、
主
と
し
て
執
行
判
決
の
意
義
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
執
行
力
は
国
家
機
関
に
現
実
の
執
行
を
命

じ
る
効
力
で
あ
り
内
国
で
は
承
認
さ
れ
ず
、
執
行
判
決
に
よ
っ
て
新
た
に
わ
が
国
の
執
行
力
が
付
与
さ
れ
る
と
す
る
見
解
は
、
執
行
判
決
を
形
成
判
決
で
あ
る
と
す
る

（
中
野
・
前
掲
書
一
六
七
頁
）。
こ
れ
に
対
し
、
執
行
力
も
既
判
力
等
と
異
な
る
も
の
で
は
な
く
、
拡
張
す
る
と
既
判
力
で
あ
っ
て
も
国
家
機
関
に
対
し
て
一
定
の
判
断

を
命
ず
る
効
力
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
れ
ば
執
行
力
と
異
な
ら
ず
、
執
行
力
だ
け
を
取
り
上
げ
て
承
認
対
象
か
ら
は
ず
す
こ
と
は
不
当
で
あ
る
と
批
判
し
、
執
行
力

も
他
の
効
力
同
様
に
承
認
さ
れ
、
拡
張
さ
れ
る
と
す
る
見
解
が
あ
る
（
竹
下
守
夫
「
民
訴
法
二
〇
〇
条
」
兼
子
一
ほ
か
編
『
条
解
民
事
訴
訟
法
』（
弘
文
堂
、
一
九
八

六
年
）
六
四
二
頁
以
下
）。
こ
の
見
解
は
、
執
行
判
決
は
確
認
判
決
で
あ
る
と
す
る
。
後
者
の
議
論
に
お
い
て
は
、
執
行
判
決
の
意
義
は
と
く
に
、
手
続
保
証
の
た
め

に
、
承
認
要
件
の
具
備
の
判
断
を
執
行
担
当
機
関
で
は
な
く
判
決
機
関
に
ゆ
だ
ね
る
点
に
求
め
ら
れ
て
い
る
（
竹
下
・
前
掲
六
四
三
頁
、
三
ヶ
月
章
『
民
事
執
行
法
』

（
弘
文
堂
、
一
九
八
一
年
）
八
二
頁
以
下
。
手
続
保
証
と
い
う
点
は
明
示
し
な
い
も
の
と
し
て
、
高
桑
昭
「
外
国
判
決
の
執
行
」
高
桑
昭
＝
道
垣
内
正
人
編
『
新
・
裁

判
実
務
体
系
（
三
）
国
際
民
事
訴
訟
法
（
財
産
法
関
係
）』（
青
林
書
院
、
二
〇
〇
二
年
）
三
八
七
頁
）。
も
っ
と
も
近
時
は
議
論
の
実
益
が
な
い
と
し
て
論
じ
ら
れ
る

こ
と
が
な
く
な
っ
て
い
る
が
、
外
国
判
決
を
承
認
す
る
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
と
い
う
本
稿
の
問
題
意
識
か
ら
は
、
非
常
に
興
味
深
い
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
の

さ
ら
な
る
検
討
は
他
日
を
期
し
た
い
。

（
182
）

承
認
の
効
果
論
に
つ
い
て
活
発
な
議
論
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
原
因
は
、「
拡
張
」
と
い
う
抽
象
的
な
定
義
か
ら
す
べ
て
を
導
こ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
と
の
批

判
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
石
黒
一
憲
『
現
代
国
際
私
法
（
上
）』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
六
年
）
四
〇
五
頁
以
下
）。
議
論
の
概
要
に
つ
い
て
、
高
田
裕
成

八
七



外
国
判
決
「
自
動
承
認
」
制
度
の
意
義
（
下
）

八
八

「
財
産
関
係
事
件
に
関
す
る
外
国
判
決
の
承
認
」
澤
木
敬
郎
＝
青
山
善
充
編
『
国
際
民
事
訴
訟
法
の
理
論
』（
有
斐
閣
、
一
九
八
七
年
）
三
七
二
頁
以
下
、
越
山
和
弘

「
国
際
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
既
判
力
の
客
観
的
範
囲
」
法
学
研
究
六
八
巻
七
号
（
一
九
九
五
年
）
四
三
頁
以
下
、
松
本
博
之
「
国
際
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
既
判
力

問
題
」
石
部
雅
亮
ほ
か
編
『
法
の
国
際
化
へ
の
道：

日
独
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
』（
信
山
社
、
一
九
九
四
年
）
一
〇
五
頁
以
下
参
照
。
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第
五
章
　
お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
近
時
用
い
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
「
自
動
承
認
」
と
い
う
用
語
に
着
目
し
、
特
別
手
続
を
必
要
と
し
な
い
わ
が
国
の
外
国
判
決
承
認
制

度
と
は
ど
の
よ
う
な
制
度
な
の
か
を
探
っ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
特
別
手
続
を
必
要
と
し
な
い
承
認
制
度
と
は
、
国
際
私
法
同
様
、
実
体
的
法
律
関

係
に
目
を
向
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
制
度
で
あ
り
、
沿
革
上
は
外
国
判
決
確
定
時
に
承
認
が
な
さ
れ
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
こ
と
、

し
た
が
っ
て
「
自
動
承
認
」
も
、
沿
革
上
の
議
論
を
参
考
に
す
る
の
で
あ
れ
ば
実
体
的
意
味
に
お
い
て
も
理
解
す
べ
き
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
も

っ
と
も
、
か
か
る
沿
革
だ
け
で
な
く
、「
承
認
＝
外
国
判
決
の
効
力
の
内
国
へ
の
拡
張
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
自
体
も
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
は
言
い

が
た
い
わ
が
国
の
現
状
に
お
い
て
は
、「
自
動
承
認
」
を
何
ら
の
限
定
も
ふ
さ
ず
に
、
実
体
的
意
味
に
お
い
て
用
い
る
こ
と
は
議
論
の
混
乱
を
招
く

こ
と
に
な
り
か
ね
ず
、
現
状
で
は
、
手
続
的
意
味
に
お
い
て
の
み
用
い
る
べ
き
で
あ
ろ
う
こ
と
を
提
言
し
た
。

ド
イ
ツ
、
そ
し
て
わ
が
国
に
お
け
る
承
認
制
度
の
根
幹
と
も
言
う
べ
き
、「
承
認
＝
外
国
判
決
の
効
力
の
内
国
へ
の
拡
張
」
の
テ
ー
ゼ
で
あ
る
が
、

こ
れ
を
受
け
入
れ
る
と
し
て
も
、
こ
の
テ
ー
ゼ
の
内
容
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
詰
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
前
章
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

こ
の
テ
ー
ゼ
が
問
題
と
な
る
具
体
的
場
面
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
場
面
が
挙
げ
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、（
ア
）
承
認
さ
れ
た
外
国
判
決
の
既
判
力

の
客
観
的
範
囲
を
判
断
す
る
法
律
は
判
決
国
法
と
承
認
国
法
の
い
ず
れ
で
あ
る
か
、（
イ
）
外
国
判
決
後
に
生
じ
た
事
情
に
基
づ
い
て
外
国
判
決
の

内
容
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
で
き
る
と
し
て
そ
の
準
拠
法
は
外
国
判
決
に
お
い
て
用
い
ら
れ
た
準
拠
法
と
す
べ
き
か
、
と
い
っ
た
問
題
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
へ
の
解
決
方
法
は
本
来
、
拡
張
の
テ
ー
ゼ
を
た
だ
貫
く
の
で
あ
れ
ば
、
い
ず
れ
も
外
国
判
決
の
内
容
に
拘
束
さ
れ
る
方
向
に

向
か
う
。
す
な
わ
ち
、（
ア
）
に
つ
い
て
は
判
決
国
法
に
よ
る
判
断
に
よ
る
こ
と
に
な
り
（
183
）、（

イ
）
に
つ
い
て
は
外
国
判
決
の
変
更
は
当
該
判
決
を
下

し
た
外
国
の
み
が
な
し
う
る
と
す
る
か
、
あ
る
い
は
内
国
に
お
い
て
な
し
う
る
と
し
て
も
そ
の
準
拠
法
は
外
国
判
決
に
お
い
て
用
い
ら
れ
た
法
を
用

八
九



外
国
判
決
「
自
動
承
認
」
制
度
の
意
義
（
下
）

九
〇

い
る
、
と
い
う
結
論
に
つ
な
が
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
外
国
判
決
の
承
認
が
外
国
判
決
の
効
力
の
内
国
へ
の
拡
張
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
無
制

限
で
は
な
く
、
す
で
に
学
説
に
お
い
て
的
確
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
内
国
法
に
よ
る
制
限
を
課
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
（
184
）。

外
国
判
決
の
承
認
と
は
、
外
国
判
決
に
よ
る
実
体
的
法
律
関
係
の
変
動
を
考
慮
す
る
、「
外
国
判
決
の
効
力
の
内
国
へ
の
拡
張
」
で
あ
る
こ
と
を

直
視
し
た
上
で
、
今
後
改
め
て
こ
の
「
考
慮
」「
拡
張
」
の
射
程
範
囲
に
つ
い
て
、
研
究
を
進
め
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
（
185
）。

（
完
）

注

（
183
）

こ
れ
を
正
面
か
ら
問
題
と
し
た
の
が
、M

atsch
er

で
あ
る
（F

r
a

n
z

M
a

ts
c
h

e
r,

Z
u

r
T

h
eorie

d
er

A
n

erken
n

u
n

g
au

slän
d

isch
er

E
n

tsch
eid

u
n

g
n

ach

österreich
isch

em
R

ech
t,in

:
H

a
n

s
W

.
F

a
s
c
h

in
g
/W

in
fr

ie
d

K
r
a

lik
[H

rsg.],F
estsch

r.F
ü

r
H

.S
ch

im
a,（W

ien
,1969

）,S
.265 ff.

）。M
atsch

er

は
外
国
判

決
の
承
認
を
、「
拡
張
」
で
は
な
く
「
付
与
」
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
問
題
提
起
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
論
稿
の
影
響
は
大
き
く
、M

atsch
er

の
学
説
を

引
用
す
る
も
の
は
多
い
（
た
と
え
ば
、G

e
im

e
r,

a.a.O
.（F

n
.178

）Rd
N

r.2778 ,
M

a
r
tin

y
,

a.a.O
.（F

n
.9

）Rd
N

r.366

）。
た
だ
し
、
こ
の
論
稿
は
承
認
規
定
を
有
さ

ず
執
行
規
定
で
カ
バ
ー
す
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
法
制
を
前
提
と
し
た
議
論
で
あ
る
。

（
184
）

（
イ
）
の
問
題
に
つ
い
て
（
議
論
の
概
要
に
つ
い
て
、
海
老
沢
美
広
「
非
訟
事
件
裁
判
の
承
認
」
澤
木
敬
郎
＝

場
準
一
編
『
国
際
私
法
の
争
点
﹇
新
版
﹈』（
有
斐

閣
、
一
九
九
六
年
）
二
四
七
頁
参
照
）、
わ
が
国
独
自
に
内
国
国
際
私
法
に
よ
っ
て
定
め
る
と
の
見
解
が
多
く
（
鈴
木
忠
一
「
外
国
非
訟
裁
判
の
承
認
・
取
消
・
変
更
」

法
曹
時
報
二
六
巻
九
号
（
一
九
七
四
年
）
一
四
八
三
頁
、
石
黒
一
憲
『
国
際
民
事
訴
訟
法
』（
新
世
社
、
一
九
九
六
年
）
二
三
四
頁
）、
結
論
と
し
て
妥
当
な
判
断
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。
外
国
判
決
の
内
国
へ
の
拡
張
と
考
え
る
こ
と
か
ら
こ
れ
ら
の
結
論
を
ど
の
よ
う
に
導
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
さ
ら
に
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ
る

と
思
わ
れ
る
。

（
185
）

ま
た
、
外
国
判
決
の
「
判
決
」
性
も
さ
ら
に
詰
め
ら
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
ろ
う
。G

eb
h

ard
はB

ar

と
は
異
な
り
、
外
国
裁
判
所
の
管
轄
に
つ
い
て
内
国
国
際
私
法



西
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の
指
定
す
る
準
拠
法
所
属
国
で
あ
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
裁
判
所
と
い
う
場
で
下
さ
れ
た
と
い
う
点
を
重
視
し
、
こ
の
点
に
信
頼
を
置
く
も
の
で
あ

る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
信
頼
を
お
く
べ
き
裁
判
は
ど
の
よ
う
な
も
の
を
想
定
す
べ
き
で
あ
る
の
か
、
わ
が
国
に
お
い
て
改
正
民
訴
法
で
導
入
さ
れ
た
手
続
的
公
序

等
の
要
件
と
の
関
係
も
含
め
て
、
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

＊
本
稿
は
、
二
〇
〇
二
年
一
二
月
に
九
州
大
学
に
提
出
し
た
博
士
学
位
請
求
論
文
の
一
部
に
、
加
筆
修
正
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
稿
の
執
筆
過
程
で
、
科
学

研
究
費
補
助
金
（
平
成
一
〇
年
度
―
一
二
年
度
特
別
研
究
員
奨
励
費
・
平
成
一
六
年
度
若
手
研
究
（
Ｂ
））
の
助
成
を
受
け
た
。

九
一


