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井

秀

夫

一
　

は
じ
め
に

筆
者
は
、
大
陸
法
系
の
法
律
学
方
法
論
、
と
り
わ
け
解
釈
、
久
訣
補
充
、
制
定
法
訂
正
に
関
す
る
理
論
的
検
譴
か
ら
研
究
を
開
始
し

た
が
、
研
究
の
途
上
で
、
関
心
は
次
第
に
比
較
方
法
論
の
構
築

へ
と
拡
張
し
て
い
っ
た
。
そ
う
し
た
比
較
方
法
論
に
お
け
る
最
終
目
的

の

一
つ
と
し
て
、
各
国
の
方
法
論
に
お
け
る
理
論
と
実
務
の
ず
れ
を
説
明
し
う
る
理
論
枠
組
を
解
明
す
る
と
い
う
課
題
が
浮
か
び
上

が
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
課
題
と
の
取
り
組
み
の
中
で
か
な
り
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
る
の
は
、
大
陸
法
で
の
先
例
変
更
と
英
米
法

で
の
先
例
変
更
を
比
較
す
る
仕
事
で
あ
る

（以
下
で
大
陸
法
と
い
う
の
は
も
ち
ろ
ん
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
法
を
指
し
て
い
る
）
。

と
い
う
の
も
、
判
例
変
更

（ｏ
く
①」Ｆ
中学Ｂ
し

の
問
題
、
と
り
わ
け
裁
判
官
が
先
例
を
変
更
す
る
こ
と
の
可
否
、
制
約
条
件
、
許
容
範

囲
や
限
界
な
ど
の
論
点
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
法
理
論
と
方
法
論
に
お
い
て
放
置
さ
れ
て
き
た
未
解
決
の
難
問
で
あ
る
。
近
年
の
急
速
な

グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
伴
い
、
欧
米
諸
国
で
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
断
片
的
な
指
摘
が
な
さ
れ
つ
つ
あ
る
も
の
の
、
法
系
の
違
い
を
超
え

半
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た
、
共
通
の
確
固
と
し
た
分
析
枠
組
は
い
ま
だ
提
示
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
各
国
の
実
務
も
学
説
も
不
統

一
の
ま
ま
、
混
迷
の
度
を
深

め
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
現
状
の
下
で
は
、
各
国
で
見
ら
れ
る
明
示
的
判
例
変
更
と
隠
れ
た
判
例
変
更
の
ず
れ
の
大
小

に
注
目
し
て
、
各
法
秩
序
の
基
本
的
な
構
造
差
の
序
列
関
係
を
解
明
し
う
る
統

一
的
枠
組
を
構
築
す
る
と
共
に
、
そ
の
枠
組
に
照
ら
し

て
日
独
英
米
に
お
け
る
判
例
変
更
の
理
論
と
実
際
を
方
法
論
的
に
捉
え
直
す
こ
と
が
大
い
に
期
待
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
が
先
例
変
更
に
つ
い
て
大
陸
法
と
英
米
法
を
対
比
す
る
と
い
う
仕
事
に
実
際
に
着
手
す
る
と
、
困
難
な
壁
に
ぶ
つ
か
り
、
そ

れ
ほ
ど
ス
ム
ー
ス
に
捗

っ
て
は
い
か
な
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
大
陸
法
で
の
先
例
変
更
理
論
が
未
発
達
で
あ
る
上
に
、
概
し
て
英

米
法
で
の
方
法
論
議
は
未
成
熟
状
態
で
あ
り
、
こ
う
し
た
研
究
に
と

っ
て
刺
激
と
な
る
よ
う
な
英
米
法
で
の
先
例
変
更
や
制
定
法
の
訂

正
に
関
す
る
理
論
も
驚
く
ほ
ど
少
な
い
、
と
い
っ
た
事
情
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
う
い
う
状
況
か
ら
の
抜
け
道
と
し
て
は
、
や
や
似
通

っ
た
問
題
で
あ
り
緻
密
な
議
論
が
か
な
り
蓄
積
さ
れ
て
い
る
大
陸
法
で
の
制

定
法
訂
正
の
問
題
を
媒
介
頂
と
し
て
用
い
る
の
が
、
最
も
無
難
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
ま
ず
は
大
陸
法
系
の
法

秩
序
に
視
座
を
限
定
し
つ
つ
、
制
定
法
拘
束
性
の
例
外
で
あ
る
裁
判
官
の
制
定
法
訂
正
は
い
か
な
る
要
件

・
制
約
と
限
界
の
中
で
正
統

と
認
め
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
問
題
に
関
す
る
解
決
法
を
導
き
の
糸
と
み
な
し
て
、
そ
れ
と
対
比
さ
せ
つ
つ
、
先
例
拘
束
性
の
例
外
で

あ
る
判
例
変
更
問
題
へ
の
解
決
策
を
探
る
、
と
い
う
手
順
を
採
用
す
る
。

こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
す
る
場
合
、
大
陸
法
系
の
方
法
論
議
で
は
、
制
定
法
訂
正
の
前
提
要
件
と
い
う
テ
ー
マ
に
関
し
て
、
ま
ず

は
矛
盾

（法
秩
序
の
統

一
性
の
阻
害
）
と
誤
謬
と
が
区
別
さ
れ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
鑑
み
る
と
、
判
例
変
更
の
前
提
要
件
に

つ
い
て
も
先
例
同
士
の
矛
盾
と
単

一
の
先
例
に
お
け
る
誤
謬
を
区
別
し
て
か
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
ら
は
そ

れ
ぞ
れ
い
か
な
る
様
相
を
お
び
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
で
は
、
こ
う
し
た
論
点
を
手
が
か
り
と
し
て
、
若
千
の
思
い
つ
き
を
述

べ
て
み
た
い
。
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一
一　
先
例
同
士
の
矛
盾

判
例
変
更
の
発
動
要
件
の

一
つ
と
し
て
先
例
相
互
の
矛
盾
と
い
う
論
点
に
注
目
す
る
と
、
判
例
変
更
と
は
、
先
行
す
る
複
数
の
先
例

の
間
に
矛
盾
が
あ
る
た
め
、
こ
の
矛
盾
を
解
消
す
る
作
業
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
の
問
題
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な

く
、　
一
口
に
矛
盾
と
い
っ
て
も
い
か
な
る
意
味

。
様
相
の
矛
盾
が
あ
り
う
る
か
、
ま
た
先
例
の
中
で
相
互
に
ぶ
つ
か
っ
て
い
る
の
は
方

法
論
的
に
み
て
い
か
な
る
側
面
で
あ
る
の
か
、
に
つ
い
て
細
か
く
解
析
し
て
み
な
け
れ
ば
、
考
察
を
先
に
進
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

〔１
〕
い
か
な
る
種
類

。
様
相
の
矛
盾
が
あ
り
う
る
か

（
ａ
）
矛
盾
の
各
種
　
　
　
ま
ず
矛
盾
の
多
様
性
と
い
う
第

一
の
論
点
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
大
陸
法
、
と
く
に
制
定
法
訂
正
を
め
ぐ

る
ド
イ
ツ
法
の
議
論
に
お
い
て
は
、
矛
盾
と
い
う
概
念
を
論
理
学
的
な
矛
盾
律
の
侵
害
と
い
う
狭
い
意
味
に
は
捉
え
な
い
で
、
法
秩
序

の
統

一
性
の
障
害
と
い
う
、
よ
り
広
い
意
味
に
捉
え
る
と
共
に
、
法
秩
序
統

一
性
が
障
害
を
き
た
し
て
い
る
場
合
と
し
て
、
つ
ぎ
の
五

つ
の
矛
盾
が
区
別
さ
れ
て
い
る
。
（イ
）
法
律
技
術
的
矛
盾
、
（
口
）
規
範
矛
盾
、
（
ハ
）
評
価
矛
盾
、
会
●

目
的
論
的
矛
盾
、
（ホ
）

原
理
矛
盾
。
こ
れ
ら
は
、
法
秩
序
を
主
と
し
て
制
定
法
か
ら
成
る
規
範
法
秩
序
と
し
て
捉
え
た
上
で
、
制
定
法
秩
序
の
統

一
性
が
障
害

を
き
た
し
て
い
る
様
相
を
列
挙
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
先
例
相
互
の
コ
ン
フ
リ
ク
ト
を
考
察
す
る
場
合
は
、
判
例
法
秩
序
の
統

一
性
を

公
理
で
あ
り
か
つ
指
導
準
則
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
五
種
類
の
矛
盾
の
内
で

（イ
）
の
法
律
技
術
的
矛
盾
は
、
制

定
法
規
定
の
内
の
法
命
題
概
念
が
相
対
性
を
有
す
る
と
い
う
独
特
の
性
質
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
、
判
例
法
秩
序
に
つ
い
て
は
省
い

て
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
ま
た

（
二
）
の
目
的
論
的
矛
盾
も
、
制
定
法
の
立
法
者
が
法
命
題
の
内
的
体
系
の
内
に
一
体
的
な
目
的
論
的

連
関
を
創
り
出
す
作
業
に
付
随
し
て
問
題
に
な
る
こ
と
が
多
い
た
め
、
判
例
相
互
の
間
で
は
こ
の
種
の
目
的
と
手
段
の
皿
蹄
が
そ
れ
ほ
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四

ど
し
ば
し
ば
問
題
と
な
る
こ
と
は
な
い

（皆
無
と
は
い
え
な
い
と
し
て
も
）
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
こ
れ
も
視
野
か
ら
除
く
こ
と
に
す

る
。
そ
こ
で
残
る
の
は
、
（
口
）
規
範
矛
盾
、
（
ハ
）
評
価
矛
盾
、
（ホ
）
原
理
矛
盾
の
三
つ
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
先
例
相
互
間
で
は

い
か
な
る
様
相
の
コ
ン
フ
リ
ク
ト
を
指
し
て
い
る
か
。

（ｂ
）
先
例
と
は
何
か
　
　
　
こ
の
問
題
を
考
え
る
た
め
の
前
置
き
と
し
て
、
そ
も
そ
も

「先
例
」
と
い
う
表
現
は
何
を
指
し
て
い
る

か
と
い
う
点
に
関
し
て
簡
単
な
説
明
を
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
最
も
無
難
な
説
明
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
は
Ｋ

・
ラ
ー
レ
ン

ツ
の
見
解
で
あ
る
が
、
か
れ
に
よ
れ
ば
、
先
例
と
は
、
現
在
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
登
場
し
て
い
る
法
的
問
題
と
同
じ
法
的
問
題
に
対
し

て
以
前
の
裁
判
所
が
与
え
た
法
的
解
答

（法
的
見
解
）
の
こ
と
で
あ
る
。
よ
り
詳
し
く
い
え
ば
、
結
局
そ
れ
は
英
米
法
で
レ
イ
ン
オ

・

デ
シ
デ
ン
ダ
イ

（Ｓ
Ｌ
ｏ
浄
ｏ中計
Ｂ
鱒
じ

と
呼
ば
れ
て
き
た
も
の
に
あ
た
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
レ
イ
シ
オ

・
デ
シ
デ
ン
ダ
イ
に
つ
い
て
は

さ
ま
ざ
ま
な
捉
え
方
が
主
張
さ
れ
て
き
た
が
、
筆
者
と
し
て
は
、
そ
れ
は
、
①
当
該
ケ
ー
ス
に
現
れ
て
い
る
利
益
コ
ン
フ
リ
ク
ト
の
パ

タ
ン
に
関
す
る
先
決
裁
判
所
の
コ
ン
フ
リ
ク
ト
決
定
と
い
う
基
層
部
分
と
、
②
そ
の
コ
ン
フ
リ
ク
ト
決
定
の
言
語
的
表
現
と
し
て
の
法

的
こ
と
ば
的
表
現
と
い
う
表
層
部
分
、
か
ら
成
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
見
解
で
い
く
と
、
裁
判
官
思
考
の
表
層
部
分
に
お
い

て
こ
と
ば
的
表
現
が
相
互
に
ぶ
つ
か
る
と
き
は
、
規
範
矛
盾
が
登
場
し
、
基
層
部
分
で
の
コ
ン
フ
リ
ク
ト
決
定
の
前
提
と
な

っ
て
い
る

利
益
コ
ン
フ
リ
ク
ト
の
評
価
が
相
互
に
ぶ
つ
か
る
と
き
は
、
評
価
矛
盾
に
陥

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
そ
う
し
た
コ
ン

フ
リ
ク
ト
の
評
価
の
原
理
的
前
提
が
相
互
に
ぶ
つ
か
っ
て
い
る
と
き
は
、
原
理
矛
盾
が
登
場
し
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
る
。

（
ｃ
）
規
範
矛
盾
　
　
　
＞」
れ
ら
各
種
の
矛
盾
を
解
決
す
る
と
い
う
課
題
に
入
る
と
、
大
陸
法
で
の
制
定
法
国
家
に
お
け
る
制
定
法
の

規
範
矛
盾
と
パ
ラ
レ
ル
に
考
え
れ
ば
、
先
例
同
士
の
規
範
矛
盾
の
場
合
も
、
制
定
法
同
士
の
規
範
矛
盾
と
ほ
ぼ
同
じ
仕
方
で
解
決
す
べ

し
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
の
た
め
の
三
つ
の
格
率
が
頭
に
浮
か
ぶ
。
す
な
わ
ち
、
①
新
法
は
旧
法
に
優
先
す
る
、
②
上
位
法
は
下
位

法
に
優
先
す
る
、
③
特
別
法
は

一
般
法
に
優
先
す
る
、
と
い
う
三
ル
ー
ル
で
あ
る
。
判
例
変
更
の
問
題
を
上
位
裁
判
所
と
下
位
裁
判
所
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の
間
の
審
級
制
の
問
題
に
矮
小
化
さ
せ
な
い
た
め
に
も
、
中
核
的
な
問
題
は
、
最
上
級
審
の
判
例
相
互
間
で
の
変
更
に
限
定
し
て
考
え

る
の
が
通
常
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
最
高
レ
ベ
ル
の
審
級
の
判
例
相
互
の
規
範
矛
盾
の
場
合
に
は
、
三
つ
の
格
率
の
中
で
の
②
上
位

法
は
下
位
法
に
優
先
す
る
と
い
う
解
決
法
は
ほ
と
ん
ど
役
に
立
た
な
い
。

（ｄ
）
評
価
矛
盾
　
　
　
＞」
れ
に
対
し
て
、
先
例
相
互
の
間
に
評
価
矛
盾
が
み
ら
れ
る
と
き
は
ど
う
な
る
か
。
こ
の
場
合
の
評
価
矛
盾

の
局
面
で
は
、
い
く
つ
か
の
評
価
項
目
が
登
場
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ら
の
一
つ
一
つ
を
点
検
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
は
か

な
り
複
雑
な
作
業
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、　
一
つ
の
先
例
に
は
、
①
関
連
制
定
法
規
を
制
定
し
た
立
法
者
に
よ
り
な
さ
れ
た
利
益
コ
ン

フ
リ
ク
ト
の
評
価
と
②
当
該
ケ
ー
ス
の
中
の
コ
ン
フ
リ
ク
ト
を
先
決
裁
判
所
が
ど
う
評
価
し
た
か
と
い
う
先
例
自
身
の
な
し
た
コ
ン
フ

リ
ク
ト
評
価
、
と
い
う
二
つ
の
項
目
が
あ
り
、
二
つ
の
先
例
を
つ
き
あ
わ
せ
る
と
き
は
、
四
つ
の
評
価
項
目
が
出
て
く
る
。
そ
の
上
に

現
在
の
ケ
ー
ス
に
直
面
し
た
裁
判
官

（過
去
の
矛
盾
し
た
二
つ
の
先
例
に
解
決
を
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
現
時
点
の
裁
判
官
）
が
そ
の

ケ
ー
ス
の
中
で
着
眼
し
て
い
る
コ
ン
フ
リ
ク
ト

・
パ
タ
ン
の
捉
え
方
が
追
加
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
の
多
く
の
評
価
や
パ
タ
ン
視
座
を
つ
き

あ
わ
せ
な
が
ら
、
妥
当
と
思
わ
れ
る
評
価
を
温
存
し
、
不
適
切
と
思
わ
れ
る
評
価
は
再
評
価

・
変
更
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

（
ｅ
）
原
理
矛
盾
　
　
　
先
例
相
互
の
原
理
と
原
理
の
衝
突
を
い
か
に
調
整
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か

（た
と
え
ば

一
般
的
人
格
権
を
承
認

す
る
先
例
と
そ
れ
を
否
定
す
る
先
例
の
衝
突
な
ど
）。
上
の
評
価
矛
盾
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、　
一
つ
の
先
例
に
は
、
原
理
決
定
へ
の

遡
源
を
必
要
と
し
た
当
該
ケ
ー
ス
の
中
の
コ
ン
フ
リ
ク
ト

・
パ
タ
ン
の
捉
え
方
と
、
そ
れ
を
適
切
に
解
決
す
る
た
め
に
必
要
不
可
欠
で

あ
る
原
理
視
座
が
含
ま
れ
て
お
り
、
二
つ
の
先
例
を
並
べ
て
比
較
す
る
と
、
先
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
そ
の
倍
に
あ
た
る
四
つ
の
比

較
項
が
出
て
く
る
。
そ
の
ほ
か
に
日
前
の
ケ
ー
ス
に
関
す
る
コ
ン
フ
リ
ク
ト
視
座
と
制
定
法
上
の
原
理
的
視
座
を
も
引
き
寄
せ
、
そ
れ

ら
す
べ
て
を
丹
念
に
つ
き
あ
わ
せ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
こ
こ
で
の
矛
盾
の
解
決
は
複
雑
か
つ
困
難
な
作
業
で
あ
る
。

五
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〔２
〕
何
と
何
の
間
の
矛
盾
で
あ
る
か

こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
矛
盾
に
お
い
て
対
立
し
て
い
る
項
の
方
法
論
的
性
質
で
あ
る
。
先
例
と
は
過
去
の
裁
判
に
お
け
る
法
的

問
題
に
姑
す
る
法
的
見
解
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
裁
判
官
が
制
定
法
に
拘
束
さ
れ
る
建
前
の
法
秩
序
で
は
、
法
的
見
解
と
は

所
詮
、
（
ａ
）
制
定
法
の
解
釈
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も

（ｂ
）
裁
判
官
に
よ
る
発
展
的
法
形
成
で
あ
る
か
、
の
い
ず
れ
か
で
あ
る

（そ

の
ほ
か
そ
の
裁
判
で
の
包
摂

・
あ
て
は
め
も
法
的
見
解
に
あ
た
る
と
考
え
る
人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
包
摂
は
論
理
的
に
つ
き
つ

め
て
い
く
と
結
局
解
釈
に
帰
着
す
る
か
ら
、
包
摂
の
問
題
は
解
釈
に
含
め
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
）
。
要
す
る
に
、
先
例
の
ぶ
つ
か

り
と
い
っ
て
も
、
方
法
論
的
に
は
こ
れ
ら
の
二
種
類
の
ぶ
つ
か
り
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
種
類
の
矛
盾
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い

て
、
矛
盾
除
去
に
ま
つ
わ
る
問
題
性
を
考
え
て
み
よ
う
。

こ
こ
で
の
話
は
、
解
釈
と
発
展
的
法
形
成
と
は
区
別
す
る
こ
と
が
可
能
か
つ
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
大
前
提
で
あ
る
。
解
釈
の

名
に
お
い
て
発
展
的
法
形
成
に
訴
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
考
え
た
り
、
そ
の
両
操
作
に
何
の
相
違
も
み
ら
れ
な
い
と
す
る
立
場
に
立

つ
と
、
以
下
の
よ
う
な
考
察
は
あ
ま
り
意
味
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
筆
者
の
方
法
論
の
基
本
的
な
立
場
は
そ
う
で
は
な
く
て
、

文
言
限
界
内
に
留
ま
る
解
釈
の
段
階

（以
下
で
は
こ
れ
を
第

一
段
階
と
い
う
）
、
文
言
限
界
外
で
あ
る
が
評
価
限
界
内
で
動
く
発
展
的

法
形
成
の
段
階

（以
下
で
は
第
二
段
階
と
い
う
）、
評
価
限
界
外
で
か
つ
法
な
き
空
間
の
内
側
で
な
さ
れ
る
発
展
的
法
形
成
の
段
階

（以

下
で
は
第
三
段
階
と
い
う
）
、
と
い
う
三
段
階
の
方
法
論
的
位
相
の
違
い
を
可
能
な
限
り
配
慮
す
る
こ
と
が
、
裁
判
官
の
法
思
考
の
健

全
化
の
た
め
に
必
要
か
つ
有
益
で
あ
る
、
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

（
ａ
）
解
釈
と
解
釈
の
矛
盾
　
　
　
結
局
は
、
制
定
法
規
定
の
解
釈
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
二
つ
の
裁
判
所
の
見
解
の
相
違
か
ら
規
範
矛

盾
、
評
価
矛
盾
、
原
理
矛
盾
が
生
じ
て
い
る
と
す
る
。
そ
の
と
き
に
は
、
そ
れ
が
本
当
に
解
釈
の
範
囲
内
の
作
業
で
あ
り
、
つ
ま
り
は

制
定
法
の
文
言
限
界
の
範
囲
内
に
留
ま

っ
て
な
さ
れ
る
解
釈
で
あ
る
限
り
は
、
私
見
で
は
、
大
陸
法
で
は
そ
う
し
た
先
例
に
お
け
る
解



釈
の
あ
り
方
に
、
原
則
的
に
法
的
効
力
と
先
例
拘
束
性
を
認
め
る
余
地
は
な
い

（先
例
拘
束
性
の
捉
え
方
と
し
て
、
文
言
限
界
の
範
囲

内
で
は
先
例
か
ら
の
逸
脱
は
問
題
と
な
ら
な
い
）。

つ
ま
り
、
後
の
裁
判
官
に
と

っ
て
は
、
対
立
し
て
い
る
両
判
例
中
の
い
ず
れ
か

一

方
の
先
例
を
選
び
取
る
の
も
、
あ
る
い
は
衝
突
欠
鋏
の
場
合
の
よ
う
に
第
三
の
解
釈
を
採
用
す
る
新
判
例
を
創
造
す
る
の
も
、
裁
判
官

に
委
ね
ら
れ
た
自
由
で
あ
る
。
文
言
限
界
の
範
囲
内
で
は
、
裁
判
官
を
拘
束
し
て
い
る
の
は
先
例
で
は
な
く
て
、
国
民
代
表
の
意
思
で

あ
る
。
文
言
の
範
囲
内
で
何
が
国
民
代
表
の
意
思
の
正
し
い
捉
え
方
で
あ
る
か
を
め
ぐ

っ
て
判
例
間
で
の
解
釈
見
解
の
違
い
が
表
面
化

し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
場
合
、
正
し
い
解
釈
で
あ
る
か
ど
う
か
は
す
べ
て
の
裁
判
官
が
独
立
し
て
判
断
す
る
責
任
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
、

と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（ｂ
）
発
展
的
法
形
成
と
発
展
的
法
形
成
の
矛
盾
　
　
　
と
こ
ろ
が
裁
判
官
に
よ
る
二
つ
の
発
展
的
法
形
成
が
相
互
に
矛
盾
す
る
場
合

は
、
そ
れ
と
は
異
な
る
。
二
つ
の
発
展
的
法
形
成
の
成
果
が
規
範
矛
盾
を
き
た
し
て
い
る
場
合
に
は
、
後
の
裁
判
官
に
は
矛
盾
克
服
に

向
け
て
の
真
藝
な
努
力
が
必
要
と
な
る
。
両
判
決
に
お
け
る
発
展
的
法
形
成
が
、
相
互
に
評
価
的
基
礎
に
お
い
て
矛
盾
し
て
い
る
か
、

端
　
あ
る
い
は
原
理
的
観
点
に
お
け
る
深
刻
な
矛
盾
に
陥

っ
て
い
る
場
合
も
、
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
場
合
の
矛
盾
の
解
決
に
は
、
容
易

儀
　
な
場
合
も
困
難
な
場
合
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
い
ず
れ
に
し
て
も
私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
判

正へ
　
例
が
直
面
し
た
発
展
的
法
形
成
の
出
発
点
の
問
題
に
立
ち
帰

っ
て
、
妥
当
な
発
展
的
法
形
成
の
あ
り
方
を
遂
行
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
、

輻
　
チ
ェ
ッ
ク
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
場
合
、
と
く
に
そ
れ
ぞ
れ
の
判
例
が
直
面
し
た
ケ
ー
ス
の
コ
ン
フ
リ
ク
ト

・
パ
タ
ン
に
つ
い
て
の

簿
　
視
座
に
立
ち
帰

っ
て
、
再
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ
ろ
拠
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
両
判
例
の
矛
盾
を
解
決
す
る
と
い
う
課
題
の
中

剤
　
に
、
発
展
的
法
形
成
に
関
す
る

一
般
的
方
法
論
が
入
り
込
ん
で
く
る
。
よ
っ
て
、
矛
盾
に
目
を
う
ば
わ
れ
る
前
に
、
過
去
の
そ
れ
ぞ
れ

頻
　
の
裁
判
所
に
よ
る
発
展
的
法
形
成
の
適
否
を
綿
密
に
検
討
す
べ
し
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

制

　

（
ｃ
）
交
差
的
な
矛
盾
は
ど
う
か
　
　
　
以
上
の
よ
う
な
解
釈
相
互
の
矛
盾
、
発
展
的
法
形
成
相
互
の
矛
盾
の
ほ
か
に
、
解
釈
と
発
展

七
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的
法
形
成
の
間
の
交
差
的
な
矛
盾
を
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
て
問
題
と
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
見
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ

う
な
解
釈
と
発
展
的
法
形
成
と
い
う
異
な

っ
た
レ
ベ
ル
の
操
作
が
相
互
に

「矛
盾
す
る
」
と
い
う
言
い
方
は
、
矛
盾
の
本
来
の
ニ
ュ
ア

ン
ス
に
反
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
場
合
は
、
過
去
の
判
例
の
中
で
、
同

一
の
法
的
問
題
に
対
し
て
解
釈
と
発
展
的
法
形
成
と
い
う

異
質
な
応
答
が
併
存
す
る
事
態
が
生
じ
て
お
り
、
そ
の
内
の
い
ず
れ
が
妥
当
な
作
業
で
あ
る
か
の
決
着
を

つ
け
る
こ
と
が
、
後
の
裁

判
官
の
法
思
考
に
と

つ
て
克
服
課
題
と
な

っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
と
き
の
解
決
法
と
し
て
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る

Ｉ
Ｉ
当
面
の
コ
ン
フ
リ
ク
ト

・
ケ
ー
ス

（お
よ
び
そ
の
中
の
コ
ン
フ
リ
ク
ト

・
パ
タ
ン
）
を
直
視
し
た
と
き
に
浮
か
び
上
が
っ
て
い
る

法
的
問
題
の
解
決
に
と

っ
て
、
も
と
も
と
解
釈
に
よ
る
対
応
の
仕
方
と
発
展
的
法
形
成
に
よ
る
対
応
の
仕
方
の
い
ず
れ
が
パ
タ
ン
適
合

的
な
解
決
を
も
た
ら
し
た
で
あ
ろ
う
か
を
考
え
て
み
る
。
そ
の
法
的
問
題
に
対
し
て
は
、
解
釈
で
十
分
姑
応
で
き
、
解
釈
が
も
と
も
と

適
切
な
操
作
で
あ
っ
た
の
に
、
不
必
要
に
発
展
的
法
形
成
を
行

っ
て
し
ま

っ
た
と
す
れ
ば
、
あ
る
先
例
が
間
違

っ
て
宣
言
し
て
し
ま

っ

た
発
展
的
法
形
成
の
あ
り
方
を
解
消
し
た
上
で

（そ
の
解
消
の
方
法
は
発
展
的
法
形
成
の
領
域
で
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
）
、
解
釈
の

一
般
原
則
に
戻

っ
て
元
来
の
法
的
解
答
を
案
出
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
逆
に
、
そ
の
法
的
問
題
を
み
れ
ば
元
来
発
展
的
法
形
成
で
対
応
す

る
し
か
な
く
、
発
展
的
法
形
成
こ
そ
が
適
切
な
対
応
で
あ

っ
た
と
こ
ろ
、
あ
る
先
例
が
間
違

っ
て
単
な
る
解
釈
の
問
題
と
し
て
処
理
し

て
し
ま

っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
場
合
は
、
発
展
的
法
形
成
と
い
っ
て
も
、
次
節
で
述
べ
る
方
法
論
の
第
二
段
階
の
そ
れ
で
あ
る
か
そ

れ
と
も
第
三
段
階
の
そ
れ
で
あ
る
か
の
位
相
を
慎
重
に
検
討
し
な
が
ら
、
適
正
な
発
展
的
法
形
成
を
展
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（そ

の
ほ
か
欠
訣
補
充
の
系
列
で
あ
る
の
か
そ
れ
と
も
誤
謬
訂
正
の
系
列
で
あ
る
の
か
の
相
違
に
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
、
と
い

つヽ
こ
と
に
な
ろ
つゝ
。

八
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〓
一　
単

一
の
先
例
の
中
の
誤
謬

先
例
と
は
要
す
る
に
、
以
前
の
裁
判
に
お
い
て
登
場
し
て
い
た
同

一
の
法
的
問
題
に
関
す
る
法
的
見
解

（厳
密
に
い
え
ば
法
的
解
答
）

で
あ
る
と
す
る
と
、
法
的
見
解
は
解
釈
と
発
展
的
法
形
成
に
分
け
ら
れ
、
発
展
的
法
形
成
は
さ
ら
に
欠
鋏
補
充
と
制
定
法
訂
正
に
分
け

ら
れ
る
か
ら
、
先
例
の
誤
謬
と
い
う
の
は
、
結
局
、
解
釈
の
誤
謬
、
欠
訣
補
充
の
誤
謬
、
制
定
法
訂
正
の
誤
謬
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

〔１
〕
先
例
に
お
け
る
制
定
法
解
釈
の
誤
謬

先
例
の
採
用
し
た
制
定
法
解
釈
に
問
題
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
も
、
そ
れ
は

「表
層
的
な
」
誤
謬
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
場
合
に
は
、

不
適
切
な
解
釈

（た
と
え
ば
文
理
の
取
り
違
え
や
立
法
者
意
思
の
把
握
に
関
す
る
ミ
ス
）
を
よ
り
適
切
な
解
釈
に
よ
り
置
き
換
え
る
作

業
が
必
要
に
な
る
。
大
陸
法
で
は
、
も
と
も
と
こ
の
よ
う
な
不
適
切
な
解
釈
に
依
列
し
た
先
例
で
あ
れ
、
道
切
な
解
釈
を
展
開
し
て
い

る
先
例
で
あ
れ
、
理
論
的
に
み
て
、
そ
れ
ら
に
法
的
拘
束
性
が
あ
る
か
ど
う
か
き
わ
め
て
疑
間
で
あ
る

（先
例
に
事
実
上
の
効
力
が
あ

る
こ
と
は
否
定
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
が
）。
制
定
法
の
正
し
い
解
釈
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
す
べ
て
の
裁
判
官
が
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
て

判
断
す
る
権
限
と
責
任
が
あ
る
。
不
適
切
な
解
釈
を
後
の
裁
判
所
が
よ
り
適
切
な
解
釈
に
置
き
換
え
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
制
定
法
の
文

言
限
界
の
範
囲
内
に
留
ま
る
操
作
で
あ
る
限
り
、
先
例
拘
束
性
の
制
約
か
ら
逸
脱
し
た
不
当
な
裁
判
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い

で
あ
ろ
う
。

た
だ
場
合
に
よ
っ
て
は
、
元
来
は
解
釈
の
枠
内
で
処
理
す
べ
き
で
は
な
く
発
展
的
法
形
成
と
し
て
処
理
す
べ
き
で
あ

っ
た
問
題
を
不

適
切
に
も
解
釈
の
枠
内
で
処
理
し
て
し
ま

っ
た
よ
う
な
誤
謬
が
生
じ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
は
解
釈
の
内
在
的
誤
謬
と
い

九
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一
〇

う
よ
り
は
、
解
釈
の
前
提
と
な
る
方
法
論
的
位
相
の
取
り
違
え
か
ら
誤
謬
が
生
じ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
は
、
解
釈
の
作
業
空
間

で
あ
る
方
法
論
の
第

一
段
階
か
ら
発
展
的
法
形
成
の
領
域
で
あ
る
第
二
段
階
ま
た
は
第
三
段
階
に
活
動
の
舞
台
を
移
し
て
、
そ
こ
で
の

方
法
準
則
に
の
っ
と

っ
て
適
正
な
発
展
的
法
形
成
の
あ
り
方
を
構
想
し
直
さ
な
け
れ
ば
、
誤
謬
の
除
去
は
不
可
能
で
あ
る
。

〔補
説
〕

わ
が
国
の
裁
判
所
法

一
〇
条
三
号
は

「憲
法
そ
の
他
の
法
令
の
解
釈
適
用
に
つ
い
て
、
意
見
が
前
に
最
高
裁
判
所
の
し
た
裁
判
に

反
す
る
と
き
」
に
は
大
法
廷
を
開
く
こ
と
を
最
高
裁
に
要
求
し
て
い
る
が
、
そ
の
趣
旨
を
い
か
に
解
す
べ
き
で
あ
る
か
は
、
慎
重
な
検
討
を
要

す
る
問
題
で
あ
る
。
わ
が
国
の
最
高
裁
の
判
例
の
中
に
は
、
解
釈
適
用
に
関
す
る
判
例
変
更
で
あ
り
な
が
ら
大
法
廷
を
開
く
こ
と
な
く
小
法
廷

の
判
決
の
中
で
判
例
変
更
を
行

っ
て
い
る
よ
う
に
み
ら
れ
る
例
が
少
な
く
な
い

（た
と
え
ば
、
近
年
で
も
、
最
判
平
成
九
年
二
月

一
四
日

〔法

定
地
上
権
の
成
否
〕、
最
判
平
成

一
二
年
六
月
二
七
日

〔盗
品
等
の
占
有
者
の
代
価
弁
済
請
求
〕、
最
判
平
成

一
人
年
七
月
二

一
日

〔民
事
裁
判

権
の
免
除
〕
、
最
判
平
成

一
九
年
三
月
八
日

〔不
当
利
得
返
還
義
務
の
内
容
〕
な
ど
）。
こ
の
よ
う
な
場
合
の
最
高
裁
の
小
法
廷
判
決
で
は
、
「先

例
‥
‥
の
判
決
は
本
件
判
決
と
抵
触
す
る
限
度
で
変
更
す
べ
き
も
の
で
あ
る
」
と
明
記
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
る
。
裁
判
所
法

一
〇
条
三

号
の
厳
密
な
趣
旨
と
の
関
係
で
、
こ
う
し
た
わ
が
回
の
判
例
実
務
を
ど
の
よ
う
に
整
合
的
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
か
、
と
い
う
こ
と
は
放
置
で
き

な
い
論
点
で
あ
る
。

実
定
法
の
専
門
家
で
は
な
い
筆
者
の
試
論
に
す
ぎ
な
い
が
、
こ
の
点
に
つ
き
、
本
稿
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
判
例
変
更
の
中
で
は
単
な
る

解
釈
に
関
す
る
判
例
変
更
と
発
展
的
法
形
成
に
関
す
る
判
例
変
更
と
は
基
本
的
に
性
質
を
異
に
す
る
と
捉
え
、
さ
ら
に
方
法
論
的
段
階
構
造
の

位
相
差
に
応
じ
て
先
例
の
法
的
拘
束
力

（先
例
拘
束
性
の
法
理
）
を
段
階
的
漸
増
的
に
提
え
る
私
見
に
立
つ
な
ら
ば
、
同
法
の
趣
旨
を
文
理
の

表
面
よ
り
は
多
少
柔
軟
に
解
し
再
構
成
を
施
す
余
地
が
出
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
法

一
〇
条
三
号
は
、
判
例
法
が
法
的
拘
束

力
を
有
し
て
い
る
場
合
に
、
そ
れ
に
変
更
を
加
え
る
裁
判
官
立
法
を
法
秩
序
の
統

一
性
と
法
的
安
定
性
に
鑑
み
て
慎
重
に
行
う
よ
う
最
高
裁
に

求
め
て
い
る
趣
旨
で
あ
る
と
解
す
る
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
慎
重
さ
が
要
求
さ
れ
る
場
合
と
し
て
は
、
つ
ぎ
の
三
つ
が
考
え
ら
れ
る
。　
一
つ
は
、

先
例
が
制
定
法
の
欠
供
を
補
充
す
る
発
展
的
法
形
成
を
行

っ
て
い
る
場
合

（方
法
論
の
第
二
段
階
な
ら
び
に
第
三
段
階
に
お
け
る
作
業
）
で
あ
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る
。
も
う

一
つ
は
、
先
例
が
制
定
法
の
誤
謬
に
訂
正
を
加
え
る
発
展
的
法
形
成
作
業
を
行

っ
て
い
る
場
合

（方
法
論
の
第
二
段
階
な
ら
び
に
第

二
段
階
に
お
け
る
作
業
）
で
あ
る
。
第
三
に
は
、
先
例
の
行

っ
た
作
業
は
狭
い
意
味
で
の
解
釈
に
あ
た
る
が
、
そ
の
特
定
の
解
釈
の
下
に
制
定

法
の
中
の
あ
る
文
言
を
理
解
す
る
こ
と
が
学
説

・
実
務

・
下
級
審
判
例
の
間
で
す
で
に
相
当
の
承
認
を
得
て
お
り
、　
一
種
の
慣
習
法
に
近
い
効

力
を
伴

っ
て
い
る
解
釈
で
あ
る
の
に
、
そ
の
解
釈
を
あ
え
て
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
る

（具
体
例
と
し
て
、
財
物
の

「も
の
」
と
い
う

表
現
に
つ
き
、
従
来
は
有
体
物
説
の
有
体
物
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
慣
習
法
の
よ
う
な
慣
性
を
伴

っ
て
き
た
と
す
る
と
、
あ
え
て
そ
の
解
釈

を
覆
し
て
管
理
可
能
性
説
の
立
場
か
ら
解
釈
す
る
こ
と
に
変
更
し
よ
う
と
す
る
よ
う
な
場
合
。
す
で
に
学
説

・
下
級
審
判
例
の
間
で
相
当
程
度

支
持
を
失

っ
て
お
り
法
的
確
信
が
空
洞
化
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
先
例
で
あ
る
場
合
は
そ
の
逆
に
な
ろ
う
）。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
同
法

一
〇

条
三
号
の
い
う

「解
釈
適
用
」
と
い
う
表
現
は
、
狭
い
意
味
で
の
解
釈
の
み
な
ら
ず
、
制
定
法
の
発
展
的
法
形
成
も
広
く
含
む
こ
と
に
な
り
、

裁
判
官
の
法
令
適
用
作
業
全
般
を
指
す
拡
張
的
な
意
味
に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
。
さ
ら
に
右
の
第
三
の
場
合
の
よ
う
に
、
狭
い
意
味
で
の
解
釈

作
業
の
内
で
、
慣
習
法
に
ま
で
高
ま
っ
た
解
釈
作
業
と
そ
う
で
は
な
い
単
な
る
解
釈
を
区
別
し
て
、
そ
の
後
者
に
つ
い
て
ま
で
い
ち
い
ち
大
法

廷
を
開
く
こ
と
を
要
求
す
る
趣
旨
で
は
な
い
と
す
る
理
解
を
貫
こ
う
と
す
る
と
、
同
法

一
〇
条
三
号
の
文
理
に
対
し
て
は

一
種
の
目
的
論
的
縮

減
を
加
え
ざ
る
を
え
な
い
、
と
考
え
ら
れ
る

（「解
釈
適
用
」
と
い
う
文
言
の
文
理
に
当
然
あ
て
は
ま
っ
て
い
る
あ
る
種
の
作
業

《
慣
習
法
的

地
位
を
獲
得
す
る
に
は
至

っ
て
い
な
い
単
な
る
解
釈
》
を
、
原
則
に
姑
す
る
例
外
と
し
て
原
則
に
関
す
る
文
言
の
中
か
ら
除
外
す
る
こ
と
に
な

る
）
。
こ
の
よ
う
な
素
人
の
理
解
が
は
た
し
て
最
高
裁
の
裁
判
実
務
と
整
合
的
で
あ
る
か
ど
う
か
、
こ
の
よ
う
な
理
解
に
も
と
づ
い
て
も
な
お

正
当
と
は
み
な
し
え
な
い
最
高
裁
の
小
法
廷
判
決
が
あ
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
点
は
、
上
記
判
例
を
含
め

一
つ
一
つ
の
判
例
に
あ
た
っ
て
丹
念

に
検
討
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
う
し
た
検
討
は
今
後
の
課
題
と
し
て
お
き
た
い

（と
く
に
上
記
の
最
高
裁
小
法
廷
の
判
例
変
更
は
、

本
当
に
解
釈
の
変
更
で
あ
る
か
そ
れ
と
も
解
釈
の
外
観
の
も
と
に
実
は
発
展
的
法
形
成
の
変
更
を
行

っ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
の
か
は
、
逐

一
制

定
法
の
文
言
限
界
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
慎
重
に
検
討
す
べ
き
作
業
で
あ
ろ
う
）。
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一
二

〔２
〕
欠
鋏
補
充
の
誤
謬

先
例
が
欠
候
補
充
の
作
業
過
程
に
お
い
て
誤
謬
に
陥

っ
て
い
る
場
合
は
ど
う
か
。
こ
の
場
合
に
は
、
先
に
述
べ
た
方
法
論
の
第
二
段

階

（制
定
法
規
定
の
文
言
限
界
外
で
あ
る
が
、
い
ま
だ
評
価
限
界
内
で
あ
る
領
域
）
と
第
三
段
階

（評
価
限
界
の
外
の
段
階
）
と
い
う
、

二
つ
の
段
階
に
分
け
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
方
法
論
の
第
二
段
階
な
ら
び
に
第
三
段
階
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
先
例
が
操
作
ミ
ス

を
犯
す
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
第
二
段
階
で
の
操
作
ミ
ス
と
は
、
た
と
え
ば
表
層
欠
嵌
の
存
否
を
認
定
す
る
作
業
や
、
そ
の
欠
誤
を
補

充
す
る
作
業
に
関
し
て
、
間
違
い
が
起
こ
り
う
る
。
具
体
的
に
は
類
推
と
反
対
推
論
を
取
り
違
え
る
操
作

（類
推
で
対
処
す
べ
き
ケ
ー

ス
に
反
対
類
推
を
施
し
て
し
ま

っ
た
）
は
そ
の

一
例
で
あ
る
。
第
三
段
階
で
の
操
作
ミ
ス
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
深
層
欠
供
の
認
定
や

そ
れ
を
補
充
す
る
仕
方
が
不
相
当
で
あ

っ
た
と
い
う
よ
う
な
場
合
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

欠
供
補
充
に
お
け
る
誤
謬
を
あ
え
て
訂
正
す
る
作
業
を
考
え
る
と
き
、
第
二
段
階
と
第
三
段
階
の
い
ず
れ
で
も
、
以
下
の
よ
う
な
独

特
の
緊
張
関
係
が
顔
を
の
ぞ
か
せ
る
点
に
注
意
を
喚
起
し
て
お
き
た
い

（わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
正
統
性
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
名
付
け
る

こ
と
が
で
き
る
）
。
す
な
わ
ち
、　
一
方
で
は
、
こ
れ
ら
の
第
二
段
階
と
第
三
段
階
で
は
、
も
と
も
と
裁
判
官
に
対
す
る
要
求
水
準
や
制

約
枠
が
非
常
に
厳
し
い
。
よ
っ
て
実
際
上
は
、
裁
判
官
操
作
の
際
に
可
謬
性
が
大
き
く
、
先
例
が

一
旦
枠
を
逸
脱
す
る
限
り
、
そ
れ
は

脱
線
的
な
発
展
的
法
形
成
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
、
そ
れ
の
訂
正
は
理
論
上
は
速
や
か
に
か
つ
断
固
な
さ
れ
て
し
か
る
べ
し
、
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
他
方
で
は
、
制
約
を

一
応
守

っ
た
正
統
性
の
外
観
を
有
す
る
発
展
的
法
形
成
で
あ
れ
ば
、
第
二
段
階
か
ら

第
三
段
階

へ
と
よ
り
困
難
な
方
法
的
階
梯
を
昇

っ
て
い
け
ば
い
く
ほ
ど
、
先
例
拘
束
性
の
要
請
に
も
と
づ
き
、
先
例
に
は
よ
り

一
層
強

い
法
的
効
力
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
社
会
や
学
界
か
ら
あ
る
程
度
承
認
さ
れ
た
先
例
の
発
展
的
法
形
成
で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
の

こ
と
、
そ
の
法
的
効
力
は
強
い
も
の
と
な
り
、
仮
に
そ
う
し
た
先
例
を
子
細
に
検
討
し
た
結
果
、
種
々
問
題
が
あ

っ
て
訂
正
す
る
必
要

が
判
明
し
て
い
る
と
し
て
も
、
実
際
上
は
、
正
面
切
っ
て
の
訂
正
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
と
な
る
。
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〔３
〕
制
定
法
訂
正
の
誤
謬

こ
の
問
題
で
も
欠
鋏
補
充
の
場
合
と
同
じ
く
、
上
述
の
二
つ
の
段
階
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
ａ
）
第
二
段
階
で
の
ミ
ス
　
　
　
先
例
が
第
二
段
階

（制
定
法
規
定
の
文
言
限
界
外
、
し
か
し
評
価
限
界
内
で
あ
る
領
域
）
に
お
い

て
施
し
た
制
定
法
規
定
の
訂
正
作
業
、
た
と
え
ば
法
命
題
シ
ス
テ
ム
の
表
層
誤
謬
が
み
ら
れ
る
と
き
に
、
裁
判
官
が
そ
の
誤
謬
を
立
法

計
画
に
抵
触
し
な
い
範
囲
で
文
言
訂
正
を
施
す
よ
う
な
作
業

（よ
り
具
体
的
に
は
、
い
わ
ゆ
る
制
定
法
上
の
原
則
規
定
が
広
す
ぎ
る
と

き
に
、
立
法
者
に
よ
り
見
落
と
さ
れ
た
例
外
を
目
的
論
的
縮
減
の
操
作
に
よ
り
補
充
す
る
作
業
の
よ
う
な
場
合
）
の
場
合

〔こ
れ
は
い

わ
ば
第

一
次
訂
正
で
あ
る
〕
に
、
先
例
の
操
作
の
中
に
ミ
ス
が
あ
れ
ば

（た
と
え
ば
原
則
規
定
を
必
要
以
上
に
狭
く
縮
減
し
て
し
ま

っ

た
場
合
な
ど
）
、
後
の
裁
判
官
が
介
入
し
て
訂
正
す
る
こ
と
に
な
る

〔こ
ち
ら
は
第
二
次
訂
正
に
あ
た
る
〕。

（ｂ
）
第
三
段
階
で
の
ミ
ス
　
　
法
命
題
シ
ス
テ
ム
に
内
在
す
る
深
層
誤
謬
の
認
定
に
関
す
る
ミ
ス
ま
た
は
そ
れ
に
対
し
て
以
前
の
裁

判
官
に
よ
っ
て
立
法
計
画
に
逆
ら
つ
て
な
さ
れ
た
訂
正
作
業
に
ミ
ス
が
み
ら
れ
る
と
い
う
場
合
は
、
第
三
段
階
で
の
ミ
ス
を
さ
ら
に
訂

正
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
場
合
に
最
初
に
な
さ
れ
た
訂
正
作
業
を
第

一
次
訂
正
と
称
す
る
と
、
こ
こ
で
は
、
第

一
次
訂
正
を
さ

ら
に
重
畳
的
に
訂
正
す
る
第
二
次
訂
正
の
作
業
が
登
場
す
る
。

こ
こ
で
も
、
上
の
欠
鋏
補
充
で
述
べ
た
の
と
多
少
似
通

っ
た
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
緊
張
関
係
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
α
）
方
法
論
の
第
二
段
階
や
第
三
段
階
で
は
、
法
律
を
制
定
す
る
立
法
者
の
作
業
の
間
違
い
に
姑
し
て
裁
判
官
が
変
更
を
加
え
た
り

介
入
し
た
り
す
る
第

一
次
訂
正
作
業
の
正
統
性
の
余
地
は
抑
制
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
訂
正
の
制
約
と
限
界
に
は
非
常
に
厳
し
い
も
の
が

あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
裁
判
官
が
介
入
し
て
第

一
次
訂
正
を
敢
行
し
よ
う
と
す
る
と
、
そ
の
第

一
次
訂
工
作
業
は
当
然
介
入
を
正
統

化
す
る
た
め
の
厳
し
い
論
証
責
任
の
ハ
ー
ド
ル
を
超
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
万

一
こ
の
ハ
ー
ド
ル
を
踏
み
外
し
限
界
を
越
え
て
い
る

と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
の
先
例
に
お
け
る
制
定
法
訂
正
作
業

〔第

一
次
訂
正
〕
は
正
統
な
発
展
的
法
形
成
と
は
い
え
ず
、
理
論
上

一
一一一
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一
四

は
、
越
権
的
な
訂
正
作
業
と
し
て
第
二
次
訂
正
を
受
け
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（β
）
と
こ
ろ
が
他
方
で
は
、
第

一
次
訂
工
作
業
が
そ
う
し
た
制
約
を
守
り
権
限
の
限
界
内
で
な
さ
れ
る
限
り
、
ま
た
そ
れ
に
姑
す
る

承
認
が

一
定
程
度
蓄
積
す
れ
ば
、
き
わ
め
て
強
い
先
例
的
効
力
が
生
じ
る
こ
と
に
な
り
、
多
少
の
問
題
が
判
明
し
た
と
し
て
も
、
実
際

上
は
、
そ
れ
の
さ
ら
な
る
訂
正

〔第
二
次
訂
正
〕
は
、
当
然
か
な
り
の
抵
抗
と
摩
擦
に
道
遇
せ
ぎ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

四
　
裁
判
官
に
と

つ
て
の
回
避
策

こ
う
し
た
ハ
ー
ド

・
ケ
ー
ス
に
直
面
し
て
い
る
後
の
裁
判
の
裁
判
官
は
、
上
の
よ
う
な
緊
張
関
係
の
み
な
ら
ず
、
も
う
少
し
別
の
緊

張
関
係
の
中
に
も
身
を
お
い
て
い
る

（正
統
性
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
対
し
て
、
こ
ち
ら
の
方
は
法
理
念
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
名
づ
け
る
こ
と

が
で
き
よ
う
）
。
そ
れ
は
、
い
か
に
釈
然
と
し
な
い
先
例
で
あ

っ
て
も
、
そ
れ
を
忠
実
に
踏
襲
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
連
続
性
利
益
や
法

的
安
定
性
の
要
請
を
み
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
側
面
と
、
他
方
で
あ
ま
り
に
も
不
正
義
な
先
例
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
場
合
は

そ
れ
ぞ
れ
の
裁
判
官
が
自
分
自
身
の
正
義
判
断
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
に
よ
り
、
先
例
を
覆
し
て
で
も
実
質
的
正
義
を
貫
徹
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
側
面
と
の
緊
張
で
あ
る
。　
三
一一面
で
い
う
と
、　
一
方
の
連
続
性
利
益
ま
た
は
法
的
安
定
性
、
他
方
の
実
質
的
正
義
と
い

う
、
こ
れ
ら
両
理
念
の
対
立
か
ら
不
断
に
か
つ
不
可
避
的
に
生
じ
て
く
る
緊
張
状
態
で
あ
る

――
実
質
的
正
義
の
要
請
か
ら
は
、
問
題

の
あ
る
先
例
は
当
然
訂
正
す
べ
き
で
あ
る
が
、
法
的
安
定
性
の
要
求
に
照
ら
す
と
、
判
例
変
更
は
極
力
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

各
国
の
裁
判
実
務
で
は
、
制
定
法
の
訂
正
作
業
に
つ
い
て
明
示
的
な
訂
正
の
み
な
ら
ず
隠
れ
た
訂
正
や
迂
回
的
訂
正
が
み
ら
れ
る
よ

う
に
、
判
例
変
更
に
つ
い
て
も
、
迂
回
的
ま
た
は
隠
れ
た
判
例
変
更
や
、
向
未
来
的
判
例
変
更

（先
例
変
更
の
効
果
を
遡
及
さ
せ
ず
将

来
に
対
し
て
の
み
有
効
と
す
る
）
、
さ
ら
に
先
例
の
変
形

（先
例
の
維
持
の
名
日
で
な
さ
れ
る
も
の
の
先
例
を
変
形
し
て
い
る
）
な
ど
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の
複
雑
か
つ
周
辺
的
な
操
作
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
裁
判
実
務
は
、
上
述
の
二
つ
の
緊
張
を
回
避
す
る
た
め
の

一
つ
の
手
段
で
あ
る
と
み
な
せ
な
い
だ
ろ
う
か
。
隠
微
な
形
で

の
判
例
変
更
は
、
法
理
論
的
に
は
問
題
が
あ
る
と
し
て
も
、
実
際
上
は
大
な
り
小
な
り
ど
こ
の
国
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
仕
方
で
実
行
に
移

さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
先
に
述
べ
た
発
展
的
法
形
成
の
第
三
段
階
で
は
、
先
例
拘
束
性
の
要
請
が
強
い
の
み
な
ら
ず
、
法
的
安
定
性

の
要
求
も
強
い
の
で
、
苦
し
い
緊
張
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
回
避
策
が
講
じ
ら
れ
る
こ
と
は
、
容
易
に
想
像
が
つ
く
。
ま
た

理
念
的
な
緊
張
だ
け
で
な
く
、
最
上
級
審
裁
判
所
の
限
ら
れ
た
裁
判
官
数
に
対
し
て
十
分
な
処
理
が
困
難
な
ほ
ど
多
く
の
係
争
事
件
が

押
し
寄
せ
て
い
る
場
合
に
は
、
裁
判
官
に
と

っ
て
の
現
実
的
な
緊
張
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
場
合
、
時
間
的
思
考
経
済

的
圧
力
を
軽
減
し
た
い
と
い
う
裁
判
官
の
実
際
的
動
機
か
ら
、
種
々
の
回
避
策
を
採
用
す
る
方
向
に
流
れ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ

の
よ
う
な
側
面
は
、
法
社
会
学
的
制
度
論
的
見
地
か
ら
分
析
さ
れ
る
べ
き
課
題
で
あ
る
。

五
　
残
さ
れ
た
課
題

以
上
は
今
後
の
展
開
に
向
け
て
の
ほ
ん
の
手
始
め
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
延
長
線
上
で
多
く
の
仕
事
が
待
ち
受
け
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
全

）
大
陸
法
系
に
つ
い
て
も
、
先
例
変
更
の
理
論
的
前
提
で
あ
る
先
例
拘
束
性
の
意
味
と
限
界
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
、

先
例
変
更
の
許
容
性
や
正
当
化
条
件
を
よ
り
緻
密
に
論
じ
る
こ
と
。
今
じ

先
例
変
更
を
回
避
し
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
技
術
を
よ
り
綿

密
に
分
析
す
る
こ
と
。
全
じ

英
米
の
ケ
ー
ス
ロ
ー
の
秩
序
に
お
い
て
は
、
先
述
の
よ
う
な
大
陸
で
の
先
例
変
更
と
制
定
法
訂
正
の
理

論
的
解
明
は
ど
の
程
度
妥
当
す
る
か
を
検
討
す
る
こ
と
。
（四
）
英
法
や
米
法
に
お
い
て
方
法
論
と
実
態
の
ず
れ
は
ど
の
よ
う
に
現
わ

れ
て
い
る
か
、
英
法
と
米
法
の
間
に
は
ど
の
よ
う
な
違
い
が
み
ら
れ
る
か
を
解
明
す
る
こ
と
。
（五
）
大
陸
法
と
英
米
法
に
関
す
る
検

一
五



岡山商大法学論叢 第17号 (2009)

一
二ハ

討
結
果
を
総
合
し
、
そ
こ
か
ら
包
括
的
な
枠
組
を
作
り
出
し
、
そ
の
中
に
日
本
法
に
お
け
る
判
例
変
更
の
理
論
と
実
際
を
方
法
的
に
正

し
く
位
置
づ
け
る
こ
と
。

こ
れ
ら
の
計
画
に
あ
る
程
度

の
輪
郭
を
与
え
る
た
め
に
は
、
多
少
の
時
間
が
必
要
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
小
論
は
そ
れ
に
向
か

っ
て

の
最
初
の

一
歩

で
あ
る
。

注＊
本
稿
の
も
と
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
二
〇
〇
七
年
夏
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
ク
ラ
カ
ウ
で
開
催
さ
れ
た
第
二
三
回
国
際
法
哲
学
社
会
哲
学
連
合

（Ｉ
Ｖ
Ｒ
）
。
世
界
会
議
の
席
上
で
の
研
究
報
告

Ｒｏ
く
①
Ｅヽ
〕】鰤
∞
留
ａ
∽一ω付魚
①‐８
景
８
Ｌ
ｏ
鰤
導
（八
月
六
日
発
表
）
で
あ
る
。
当
初
は
近
時
の
内

外
の
判
例
の
引
用
を
多
少
織
り
込
ん
で
具
体
的
内
容
の
よ
り
豊
富
な
論
文
に
発
展
さ
せ
た
い
と
考
え
て
い
た
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
か
ら
そ
の

作
業
は
別
の
機
会
に
譲
る
こ
と
に
し
て
、
今
回
は
当
初
の
講
演
テ
ク
ス
ト
に
最
小
限
の
手
直
し
を
加
え
た
も
の
を
公
表
す
る
に
と
ど
め
る
。

こ
の
研
究
は
、
平
成

一
九
年
度
か
ら
二

一
年
度
に
か
け
て
学
術
振
興
会
か
ら
科
学
研
究
費

（基
盤
研
究
Ｃ
）
の
助
成
を
受
け
て
筆
者
が
行

っ

て
い
る
研
究

（「判
例
変
更
と
制
定
法
の
訂
正

―
―
理
論
と
動
態
に
関
す
る
比
較
方
法
論
的
研
究
」
課
題
番
号

一
九
五
三
〇
〇

一
七
）
の

一
部

を
な
す
も
の
で
あ
る
。

（１
）
拙
著

『法
理
学
概
説
女
有
斐
閣
、
三
〇
〇
七
年
）
四
五
二
頁
以
下
、
五
二
四
頁
以
下
、
五
五
七
頁
以
下
参
照
。

（２
）
比
較
方
法
論
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
、
拙
著
前
掲
（注
１
蛍
概
説
』
五
九

一
頁
以
下
参
照
。

（３
）
コ
肝
①
津
∽ｏす
ｑ
ヽ
ミ
色
添
・忌
＆
゛
ヽ
監
Ｂ
ヽ
Ｒ
齢
幹
Ｌ
Ｈ゙
→
麟
ヴ
中β
中
①

，
■
０

“
・
煮
ｏ
す
ヽ
Ｓ
ｄ
】
〕
や
整
い
Ｌ
島
爵
と
対
比
せ
よ
。

（４
）
拙
著
前
掲
（注
１
）
五
六

一
頁
―
次
買
。
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（５
）
拙
著
前
掲
（注
１
）
五
六
二
頁
―
次
頁
。

（６
）
拙
著
前
掲
（注
１
）
五
六
三
頁
以
下
。

（７
）
拙
著
前
掲
（注
１
）
五
六
五
頁
。

（８
）
拙
著
前
掲
（注
１
）
五
六
五
頁
―
次
頁
。

（
９

）

Ｆ
鶴

①
Ｏ
蝉

【
」

民

ψ
ぷ

Ｒ

麟

ミ

淋

乱

熊
Ц

『
ω
磁

番

ユ

Ｔ

Ｒ

∽
離

猟

♯

ｕ
ｑ

Ｊ

＼ゴ

①
沖ａ
ω
Ｊ

Ｒ

く

イ
ｏ
薫

虫
ｑ

″
＼
Ｆ
ｏ
ｐ
ａ
ｏ
Ｂ
＼
戸

巨

ぐ
Ｓ

ｏ
肝
＜
里
ば

ｏ
，

］
【
ｏ

，
中
＼

ｗ
鶴
８
〕ｏβ
く
“
Ｆ
ａ
ω〕
Φ粋

∽
〕
Ｌ
β
端
ｒ
“、①出
儲

ド毬
〕
（零

＆
）
や
億
や
「先
例
」
に
つ
き
よ
り
詳
し
く
は
、拙
著
前
掲
（注
１
ど
四
七
頁
も
参
照
。

（１０
）
拙
著

『法
思
考
と
パ
タ
ン
ズ
創
文
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
三

一
八
頁
―
次
買
。

（１１
）
包
摂
と
解
釈
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
拙
著
前
掲
（注
１
）
四
二
人
頁
参
照
。

（‐２
）
こ
の
点
に
つ
き
、
拙
著
前
掲
（注
１
ビ
一四

一
頁
、
五
三
人
十
四
〇
頁
参
照
。

（・３
）
拙
著
前
掲

（注
１
）
一
五
七
頁
―
次
買
に
お
い
て
、
裁
判
官
法
の
法
的
効
力
な
ら
び
に
先
例
拘
束
性
を
段
階
的
に
把
握
す
る
フ
ィ
ケ
ン

チ
ャ
ー
の
見
解
に

一
定
の
理
解
と
賛
意
を
表
し
て
お
い
た
。

（・４
）
裁
判
官
に
よ
る
発
展
的
法
形
成
の
出
発
点
と
そ
こ
に
お
け
る
コ
ン
フ
リ
ク
ト
・パ
タ
ン
の
果
た
す
役
割
に
つ
い
て
は
、拙
著
前
掲
（注
１
）

の
二
四
章
と
二
五
章
に
お
い
て
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
を
示
し
て
お
い
た
。

（‐５
）
よ
り
厳
密
に
い
う
と
、
解
釈
と
発
展
的
法
形
成
の
中
間
に
規
範
的
概
念
や
裁
量
条
項
の
よ
う
な
弛
緩
概
念
の
操
作
が
あ
り
、
弛
緩
概
念

取
扱
い
に
お
け
る
誤
謬
と
い
う
問
題
も
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
こ
で
は
単
純
化
の
た
め
に
そ
の
問
題
に
は
立
ち
入
ら
な
い
。

（・６
）
民
法
の
法
定
地
上
権
の
成
否
に
関
し
て
、
同

一
所
有
者
に
属
す
る
土
地
建
物
に
共
同
抵
当
権
が
設
定
さ
れ
た
後
、
建
物
が
建
て
替
え
ら

れ
た
場
合
、
新
し
い
建
物
の
た
め
に
法
定
地
上
権
が
成
立
す
る
か
否
か
が
争
わ
れ
た
ケ
ー
ス
。
大
判
昭
和

一
三
年
五
月
二
五
日
は
い
わ
ゆ

る

「個
別
価
値
考
慮
説
」
に
立
っ
て
新
し
い
建
物
の
た
め
に
法
定
地
上
権
が
成
立
す
る
と
し
て
い
た
が
、
最
判
平
成
九
年
二
月

一
四
日
民

集
五

一
。
二

・
三
七
五
は
こ
れ
を
覆
し
、
「全
体
価
値
考
慮
説
」
を
採
用
し
た
上
で
、
新
し
い
建
物
の
た
め
に
法
定
地
上
権
は
成
立
し
な

い
と
し
た
。
こ
の
小
法
廷
判
決
の
中
で
も
、
「大
審
院
昭
和
三
年
五
月
二
五
日
判
決

・
民
集

一
七

・
一
二

。
一
一
〇
〇
は
右
と
抵
触
す
る

一
七
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一
人

限
度
で
変
更
す
べ
き
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
、
判
例
変
更
を
行
っ
て
い
る
趣
旨
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

（・７
）
盗
品
の
占
有
者
が
民
法

一
九
四
条
に
も
と
づ
き
盗
品
の
引
き
渡
し
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
、
被
害
者
が
そ
の
引
き
渡
し
を
受

け
た
と
き
は
、
占
有
者
は
被
害
者
に
対
し
て
代
価
の
弁
済
を
請
求
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
に
つ
き
、
大
判
昭
和
四
年

一
二
月

一
一

日
は
、
請
求
で
き
な
い
と
否
定
的
に
解
し
て
い
た
。
最
判
平
成

一
二
年
六
月
二
七
日
民
集
五
四

・
五

。
一
七
三
七
に
お
い
て
最
高
裁
小
法

廷
は
、
こ
の
先
例
を
変
更
し
て
、
占
有
者
は
被
害
者
に
対
し
て
代
価
弁
済
を
請
求
で
き
る
と
解
し
、
判
決
の
中
で

「
大
審
院
昭
和
四
年

一
二
月

一
一
日
判
決

・
民
集
八
・九
二
三
は
、
右
と
抵
触
す
る
限
度
で
変
更
す
べ
き
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

（‐８
）
外
国
国
家
に
対
す
る
民
事
裁
判
権
免
除
の
問
題
に
つ
い
て
、
大
決
昭
和
三
年

一
二
月
二
八
日
民
集
七

・
一
二

。
一
一
二
人
は
、
い
わ
ゆ

る
絶
対
免
除
主
義

（外
国
国
家
は
原
則
と
し
て
法
廷
地
回
の
民
事
裁
判
権
に
服
す
る
こ
と
を
免
除
さ
れ
る
と
す
る
考
え
方
）
の
解
釈
的
立

場
を
採
用
し
て
い
た
。
最
判
平
成

一
八
年
七
月
二
一
日
民
集
六
〇
上
↑
二
五
四
二
に
お
い
て
最
高
裁
の
小
法
廷
は
こ
れ
を
訂
正
し
て
、
制

限
免
除
主
義
の
立
場

（国
家
の
行
為
を
主
権
的
行
為
と
そ
れ
以
外
の
私
法
的
ま
た
は
事
務
管
理
的
な
行
為
に
区
分
し
、
免
除
は
前
者
の
主

権
的
行
為
に
限
ら
れ
る
と
す
る
考
え
方
）
に
立

っ
た
上
で
、
「
昭
和
三
年

一
二
月
二
人
日
大
審
院
決
定
は
以
上
と
抵
触
す
る
限
度
に
お
い

て
こ
れ
を
変
更
す
べ
き
で
あ
る
」
と
明
言
し
て
い
る
。

（‐９
）
大
判
昭
和

一
人
年

一
二
月
二
二
日
に
よ
れ
ば
、
不
当
利
得
の
返
還
義
務
の
内
容
に
つ
き
、
利
得
さ
れ
た
物
が
上
場
株
式
な
ど
代
替
性
の

あ
る
物
で
あ
る
場
合
に
は
、
代
替
物
に
よ
る
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る

（同
種
同
量
の
他
の
株
式
の
返
還
を
命
ず
べ
き
で
あ
る
）

と
解
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
最
判
平
成

一
九
年
三
月
八
日
民
集
六

一
・
二

・
四
七
九
は
、
受
益
者
は
代
替
性
の
あ
る
物
を
第
三

者
に
売
却
し
た
場
合
の
売
却
代
金
相
当
額
の
返
還
義
務
を
負
う

（す
な
わ
ち
代
替
物
に
よ
る
返
還
の
請
求
は
で
き
な
い
）
と
い
う
、
先
例

と
は
異
な
っ
た
見
解
を
採
用
し
た
上
で
、
判
決
の
中
で
、
「大
審
院
昭
和

一
人
年

一
二
月
二
二
日
判
決

・
法
律
新
聞
四
人
九
〇
と
一は
、
以

上
と
抵
触
す
る
限
度
に
お
い
て
こ
れ
を
変
更
す
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

（２０
）
こ
れ
ら
の
方
法
論
的
二
段
階
の
意
義
お
よ
び
欠
紋
に
つ
い
て
の
表
層
欠
訣
と
深
層
欠
鋏
と
い
う
区
別
に
つ
い
て
は
、
拙
著
前
掲
（注
１
）

五
三

一
買
、
五
三
人
買
Ｉ
次
頁
参
照
。



判例変更と制定法の訂正への一試論

（２‐
）
ゎ
が
国
の
利
息
制
限
法

一
条
二
頂

・
四
条
二
頂
の
規
定

（制
限
超
過
利
息
を
任
意
に
支
払

っ
た
債
務
者
は
超
過
利
息
金
の
返
還
を
請
求

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
旨
の
規
定
）
に
関
し
て
、制
限
超
過
利
息
金
を
元
本
に
充
当
し
う
る
か
ど
う
か
を
め
ぐ
る
最
高
裁
判
例
の
変
遷

（と

く
に
最
大
判
昭
和
四
三
年

一
一
月

一
三
日
民
集
二
二

。
一
二

・
二
五
二
六
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
）
は
、
こ
の
問
題
に
と
つ
て
好
個
の

例
と
い
え
よ
う
。
拙
著
前
掲
（注
１
）
五
七
七
頁
脚
注
八
参
照
。

（２２
）
拙
著
前
掲
（注
１
）
五
七
七
１
七
九
頁
参
照
。

（２３
）
拙
著
前
掲
（注
ｌ
ｒ
ハ
〇
六
頁
参
照
。

（
２４
）

Ｄ
オ
ω
β
ヴ
①
ヽ
い

り島
・
＞
こ
【
ぷ
６
夢
ゞ
叫
苺
Ｓ

へヽ

ω
Ｒ
ざ
燭
ｓ
馬
ｈ
馬
Ｎ
・
①
”
日
ヴ
Ｈ
ａ
∞
①
さ
煮
”
∽
∽
ω
ｏ
Ｆ
営
の
ω
岸
∽
＼
い
ｏ
日
ａ
ｏ

，

日
ω
【
ド

ｑ
口
．ド

句
【
①
の
の
μ
Ｏ
∞
”

∪
や

Ｐ
］
『
【

（２５
）
こ
う
し
た
課
題
に
つ
い
て
は
、
拙
著
前
掲

（注
１
）
六
〇
七
十
〇
九
頁
参
照
。

一
九


