
外
国
判
決
の
効
力

│
│
総
論
的
考
察
│
│

芳

賀

雅

顯

一

問
題
の
所
在

二

ド
イ
ツ
法
系
に
お
け
る
外
国
判
決
の
効
力
論

㈠

ド
イ
ツ
お
け
る
議
論

1

固
有
法

⑴

学

説

a

効
力
拡
張
説

b

等
置
説

c

累
積
的
適
用
説

⑵

判

例

2

二
国
間
条
約

3

多
国
間
条
約
（
規
則
）

⑴

ハ
ー
グ
扶
養
裁
判
の
承
認
執
行
条
約

⑵

ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
条
約

⑶

ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
規
則

㈡

オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る
議
論

1

学

説

2

判

例

㈢

ス
イ
ス
に
お
け
る
議
論

1

学

説

2

連
邦
司
法
省
の
見
解

3

連
邦
裁
判
所
の
見
解

三

日
本
に
お
け
る
外
国
判
決
の
効
力
論

㈠

学

説

1

効
力
拡
張
説

2

等
置
説

3

累
積
的
適
用
説

㈡

判

例

四

検

討

㈠

諸
説
の
検
討

㈡

承
認
国
法
に
よ
る
判
決
効
制
限
の
可
否
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㈢

承
認
国
法
に
よ
る
判
決
効
拡
張
の
可
否

㈣

関
連
問
題

1

外
国
判
決
の
効
力
と
懲
罰
的
損
害
賠
償
の
関
係

2

国
際
的
訴
訟
競
合
に
お
け
る
訴
訟
対
象
論
と
の
関
係

一

問
題
の
所
在

訴
訟
手
続
を
行
っ
た
結
果
、
当
事
者
は
そ
の
手
続
の
判
断
に
拘
束
さ
れ
る
。
現
在
、
世
界
に
は
二
〇
〇
近
い
国
家
（
総
務
省
統
計

局
に
よ
る
と
、
二
〇
〇
九
年
一
月
一
日
現
在
、
世
界
の
国
の
数
は
一
九
三
と
さ
れ
る
）
や
国
家
に
準
じ
た
存
在
が
あ
り
、
そ
の
訴
訟
手
続
、

そ
し
て
そ
の
拘
束
力
に
は
多
種
多
様
な
形
態
が
存
在
し
う
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
日
本
法
が
観
念
し
て
い
る
判
決
の
拘
束
力
は
国
際

的
に
み
た
場
合
、
決
し
て
普
遍
的
な
存
在
形
式
を
有
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
判
決
の
既
判
力
（
不
可
争

性
）
は
、
そ
の
名
称
は
と
も
か
く
、
訴
訟
制
度
を
実
効
あ
ら
し
め
る
効
力
と
し
て
、
日
本
の
み
な
ら
ず
、
広
く
国
際
的
に
認
め
ら
れ

る
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
外
国
判
決
の
効
力
が
我
が
国
で
承
認
さ
れ
る
場
合
、
そ
の
基
準
と
し
て
判
決
国
で
あ
る
外
国
法
廷
地
法
と
承
認
国
法

で
あ
る
日
本
法
と
の
関
係
が
問
題
に
な
る
。
わ
が
国
で
は
、
効
力
拡
張
説
（
外
国
法
廷
地
の
判
決
効
が
承
認
国
に
拡
張
さ
れ
る
と
す
る

立
場
）
が
通
説
的
立
場
を
築
い
て
い
る
が
、
近
時
、
判
決
国
法
の
国
内
へ
の
拡
張
を
承
認
国
法
に
よ
る
制
限
の
も
と
で
認
め
る
立
場

や
、
等
置
説
あ
る
い
は
効
力
付
与
説
と
よ
ば
れ
る
承
認
国
の
立
場
か
ら
効
力
を
与
え
る
立
場
が
有
力
に
説
か
れ
て
い
る
（
本
稿
で
は

用
語
の
統
一
を
図
る
た
め
、
以
下
、
等
置
説
と
い
う
名
称
を
用
い
る
）。
こ
れ
ら
の
議
論
は
主
と
し
て
既
判
力
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
き

た
が
、
執
行
力
に
つ
い
て
も
議
論
が
あ
る
。

他
方
、
ド
イ
ツ
法
系
に
目
を
転
じ
て
み
る
と
、
ド
イ
ツ
で
は
判
決
国
法
と
承
認
国
法
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
の
か
に
つ
い

て
は
、
議
論
が
複
雑
で
あ
る
。
若
干
の
二
国
間
条
約
を
除
い
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
明
言
し
て
い
る
規
定
は
な
い
た
め
、
解
釈
に
委
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ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
ド
イ
ツ
で
は
判
決
国
法
を
基
準
に
据
え
つ
つ
、
承
認
国
法
の
一
定
の
介
入
を
認
め
る
見

解
が
多
数
を
占
め
る
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
承
認
国
法
が
介
入
す
る
か
に
つ
い
て
議
論
が
錯
綜
し
て
い
る
。
ま
た
、
承
認
国
法
説
を

説
く
見
解
も
少
な
か
ら
ず
あ
り
、
連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
例
も
こ
の
見
解
に
し
た
が
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
法
系

の
中
で
も
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
承
認
国
法
説
が
通
説
と
さ
れ
、
ま
た
ス
イ
ス
で
は
累
積
的
適
用
説
を
支
持
す
る
立
場
が
有
力
で
あ
る
。

他
方
で
、
近
時
、
わ
が
国
で
は
、
外
国
判
決
の
承
認
に
よ
る
国
内
的
効
力
に
つ
い
て
個
別
的
な
検
討
を
試
み
る
論
考
も
著
さ
れ
て
き

て
い
る
。

し
か
し
、
外
国
判
決
の
承
認
に
よ
る
国
内
的
効
力
の
基
本
問
題
の
検
討
は
、
幾
多
の
各
論
的
問
題
の
根
幹
を
な
す
も
の
で
あ
り
、

検
討
す
る
重
要
性
は
今
日
で
も
薄
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
本
稿
は
、
今
後
の
各
論
的
考
察
を
行
っ
て
い
く
上
で

の
準
備
作
業
と
い
え
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
は
、
日
本
法
の
解
釈
と
し
て
外
国
判
決
の
効
力
、
こ
こ
で
は
既
判
力
の
承
認
に
焦
点
を
絞
っ
て
、
そ
の
国
内
的
効

力
の
基
準
を
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
以
下
で
は
、
ま
ず
、
ド
イ
ツ
固
有
法
（
民
事
訴
訟
法
三
二
八
条
）、
そ
し
て
条
約
（
ブ

リ
ュ
ッ
セ
ル
規
則
も
含
む
）
の
順
で
論
じ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
本
来
、
法
適
用
関
係
は
条
約
が
国
内
法
に
優
先
す
る
が
、
本
稿
で

論
ず
る
テ
ー
マ
は
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
三
二
八
条
で
の
議
論
を
中
心
に
展
開
し
て
き
た
た
め
、
国
内
法
に
関
す
る
議
論
を
最
初
に
紹

介
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
ま
た
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
や
ス
イ
ス
の
議
論
も
参
照
し
得
た
限
り
で
紹
介
を
試
み
る
。

外国判決の効力

365



二

ド
イ
ツ
法
系
に
お
け
る
外
国
判
決
の
効
力
論

㈠

ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
論

1

固
有
法

⑴

学
説

a

効
力
拡
張
説

固
有
法
（
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
三
二
八
条
）
に
基
づ
く
外
国
判
決
承
認
の
効
力
に
関
す
る
ド
イ
ツ
で
の
議
論
は
、
効
力
拡
張
説

（W
ir
k
u
n
g
serstrec

k
u
n
g

）
が
学
説
で
は
通
説
で
あ
る
（
そ
の
淵
源
は
、
少
な
く
と
も
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
）。
こ

の
見
解
の
根
拠
は
、
外
国
判
決
は
判
決
国
の
法
秩
序
に
基
づ
い
て
お
り
、
そ
こ
で
の
訴
訟
手
続
は
将
来
下
さ
れ
る
べ
き
判
決
効
の
源

に
な
る
こ
と
、
ま
た
、
も
し
仮
に
承
認
国
法
を
基
準
と
す
る
と
手
続
実
施
時
に
は
想
起
し
な
か
っ
た
効
力
が
発
生
し
て
し
ま
う
こ
と

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る

）
。

こ
の
見
解
に
よ
る
と
、
判
決
国
で
下
さ
れ
た
判
決
の
効
力
が
そ
の
ま
ま
承
認
国
に
拡
張
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
外
国
判
決
は
、

承
認
国
に
お
い
て
相
当
す
る
判
決
と
同
じ
地
位
（Gleic

h
stellu

n
g

）
を
与
え
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
効
力
拡
張
説
に
よ
れ
ば
判

決
国
法
が
基
準
に
な
る
の
で
、
判
決
効
の
種
類
お
よ
び
範
囲
は
判
決
国
法
に
し
た
が
い
、
判
決
国
法
よ
り
も
広
い
効
力
は
承
認
国
で

は
認
め
ら
れ
な
い

）
。
こ
こ
で
承
認
さ
れ
る
の
は
ド
イ
ツ
法
上
手
続
と
性
質
決
定
さ
れ
た
効
力
に
限
ら
れ
、
問
題
と
な
る
効
力
が
手
続

か
実
体
か
の
判
断
は
ド
イ
ツ
法
に
よ
る

）
。
し
た
が
っ
て
、
当
該
判
決
国
に
お
い
て
手
続
か
実
体
か
と
い
う
問
題
と
は
関
係
な
い

）。
こ

の
こ
と
は
、
民
事
訴
訟
法
三
二
八
条
だ
け
で
な
く
、
商
法
七
三
八
条
⒜
、
非
訟
事
件
手
続
法
一
六
条
⒜
お
よ
び
倒
産
法
三
四
三
条
に

つ
い
て
も
妥
当
す
る

）
。

判
決
国
で
判
決
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
効
力
は
自
動
的
に
国
内
に
拡
張
さ
れ
る
。
し
か
し
、
承
認
国
で
下
さ
れ
た
執
行
宣
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言
は
、
別
個
、
取
り
消
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

）
。
な
お
、
判
決
国
で
既
判
力
が
抗
弁
事
項
と
さ
れ
て
い
て
も
、
ド
イ
ツ
で
は
職
権

調
査
事
項
と
さ
れ
る

）
。
ま
た
、
外
国
判
決
の
執
行
力
に
つ
い
て
は
、
後
述
の
等
置
説
（Gleic

h
stellu

n
g
sth

e
orie

）
が
妥
当
す
る
点

で
見
解
の
一
致
を
見
て
お
り
、
外
国
判
決
の
執
行
力
は
判
決
国
の
執
行
力
が
内
国
に
拡
張
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
国
内
法
に
基
づ
き

執
行
力
が
原
初
的
に
付
与
さ
れ
る
と
説
か
れ
る

）
。

以
上
述
べ
た
部
分
に
つ
い
て
は
、
効
力
拡
張
説
を
支
持
す
る
学
説
で
は
お
お
よ
そ
見
解
が
一
致
し
て
い
る
と
見
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
の
見
解
で
も
承
認
国
法
が
ま
っ
た
く
関
係
し
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
一
定
の
場
合
に
承
認
国
法
が
介
入
す
る
こ

と
が
説
か
れ
て
い
る
。
だ
が
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
承
認
国
法
の
適
用
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
見
解
の
対
立
が
あ
る
。
第
一
の
見

解
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
ガ
イ
マ
ー
は

）
、
承
認
さ
れ
る
外
国
判
決
の
効
力
は
、
細
部
で
ド
イ
ツ
法
と
一
致
し
て
い
る
必
要
は
な
い
が

ド
イ
ツ
法
上
認
め
ら
れ
て
い
る
効
力
に
限
る
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
ガ
イ
マ
ー
は
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
規
則
に
つ
い
て
は
、
判
決
国
法

が
無
制
限
（un

b
esc

h
ra
¨

n
kt

）
に
拡
張
さ
れ
る
と
し

）
、
外
国
判
決
の
効
力
に
つ
い
て
規
則
が
適
用
さ
れ
る
場
合
と
固
有
法
が
適
用
さ

れ
る
場
合
と
の
区
別
を
行
っ
て
い
る
。

他
方
、
第
二
の
見
解
と
し
て

）
、
承
認
国
法
で
あ
る
ド
イ
ツ
法
上
は
よ
り
狭
い
範
囲
で
し
か
判
決
効
を
認
め
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ

て
判
決
国
法
が
よ
り
広
い
判
決
効
を
有
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
判
決
国
法
に
よ
り
判
決
効
の
範
囲
は
確
定
さ
れ
る
と
す
る
（
た
だ

し
、
こ
の
見
解
は
ド
イ
ツ
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
二
国
間
条
約
が
適
用
さ
れ
る
事
件
で
の
評
釈
と
し
て
述
べ
ら
れ
た
こ
と
に
注
意
）。
そ
れ
ゆ
え
、

こ
の
見
解
に
よ
る
な
ら
ば
、
ド
イ
ツ
法
上
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
先
決
的
法
律
関
係
（rec

htlic
h
e
V
orfra

g
e

）
に
も
既
判
力
を
認

め
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
法
が
判
決
国
法
と
な
っ
た
場
合
で
も
、
こ
の
効
力
が
国
内
に
拡
張
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ガ
イ
マ
ー
は
こ

の
見
解
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
批
判
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
の
立
法
者
が
中
間
確
認
の
訴
え
に
よ
る
場
合
を
除
い
て
先
決
的

法
律
関
係
に
つ
い
て
拘
束
力
を
否
定
し
た
の
は
、
十
分
に
審
理
が
尽
く
さ
れ
て
い
な
い
理
由
中
の
判
断
に
ま
で
既
判
力
が
及
ぶ
と
す

る
と
、
誤
っ
た
判
断
が
永
続
し
て
し
ま
う
た
め
、
そ
れ
を
回
避
す
る
と
い
う
、
そ
れ
相
当
の
根
拠
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
こ
の
原
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則
は
外
国
判
決
と
の
関
係
で
も
貫
徹
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る

）
。

ま
た
、
第
三
の
見
解
と
し
て
、
判
決
国
法
の
効
力
が
承
認
国
法
で
あ
る
ド
イ
ツ
法
と
、
ま
っ
た
く
異
質
で
あ
る
（vo

¨
llig

w
e‑

se
n
sfre

m
d

）
場
合
に
は
、
承
認
国
法
に
よ
る
限
界
付
け
が
な
さ
れ
る
と
説
く
見
解
が
あ
る

）
。
そ
の
根
拠
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
ミ

ュ
ラ
ー
は

）
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

実
体
的
確
定
力
は
そ
の
効
果
に
お
い
て
、
後
訴
に
お
け
る
当
事
者
の
法
的
審
問
（das

rec
htlic

h
e
G
e
h
o
¨
r

）
を
制
限
す
る
。
ま
た
、
憲
法
が
制
度
的
に
保
障
し
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
法
的
審
問
は
ド
イ

ツ
民
事
訴
訟
法
の
最
も
重
要
な
基
盤
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
の
限
り
で
、
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
既
判
力
の
限
界
に
関
す
る
規

定
は
、
ド
イ
ツ
の
権
利
保
護
体
系
を
本
質
的
に
形
作
る
法
政
策
上
の
重
要
な
判
断
で
あ
る
。
判
決
国
法
を
根
拠
に
、
外
国
判
決
に
対

し
て
民
事
訴
訟
三
二
八
条
を
超
え
て
、
ド
イ
ツ
訴
訟
法
が
限
界
付
け
を
し
た
程
度
を
上
回
る
既
判
力
を
認
め
る
な
ら
ば
、
ド
イ
ツ
の

権
利
保
護
体
系
の
基
本
思
想
に
合
致
し
た
限
度
を
超
え
て
法
的
審
問
を
制
限
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
場
合
に
は
、
お
そ
ら
く
公

序
（ordre

p
u
blic

）
を
用
い
る
こ
と
に
な
ろ
う

、
と
。
ク
ロ
フ
ォ
ラ
ー
も
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
こ
の
見
解
を
支
持
し

て
い
る

）
。
す
な
わ
ち
、
よ
り
広
い
効
力
を
有
す
る
外
国
の
判
決
効
を
承
認
国
法
に
よ
っ
て
限
界
付
け
る
の
は
、
実
際
上
好
ま
し
い
結

論
を
も
た
ら
す
が
、
国
内
法
を
累
積
的
に
適
用
す
る
と
、
外
国
判
決
の
承
認
に
敵
対
的
に
な
る
の
で
、
ド
イ
ツ
法
上
知
ら
れ
て
い
な

い
効
力
を
公
序
に
よ
っ
て
排
斥
す
べ
き
で
あ
る
、
と
。
公
序
適
用
の
た
め
の
要
件
は
、
当
該
外
国
判
決
の
効
力
が
ド
イ
ツ
法
上
認
め

ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
ド
イ
ツ
で
そ
の
効
力
を
認
め
る
こ
と
が
ド
イ
ツ
の
公
序
（
ド
イ
ツ
民
訴
法
三
二
八
条

一
項
四
号
）
に
反
す
る
場
合
に
限
ら
れ
る
。

問
題
と
な
る
の
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
よ
う
な
先
決
関
係
に
拘
束
力
を
認
め
る
外
国
判
決
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
点

に
つ
い
て
、
ク
ロ
フ
ォ
ラ
ー
は
、
こ
の
よ
う
な
効
力
を
承
認
す
る
こ
と
は
公
序
に
反
す
る
と
し
て
お
り
（
こ
れ
が
通
説
で
あ
る
と
述

べ
る）
）、
こ
の
立
場
で
は
結
論
的
に
は
第
一
の
見
解
と
異
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ゴ
ッ
ト
ヴ
ァ
ル
ト
は
、
当
事
者

間
に
お
い
て
先
決
関
係
に
拘
束
力
が
及
ぶ
外
国
判
決
の
承
認
も
原
則
と
し
て
可
能
と
し
て
い
る

）。
す
な
わ
ち
、
相
殺
の
場
合
に
は
理
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由
中
の
判
断
に
も
既
判
力
が
生
ず
る
と
す
る
民
訴
法
三
二
二
条
二
項
を
も
と
に
し
た
既
判
力
拡
張
に
関
す
る
議
論
に
よ
り
、
先
決
関

係
に
拘
束
力
が
生
ず
る
と
い
う
考
え
は
ド
イ
ツ
法
に
と
っ
て
ま
っ
た
く
認
め
ら
れ
て
い
な
い
（sc

hlec
hthin

u
n
d
a
u
s
n
a
h
m
slos

fre
m
d

）
と
は
言
え
な
い
か
ら
で
あ
る
と
述
べ
る
。
そ
し
て
同
一
当
事
者
が
外
国
で
訴
訟
を
追
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
た
と

え
ば
争
点
排
除
効
（is

u
e
esto

p
p
el‐

Bin
d
u
n
g

）
を
考
慮
す
る
こ
と
は
当
事
者
の
法
的
審
問
請
求
権
を
奪
い
、
ド
イ
ツ
の
公
序
違
反

を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い
と
説
く
（
こ
れ
に
対
し
て
、
第
三
者
に
コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ペ
ル
が
及
ぶ
場
合
に
は
、
承
認
に
よ
っ
て
そ

の
者
の
法
的
審
問
が
侵
害
さ
れ
な
い
場
合
に
限
っ
て
、
国
内
で
そ
の
効
力
を
認
め
る
と
す
る
）。
シ
ュ
ペ
レ
ン
ベ
ル
ク
も
、
ド
イ
ツ
法
上
は

中
間
確
認
の
訴
え
が
認
め
ら
れ
て
い
る
以
上
は
、
先
決
的
法
律
関
係
に
拘
束
力
を
認
め
る
外
国
判
決
を
承
認
し
て
も
公
序
に
反
し
な

い
と
述
べ
る

）
。

b

等
置
説

他
方
、
等
置
説
（Gleic

h
stellu

n
g
sth

e
orie

）
も
、
少
数
な
が
ら
唱
え
ら
れ
て
い
る

）
。
あ
る
見
解
は
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る

）
。
す
な
わ
ち
、
外
国
判
決
の
既
判
力
の
範
囲
は
外
国
法
に
よ
っ
て
定
ま
る
と
す
る
立
場
が
好
ま
し
い
と
言
え
る
が
、
そ
の
外

国
判
決
は
ド
イ
ツ
で
は
国
内
で
認
め
ら
れ
て
い
る
効
力
よ
り
も
広
い
範
囲
を
有
し
な
い
。
つ
ま
り
、
外
国
判
決
が
当
該
外
国
法
に
よ

る
と
判
決
理
由
に
既
判
力
が
生
ず
る
と
し
て
も
、
ド
イ
ツ
で
は
こ
の
効
力
は
生
じ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
ド
イ
ツ
で
は
そ
の
効
力
は
認

め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
外
国
判
決
は
内
国
判
決
と
等
置
さ
れ
る
（gleic

h
stelle

n

）
か
ら
で
あ
る
、
と
。
ま
た
、
同
趣
旨
を
説
く

別
の
見
解
は

）
、
外
国
の
高
権
行
為
が
国
内
で
効
力
を
有
す
る
の
は
承
認
国
法
が
そ
れ
を
命
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
内
国
で
効
力
を

通
用
さ
せ
る
命
令
が
付
与
さ
れ
た
（Verleih

u
n
g
dieses

G
eltu

n
g
sb

efe
hls

）
こ
と
に
よ
り
、
外
国
国
家
の
高
権
行
為
は
手
続
的
に

国
内
行
為
に
な
る
と
述
べ
る
。
ハ
ー
プ
シ
ャ
イ
ド
は
、
こ
の
後
者
の
見
解
に
賛
同
し
て
、

承
認
に
よ
っ
て
外
国
判
決
は
国
籍
を
与

え
ら
れ
（nostrifiziert

）、
外
国
判
決
は
内
国
判
決
と
同
じ
資
格
を
与
え
ら
れ
る
（gleic

h
g
estellt

）

と
述
べ
る

）
。
ま
た
、
ノ
イ
ハ
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ウ
ス
は
、

国
内
法
上
の
効
果
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
〔
外
国
の
法
的
〕
行
為
を
国
内
法
上
の
現
象
に
置
き
換
え
る
こ

と
で
あ
る

と
述
べ
る

）
。
こ
れ
ら
の
見
解
に
依
れ
ば
、
外
国
判
決
は
国
内
判
決
と
同
じ
よ
う
に
扱
わ
れ
る
の
で
、
判
決
国
が
い
ず
れ

の
国
で
あ
ろ
う
と
も
、
承
認
国
で
は
そ
の
効
力
は
異
な
ら
な
い
。
も
っ
と
も
、
筆
者
が
参
照
し
え
た
限
り
で
は
、
こ
ん
に
ち
、
ド
イ

ツ
で
は
ほ
と
ん
ど
支
持
を
得
て
い
な
い
。

こ
の
等
置
説
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
批
判
が
あ
る
。
第
一
に
、
同
一
判
決
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
承
認
国
ご
と
に
異
な
っ

た
効
力
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
判
決
の
国
際
的
調
和
が
図
ら
れ
な
い
と
す
る
批
判
が
あ
る

）
。
第
二
に
、
判
決
国
法
で
は
生
じ
な

い
効
力
が
承
認
国
で
認
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
う
る
た
め
、
訴
訟
追
行
過
程
で
は
ま
だ
判
明
し
て
い
な
い
承
認
国
法
の
判
決
効
が
当

事
者
の
予
測
不
能
な
形
で
生
じ
る
た
め
適
切
で
は
な
い
と
の
批
判
が
あ
る

）
。
第
三
に
、
既
判
力
を
通
じ
た
拘
束
力
は
、
当
事
者
が
自

己
の
権
利
を
主
張
す
る
機
会
を
有
す
る
場
合
に
限
っ
て
認
め
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
と
の
批
判
で
あ
る

）
。

c

累
積
的
適
用
説

少
数
で
は
あ
る
が
、
近
時
有
力
に
説
か
れ
て
い
る
の
が
累
積
的
適
用
説
（K

u
m
ulatio

n
sth

e
orie

）
と
呼
ば
れ
る
見
解
で
あ
る

）
。

シ
ャ
ッ
ク
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
本
説
を
支
持
す
る

）
。
す
な
わ
ち
、
支
配
的
な
見
解
で
あ
る
効
力
拡
張
説
に
よ
れ
ば
、
外
国
判
決

が
広
範
な
判
決
効
を
認
め
て
い
る
場
合
に
誤
判
を
救
済
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
ド
イ
ツ
の
よ
う
な
狭
い
範
囲
で
し
か
既
判
力

を
認
め
て
い
な
い
国
に
と
っ
て
は
こ
の
よ
う
な
外
国
判
決
に
対
し
て
は
何
ら
か
の
制
限
を
認
め
な
い
と
妥
当
性
を
欠
く
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
、
た
と
え
ば
、
判
決
効
そ
れ
自
体
が
ド
イ
ツ
法
に
認
め
ら
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
と
か
、
判
決
効
が
ド
イ
ツ
法
と
本
質
的
に

異
な
ら
な
い
場
合
と
い
っ
た
、
外
国
判
決
に
フ
ィ
ル
タ
ー
を
か
け
る
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
フ
ィ
ル
タ

ー
は
承
認
国
に
お
け
る
法
的
安
定
性
を
か
え
っ
て
損
な
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
承
認
国
法
に
よ
る
限
界
付
け
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
と
す
る
。
ロ
ー
ト
も
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
累
積
的
適
用
説
を
支
持
す
る

）
。
す
な
わ
ち
、
外
国
判
決
の
効
力
は
効
力
拡
張
が
出
発
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点
と
な
る
が
、
観
念
論
に
よ
る
こ
と
な
く
、
当
事
者
の
利
益
状
況
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
効
力
拡
張
説
に
よ

れ
ば
承
認
国
で
あ
る
ド
イ
ツ
法
上
認
め
ら
れ
て
い
な
い
効
力
で
あ
っ
て
も
承
認
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
た
め
、
国
内
法
に
よ
る

制
限
を
必
要
と
す
る
し
、
他
方
で
等
置
説
に
よ
れ
ば
判
決
国
法
が
認
め
て
い
な
い
効
力
が
承
認
国
で
生
ず
る
こ
と
が
あ
り
え
、
効
力

が
国
ご
と
に
異
な
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
や
は
り
制
限
が
必
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
双
方
の
見
解
共
に
制
限
が
必
要
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
累
積
的
適
用
説
が
支
持
さ
れ
る
と
述
べ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
ク
ロ
フ
ォ
ラ
ー
は
、
累
積
的
適
用
説
で
は
外
国
判
決
が
承
認
国
よ
り
も
広
範
囲
の
効
力
を
有
す
る
場
合
で
あ
っ
て

も
、
承
認
国
法
に
よ
る
限
界
付
け
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
外
国
判
決
の
範
囲
の
審
査
を
し
な
い
で
す
む
た
め
、
こ
の
見
解
は
実

務
に
と
っ
て
は
好
ま
し
い
解
決
方
法
と
い
え
る
と
述
べ
つ
つ
も
、
こ
の
見
解
が
等
置
説
に
部
分
的
に
立
脚
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る

と
承
認
に
敵
対
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
（an

er
k
e
n
n
u
n
g
sfein

dlic
h
er

A
n
satz

）
に
な
る
と
し
て
、
批
判
す
る

）
。
ま
た
、
シ
ュ
ペ
レ
ン

ベ
ル
ク
も
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
批
判
す
る

）
。
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
法
上
は
別
居
判
決
（T

re
n
n
u
n
g
v
o
n
T
isc

h
u
n
d
B
ett

）
は
認

め
ら
れ
て
い
な
い
し
、
ま
し
て
や
効
力
も
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
外
国
別
居
判
決
は
ド
イ
ツ
で
効
力
を
認
め

ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
外
国
判
決
の
効
力
を
国
内
法
に
よ
っ
て
制
限
す
る
見
解
や
累
積
的
適
用
説
は
、
実
際
に
は
貫
徹
さ
れ
て
い

な
い
、
と
。
さ
ら
に
、
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
は
、
通
説
は
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
条
約
（
あ
る
い
は
規
則
）
に
よ
る
承
認
に
つ
い
て
は
、
国
内
法

に
よ
る
制
限
と
い
う
こ
と
を
認
め
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
外
国
訴
訟
法
に
基
づ
く
判
決
効
の
承
認
か
ら
国
内
法
上
の
基
本
権
の
侵
害

を
回
避
さ
せ
る
必
要
性
が
あ
る
と
い
う
発
想
そ
の
も
の
に
疑
問
が
あ
る
と
し
て
い
る

）
。

⑵

判

例

ド
イ
ツ
の
判
例
の
態
度
は
、
等
置
説
が
有
力
の
よ
う
で
あ
る
が
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
下
で
は
、
時

系
列
に
沿
う
形
で
、
紹
介
を
試
み
る
。
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【
一
九
八
一
年
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
上
級
地
方
裁
判
所

）
】
（
等
置
説
）

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
人
夫
婦
が
ド
イ
ツ
で
生
活
を
し
、
子
供
を
も
う
け
て
い
た
が
、
そ
の
後
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
裁
判
所
で
離
婚
し

た
。
離
婚
に
際
し
て
子
の
扶
養
料
の
支
払
に
つ
い
て
も
定
め
ら
れ
た
。
本
件
は
子
供
が
そ
の
後
の
生
活
状
況
に
変
動
が
生
じ
た
こ
と

を
理
由
に
、
扶
養
料
の
増
額
を
求
め
た
事
案
で
あ
る
。

裁
判
所
は
、
増
額
を
認
め
た
原
審
を
支
持
し
た
が
そ
の
際
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

外
国
債
務
名
義
の
承
認
に
よ

っ
て
、
そ
の
債
務
名
義
は
国
内
に
お
い
て
│
│
根
拠
と
な
っ
た
実
体
法
上
の
扶
養
料
請
求
権
の
実
現
に
つ
い
て
│
│
国
内
で
の
扶
養

料
に
関
す
る
債
務
名
義
と
同
一
の
効
力
を
付
与
さ
れ
る

、
と
。

【
一
九
八
三
年
連
邦
通
常
裁
判
所
判
決

）
】
（
等
置
説
）

一
九
八
一
年
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
上
級
地
裁
判
決
の
上
告
審
で
あ
る
。
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、

外
国
判
決
そ
れ
自
体
は
、
国
際

公
法
の
観
点
か
ら
は
、
判
決
国
の
境
界
内
に
お
い
て
の
み
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
、
外
国
判
決
が
承
認
さ
れ
た
場
合
に
限
り
に
お
い

て
の
み
、
内
国
に
効
力
を
及
ぼ
す
。
内
国
の
国
家
権
力
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
る
承
認
に
よ
っ
て
、
外
国
債
務
名
義
は
内
国
の
債
務
名

義
と
等
置
さ
れ
（gleic

h
g
estellet

）、
こ
の
地
の
法
秩
序
に
受
け
入
れ
ら
れ
る

と
述
べ
、
等
置
説
に
し
た
が
っ
て
い
る
。

【
一
九
八
五
年
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
上
級
地
方
裁
判
所
決
定

）
】
（
承
認
国
法
に
よ
る
留
保
つ
き
効
力
拡
張
）

ス
ペ
イ
ン
の
裁
判
所
に
、
給
付
義
務
不
存
在
確
認
訴
訟
が
係
属
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
ド
イ
ツ
で
給
付
を
求
め
る
訴
え
が
提
起
さ
れ

た
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
地
方
裁
判
所
は
、
民
事
訴
訟
法
一
四
八
条
に
よ
り
ド
イ
ツ
訴
訟
を
中
止
し
た
が
、
ド
イ
ツ
訴
訟
の
原
告
は
フ

ラ
ン
ク
フ
ル
ト
上
級
地
方
裁
判
所
に
抗
告
を
申
し
立
て
、
そ
の
抗
告
が
認
め
ら
れ
た
。
上
級
地
裁
は
、
中
止
が
考
慮
さ
れ
る
の
は
、

ド
イ
ツ
訴
訟
の
判
決
が
ス
ペ
イ
ン
で
係
属
し
て
い
る
訴
訟
物
の
権
利
関
係
と
全
部
ま
た
は
一
部
と
関
係
し
て
い
る
場
合
で
あ
り
、
中
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止
を
求
め
る
根
拠
と
な
っ
た
ス
ペ
イ
ン
の
手
続
が
ド
イ
ツ
訴
訟
に
対
し
て
拘
束
力
（Bin

d
u
n
g
s
w
ir
k
u
n
g

）
を
有
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
と
し
た
。
そ
の
上
で
、
上
級
地
裁
は
、
ス
ペ
イ
ン
訴
訟
の
当
事
者
と
ド
イ
ツ
訴
訟
の
当
事
者
が
異
な
っ
て
い
る
が
、
本
件
で

ド
イ
ツ
訴
訟
に
対
し
て
そ
の
よ
う
な
拘
束
力
が
及
ぶ
か
否
か
を
地
裁
は
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
こ
と
、
お
よ
び
、
地
裁
は
、
ド
イ
ツ

と
ス
ペ
イ
ン
に
相
互
保
証
が
あ
る
か
否
か
を
確
定
し
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
、
中
止
を
認
め
な
か
っ
た
。

そ
の
際
に
裁
判
所
は
、

既
判
力
の
効
果
は
、
ス
ペ
イ
ン
訴
訟
に
お
い
て
争
わ
れ
て
い
る
本
件
と
同
一
当
事
者
間
で
の
み
生
ず
る
。

た
し
か
に
外
国
判
決
は
、
判
決
国
に
お
け
る
と
同
様
の
効
力
が
承
認
さ
れ
る
が
、
ド
イ
ツ
法
よ
り
も
広
い
効
力
を
有
す
る
こ
と
は
な

い
。
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
に
よ
る
と
、
既
判
力
は
当
事
者
間
で
の
み
生
ず
る
。

し
た
が
っ
て
、
す
で
に
こ
の
こ
と
か
ら
、
地
方
裁

判
所
は
訴
訟
を
中
止
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た

と
述
べ
た
。

【
一
九
九
二
年
連
邦
通
常
裁
判
所

）
】
（
効
力
拡
張
説
）

懲
罰
的
損
害
賠
償
を
命
ず
る
米
国
判
決
の
承
認
が
問
題
に
な
っ
た
事
案
で
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
外
国
判
決
の
承
認
理
論
と
の

関
係
で
次
の
よ
う
に
述
べ
、
効
力
拡
張
説
に
即
し
た
説
明
を
行
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

外
国
判
決
の
効
力
は
、
も
ち
ろ
ん
、
判

決
国
の
法
秩
序
に
よ
り
効
力
が
生
じ
た
場
合
に
の
み
、
内
国
に
拡
張
さ
れ
る
（W

ir
k
u
n
g
e
n
ein

es
a
u
sla
¨

n
disc

h
e
n
U
rteils

k
o
¨

n‑

n
e
n
allerdin

g
s
n
u
r
d
a
n
n
a
uf

d
as

Inla
n
d
erstrec

kt
w
erd

e
n,

w
e
n
n...

）。
判
決
国
法
に
よ
る
と
ま
っ
た
く
無
効
で
あ
る
、
ま
た

は
相
対
的
に
無
効
で
あ
る
（sc

hlec
hthin

nic
htig

o
d
er

u
n
w
ir
k
sa

m

）
判
決
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
民
事
訴
訟
法
七
二
二
条
お
よ
び
七

二
三
条
に
基
づ
い
て
執
行
力
が
あ
る
こ
と
を
宣
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

。

2

二
国
間
条
約

若
干
古
い
が
、
外
国
判
決
の
承
認
執
行
に
関
す
る
二
国
間
条
約
（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
限
ら
ず
南
米
も
含
ん
で
い
る
）
を
研
究
し
た
イ
ェ

外国判決の効力

373



リ
ネ
ッ
ク
は
、
戦
前
に
締
結
さ
れ
た
各
国
の
二
国
間
条
約
で
は
効
力
拡
張
説
は
例
外
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。
し
か
し
、
イ
ェ
リ
ネ

ッ
ク
自
身
は
、
条
約
締
結
の
目
的
に
照
ら
す
と
判
決
国
で
生
じ
る
効
力
を
す
べ
て
承
認
国
に
及
ぼ
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
効
力
拡

張
説
を
支
持
し
て
い
る

）
。

ド
イ
ツ
の
下
級
審
裁
判
例
に
は
、
二
国
間
条
約
が
適
用
さ
れ
た
事
案
で
、
判
決
国
法
と
承
認
国
法
と
の
累
積
的
適
用
を
説
く
も
の

が
あ
る
が
（
後
述
の
一
九
九
二
年
ハ
ン
ブ
ル
ク
地
裁
）、
こ
れ
に
対
し
て
は
批
判
的
な
意
見
が
表
明
さ
れ
て
い
る

）
。
そ
の
理
由
は
、
固

有
法
（
つ
ま
り
、
条
約
の
適
用
が
な
く
民
訴
法
三
二
八
条
が
適
用
さ
れ
る
）
が
適
用
さ
れ
る
場
合
と
異
な
り
、
二
国
間
条
約
が
適
用
さ
れ

る
場
合
に
は
、
双
方
の
法
制
度
は
緊
密
な
関
係
に
あ
る
か
ら
、
ド
イ
ツ
法
上
は
対
応
す
る
効
力
が
認
め
ら
れ
な
い
外
国
判
決
の
効
力

を
そ
の
ま
ま
承
認
し
た
と
し
て
も
、
法
的
安
定
性
を
害
す
る
こ
と
も
な
い
し
、
む
し
ろ
、
条
約
締
結
を
通
じ
て
異
な
っ
た
訴
訟
シ
ス

テ
ム
を
導
入
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
す
る
。
そ
こ
で
、
条
約
上
明
文
の
規
定
が
な
い
限
り
は
効
力
拡
張
説
を
採
る
べ
き
で
あ

り
、
極
端
な
場
合
に
は
公
序
に
よ
る
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
じ
て
承
認
を
拒
む
こ
と
で
対
処
で
き
る
と
説
い
て
い
る
。

ド
イ
ツ
が
締
結
し
た
二
国
間
条
約
に
お
い
て
効
力
拡
張
を
定
め
る
の
は
、
以
下
の
三
つ
の
条
約
で
あ
る
。

①
一
九
五
八
年
ド
イ
ツ
=
ベ
ル
ギ
ー
条
約
一
条
一
項
三
文

）

一
条一

項

民
事
お
よ
び
商
事
事
件
に
お
け
る
一
方
の
締
約
国
裁
判
所
が
下
し
た
判
決
は
、
当
事
者
の
請
求
権
に
つ
い
て
適
法
な
救
済
が
認

め
ら
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
他
の
締
約
国
の
高
権
領
域
に
お
い
て
承
認
さ
れ
る
が
、
二
条
に
掲
げ
ら
れ
た
拒
否
事
由
に
該
当
す
る

と
き
は
こ
の
限
り
で
な
い
。
金
銭
給
付
を
目
的
と
す
る
暫
定
的
命
令
も
承
認
さ
れ
る
。
承
認
に
よ
っ
て
、
判
決
国
の
高
権
領
域
で

生
ず
る
効
力
が
判
決
に
認
め
ら
れ
る
。

二
項

以
下
省
略
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三
文
は
、
無
制
限
の
効
力
拡
張
と
解
さ
れ
て
い
る

）
。

②
一
九
六
二
年
ド
イ
ツ
=
オ
ラ
ン
ダ
条
約
一
条
一
項
二
文

）

一
条一

項

民
事
お
よ
び
商
事
事
件
に
お
け
る
、
争
訟
事
件
ま
た
は
非
訟
事
件
手
続
で
両
当
事
者
の
請
求
権
に
関
し
て
一
方
の
締
約
国
裁
判

所
で
下
さ
れ
た
判
決
は
、
未
確
定
で
あ
っ
て
も
他
の
締
約
国
で
承
認
さ
れ
る
。
承
認
に
よ
っ
て
、
判
決
国
に
お
い
て
生
ず
る
効
力

が
判
決
に
認
め
ら
れ
る
。

二
項

以
下
省
略

二
文
は
、
無
制
限
の
効
力
拡
張
と
解
さ
れ
て
い
る

）
。

③
一
九
三
六
年
ド
イ
ツ
=
イ
タ
リ
ア
条
約
一
条
一
項

）

一
条一

項

民
事
お
よ
び
商
事
事
件
に
お
け
る
一
方
の
締
約
国
が
下
し
た
既
判
力
を
有
す
る
判
決
は
、
判
決
国
の
裁
判
所
が
次
条
以
下
の
規

定
に
よ
り
管
轄
を
有
し
、
裁
判
が
申
し
立
て
ら
れ
た
国
の
法
に
よ
り
そ
の
国
の
裁
判
所
ま
た
は
第
三
国
が
専
属
管
轄
を
有
し
な
い

と
き
に
は
、
他
の
締
約
国
の
領
域
に
お
い
て
同
一
の
効
力
を
有
す
る
。

二
項

以
下
省
略

【
一
九
五
七
年
ザ
ー
ル
ブ
リ
ュ
ッ
ケ
ン
上
級
地
方
裁
判
所

）
】
（
効
力
拡
張
説
）

フ
ラ
ン
ス
の
ボ
ル
ド
ー
高
等
裁
判
所
が
代
金
債
権
に
つ
い
て
判
決
を
下
し
、
買
主
が
抗
弁
と
し
て
提
出
し
た
瑕
疵
を
理
由
に
請
求

は
一
部
認
容
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
買
主
は
、
ド
イ
ツ
で
解
除
権
を
行
使
し
た
が
、
こ
の
解
除
権
行
使
の
訴
訟
が
フ
ラ
ン
ス
判
決
の
判

決
効
に
遮
断
さ
れ
る
か
が
問
題
に
な
っ
た
（
本
件
は
、
民
訴
法
三
二
八
条
に
優
先
す
る
ザ
ー
ル
条
約
と
呼
ば
れ
る
条
約
が
適
用
さ
れ
た
）。

ザ
ー
ル
ブ
リ
ュ
ッ
ケ
ン
上
級
地
方
裁
判
所
は
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
ド
イ
ツ
で
の
訴
訟
提
起
は
適
法
で
あ
る
と
し
た
。
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外
国
判
決
の
既
判
力
の
範
囲
は
、
事
項
的
範
囲
お
よ
び
人
的
範
囲
の
双
方
と
も
に
外
国
法
廷
地
法
に
よ
り
定
ま
る
。
フ
ラ
ン
ス
法

に
よ
る
と
、
既
判
力
は
判
決
の
対
象
（

G
e
g
e
n
sta

n
d
d
es

U
rteils

o
bjet

d
u
ju

g
e
m
e
nt

）
に
の
み
及
ぶ
。
し
た
が
っ
て
、
主

文
に
の
み
既
判
力
は
生
ず
る
。
そ
し
て
、
瑕
疵
の
主
張
は
判
決
理
由
中
の
判
断
で
あ
り
主
文
の
対
象
に
な
っ
て
い
な
い
。
ゆ
え
に
、

ド
イ
ツ
訴
訟
の
原
告
は
解
除
権
を
主
張
す
る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
な
い

、
と
。

【
一
九
九
二
年
ハ
ン
ブ
ル
ク
地
方
裁
判
所
判
決

）
】
（
累
積
的
適
用
説
）

ド
イ
ツ
=
オ
ー
ス
ト
リ
ア
条
約
（
一
九
五
九
年
六
月
六
日
の
民
商
事
事
件
に
お
け
る
判
決
、
和
解
お
よ
び
公
正
証
書
の
相
互
承
認
お
よ
び

執
行
に
関
す
る
ド
イ
ツ
お
よ
び
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
条
約
）
が
適
用
さ
れ
た
事
案
で
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
地
方
裁
判
所
は
、
訴
訟
手
続
の
代
わ

り
に
非
訟
手
続
に
よ
っ
て
裁
判
が
な
さ
れ
た
た
め
外
国
裁
判
が
無
効
で
あ
っ
た
も
の
の
、
既
判
力
の
発
生
に
よ
っ
て
治
癒
さ
れ
た
場

合
に
は
、
ド
イ
ツ
で
承
認
さ
れ
る
と
し
た
。

そ
の
際
、
裁
判
所
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
裁
判
所
が
下
し
た
裁
判
の
承
認
に
つ
い
て
、
シ
ャ
ッ
ク
や
マ
ン
コ
フ
ス
キ
ー
（
い
ず
れ
も

累
積
的
適
用
説
）
の
文
献
を
引
用
し
て
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

判
決
の
既
判
力
の
承
認
は
承
認
概
念
に
照
ら
し
て
、
問
題
は
な
い
。
承
認
は
、
承
認
国
の
領
域
に
お
い
て
、
承
認
国
で
［
判
決
国

の
裁
判
に
］
相
当
す
る
承
認
国
に
お
け
る
裁
判
の
効
力
範
囲
の
上
限
に
い
た
る
ま
で
効
力
が
拡
張
さ
れ
る
と
定
義
づ
け
ら
れ
る
。
非

訟
事
件
裁
判
の
既
判
力
が
ド
イ
ツ
法
上
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
［
オ
ー
ス
ト
リ
ア
裁
判
所
の
］
判
決
の
既
判
力
の
承
認
は
制
限

さ
れ
よ
う
。
し
か
し
、
本
件
で
は
問
題
に
な
ら
な
い

。
な
ぜ
な
ら
、

ド
イ
ツ
法
も
非
訟
事
件
裁
判
の
実
体
的
確
定
力
を
認
め
て
い

る

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
裁
判
所
は
、
外
国
非
訟
事
件
裁
判
の
承
認
に
つ
い
て
、
効
力
拡
張
説
を
前
提
に
承
認
国
法
に
よ

る
制
限
を
認
め
て
い
る
。
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3

多
国
間
条
約
（
規
則
）

⑴

ハ
ー
グ
扶
養
裁
判
の
承
認
執
行
条
約

一
九
五
八
年
の
ハ
ー
グ
扶
養
執
行
条
約
六
条
二
項
は
等
置
説
（Gleic
h
stellu

n
g
sth

e
orie

）
に
立
っ
て
い
る
と
解
さ
れ
て
い
る

）
。

六
条一

項

省
略

二
項

執
行
可
能
な
判
決
は
、
執
行
国
の
管
轄
を
有
す
る
官
署
で
言
い
渡
さ
れ
る
の
と
同
様
に
妥
当
し
、
か
つ
同
じ
効
力
（die

gle‑
ic
h
e
W
ir
k
u
n
g

）
を
有
す
る
。

他
方
、
一
九
七
三
年
の
ハ
ー
グ
扶
養
裁
判
の
承
認
執
行
条
約
に
お
け
る
報
告
書
で
は
、
効
力
拡
張
説
に
基
づ
い
た
説
明
が
な
さ
れ

て
い
る

）
。
す
な
わ
ち
、

外
国
判
決
の
承
認
と
は
、
原
則
と
し
て
、
当
該
外
国
判
決
が
判
決
国
に
お
い
て
有
す
る
拘
束
力
│
│
あ
る

い
は
既
判
力
│
│
を
執
行
国
に
お
い
て
有
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い

、
と
。

⑵

ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
条
約

ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
条
約
に
お
い
て
も
、
効
力
拡
張
説
が
有
力
で
あ
っ
た
。
同
条
約
の
、
ジ
ュ
ナ
ー
ル
報
告
書
で
は
、

承
認
に
よ
っ

て
、
判
決
が
下
さ
れ
た
高
権
領
域
で
生
ず
る
効
力
を
、
そ
の
判
決
は
伴
う

と
し
て
い
た

）
。

ま
た
学
説
上
も
、
た
と
え
ば
ガ
イ
マ
ー
は
、
民
訴
法
三
二
八
条
の
場
合
と
異
な
り
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
条
約
に
つ
い
て
は
無
制
限
の

効
力
拡
張
を
説
い
て
い
る

）
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
内
部
で
の
判
決
の
自
由
な
往
来
（Freiz

u
¨

zig
k
eit

）
を
可
能

な
限
り
広
げ
る
こ
と
が
条
約
の
目
的
だ
か
ら
で
あ
る
と
述
べ
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
裁
判
所
の
判
例
も
、
こ
の
立
場
に
よ
っ
て
い
る
。
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
条
約
当
時
の
判
例
で
あ
る
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
裁
判

所
は
、

二
六
条
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
外
国
判
決
は
、
原
則
と
し
て
判
決
国
と
同
一
の
効
力
を
承
認
国
に
お
い
て
拡
張
し
な
け
れ

外国判決の効力

377



ば
な
ら
な
い

と
述
べ
て
い
る

）
。
以
下
で
は
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
条
約
が
適
用
さ
れ
た
ド
イ
ツ
国
内
の
下
級
審
裁
判
例
を
紹
介
す
る
。

本
件
で
は
、
承
認
国
で
あ
る
ド
イ
ツ
法
の
方
が
判
決
効
の
及
ぶ
効
力
が
広
く
な
る
が
、
判
決
国
法
で
あ
る
イ
タ
リ
ア
法
に
よ
っ
て
判

断
し
て
い
る
。

【
一
九
九
一
年
ハ
ム
上
級
地
方
裁
判
所
決
定

）
】
（
効
力
拡
張
説
）

一
九
六
三
年
に
結
婚
し
た
ド
イ
ツ
人
妻
と
イ
タ
リ
ア
人
夫
の
夫
婦
に
子
供
が
三
人
い
た
。
一
九
八
四
年
に
夫
は
イ
タ
リ
ア
で
婚
姻

別
居
の
手
続
を
申
立
て
た
が
、
そ
の
裁
判
で
は
妻
に
子
の
監
護
権
が
認
め
ら
れ
、
ま
た
夫
に
は
扶
養
料
の
支
払
義
務
が
命
じ
ら
れ
た
。

夫
は
、
ま
た
、
一
九
八
五
年
に
イ
タ
リ
ア
で
離
婚
訴
訟
を
提
起
し
、
一
九
八
七
年
に
判
決
が
下
さ
れ
た
が
、
こ
の
判
決
で
も
妻
に
監

護
権
が
認
め
ら
れ
、
ま
た
夫
は
子
の
扶
養
料
の
支
払
い
を
命
じ
ら
れ
た
。

本
件
で
は
夫
（
父
）
に
対
し
て
、
妻
が
別
居
お
よ
び
離
婚
後
の
扶
養
を
、
ま
た
子
供
が
扶
養
料
の
支
払
い
を
求
め
た
も
の
で
あ
る

が
、
子
が
起
こ
し
た
ド
イ
ツ
手
続
で
の
請
求
が
イ
タ
リ
ア
で
の
手
続
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
っ
た
。
裁
判
所

は
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
子
供
が
扶
養
料
を
求
め
て
ド
イ
ツ
国
内
で
給
付
訴
訟
を
起
こ
す
こ
と
は
妨
げ
ら
れ
な
い
と
し
た
。

イ
タ
リ
ア
訴
訟
で
債
務
名
義
が
認
め
ら
れ
た
扶
養
義
務
は
、
本
件
で
、
子
供
に
よ
る
扶
養
料
請
求
の
主
張
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
資
格
を
得
た
の
は
妻
（
母
）
だ
け
で
あ
っ
て
、
子
供
自
身
に
は
資
格
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
か
ら

で
あ
る
。

ド
イ
ツ
民
法
一
六
二
九
条
三
項
と
異
な
り
、
［
イ
タ
リ
ア
］
判
決
は
子
供
に
対
し
て
効
力
を
生
じ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、

ド
イ
ツ
の
実
体
法
ま
た
は
訴
訟
法
が
、
こ
の
種
の
問
題
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
見
解
を
採
っ
て
い
よ
う
と
も
関
係
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

こ
こ
で
は
外
国
判
決
の
効
力
が
問
題
な
の
で
あ
り
、
通
説
で
あ
る
効
力
拡
張
説
に
よ
れ
ば
原
則
と
し
て
外
国
法
に
よ
っ
て
定
ま
る
か

ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
条
約
に
よ
る
承
認
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
。

し
た
が
っ
て
、
イ
タ
リ
ア
の
裁
判
は
、

ド
イ
ツ
で
は
、
イ
タ
リ
ア
法
上
認
め
ら
れ
る
効
力
よ
り
も
広
い
効
力
が
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
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⑶

ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
規
則

ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
規
則

（ ）Ⅰ
│
│
厳
密
に
は
同
規
則
は
条
約
で
は
な
い
が
、
便
宜
上
、
多
国
間
条
約
に
位
置
づ
け
て
お
く
│
│
に
つ
い

て
も
同
様
に
、
効
力
拡
張
説
が
支
配
的
で
あ
る

）
（
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル

（ ）Ⅱ
（ ）Ⅱa

に
つ
い
て
も
同
様
に
説
か
れ
て
い
る

）
）
。
た
と
え
ば
、
シ
ュ

ロ
ッ
サ
ー
は

）
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
規
則
は
い
わ
ゆ
る
効
力
拡
張
説
に
し
た
が
っ
て
お
り
、
判
決
国
で
有
す
る
判
決
の
効
力
は
執
行
力

（Vollstrec
k
u
n
g
s
w
ir
k
u
n
g
e
n

）
を
除
い
て
す
べ
て
自
動
的
に
承
認
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
ガ
イ
マ
ー
は
、
判
決
国
法
の
効
力

は
無
制
限
に
承
認
国
に
拡
張
さ
れ
る
と
説
く
。
し
た
が
っ
て
、
判
決
国
に
お
い
て
先
決
関
係
（pra

¨
ju
dizielle

P
u
n
kte

）
に
拘
束
力

が
生
ず
る
と
し
て
い
る
場
合
に
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
そ
の
効
力
が
承
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

）
。

他
方
、
ク
ロ
フ
ォ
ラ
ー
な
ど
は
、
承
認
国
で
認
め
ら
れ
て
い
な
い
判
決
効
も
承
認
対
象
と
な
り
う
る
が
、
公
序
（
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル

規
則
三
四
条
一
号
）
に
よ
る
制
限
を
留
保
し
て
い
る

）
。

こ
れ
に
対
し
て
累
積
的
適
用
説
も
唱
え
ら
れ
て
い
る

）
。
シ
ャ
ッ
ク
は
、
累
積
的
適
用
説
は
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
規
則
（
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル

条
約
）
に
お
い
て
も
妥
当
す
る
と
主
張
し
て
い
る
。
シ
ャ
ッ
ク
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
累
積
的
適
用
説
を
根
拠
付
け
て
い
る
。
⑴

一
般
的
な
見
解
は
無
制
限
の
効
力
拡
張
説
を
説
い
て
い
る
が
、
条
文
上
の
根
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い
、
⑵
た
し
か
に
ジ
ュ
ナ
ー
ル
報

告
書
は
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
条
約
二
六
条
の
部
分
で
効
力
拡
張
説
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
が

）
、
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
報
告
書
は
、
各
国
の
判

決
効
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
の
で
締
約
国
に
一
般
的
に
拡
張
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
な
か
っ
た

）
、
⑶
参
加
的
効
力
に
関
す
る
ブ
リ

ュ
ッ
セ
ル
規
則
六
五
条
二
項
二
号
か
ら
は
一
般
的
な
効
力
拡
張
を
導
き
出
せ
な
い
、
な
ど
と
説
く
。
ま
た
、
シ
ャ
ッ
ク
に
よ
る
と
、

累
積
的
適
用
説
に
よ
れ
ば
内
国
法
に
よ
る
制
限
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
予
見
可
能
性
を
損
な
う
よ
う
な
公
序
を
持
ち
出
す

必
要
は
な
い
と
い
う

）
。

次
に
紹
介
す
る
連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
例
は
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
規
則
で
の
外
国
判
決
の
承
認
は
無
制
限
の
効
力
拡
張
で
あ
る
と
し
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て
い
る
。

【
二
〇
〇
七
年
連
邦
通
常
裁
判
所
決
定

）
】
（
無
制
限
の
効
力
拡
張
）

債
務
者
で
あ
る
原
告
は
、
執
行
受
諾
文
言
つ
き
の
金
銭
消
費
貸
借
契
約
を
公
正
証
書
に
よ
っ
て
作
成
し
た
が
、
こ
の
信
用
契
約
は

公
序
に
反
す
る
と
し
て
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
イ
ン
ス
ブ
ル
ッ
ク
地
方
裁
判
所
に
訴
え
を
提
起
し
た
。
し
か
し
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
裁
判
所

は
請
求
を
棄
却
し
、
判
決
は
確
定
し
た
。
そ
の
後
、
原
告
は
、
今
度
は
ド
イ
ツ
で
同
様
の
理
由
に
基
づ
い
て
請
求
異
議
の
訴
え
を
提

起
し
た
。

連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
本
件
お
よ
び
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
裁
判
所
で
も
っ
ぱ
ら
問
題
と
な
っ
て
い
た
の
は
、
強
制
執
行
を
根
拠
付
け

る
請
求
権
が
被
告
で
あ
る
債
権
者
に
実
体
法
上
帰
属
し
て
い
る
か
否
か
で
あ
り
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
判
決
で
は
こ
の
こ
と
が
肯
定
さ
れ

て
い
る
と
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

実
体
的
確
定
力
に
つ
い
て
、
判
決
国
で
下
さ
れ
た
判
決
の
効
力
が
、
比
較
可

能
な
承
認
国
に
お
け
る
判
決
の
効
力
よ
り
も
広
範
囲
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
規
則
の
適
用
範
囲
内
で
は
、
承
認
国
は

こ
の
効
力
を
無
制
限
に
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
。

㈡

オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る
議
論

1

学

説

オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
、
圧
倒
的
な
支
配
的
見
解
（die

v
o
¨
llig

h
errsc

h
e
n
d
e
M
ein

u
n
g

）
が
等
置
説
を
支
持
し
て
い
る
と
さ
れ
て

い
る

）
。
こ
の
点
を
詳
細
に
説
い
て
い
る
の
が
マ
チ
ャ
ー
で
あ
り
、
フ
ァ
ッ
シ
ン
グ
や
ホ
イ
ヤ
ー
、
シ
ュ
ヴ
ィ
マ
ン
も
こ
の
結
論
に
し

た
が
っ
て
い
る

）
。

マ
チ
ャ
ー
は
、
基
本
的
な
立
場
と
し
て
、
外
国
判
決
の
承
認
は
訴
訟
法
上
の
効
力
の
問
題
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
、
承
認
国
法
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を
適
用
す
べ
き
で
あ
る
と
説
い
て
い
る

）
。
そ
し
て
効
力
拡
張
説
が
根
拠
と
し
て
挙
げ
る
批
判
、
す
な
わ
ち
、
ど
こ
の
国
が
承
認
国
に

な
る
か
、
そ
し
て
ど
の
範
囲
で
判
決
効
に
拘
束
さ
れ
る
の
か
は
、
訴
訟
を
行
っ
て
い
る
段
階
で
は
当
事
者
に
は
判
明
し
な
い
の
で
、

承
認
国
法
の
判
決
効
の
範
囲
が
承
認
国
法
の
そ
れ
よ
り
も
広
い
場
合
に
は
等
置
説
で
は
当
事
者
の
法
的
審
問
が
害
さ
れ
る
と
い
う
指

摘
は
、
等
置
説
も
看
過
し
て
い
な
い
と
述
べ
る
。
そ
れ
で
も
等
置
説
が
支
持
さ
れ
る
理
由
と
し
て
、
ハ
ー
プ
シ
ャ
イ
ド
に
よ
る
既
判

力
の
比
較
法
的
研
究
か
ら
す
る
と
、
外
国
訴
訟
法
が
著
し
く
不
均
質
な
規
律
を
し
て
い
る
状
況
に
お
い
て
、
法
的
安
定
性
を
損
な
わ

ず
に
国
内
の
権
利
保
護
シ
ス
テ
ム
に
外
国
訴
訟
法
の
効
力
を
持
ち
込
む
こ
と
が
で
き
る
か
は
疑
問
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の

疑
念
は
、
判
決
国
法
の
定
め
る
判
決
効
の
範
囲
を
承
認
国
法
の
立
場
か
ら
制
限
す
る
と
い
う
の
で
は
不
十
分
で
あ
る
と
説
く

）
。
ま
た
、

効
力
拡
張
説
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
批
判
す
る
。
ド
イ
ツ
で
は
既
判
力
に
つ
い
て
は
外
国
法
廷
地
法
、
執
行
力
に
つ
い
て
は

国
内
法
と
い
う
見
解
を
と
る
が
、
効
力
拡
張
を
説
く
見
解
は
、
す
で
に
克
服
さ
れ
た
は
ず
の
実
体
的
既
判
力
論
の
考
え
に
依
拠
し
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
る

）
。

こ
れ
に
対
し
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
も
効
力
拡
張
説
を
唱
え
る
見
解
が
少
数
な
が
ら
あ
る
。
一
九
七
一
年
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
際

私
法
の
改
正
草
案
（
い
わ
ゆ
る

シ
ュ
ヴ
ィ
ン
ト
草
案

）
を
起
草
し
た
こ
と
で
著
名
な
シ
ュ
ヴ
ィ
ン
ト
は

）
、
人
の
身
分
関
係
の
変
更

を
も
た
ら
す
外
国
判
決
の
承
認
と
の
関
係
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

）
。
承
認
の
効
果
に
つ
い
て
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
三
つ

の
可
能
性
が
あ
り
、
第
一
の
立
場
と
し
て
、
承
認
を
求
め
て
い
る
国
と
承
認
が
求
め
ら
れ
て
い
る
国
の
双
方
の
法
秩
序
が
、
同
じ
効

果
を
有
し
て
い
る
場
合
に
の
み
承
認
す
る
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
述
べ
る
。
こ
の
見
解
に
対
し
て
は
、
シ
ュ
ヴ
ィ
ン
ト
は
、
問
題
と

な
っ
て
い
る
法
秩
序
の
い
ず
れ
も
が
予
定
し
て
い
な
い
方
法
で
身
分
変
更
が
有
効
に
な
る
と
し
て
、
こ
の
解
決
方
法
は
不
十
分
で
あ

る
と
説
く
。
第
二
に
、
承
認
を
通
じ
て
、
身
分
関
係
の
変
更
を
命
ず
る
外
国
判
決
は
国
内
で
こ
れ
に
相
当
す
る
身
分
関
係
の
変
更
と

し
て
認
め
ら
れ
る
（T

ra
n
sfor

m
atio

n
d
er

a
u
sla
¨

n
disc

h
e
n
Statu

sa
¨

n
d
er
u
n
g
in

die
e
ntsprec

h
e
n
d
e
inla
¨

n
disc

h
e
erblic

k
e
n

）

と
す
る
も
の
で
、
身
分
変
更
の
効
果
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
法
に
よ
っ
て
の
み
判
断
さ
れ
る
た
め
、
裁
判
官
に
は
簡
明
な
解
決
方
法
で
あ
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る
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
シ
ュ
ヴ
ィ
ン
ト
は
、
ま
ず
、
身
分
関
係
は
属
人
法
（Perso

n
alstatut

）
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る

の
で
あ
り
、
準
拠
法
上
は
ま
っ
た
く
生
じ
な
い
効
果
が
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
承
認
さ
れ
て
し
ま
う
の
は
前
提
と
な
る
原
則
に
反
す
る
こ

と
、
ま
た
、
外
国
訴
訟
手
続
で
は
対
象
と
な
っ
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
判
決
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
よ
り

広
い
身
分
関
係
の
変
更
が
国
内
で
生
ず
る
可
能
性
が
生
じ
、
こ
の
こ
と
は
両
当
事
者
の
法
的
審
問
を
害
す
る
と
批
判
す
る
。
第
三
の

見
解
と
し
て
、
判
決
国
で
判
決
に
認
め
ら
れ
る
効
果
を
完
全
に
承
認
す
る
（vollk

o
m
m
e
n
z
u
rezipiere

n

）
と
い
う
見
解
を
紹
介

す
る
。
判
決
国
が
身
分
関
係
の
準
拠
法
所
属
国
で
あ
る
と
き
に
は
、
人
の
身
分
は
属
人
法
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
と
の
原
則
に
適
合

す
る
し
、
第
三
国
で
下
さ
れ
た
場
合
に
は
判
決
国
で
下
さ
れ
た
効
力
は
承
認
に
よ
っ
て
受
容
さ
れ
る
と
説
く
。
つ
ま
り
、
属
人
法
が

適
用
さ
れ
た
結
果
下
さ
れ
た
判
決
の
効
力
が
、
承
認
に
よ
っ
て
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
も
た
ら
さ
れ
る
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
シ
ュ
ヴ
ィ

ン
ト
は
、
実
際
上
は
困
難
な
問
題
が
あ
る
も
の
の
、
こ
の
立
場
に
賛
成
す
る
と
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
こ
の
立
場
の
み
、
人
の

身
分
は
そ
の
属
人
法
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
と
い
う
原
則
を
遵
守
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
と
述
べ
る

）
。

こ
の
マ
チ
ャ
ー
と
シ
ュ
ヴ
ィ
ン
ト
の
見
解
は
非
常
に
対
照
的
で
あ
る
と
い
え
る
│
│
た
だ
し
、
マ
チ
ャ
ー
は
そ
の
後
、
従
来
か
ら

主
張
し
て
い
る
等
置
説
を
維
持
し
つ
つ
も
、
等
置
か
効
力
拡
張
か
と
い
う
議
論
は
実
益
が
あ
ま
り
な
い
と
評
し
て
い
る

）
│
│
。
等
置

説
は
、
外
国
判
決
の
承
認
を
訴
訟
法
的
理
解
か
ら
国
内
訴
訟
法
上
の
効
力
だ
け
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
根
底
に
は
効
力
拡

張
を
行
っ
た
場
合
に
外
国
訴
訟
法
が
及
ぼ
す
国
内
手
続
へ
の
悪
影
響
を
懸
念
し
た
も
の
と
評
価
し
う
る
。
つ
ま
り
、
各
国
訴
訟
法
が

著
し
く
異
な
っ
て
い
る
現
状
か
ら
、
国
内
で
訴
え
る
権
利
が
国
内
法
と
大
き
く
乖
離
し
た
外
国
法
に
よ
っ
て
制
限
さ
せ
る
こ
と
へ
の

警
戒
が
現
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
結
果
を
回
避
す
る
に
は
、
外
国
法
の
効
果
の
承
認
を
国
内
法
上
も
認
め
ら
れ
て
い
る

範
囲
内
に
限
定
す
る
と
い
う
立
場
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
等
置
説
、
つ
ま
り
、
国
内
法
上
の
効
力
の
み
を
外
国
判
決
に
認
め
る
立
場

を
説
く
。
内
国
後
訴
を
提
起
す
る
当
事
者
の
手
続
保
障
を
確
保
さ
せ
る
と
い
う
点
で
は
一
定
の
評
価
が
可
能
で
あ
る
が
、
他
面
で
外

国
訴
訟
手
続
に
結
び
付
け
ら
れ
た
効
果
を
無
視
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
ず
、
そ
の
意
味
で
は
、
外
国
判
決
の
承
認
に
対
し
て
敵
対
的
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な
立
場
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
に
対
し
て
効
力
拡
張
を
説
く
シ
ュ
ヴ
ィ
ン
ト
は
、
ド
イ
ツ
で
近
時
説
か
れ
て
い
る
効
力
拡
張
説
の
基
本
的
立
場
と
も
異
な
る

論
旨
を
展
開
す
る
。
つ
ま
り
、
判
決
国
が
準
拠
法
を
決
定
し
、
そ
の
結
果
下
さ
れ
た
判
決
を
承
認
す
る
こ
と
は
、
身
分
関
係
の
変
動

を
支
配
す
る
の
は
属
人
法
で
あ
る
と
す
る
基
本
原
則
と
調
和
が
と
れ
て
い
る
と
し
、
国
際
私
法
規
定
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
準
拠
法
に

よ
る
身
分
変
動
と
外
国
判
決
の
承
認
の
連
続
性
と
を
重
視
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
立
場
は
国
際
私
法
秩
序
が
予
定
し
て
い
る
判

決
の
国
際
的
調
和
を
意
識
し
た
議
論
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
（
た
だ
し
、
あ
く
ま
で
も
承
認
国
で
あ
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
際
私
法
が
予
定

し
て
い
る
準
拠
法
決
定
ル
ー
ル
と
の
関
係
で
し
か
な
い
）。
他
方
、
ド
イ
ツ
で
主
張
さ
れ
て
い
る
効
力
拡
張
説
は
、
準
拠
法
適
用
の
国
際

的
調
和
の
観
点
で
は
な
く
、
む
し
ろ
判
決
国
で
の
訴
訟
活
動
に
結
び
つ
い
た
場
所
、
そ
し
て
そ
の
結
果
生
じ
た
判
決
の
当
事
者
へ
の

影
響
と
予
測
可
能
性
を
、
外
国
法
廷
地
法
を
承
認
国
へ
効
力
拡
張
す
る
こ
と
の
根
拠
に
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
外
国
判
決
の

承
認
を
あ
く
ま
で
も
手
続
問
題
と
と
ら
え
て
い
る
点
で
、
マ
チ
ャ
ー
と
同
じ
出
発
点
に
あ
る
と
い
え
る
。
シ
ュ
ヴ
ィ
ン
ト
が
説
く
根

拠
が
現
在
、
│
│
少
な
く
と
も
日
本
に
お
い
て
│
│
支
持
し
う
る
か
は
疑
問
が
残
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う

）
。

こ
れ
に
対
し
て
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
規
則

三
三
条
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
と
同
様
に
効
力
拡
張
説
が
有
力
で
あ
る

）
。
こ
の

こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
二
〇
〇
五
年
最
高
裁
判
決
が
あ
る
（
後
述
）
。

ち
な
み
に
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
強
制
執
行
法
八
四
条
⒝
は
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る

）
。

執
行
宣
言
が
確
定
し
た
後
は
、
外
国
の
債
務
名
義
は
内
国
債
務
名
義
と
同
様
に
扱
わ
れ
る
。
し
か
し
、
外
国
債
務
名
義
は
判
決
国
に
お

け
る
効
力
よ
り
も
広
い
効
力
は
認
め
ら
れ
な
い）
。
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2

判

例

オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
、
判
例
は
等
置
説
に
立
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が

）
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
条
約
が
適
用
さ
れ
た
事
件
で
は
ド
イ

ツ
と
同
様
に
効
力
拡
張
説
に
よ
っ
て
い
る
。

【
一
九
八
二
年
オ
ー
ス
ト
リ
ア
最
高
裁
判
所
判
決

）
】
（
等
置
説
）

離
婚
後
扶
養
を
め
ぐ
る
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
区
裁
判
所
の
判
決
の
効
力
が
問
題
に
な
っ
た
事
件
で
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
最
高
裁
判
所
は
、
マ

チ
ャ
ー
の
論
文
な
ど
を
引
用
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

外
国
判
決
を
承
認
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
外
国
判
決
を
訴
訟
法
上

の
効
果
に
関
し
て
│
│
既
判
力
お
よ
び
場
合
に
よ
っ
て
は
執
行
力
も
│
│
内
国
判
決
と
完
全
に
一
致
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
（vol‑

lk
o
m
m
e
n
gleic

h
z
u
stelle

n

）。
し
た
が
っ
て
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
区
裁
判
所
の
判
決
は
、
訴
訟
法
上
の
効
果
に
関
し
て
、
オ
ー
ス
ト
リ

ア
国
内
の
裁
判
所
が
下
し
た
判
決
の
よ
う
に
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

、
と
。

【
二
〇
〇
五
年
オ
ー
ス
ト
リ
ア
最
高
裁
判
所
判
決

）
】
（
効
力
拡
張
説
）

掲
載
誌
が
判
旨
の
み
を
掲
載
し
て
い
る
た
め
、
事
実
関
係
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
条
約
の
締
約
国
間
で
の
外
国

扶
養
料
の
執
行
を
め
ぐ
る
問
題
で
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
最
高
裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

外
国
判
決
の
承
認

は
、
効
力
拡
張
の
考
え
に
し
た
が
う
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
あ
る
締
約
国
の
判
決
は
他
の
す
べ
て
の
締
約
国
に
対
し
て
、
判
決
を
下
し

た
裁
判
所
所
属
国
に
お
け
る
の
と
同
様
の
効
力
を
有
す
る

、
と
。

㈢

ス
イ
ス
に
お
け
る
議
論

1

学

説

法学研究 83 巻 1 号（2010 : 1）

384



ス
イ
ス
で
も
外
国
判
決
承
認
の
効
果
論
に
つ
い
て
は
、
直
接
定
め
る
規
定
が
な
い
こ
と
か
ら
見
解
が
分
か
れ
て
い
る

）
。
す
な
わ
ち
、

判
決
国
の
効
力
が
承
認
国
に
拡
張
さ
れ
る
と
す
る
効
力
拡
張
説
（W

ir
k
u
n
g
serstrec

k
u
n
g

））
、
外
国
判
決
が
承
認
に
よ
っ
て
国
内

判
決
と
同
じ
効
力
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
等
置
説
（W

ir
k
u
n
g
s
gleic

h
stellu

n
g

））

に
よ
る
説
明
も
見
ら
れ
る
。

し
か
し
、
学
説
で
は

制
限
的
効
力
引
受
（ko

ntrollierte
W
ir
k
u
n
g
s
u
¨

b
er
n
a
h
m
e

）

と
呼
ば
れ
る
見
解
が
多
く
を
占
め
る

）
。

こ
の
制
限
的
効
力
引
受
説
は
、
承
認
国
で
あ
る
ス
イ
ス
法
か
ら
見
て
外
国
判
決
の
効
力
が
ま
っ
た
く
異
質
な
場
合
を
除
い
て
外
国
判

決
を
国
内
で
受
け
入
れ
る
（A

k
ze

ptio
n

）
と
い
う
も
の
で
あ
り

）
、
ド
イ
ツ
で
は
、
こ
の
見
解
を
累
積
的
適
用
説
と
位
置
づ
け
て
紹

介
し
て
い
る
文
献
が
あ
る

）
。

2

連
邦
司
法
省
の
見
解

連
邦
司
法
省
は
、
二
〇
〇
一
年
三
月
二
八
日
に
次
の
よ
う
な
見
解
を
表
明
し
、
制
限
的
効
力
引
受
説
の
立
場
を
支
持
し
て
い
る

）
。

す
な
わ
ち
、

外
国
判
決
の
承
認
に
よ
り
、
外
国
判
決
は
ス
イ
ス
に
お
い
て
判
決
国
で
認
め
ら
れ
る
の
と
同
じ
効
力
を
拡
張
す
る
。

お
も
に
既
判
力
と
形
成
力
が
こ
れ
に
関
係
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
効
力
は
制
限
に
服
し
、
内
国
の
相
当
す
る
判
決
と
比
較
し
て

異
質
な
、
は
る
か
に
広
い
効
力
を
有
す
る
こ
と
は
な
い

と
し
て
い
る
。

3

連
邦
裁
判
所
の
見
解

【
二
〇
〇
四
年
ス
イ
ス
連
邦
裁
判
所
判
決

）
】

ス
イ
ス
で
一
九
七
二
年
に
結
婚
し
た
夫
婦
が
、
二
〇
〇
二
年
に
ア
メ
リ
カ
で
離
婚
し
た
。
そ
の
判
決
が
ス
イ
ス
で
承
認
さ
れ
る
か

否
か
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
で
、
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
学
説
で
の
有
力
説
、
そ
し
て
連
邦
司
法
省
の
支
持
す
る
制
限

的
効
力
引
受
説
に
よ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

ス
イ
ス
国
際
私
法
二
五
条
以
下
に
よ
る
承
認
は
、
外
国
判
決
の
既
判
力
お
よ
び
形
成
力
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を
ス
イ
ス
の
領
域
に
拡
張
す
る

と
述
べ
る
。
だ
が
、
さ
ら
に
続
け
て
、

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
効
力
は
制
限
に
服
し
、
内
国
の
相

当
す
る
判
決
と
比
較
し
て
異
質
な
、
は
る
か
に
広
い
効
力
を
有
す
る
こ
と
は
な
い
（
い
わ
ゆ
る
制
限
的
効
力
引
受
）

と
し
た
。

三

日
本
に
お
け
る
外
国
判
決
の
効
力
論

㈠

学

説

1

効
力
拡
張
説

わ
が
国
で
は
、
効
力
拡
張
説
を
唱
え
る
見
解
が
従
来
か
ら
多
く
見
ら
れ
た
が
、
近
時
は
、
等
置
説
に
与
す
る
見
解
も
有
力
に
な
っ

て
い
る
。

効
力
拡
張
説
は
い
か
な
る
根
拠
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
、
竹
下
教
授
な
ど

は
、
承
認
の
意
義
（
=
外
国
判
決
の
尊
重
）
か
ら
導
き
出
す

）
。
す
な
わ
ち
、

外
国
判
決
の
承
認
と
は
、
外
国
裁
判
所
の
判
決
が
そ
の

外
国
法
上
有
す
る
効
力
を
、
日
本
法
上
も
尊
重
し
、
認
め
る
こ
と
を
い
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
効
力
の
種
類
・
範
囲
な
ど
も
、
そ
の

外
国
法
に
よ
っ
て
定
ま
る
（
通
説
）

と
述
べ
て
い
る

）
。
小
島
教
授
=
猪
俣
教
授
も
、

各
国
が
外
国
判
決
を
尊
重
す
る
と
い
う
態
度

は
条
約
そ
の
他
を
通
じ
て
着
々
と
普
遍
的
な
も
の
と
な
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
の
が
現
今
の
趨
勢
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で

は
、
そ
の
基
調
を
な
す
外
国
判
決
の
承
認
お
よ
び
執
行
に
関
す
る
根
源
的
制
度
観
と
し
て
は
、

承
認

と
い
い

執
行

と
い
っ

て
も
、
い
ず
れ
も
外
国
判
決
の

拡
張

と
み
る
の
が
よ
り
整
合
的
な
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る

と
述
べ
る

）
。

ま
た
、
山
田
鐐
一
教
授
は
、

い
わ
ゆ
る
外
国
判
決
の
承
認
と
い
う
制
度
は
、
同
一
の
民
事
上
の
紛
争
の
解
決
が
、
各
国
に
お
い
て

ま
ち
ま
ち
と
な
る
の
は
不
都
合
で
あ
り
、
国
際
的
私
法
交
通
の
利
益
に
反
す
る
と
い
う
理
由
で
、
外
国
の
裁
判
機
関
を
信
頼
し
、
一

定
の
要
件
の
下
に
そ
の
判
決
を
承
認
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
外
国
裁
判
所
で
な
さ
れ
た
確
定
判
決
を
わ
が
民
事
訴
訟
法
秩
序
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の
レ
ー
ル
に
の
せ
て
、
そ
の
外
国
訴
訟
上
有
す
る
効
力
を
、
そ
の
実
体
に
触
れ
な
い
で
そ
の
ま
ま
尊
重
し
よ
う
と
す
る
の
が
、
い
わ

ゆ
る
外
国
判
決
の
承
認
の
制
度
で
あ
る

と
述
べ
る

）
。
他
方
、
高
桑
教
授
は
、
本
説
に
よ
り
つ
つ
、
内
国
法
に
よ
る
制
限
を
説
い
て

い
る

）
。
す
な
わ
ち
、

そ
の
裁
判
の
効
力
は
そ
れ
が
な
さ
れ
た
国
の
法
律
に
基
づ
い
て
有
す
る
効
力
で
あ
る
か
ら
、
当
該
外
国
で
認

め
ら
れ
て
い
る
効
力
を
す
べ
て
我
が
国
で
認
め
る
わ
け
で
は
な
く
、
我
が
国
の
法
令
に
抵
触
し
な
い
範
囲
で
そ
の
効
力
が
認
め
ら
れ

る
に
過
ぎ
な
い
。
一
国
の
法
秩
序
は
内
国
法
に
よ
り
規
律
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
に
反
す
る
外
国
法
上
の
効
力
を
認
め
る
こ
と
は

原
則
と
し
て
適
当
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
外
国
裁
判
に
つ
い
て
も
そ
れ
と
同
種
の
内
国
裁
判
に
つ
い
て
認
め
ら
れ
て
い

る
効
力
以
外
の
も
の
は
認
め
ら
れ
な
い

、
と
。

こ
れ
に
対
し
て
酒
井
教
授
は
、
既
判
力
は
判
決
形
成
過
程
に
お
け
る
手
続
保
障
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
た
め
、
判
決
国
法
が
基

準
と
な
る
べ
き
で
あ
る
と
説
い
て
い
る

）
。
こ
の
よ
う
な
基
本
的
視
点
は
、
松
本
博
之
教
授
や
越
山
教
授
に
よ
っ
て
も
唱
え
ら
れ
て
い

る
）。ま

た
、
自
動
承
認
制
度
が
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
執
行
力
に
つ
い
て
は
執
行
判
決
制
度
が
あ
る
こ
と
か
ら
効
力
拡
張
説
が
支
持

さ
れ
る
と
す
る
見
解
が
あ
る

）
。

な
お
、
外
国
法
が
日
本
法
よ
り
も
広
い
判
決
効
を
有
す
る
場
合
に
は
公
序
に
よ
り
一
部
不
承
認
と
す
れ
ば
良
い
と
説
く
見
解
が
有

力
で
あ
る

）
。

2

等
置
説

石
黒
教
授
は
、

実
体
法
上
の
正
義
の
内
実
が
国
ご
と
に
異
な
り
得
る
の
と
同
様
に
、
手
続
法
上
の
正
義
観
念
も
、
具
体
的
に
は

十
分
に
国
ご
と
に
異
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
外
国
判
決
に
よ
る
確
定
力
・
遮
断
効
は
、
主
と
し
て
承
認
国
で
提
起
さ
れ
た

後
訴
に
お
い
て
問
題
と
な
る
。
当
事
者
に
対
す
る
不
意
打
ち
防
止
は
、
一
方
で
は
重
要
な
要
請
で
あ
る
。
だ
が
、
他
方
、
無
用
の
紛
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争
の
蒸
し
返
し
を
防
ぐ
と
い
う
要
請
、
あ
る
い
は
、
当
事
者
が
十
分
に
外
国
裁
判
所
で
争
っ
た
点
に
つ
い
て
そ
れ
と
真
向
か
ら
矛
盾

す
る
主
張
を
す
る
の
を
あ
え
て
内
国
の
法
廷
で
認
め
る
べ
き
か
と
い
っ
た
問
題
分
析
の
視
覚
も
ま
た
、
前
訴
判
決
の
後
訴
に
対
す
る

遮
断
効
な
い
し
確
定
力
を
考
え
る
上
で
は
、
重
要
な
は
ず
で
あ
る

と
述
べ
て
、
承
認
国
法
が
外
国
前
訴
判
決
の
国
内
的
効
力
を
判

断
す
る
上
で
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
る

）
。
そ
し
て
、

原
則
と
し
て
判
決
国
で
の
扱
い
に
従
っ
て
承
認
さ
れ
た

外
国
判
決
の
既
判
力
（
確
定
力
・
遮
断
効
）
の
及
ぶ
範
囲
を
決
し
て
ゆ
く
と
し
て
も
、
そ
れ
で
は
あ
ま
り
に
既
判
力
の
及
ぶ
範
囲
が

狭
き
に
失
し
、
承
認
国
と
し
て
内
国
後
訴
と
の
関
係
で
無
用
の
紛
争
の
蒸
し
返
し
を
防
止
し
き
れ
な
い
場
合
（
当
事
者
が
外
国
で
十

分
争
っ
て
い
た
点
に
つ
き
、
内
国
後
訴
で
平
然
と
矛
盾
す
る
主
張
を
す
る
、
等
の
場
合
）
に
は
、
承
認
国
側
の
訴
訟
政
策
上
の
考
慮
に
基

づ
き
直
截
に
判
決
効
の
拡
張
を
行
う
余
地
は
、
や
は
り
残
し
て
お
く
べ
き

と
し
、
こ
の
様
な
考
慮
は
、
既
判
力
の
主
観
的
範
囲
の

場
合
や
、
外
国
判
決
の
効
力
を
承
認
国
訴
訟
法
の
立
場
か
ら
制
限
す
る
場
合
で
も
同
様
に
行
う
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
る

）
。

高
田
教
授
も
、

承
認
と
は
、
外
国
判
決
の
効
果
の

拡
張

と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
外
国
で
な
さ
れ
た
判
決
に
我
が
国
で
い

か
な
る
効
果
を
賦
与
す
る
か
と
い
う
問
題
に
他
な
ら
な
い

と
さ
れ
る

）
。
そ
し
て
、
判
決
国
法
が
承
認
国
法
よ
り
も
広
い
範
囲
で
既

判
力
を
認
め
て
い
る
場
合
に
は
、

各
国
法
制
に
よ
り
紛
争
の
終
局
性
、
手
続
（
権
）
保
障
に
つ
い
て
の
関
心
の
違
い
が
あ
る
こ
と

を
考
え
れ
ば
、
一
国
の
手
続
（
保
障
）
観
の
現
わ
れ
で
あ
る
内
国
法
規
の
基
準
性
を
否
定
し
て
し
ま
う
こ
と
は
で
き
な
い

と
述
べ

る
。
他
方
で
、
承
認
国
法
が
判
決
国
法
よ
り
も
広
い
範
囲
で
効
力
を
認
め
て
い
る
場
合
に
は
、

予
測
し
え
な
か
っ
た
承
認
国
法
に

よ
っ
て
新
訴
の
遮
断
と
い
う
効
果
に
服
さ
し
め
る
の
は
敗
訴
当
事
者
に
酷
と

し
つ
つ
も
、

判
決
国
法
が
、
そ
こ
で
行
わ
れ
て
い

る
手
続
の
重
厚
さ
に
比
し
、
余
り
に
小
さ
な
拘
束
力
し
か
認
め
な
い
場
合
に
は
、
判
決
に
よ
り
解
決
さ
れ
る
紛
争
の
範
囲
の
拡
大

（
紛
争
解
決
の
一
回
性
、
訴
訟
経
済
）
と
い
う
観
点
、
あ
る
い
は
勝
訴
当
事
者
が
も
つ
信
頼
の
確
保
と
い
う
観
点
か
ら
、
判
決
国
法
を

超
え
る
拘
束
力
を
認
め
る
こ
と
は
許
さ
れ
て
も
よ
い

と
す
る

）
。

貝
瀬
教
授
も
、
同
様
の
立
場
に
立
つ

）
。
す
な
わ
ち
、

承
認
国
裁
判
所
が
、
各
国
で
の
手
続
観
の
違
い
を
尊
重
し
、
当
事
者
に
対
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す
る
不
意
打
ち
防
止
│
│
手
続
（
権
）
保
障
│
│
と
国
際
的
な
権
利
関
係
の
安
定
の
要
請
と
を
調
整
し
な
が
ら
、
外
国
前
訴
手
続
に

い
か
な
る
拘
束
力
を
付
与
す
る
か
を
決
す
る

立
場
に
賛
成
し
た
上
で
、
紛
争
の
終
結
・
当
事
者
に
対
す
る
公
正
さ
・
訴
訟
経
済
な

ど
の
観
点
か
ら
、
承
認
国
の
立
場
か
ら
判
決
国
法
で
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
効
力
（
争
点
効
）
を
外
国
判
決
に
認
め
、
反
対
に
、
判

決
国
法
が
承
認
国
法
よ
り
も
広
範
囲
に
判
決
効
を
認
め
て
い
る
場
合
に
は
、
承
認
国
法
の
立
場
か
ら
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
行
う
こ
と

を
肯
定
す
る
。

3

累
積
的
適
用
説

累
積
的
適
用
説
は
、
古
く
は
細
野
判
事
が
説
い
て
い
た

）
。
細
野
判
事
は
そ
の
理
由
を
示
し
て
い
な
い
が
、
判
決
国
法
と
承
認
国
法

の
関
わ
り
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

外
国
判
決
ノ
効
力
ハ
確
定
判
決
ト
シ
テ
外
国
法
ニ
依
リ
生
ス
ヘ
キ
効
力
以

外
ニ
之
ヲ
認
メ
得
サ
ル
ト
同
時
ニ
内
国
法
カ
該
事
件
ニ
付
キ
認
ム
ル
効
力
以
外
ニ
及
フ
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
ハ
当
然
ノ
コ
ト
ナ
リ
ト
ス
而

シ
テ
外
国
判
決
ノ
効
力
ノ
主
観
的
範
囲
ノ
拡
張
ニ
付
テ
モ
亦
内
国
法
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム
ル
標
準
ト
ス
ヘ
シ

、
と
。

㈡

判

例

筆
者
が
確
認
し
え
た
限
り
で
は
、
判
例
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
効
力
拡
張
説
を
採
用
し
て
い
る

）
。

【
ケ
ー
ス
①
‥
東
京
地
判
平
成
七
年
五
月
二
九
日

）
】

離
婚
に
伴
う
財
産
分
与
を
め
ぐ
る
争
い
で
、
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
で
下
さ
れ
た
判
決
の
効
力
が
日
本
で
問
題
に
な
っ
た
。
原
告
は
、
バ

ー
ジ
ニ
ア
州
法
上
は
、
判
決
は
本
件
被
告
に
対
し
て
も
効
力
を
有
す
る
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
我
が
国
に
お
い
て
も
、
被
告
に
対
す

る
関
係
で
承
認
さ
れ
、
原
告
と
被
告
と
の
間
で
効
力
を
有
す
る
旨
主
張
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
バ
ー
ジ
ニ
ア
判
決
は
同
州
法
上
、
当

外国判決の効力

389



該
訴
訟
で
当
事
者
と
な
っ
て
い
な
い
本
件
の
被
告
に
判
決
効
が
及
ぶ
と
さ
れ
て
い
た
た
め
、
こ
の
効
力
を
日
本
で
も
承
認
す
る
こ
と

が
で
き
る
か
が
問
題
と
な
っ
た
。

裁
判
所
は
、
こ
の
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
法
規
定
の
趣
旨
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
く
、

原
告
の
主
張
の
ご
と
く
、
本
件
外
国
判
決
が

バ
ー
ジ
ニ
ア
州
法
に
お
い
て
は
被
告
に
対
し
て
も
拘
束
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
は
、
に
わ
か
に
断
定
し
が
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
い
ま
仮
に
本
件
外
国
判
決
が
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
法
上
被
告
と
の
間
で
も
効
力
を
有
す
る
と
解
す
る
と
し
て
も
、
被
告
は
本
件
外
国

判
決
の
当
事
者
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
被
告
が
呼
出
、
命
令
の
送
達
を
受
け
又
は
応
訴
し
た
こ
と
、
被
告
が
原
告
ら
と

の
間
で
判
決
の
効
力
を
及
ぼ
さ
れ
る
べ
き
何
ら
か
の
実
体
的
な
関
係
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
何
ら
主
張
、
立
証
が
な
い
以
上
、
我

が
国
の
公
序
（
民
訴
法
二
〇
〇
条
三
号
）
に
反
す
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い

と
し
た

）
。

【
ケ
ー
ス
②
‥
大
阪
地
判
平
成
八
年
一
月
一
七
日

）
】

コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
州
で
下
さ
れ
た
離
婚
に
基
づ
く
扶
養
料
の
支
払
が
滞
っ
た
た
め
、
債
権
者
は
、
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
で
債
務
者
の
財

産
に
対
し
て
強
制
執
行
手
続
を
開
始
し
た
。
債
務
者
は
、
滞
納
の
事
実
は
な
い
こ
と
を
主
張
し
、
ま
た
扶
養
料
の
変
更
を
求
め
て
争

っ
た
が
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
裁
判
所
は
、
債
務
者
の
主
張
を
退
け
た
。
そ
こ
で
、
債
務
者
は
、
日
本
で
、
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
州
裁
判
所
が

下
し
た
扶
養
料
債
務
の
不
存
在
確
認
を
求
め
る
訴
え
を
提
起
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
裁
判
所
は
、

外
国
判
決
が
民
事
訴
訟
法
二
〇

〇
条
の
要
件
を
満
た
す
場
合
、
そ
の
判
決
が
判
決
国
法
上
有
す
る
効
力
は
我
が
国
に
お
い
て
も
承
認
さ
れ
、
こ
の
理
は
同
条
の
要
件

を
満
た
す
限
り
裁
判
の
形
式
な
い
し
名
称
の
如
何
を
問
わ
な
い
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る

と
述
べ
て
、
原
告
で
あ
る
債
務
者
の

主
張
は
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
判
決
の

既
判
力
に
反
し
許
さ
れ
な
い

と
し
た
。

【
ケ
ー
ス
③
‥
最
判
平
成
九
年
七
月
一
一
日

）
】
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外
国
判
決
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
利
息
部
分
の
執
行
を
求
め
た
訴
訟
に
お
い
て
、
最
高
裁
は
、

我
が
国
に
お
い
て
外
国
裁
判
所

の
判
決
の
効
力
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
判
決
が
当
該
外
国
に
お
い
て
有
す
る
効
果
を
認
め
る
こ
と
で
あ
る
。
本
件
利
息
は
、

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
法
上
、
判
決
に
よ
っ
て
支
払
を
命
じ
ら
れ
た
金
員
に
付
随
し
て
発
生
し
、
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て

い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
利
息
も
付
加
し
て
、
本
件
外
国
判
決
の
う
ち
補
償
的
損
害
賠
償
及
び
訴
訟
費
用
の
支
払
を
命
ず
る
部

分
の
強
制
執
行
を
許
し
た
原
判
決
は
、
正
当
と
し
て
是
認
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
し
た
。

【
ケ
ー
ス
④
‥
水
戸
地
龍
ヶ
崎
支
判
平
成
一
一
年
一
〇
月
二
九
日

）
】

ハ
ワ
イ
州
連
邦
地
裁
で
証
拠
開
示
手
続
へ
の
参
加
を
怠
っ
た
こ
と
に
対
す
る
制
裁
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
連
邦
民
訴
規
則
に
基
づ
い

て
下
さ
れ
た
懈
怠
判
決
の
執
行
判
決
を
求
め
た
事
案
で
、
裁
判
所
は
原
告
の
請
求
を
認
め
た
。
ハ
ワ
イ
州
判
決
に
は
、
被
告
ら
全
員

に
対
し
て
不
可
分
的
に
全
額
の
請
求
が
で
き
る

そ
れ
ぞ
れ

あ
る
い
は

各
自

と
い
っ
た
表
示
は
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、

裁
判
所
は
本
件
外
国
判
決
は
認
容
額
全
額
を
不
可
分
的
に
被
告
ら
に
支
払
う
こ
と
を
命
ず
る
趣
旨
で
あ
る
と
し
た
。
そ
し
て
、

外

国
判
決
の
承
認
と
は
、
当
該
判
決
が
さ
れ
た
国
に
お
い
て
そ
の
判
決
の
有
す
る
一
切
の
効
力
を
そ
の
ま
ま
我
が
国
が
承
認
す
る
こ
と

で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
い
う
効
力
と
は
、
当
該
判
決
が
さ
れ
た
国
の
法
律
に
基
づ
い
て
有
す
る
効
力
を
い
う
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る

か
ら
、
本
件
外
国
判
決
に
つ
い
て
も
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
法
上
認
め
ら
れ
る
効
力
を
そ
の
ま
ま
承
認
す
べ
き
も
の
で
あ
る

と
し
て
、

被
告
ら
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
全
額
の
支
払
い
を
命
じ
た
。
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四

検

討

㈠

諸
説
の
検
討

ま
ず
、
外
国
判
決
承
認
制
度
が
外
国
判
決
の
尊
重
を
基
礎
に
し
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
法
律
上
の
自
動
承
認
制
度
が
採
用
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
効
力
拡
張
説
が
根
拠
付
け
ら
れ
る
と
す
る
立
場
が
、
わ
が
国
で
は
一
般
的
に
説
か
れ
て
き
た

）
。
そ
こ
で
、
こ
の
点
に

つ
い
て
検
討
し
た
い
。
こ
の
よ
う
な
説
明
は
、
わ
が
国
で
は
長
い
間
多
く
の
文
献
で
説
か
れ
て
き
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
こ
ん
に
ち
、

果
た
し
て
、
十
分
な
根
拠
と
な
り
う
る
の
か
、
い
ま
一
度
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
ド
イ
ツ
で
は
効
力
拡
張
説
が
主

流
を
占
め
て
は
い
る
も
の
の
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
や
ス
イ
ス
で
は
む
し
ろ
判
決
国
法
を
承
認
国
法
の
立
場
か
ら
制
限
す
る
見
解
が
一
般

的
で
あ
り

）
、
外
国
判
決
を
尊
重
す
る
か
ら
と
い
っ
て
効
力
拡
張
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
と
も
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
等
置
説
な
い
し
累
積
的
適
用
説
が
外
国
判
決
を
尊
重
し
て
い
な
い
か
と
い
え
ば
、
た
し
か
に
判
決
国
法
に
よ
る
判
決
効
を
承
認

国
の
立
場
か
ら
制
限
し
て
い
る
と
い
う
点
で
承
認
に
非
好
意
的
で
あ
る
と
い
う
評
価
は
可
能
で
あ
る
が

）
、
し
か
し
、
決
し
て
外
国
判

決
を
承
認
し
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
等
置
説
も
累
積
的
適
用
説
も
、
外
国
判
決
を
尊
重
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
制
限
付
き
で

は
あ
れ
承
認
を
認
め
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
で
は
外
国
離
婚
判
決
の
承
認
に
つ
い
て
は
日
本
と
異
な
り
自
動
承
認
と
し
て
は

お
ら
ず
、
法
務
局
に
よ
る
確
認
が
必
要
と
さ
れ
て
い
た
が
（
法
務
局
に
よ
る
承
認
の
独
占

）
。
し
か
し
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
規
則

（ ）Ⅱ
お
よ
び

（ ）Ⅱa

に
よ
り
、
同
規
則
の
適
用
範
囲
内
で
は
自
動
承
認
と
な
っ
た
た
め
そ
の
意
義
は
減
少
し
た

）
）、
こ
の
よ
う
な
承
認
方
法
に
つ
い
て
も
ド
イ
ツ

で
は
効
力
拡
張
が
唱
え
ら
れ
て
い
る

）
。
ま
た
、
外
国
倒
産
手
続
の
承
認
に
関
し
て
は
、
外
国
倒
産
処
理
手
続
の
承
認
援
助
に
関
す
る

法
律
が
関
わ
る
が
、
そ
こ
で
は
日
本
法
上
効
力
を
付
与
す
る
も
の
と
扱
わ
れ
て
い
る

）
。
つ
ま
り
、

外
国
判
決
の
尊
重
の
仕
方

に

は
、
い
ろ
い
ろ
な
方
法
が
あ
り
得
る
の
で
あ
り
、
た
ん
に
外
国
判
決
の
尊
重
イ
コ
ー
ル
効
力
拡
張
説
と
す
る
に
は
、
こ
ん
に
ち
で
は

議
論
に
飛
躍
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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で
は
、
こ
の
外
国
判
決
の
尊
重
を
判
決
の
国
際
的
調
和
と
い
う
観
点
か
ら
基
礎
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
判
決
の

国
際
的
調
和
は
、
大
別
し
て
、
適
用
さ
れ
る
実
質
規
範
が
各
法
廷
地
に
よ
っ
て
同
じ
で
あ
る
場
合
と
外
国
判
決
が
承
認
さ
れ
た
場
合

と
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
者
は
、
各
国
の
民
商
法
と
い
っ
た
実
質
法
や
国
際
私
法
（
抵
触
法
）
が
統
一
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
法
廷
地
が
ど
こ
に
な
ろ
う
と
も
実
体
関
係
に
適
用
さ
れ
る
法
が
同
じ
に
な
る
た
め
、
各
国
の
判
決
が
同
じ
内
容
に
な
る
と
い
う

も
の
で
あ
る
（
し
か
し
、
そ
の
た
め
に
は
、
世
界
中
で
の
実
質
法
な
い
し
国
際
私
法
ル
ー
ル
の
統
一
が
必
要
で
あ
る
し
、
ま
た
各
国
裁
判
所

の
判
断
を
統
一
さ
せ
る
枠
組
み
が
必
要
と
な
る
）。
こ
れ
に
対
し
て
後
者
は
、
各
国
裁
判
所
で
適
用
さ
れ
る
準
拠
法
上
の
内
容
の
不
統

一
は
度
外
視
し
て
、
手
続
的
要
件
を
充
足
し
て
い
れ
ば
外
国
判
決
を
承
認
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
後
者
で
は
実
体
法
的
結
論
は

法
廷
地
ご
と
に
区
々
に
な
る
こ
と
は
や
む
を
え
な
い
こ
と
と
し
て
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
各
国
の
司
法
制
度
の
も
と
に
下
さ
れ

る
判
決
を
信
頼
し
て
一
定
の
要
件
下
で
承
認
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
が
対
象
と
し
て
い
る
問
題
と
の
関
係
で
は
、
後
者

の
意
味
に
お
け
る
判
決
の
国
際
的
調
和
が
問
題
と
な
り
得
よ
う
。
そ
こ
で
、
外
国
判
決
の
尊
重
を
後
者
の
意
味
で
の
判
決
の
国
際
的

調
和
と
捉
え
て
、
効
力
拡
張
説
を
根
拠
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
効
力
拡
張
説
を
採
っ
た
場
合
、
承
認
国
が
い
ず
れ

の
国
で
あ
ろ
う
と
判
決
国
法
に
よ
り
判
決
の
効
力
の
範
囲
が
定
ま
る
点
で
国
際
的
な
法
的
安
定
性
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
判

決
国
が
下
し
た
判
決
の
効
力
が
複
数
の
承
認
国
で
問
題
と
な
る
場
合
に
は
、
判
決
の
国
際
的
調
和
は
重
要
な
視
点
で
あ
り
、
効
力
拡

張
説
は
そ
の
点
で
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
む
し
ろ
、
現
実
に
訴
訟
活
動
を

行
う
訴
訟
当
事
者
の
視
点
で
あ
る
。
彼
ら
が
な
ぜ
判
決
に
拘
束
さ
れ
る
の
か
、
そ
の
拘
束
力
の
根
源
は
法
廷
地
で
の
訴
訟
活
動
に
あ

り
）、

そ
し
て
当
事
者
が
訴
訟
活
動
を
現
実
的
に
行
っ
た
場
所
で
の
判
決
効
の
範
囲
は
当
事
者
の
予
測
可
能
性
に
沿
う
も
の
だ
か
ら
で

あ
る
。
そ
の
判
決
国
に
よ
る
判
決
効
の
範
囲
を
承
認
国
に
及
ぼ
す
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
当
事
者
に
不
意
打
ち
を
与
え
る
も
の
で
は
な

い
。
こ
の
よ
う
に
、
判
決
の
国
際
的
調
和
を
効
力
拡
張
の
根
拠
と
す
る
に
は
、
た
だ
た
ん
に
、
各
国
の
結
論
を
同
じ
く
す
る
と
い
う

だ
け
で
は
な
く
、
訴
訟
当
事
者
の
防
御
権
の
保
障
に
裏
打
ち
さ
れ
た
判
決
国
法
を
承
認
国
法
に
及
ぼ
す
形
が
、
当
事
者
の
予
測
可
能
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性
の
観
点
か
ら
支
持
さ
れ
る
と
考
え
る
。

他
方
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
支
配
的
見
解
と
さ
れ
、
わ
が
国
で
も
近
時
、
有
力
説
が
支
持
し
て
い
る
等
置
説
が
あ
る

）
。
こ
の
見
解
に

立
て
ば
、
外
国
判
決
が
ど
の
よ
う
な
効
力
を
認
め
て
い
よ
う
と
、
そ
れ
と
は
関
係
な
く
承
認
国
法
の
立
場
か
ら
効
力
を
判
断
す
れ
ば

よ
い
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
が
承
認
国
で
あ
る
場
合
に
は
、
判
決
国
が
い
ず
れ
の
国
か
と
は
無
関
係
に
日
本
の
判
決
と

同
じ
効
力
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
日
本
で
外
国
判
決
の
効
力
が
問
題
に
な
っ
た
場
合
、
判
断
が
容
易
と
い
う
点
で

は
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
え
よ
う

）
。
し
か
し
、
前
述
の
批
判
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
見
解
を
支
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ

は
、
同
じ
判
決
が
承
認
国
ご
と
に
異
な
っ
た
効
力
を
有
す
る
こ
と
か
ら
生
ず
る
問
題
で
あ
る
。
ま
ず
、
承
認
国
ご
と
に
異
な
る
判
決

の
効
力
が
生
ず
る
と
い
う
こ
と
は
判
決
の
国
際
的
調
和
を
乱
す
こ
と
に
な
る

）
。
だ
が
、
当
事
者
に
と
っ
て
重
要
な
点
は
、
む
し
ろ
こ

の
よ
う
な
結
果
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
事
者
の
予
測
が
つ
か
な
い
形
で
広
範
な
法
的
効
果
が
承
認
国
で
認
め
ら
れ
る
場
合
が

生
ず
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
た
と
え
ば
、
当
事
者
が
訴
訟
追
行
を
行
っ
て
い
る
国
で
は
主
文
に
の
み
拘
束
力
が
生
じ
て
い
る

の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
承
認
国
で
は
理
由
中
の
判
断
に
も
拘
束
力
が
生
ず
る
と
な
る
と
、
当
事
者
に
と
っ
て
は
不
意
打
ち
的
に
裁
判

を
受
け
る
権
利
が
奪
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い

）
。
そ
れ
で
も
等
置
説
を
認
め
る
と
な
る
と
、
当
事
者
と
し
て
は
ど
の
国
が
承
認

国
と
な
る
か
は
判
決
手
続
中
に
判
明
し
な
い
場
合
も
あ
り
得
る
た
め
、
将
来
生
ず
る
か
も
知
れ
な
い
承
認
国
（
理
由
中
の
判
断
に
も

拘
束
力
が
主
ず
る
）
で
の
紛
争
を
も
念
頭
に
お
い
て
、
判
決
国
（
主
文
に
の
み
拘
束
力
が
生
ず
る
）
で
の
訴
訟
手
続
に
従
事
す
る
こ
と

に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
さ
ら
に
、
承
認
国
ご
と
に
判
決
効
の
及
ぶ
範
囲
が
異
な
る
場
合
に
は
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
の
可

能
性
も
起
こ
り
う
る
し
、
承
認
国
間
で
の
異
な
る
効
力
を
め
ぐ
っ
て
新
た
な
紛
争
を
引
き
起
こ
し
か
ね
な
い
。
そ
れ
に
、
当
事
者
の

現
実
の
訴
訟
活
動
と
は
無
縁
で
あ
り
、
ま
た
未
知
の
地
で
あ
る
承
認
国
は
本
来
、
当
事
者
の
考
慮
の
中
に
な
い
場
所
で
あ
る
。
も
し
、

外
国
判
決
の
効
力
を
判
決
国
法
に
よ
っ
て
画
す
る
と
な
る
と
、
当
事
者
は
見
え
ざ
る
承
認
国
法
の
影
に
惑
わ
さ
れ
、
判
決
国
で
の
訴

訟
手
続
に
集
中
し
て
携
わ
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
等
置
説
を
支
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
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し
た
が
っ
て
、
当
事
者
が
現
実
に
訴
訟
追
行
を
行
っ
た
国
の
手
続
法
が
定
め
る
判
決
効
の
範
囲
が
承
認
国
法
で
も
尊
重
さ
れ
る
と

す
る
効
力
拡
張
説
は
、
当
事
者
行
動
の
予
測
可
能
性
と
い
う
見
地
か
ら
優
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
見
解
に
よ
る
場
合

に
は
、
当
事
者
は
い
ず
れ
の
国
が
承
認
国
に
な
ろ
う
と
も
、
判
決
国
に
お
け
る
効
力
範
囲
を
基
準
に
し
て
そ
の
後
の
（
訴
訟
）
活
動

を
行
っ
て
い
け
ば
よ
い
こ
と
に
な
る
。

㈡

承
認
国
法
に
よ
る
判
決
効
制
限
の
可
否

で
は
、
外
国
判
決
の
効
力
拡
張
を
前
提
と
し
た
場
合
に
、
承
認
国
法
の
立
場
か
ら
制
限
を
加
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
ド
イ
ツ
で

の
有
力
説
は
効
力
拡
張
を
前
提
に
し
つ
つ
承
認
国
法
が
認
め
る
効
力
の
範
囲
に
限
定
す
る
見
解

）
や
、
正
面
か
ら
国
内
法
の
累
積
的
適

用
を
説
く
見
解

）
が
説
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ス
イ
ス
で
も
、
制
限
さ
れ
た
効
力
引
受
と
い
う
形
で
の
累
積
的
適
用
説
が
支
持
さ
れ
て

い
る

）
。

こ
の
立
場
は
少
な
く
と
も
こ
れ
ら
の
国
々
で
は
有
力
で
あ
る
が
、
筆
者
は
、
承
認
国
の
国
内
法
に
よ
る
制
限
付
け
を
積
極
的
に
行

う
立
場
に
は
賛
同
で
き
な
い

）
。
こ
れ
ら
の
立
場
が
判
決
国
法
に
よ
る
判
決
の
効
力
の
範
囲
を
承
認
国
法
に
よ
っ
て
制
限
す
る
意
図
は
、

判
決
国
法
で
は
承
認
国
よ
り
も
広
い
範
囲
の
判
決
効
が
認
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
、
承
認
国
の
立
場
か
ら
制
限
す
る
必
要
が
あ
る
と

の
認
識
か
ら
生
じ
て
い
る
。
筆
者
は
、
国
際
民
事
手
続
法
上
の
公
序
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
承
認
国
法
は
介
入
す
べ
き
で
は
な
い

と
考
え

）
、
前
記
有
力
説
に
与
し
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
大
き
く
分
け
て
二
点
あ
る
。
第
一
は
、
当
事
者
の
予
測
と
い
う
点
で
あ
る
。

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
当
事
者
は
判
決
国
に
お
け
る
訴
訟
追
行
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
甘
受
す
る
立
場
に
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、

た
と
え
判
決
国
の
効
力
が
承
認
国
に
お
け
る
そ
れ
よ
り
も
広
範
囲
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
も
そ
も
判
決
国
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る

効
力
で
あ
る
以
上
、
当
事
者
は
異
論
が
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
訴
訟
追
行
を
行
っ
た
判
決
国
に
お
け

る
効
力
を
承
認
国
に
そ
の
ま
ま
及
ぼ
し
た
と
し
て
も
、
当
事
者
に
対
し
て
予
期
し
な
い
形
で
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
制
限
す
る
こ
と
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に
は
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
第
二
は
、
判
決
国
法
に
よ
る
判
決
効
を
承
認
国
に
お
い
て
厳
密
に
限
界
付
け
を
行
っ
て
い
な
い
場
合

が
あ
り
得
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
で
は
、
シ
ュ
ペ
レ
ン
ベ
ル
ク
が
、
ド
イ
ツ
法
上
は
制
度
と
し
て
お
か
れ
て
い
な
い
外
国
の

別
居
判
決
を
ド
イ
ツ
で
承
認
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
国
内
法
上
認
め
ら
れ
て
い
る
効
力
に
限
定
し
て
外
国
判
決
の
効
力
を
承
認
す
る

と
い
う
有
力
説
の
主
張
は
実
務
上
貫
徹
さ
れ
て
い
な
い
と
批
判
し
て
い
る

）
。
わ
が
国
で
も
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
状
況
が
妥
当
し
よ
う
。

わ
が
国
に
お
い
て
は
、
外
国
別
居
判
決
を
承
認
し
た
判
例
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
準
拠
法
と
な
っ
た
外
国
法
が
別
居
の
制
度
を

認
め
る
場
合
に
は
、
適
応
問
題
の
一
例
と
し
て
日
本
の
離
婚
手
続
に
準
じ
て
扱
う
立
場
が
通
説
と
さ
れ
て
お
り

）
、
こ
の
考
え
を
前
提

と
す
る
な
ら
ば
、
外
国
で
別
居
を
命
ず
る
判
決
が
下
さ
れ
た
場
合
も
日
本
で
承
認
し
う
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、

日
本
に
お
い
て
外
国
準
拠
実
体
法
に
し
た
が
い
別
居
の
手
続
を
認
め
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
外
国
の
別
居
判
決
を
日
本
で
承
認
す
る

こ
と
を
妨
げ
る
理
由
は
な
い
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
外
国
判
決
の
効
力
を
わ
が
国
の
判
決
効
の
範
囲
に
制

限
す
る
必
要
性
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
国
際
民
事
訴
訟
法
上
の
公
序
の
問
題
は
残
る
（
民
事
訴
訟
法
一
一
八
条
三
号
）。
公
序
は
本
来
的
に
は
承
認
要
件
の
問
題

で
あ
る
が
、
内
国
法
秩
序
か
ら
見
て
著
し
く
度
を
超
え
た
外
国
判
決
の
効
力
は
部
分
的
に
不
承
認
と
す
る
こ
と
で
、
そ
の
限
り
で
外

国
判
決
の
効
力
を
制
限
す
る
働
き
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。

で
は
、
た
と
え
ば
、
外
国
裁
判
所
の
判
決
に
つ
い
て
理
由
中
の
判
断
に
拘
束
力
が
生
ず
る
場
合
に
、
そ
の
効
力
を
わ
が
国
で
承
認

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
、
こ
れ
を
日
本
で
承
認
す
る
こ
と
に
は
問
題
は
な
い
と
考
え
る

）
。
そ
の
理
由
と
し
て
、

ま
ず
、
わ
が
国
の
判
例
に
は
信
義
則
を
用
い
て
理
由
中
の
判
断
に
拘
束
力
を
認
め
て
い
る
も
の
が
あ
り

）
、
こ
れ
を
争
点
効
と
呼
称
し

民
事
訴
訟
法
の
制
度
的
効
力
と
す
る
か
、
そ
れ
と
も
信
義
則
の
個
別
的
適
用
と
す
る
か
は
と
も
か
く
、
わ
が
国
の
学
説
上
こ
の
結
論

そ
の
も
の
に
は
お
お
む
ね
賛
同
を
得
て
い
る
と
解
さ
れ
る

）
。
ま
た
、
わ
が
国
で
は
中
間
確
認
の
制
度
が
認
め
ら
れ
て
お
り
（
民
事
訴

訟
法
一
四
五
条
）、
当
事
者
が
こ
れ
を
用
い
れ
ば
確
認
の
対
象
を
訴
訟
物
の
み
な
ら
ず
先
決
的
法
律
関
係
に
ま
で
及
ぼ
す
こ
と
が
制
度
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と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
当
事
者
は
当
該
外
国
の
訴
訟
制
度
を
利
用
し
て
い
る
以
上
は
、
当
事
者
間
で
生
ず
る
そ
の
拘

束
力
を
判
決
国
に
限
定
せ
ず
に
承
認
国
に
お
い
て
も
及
ぼ
し
た
と
し
て
も
、
当
事
者
の
予
測
に
反
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
外

国
訴
訟
手
続
に
関
与
し
て
い
な
い
日
本
在
住
の
者
に
対
し
て
同
様
に
効
力
拡
張
を
し
て
よ
い
か
は
問
題
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
に
は
、

い
ず
れ
に
し
て
も
公
序
の
問
題
と
し
て
効
力
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る

）
。

㈢

承
認
国
法
に
よ
る
判
決
効
拡
張
の
可
否

わ
が
国
で
は
、
判
決
国
法
で
あ
る
外
国
法
が
認
め
る
判
決
効
の
範
囲
が
、
承
認
国
法
で
あ
る
日
本
法
よ
り
も
狭
い
場
合
に
、
日
本

で
の
紛
争
の
蒸
し
返
し
を
防
ぐ
た
め
に
、
承
認
国
法
（
日
本
法
）
に
よ
る
効
力
拡
張
を
図
る
こ
と
が
有
力
説
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
て

い
る

）
。
こ
の
有
力
説
は
当
然
考
え
ら
れ
る
批
判
、
す
な
わ
ち
当
事
者
に
対
す
る
不
意
打
ち
と
は
な
ら
な
い
か
と
い
う
視
点
に
つ
い
て

注
意
深
く
言
及
し
て
い
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
筆
者
は
こ
の
見
解
に
は
躊
躇
を
覚
え
る

）
。
外
国
訴
訟
の
当
事
者
と
し
て
は
、
実
際
に
関
与
し
て
い
る
法

廷
地
法
の
制
約
の
下
で
訴
訟
戦
術
を
組
み
立
て
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
判
決
の
効
果
と
し
て
ど
の
よ
う
な
拘
束
力
が
生
ず
る

の
か
、
そ
し
て
ど
こ
ま
で
効
力
が
及
ぶ
の
か
と
い
う
こ
と
を
事
前
に
考
慮
の
上
で
、
攻
撃
防
御
を
行
う
こ
と
も
も
ち
ろ
ん
検
討
さ
れ

て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
当
事
者
は
主
戦
場
で
あ
る
判
決
国
で
の
拘
束
力
を
判
断
基
準
に
訴
訟
活
動
を
行
う
の
で
あ
り
、
そ

こ
で
検
討
さ
れ
て
い
な
い
承
認
国
法
に
よ
る
効
力
拡
張
（
承
認
国
が
ど
こ
に
な
る
の
か
は
当
事
者
に
と
っ
て
必
ず
し
も
自
明
で
は
な
い
）

は
、
た
と
え
承
認
国
か
ら
す
れ
ば
訴
訟
政
策
上
の
ポ
リ
シ
ー
と
し
て
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
当
事
者
に
は
納
得
の
い
く

も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
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㈣

関
連
問
題

1

外
国
判
決
の
効
力
と
懲
罰
的
損
害
賠
償
の
関
係

）

外
国
判
決
の
国
内
に
お
け
る
効
力
を
内
国
法
の
許
容
す
る
範
囲
に
限
定
す
る
見
解
や
判
決
国
法
と
承
認
国
法
と
の
累
積
的
適
用
説

に
立
つ
場
合
に
は
、
懲
罰
的
損
害
賠
償
を
命
ず
る
外
国
判
決
は
、
お
そ
ら
く
、
（
一
部
）
不
承
認
と
い
う
結
論
に
行
き
着
く
こ
と
に

な
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
、
筆
者
は
、
判
決
国
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
効
力
（
懲
罰
的
損
害
賠
償
制
度
）
が
日
本
法
上
は
観
念
し
得
な
い
も

の
と
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も

）
、
不
承
認
の
判
断
は
あ
く
ま
で
も
外
国
判
決
承
認
要
件
と
し
て
の
公
序
（
民
事
訴
訟
法
一
一
八

条
三
号
）
の
問
題
の
枠
組
で
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
結
果
の
反
公
序
性
と
内
国
牽
連
性
の
中
で
承
認
・
不
承
認

を
判
断
す
べ
き
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
ば

外
国
企
業
間
の
紛
争
に
つ
い
て
懲
罰
的
損
害
賠
償
判
決
が
下
さ
れ
た
場

合
に
、
被
告
企
業
の
財
産
が
た
ま
た
ま
日
本
に
あ
る
こ
と
か
ら
日
本
の
財
産
に
対
し
て
強
制
執
行
を
行
う
た
め
に
、
日
本
の
裁
判
所

に
当
該
判
決
の
承
認
を
求
め
た
と
し
て
も
、
こ
の
外
国
判
決
は
事
案
の
内
国
牽
連
性
が
希
薄
で
あ
る
と
い
え
、
承
認
が
公
序
に
反
す

る
と
は
い
え
な
い

と
考
え
る

）
。
こ
の
よ
う
に
解
す
る
の
が
、
本
稿
で
論
じ
た
外
国
判
決
の
効
力
論
に
関
す
る
筆
者
の
結
論
と
も
整

合
的
で
あ
る
と
考
え
る
。

2

国
際
的
訴
訟
競
合
に
お
け
る
訴
訟
対
象
論
と
の
関
係

本
稿
で
は
筆
者
は
、
判
決
効
が
承
認
国
に
拡
張
さ
れ
る
根
拠
と
し
て
、
判
決
国
に
お
け
る
当
事
者
の
手
続
関
与
と
、
そ
の
結
果
を

承
認
国
に
及
ぼ
す
こ
と
が
当
事
者
の
予
測
に
合
致
す
る
点
を
挙
げ
た
。
同
様
の
視
点
は
、
国
際
的
訴
訟
競
合
に
お
け
る
事
件
の
同
一

性
を
判
断
す
る
基
準
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
と
考
え
る
。
国
際
的
訴
訟
競
合
に
お
け
る
事
件
の
同
一
性
の
判
断
に
つ
い
て
は
、
わ
が

国
で
は
後
訴
の
法
廷
地
法
、
つ
ま
り
日
本
法
に
よ
っ
て
判
断
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
立
場
が
有
力
で
あ
る

）
。
し
か
し
、
筆
者
は
、
ま
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ず
前
訴
の
法
廷
地
法
の
適
用
を
出
発
点
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
外
国
訴
訟
に
関
与
し
た
（
あ

る
い
は
巻
き
込
ま
れ
た
）
当
事
者
と
し
て
は
、
ま
ず
、
最
初
に
訴
え
が
提
起
さ
れ
た
国
の
手
続
法
（
訴
訟
物
の
範
囲
）
に
よ
っ
て
、
そ

の
後
の
紛
争
解
決
行
動
が
制
約
を
受
け
、
後
訴
の
提
起
が
遮
断
さ
れ
る
と
い
う
枠
組
み
が
外
国
判
決
承
認
制
度
と
も
調
和
が
取
れ
、

ま
た
当
事
者
の
予
測
可
能
性
に
も
反
す
る
こ
と
が
な
く
、
さ
ら
に
は
フ
ォ
ー
ラ
ム
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
の
回
避
に
資
す
る
と
解
さ
れ
る
か

ら
で
あ
る

）
。
も
ち
ろ
ん
、
国
際
訴
訟
競
合
の
す
べ
て
の
問
題
が
前
訴
の
法
廷
地
法
で
処
理
さ
れ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
ど
こ
ま
で

が
前
訴
の
訴
訟
手
続
で
カ
バ
ー
さ
れ
る
範
囲
な
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
前
訴
の
法
廷
地
法
を
ま
ず
前
提
と
す
べ
き
で
あ
る
と

い
う
も
の
で
あ
る
。

（
1
）

既
判
力
に
関
す
る
我
が
国
の
現
状
を
示
す
代
表
的
文
献
と
し
て
、
坂
原
正
夫

民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
既
判
力
の
研
究

（
慶
應
義

塾
大
学
法
学
研
究
会
、
一
九
九
三
年
）
が
あ
る
。

（
2
）

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
既
判
力
の
比
較
法
的
考
察
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
次
の
文
献
が
あ
る
。

,
D
ie

R
ec

hts
k
raft

v
o
n
G
eric

htse
ntsc

h
eid

u
n
g
e
n
in

d
er

E
u
ro

p
a
¨
isc

h
e
n
U
nio

n,
20
0
9

（
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
）

;
,

R
ec

hts
k
raft

w
ir
k
u
n
g
e
n
u
n
d

U
rteilsa

n
er
k
e
n
n
u
n
g
n
ac

h
a
m
erik

a
nisc

h
e
m,

d
e
utsc

h
e
m

u
n
d
ja
p
a
ni‑

sc
h
e
m

R
ec

ht,
19
9
6

（
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、
ド
イ
ツ
、
日
本
）

;
,

P
rozeß

fu
¨

h
r
u
n
g
o
d
er

U
rteil,

in:
F
S.

H
e
n
c
k
el,

19
95,

S.
8
4
1

ff.

（
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
）

;
,

R
ec

hts
k
raft

in
E
u
ro

p
a,

in:
F
S.

S
c
h
u
¨
tze,

19
99,

S.
91
3

（
ド
イ
ツ
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
）

.

ア
メ
リ
カ
法
に
関
す
る
邦
語
文
献
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
貝
瀬
幸
雄

国
際
化
社
会
の
民
事
訴
訟

四
〇
四
頁
（
信
山
社
、
一
九
九

三
年
）。
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
法
に
つ
い
て
は
、
越
山
和
広

イ
ギ
リ
ス
国
際
私
法
に
お
け
る
既
判
力
理
論
（
1
）（
2
・
完
）

近
大
法
学

四
四
巻
二
号
九
一
頁
、
三
=
四
号
二
七
頁
（
一
九
九
六
年
）。
こ
れ
ら
の
先
行
業
績
に
よ
る
と
、
ア
メ
リ
カ
お
よ
び
イ
ギ
リ
ス
で
は
承
認

国
法
が
基
準
と
な
る
立
場
が
有
力
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

な
お
、
国
際
司
法
裁
判
所
規
程
三
八
条
一
項
⒞
で
は
、

文
明
国
の
認
め
た
法
の
一
般
原
則
（G

e
n
eral

P
rin

ciples
of

L
a
w
rec‑
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o
g
nize

d
b
y
civilize

d
n
atio

n
s

）

を
国
際
法
の
法
源
の
一
つ
と
し
て
適
用
す
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
原
則
は
、
適
用
法
規
の
欠
缺
な

い
し
不
明
確
さ
ゆ
え
に
裁
判
不
能
の
事
態
と
な
る
こ
と
を
回
避
す
る
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
で
、
一
九
二
一
年
の
常
設
国
際
司
法
裁
判

所
規
程
以
来
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

各
国
の
国
内
法
（
と
く
に
私
法
や
手
続
法
）
に
共
通
す
る
一
般
的
な
法
原
則
で
国
家
間
の

関
係
に
も
適
用
性
の
あ
る
も
の
を
指
す

と
さ
れ
、
具
体
的
に
は
、
エ
ス
ト
ッ
ペ
ル
、
信
義
則
、
権
利
濫
用
の
原
則
、
証
拠
能
力
や
訴
え

の
利
益
と
並
ん
で

既
判
力

が
代
表
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
杉
原
高
嶺

国
際
法
学
講
義

七
〇
頁
（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
八

年
）。
こ
れ
は
国
際
公
法
上
の
規
定
で
は
あ
る
が
、
各
国
に
お
け
る
国
内
法
上
の
共
通
の
制
度
と
し
て
既
判
力
が
承
認
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
示
す
好
個
の
例
と
言
え
る
。
な
お
、

国
際
法
の
一
般
原
則

は
、

す
で
に
個
々
の
条
約
ま
た
は
国
際
慣
習
法
に
内
在
し
こ
れ
ら
を
通

じ
て
共
通
に
み
と
め
ら
れ
る
原
則
で
あ
り
、
国
際
関
係
そ
の
も
の
に
直
接
に
起
源
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
て

、

法
の
一
般
原
則

と
は
区

別
さ
れ
る
。
山
本
草
二

国
際
法
〔
新
版
〕

六
〇
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
九
四
年
）。

B
ro

w
nlie,

P
rin

ciples
of

P
u
blic

In‑
ter

n
atio

n
al

L
a
w,

at1
6‐
1
9
(7

th
e
d.
2
0
08);

C
assese,

Inter
n
atio

n
al

L
a
w,

at1
88

(2
n
d.

e
d.
2
00
5);

S
h
a
w,

Inter
n
atio

n‑
al

L
a
w,

at9
5
(5

th
e
d.
2
00
3).

（
3
）

執
行
力
に
つ
い
て
は
、
執
行
判
決
請
求
訴
訟
の
法
的
性
質
と
も
絡
ん
で
議
論
が
あ
る
。
か
つ
て
は
、
加
藤
正
治

強
制
執
行
法
要
論

〔
改
訂
〕

五
一
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
四
六
年
）、
中
島
弘
道

日
本
民
事
訴
訟
法
（
第
一
巻
）

八
五
五
頁
（
松
華
堂
、
一
九
二
四
年
）、

前
野
順
一

民
事
訴
訟
法
論

六
七
二
頁
（
松
華
堂
、
一
九
三
七
年
）、
松
岡
義
正

強
制
執
行
要
論
（
上
巻
）

四
六
八
頁
（
清
水
書
店
、

一
九
二
四
年
）
な
ど
国
内
法
上
の
効
力
を
外
国
判
決
に
付
与
す
る
等
置
説
（
効
力
付
与
説
）
が
通
説
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
外

国
判
決
の
効
力
に
応
じ
て
扱
い
を
異
に
す
る
必
要
は
な
い
な
ど
と
し
て
、
執
行
力
に
つ
い
て
も
効
力
拡
張
説
（
判
決
効
が
国
内
に
拡
張
さ

れ
る
）
が
有
力
と
な
っ
た
。
兼
子
一

強
制
執
行
法
〔
増
補
〕

七
九
頁
（
酒
井
書
店
、
一
九
五
一
年
）、
吉
川
大
二
郎

強
制
執
行
法

〔
改
訂
版
〕

三
一
頁
（
法
律
文
化
社
、
一
九
五
八
年
）。
な
お
、
菊
井
維
大

強
制
執
行
法
（
総
論
）

五
七
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
七
六

年
）、
岡
垣
学

強
制
執
行
法
概
論

七
九
頁
（
中
央
大
学
出
版
部
、
一
九
七
二
年
）
も
参
照
。

近
時
は
、
効
力
拡
張
説
と
等
置
説
と
も
に
有
力
説
が
支
持
し
て
い
る
。
効
力
拡
張
説
と
し
て
、
飯
倉
一
郎
=
西
川
佳
代

や
さ
し
い
民

事
執
行
法
・
保
全
法
〔
第
五
版
〕

二
八
頁
（
法
学
書
院
、
二
〇
〇
六
年
）、
浦
野
雄
幸
編

基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
民
事
執
行
法
〔
第

四
版
〕

七
三
頁
〔
鈴
木
正
裕
〕（
日
本
評
論
社
、
一
九
九
九
年
）、
竹
下
守
夫

民
事
執
行
法
の
論
点

六
七
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
八
五

年
）、
中
野
貞
一
郎
編

民
事
執
行
・
保
全
法
概
説
〔
第
三
版
〕

五
八
頁
〔
高
島
義
郎
〕（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
六
年
）。
ま
た
、
等
置
説
を
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支
持
す
る
の
は
、
石
川
明
編

民
事
執
行
法

六
三
頁
〔
西
澤
宗
英
〕（
青
林
書
院
、
一
九
八
一
年
）、
鈴
木
忠
一
=
三
ケ
月
章
編

注
解

民
事
執
行
法
⑴

三
六
五
頁
〔
青
山
善
充
〕（
第
一
法
規
、
一
九
八
四
年
）、
中
野
貞
一
郎

民
事
執
行
法
〔
増
補
新
訂
五
版
〕

一
八
四

頁
（
青
林
書
院
、
二
〇
〇
六
年
）、
福
永
有
利

民
事
執
行
法
・
民
事
保
全
法

六
三
頁
（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
七
年
）、
山
木
戸
克
己

民

事
執
行
・
保
全
法
講
義
〔
補
訂
版
〕

七
四
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
九
七
年
）。

神
戸
地
判
平
成
五
年
九
月
二
二
日
判
時
一
五
一
五
号
一
三
九
頁
、
東
京
高
判
平
成
一
〇
年
二
月
二
六
日
判
時
一
六
四
七
号
一
〇
七
頁
は
、

執
行
力
に
つ
い
て
も
効
力
拡
張
説
に
立
っ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。

（
4
）

こ
の
問
題
に
関
す
る
ド
イ
ツ
で
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
越
山
和
宏

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
四
三
頁
（
一
九
九
五
年
）
が
詳
細
で
あ
る
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
外
国
判
決
承
認
制
度
の
歴
史
的
経
緯

に
つ
い
て
は
、
矢
ヶ
崎
武
勝

外
国
判
決
の
執
行
に
関
す
る
ド
イ
ツ
法
体
系
の
原
則
成
立
過
程
に
つ
い
て
の
若
干
の
考
察

国
際
法
外
交

雑
誌
六
一
巻
三
号
一
七
八
頁
（
一
九
六
二
年
）
を
参
照
。

（
5
）

こ
の
議
論
は
、
い
ず
れ
の
見
解
に
立
っ
て
も
結
論
に
違
い
が
生
じ
に
く
く
、
多
分
に
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
に
走
り
す
ぎ
て
い
る
と
の
意
見

も
表
明
さ
れ
て
い
る
。

,
G
r
u
n
dfra

g
e
n
d
er

A
n
er
k
e
n
n
u
n
g
u
n
d
V
ollstrec

k
u
n
g
a
u
sla
¨

n
disc

h
er

E
ntsc

h
eid

u
n‑

g
e
n
in

Zivilsac
h
e
n,

Z
Z
P1
0
3
(19

9
0),

2
9
4,

3
0
8

f.

（
6
）

外
国
訴
訟
手
続
の
訴
訟
告
知
効
に
つ
い
て
、
間
渕
清
史

国
境
を
越
え
る
訴
訟
告
知
の
訴
訟
上
の
効
力
の
承
認
を
巡
る
諸
問
題

徳

田
和
幸
ほ
か
編

現
代
民
事
司
法
の
諸
相
（
谷
口
古
稀
）

七
二
一
頁
（
成
文
堂
、
二
〇
〇
五
年
）、
渡
辺
惺
之

被
告
に
よ
る
求
償
義
務

者
の
引
込
み
に
基
づ
く
外
国
判
決
の
内
国
に
お
け
る
効
力
に
つ
い
て

阪
大
法
学
三
九
巻
三
=
四
号
三
二
一
頁
。

（
7
）

な
お
筆
者
は
、
か
つ
て
、
外
国
で
訴
え
が
提
起
さ
れ
た
場
合
の
時
効
中
断
効
に
つ
い
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
芳
賀
雅
顯

外
国
で

の
訴
え
提
起
と
消
滅
時
効
の
中
断

法
律
論
叢
七
〇
巻
四
号
六
七
頁
（
一
九
九
八
年
）。
こ
こ
で
は
、
時
効
中
断
は
実
体
法
上
の
問
題
で

あ
る
た
め
、
外
国
で
の
訴
え
提
起
に
つ
い
て
外
国
判
決
承
認
要
件
は
基
本
的
に
は
問
題
に
な
ら
な
い
こ
と
を
前
提
に
論
じ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
外
国
判
決
承
認
要
件
は
、
当
該
判
決
国
に
お
け
る
当
事
者
に
対
す
る
手
続
保
障
（
間
接
管
轄
、
送
達
、
手
続
的
公
序
）
と
国
内
事

情
（
実
体
的
公
序
、
相
互
保
証
）
か
ら
成
る
が
、
時
効
中
断
は
法
律
要
件
的
効
力
の
一
つ
と
し
て
把
握
さ
れ
る
た
め
、

訴
え
の
提
起

そ
の
も
の
と

外
国
判
決
の
承
認

と
は
同
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
手
続
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
否
定
）。
準
拠
法
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採

る
場
合
、
各
準
拠
法
が
ど
の
よ
う
な
内
容
を
も
っ
て
中
断
と
す
る
の
か
が
重
要
に
な
る
が
、
日
本
法
が
準
拠
法
と
な
る
場
合
に
は
、
債
権

外国判決の効力
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者
が
中
断
行
為
を
行
っ
た
こ
と
を
債
務
者
に
通
知
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
債
務
者
に
と
っ
て
は
時
効
中
断
行

為
が
な
さ
れ
た
か
否
か
は
自
己
の
債
務
の
消
長
に
関
わ
る
問
題
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
知
る
重
大
な
利
益
を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
。

（
8
）

,
Zivilprozeß

rec
ht,

1
9
6
8,

4
2

Ⅴ
(
S.
3
88);

,
A
n
er
k
e
n
n
u
n
g

a
u
sla
¨

n
disc

h
er

E
ntsc

h
eid

u
n
g
e
n
in

D
e
utsc

hla
n
d,
1
9
9
5,

S.
8
6;

,
U
nter

h
altsrec

ht,
9.

A
ufl.

2
00
8,

R
d
n
r.
3
2
7
2;

,
Inter‑

n
atio

n
ales

P
riv

atrec
ht,

9.
A
ufl.

2
00
4,

S.
1
0
61;

,
Inter

n
atio

n
ales

Zivilprozessrec
ht,

4.
A
ufl.

20
06,

R
d
n
r.

34
9;

,
H
a
n
d
b
u
c
h
d
es

inter
n
atio

n
ale

n
Zivilv

erfa
h
re

n
srec

hts,
B
d.
3/1,

1
9
8
4,

K
a
p.
1,

R
d
n
r.
36
3

ff.;
‑

,
Z
P
O,

B
d.
1.

3.
A
ufl.2

0
0
8,

§
3
2
8

R
d
n
r
n.
3

ff.
u
n
d1
44

ff.;
,

Z
P
O,

7.
A
ufl.

2
0
0
9,

§
32
8

R
d
n
r.
2;

,
Inter

n
atio

n
ales

Zivilprozessrec
ht,

6.
A
ufl.

20
0
7,

§
11

R
d
n
r.

11
1;

,
Inter

n
atio

n
ales

P
riv

atrec
ht,

3.
A
ufl.

2
0
0
9,

R
d
n
r.
2
34
9
(
S.
5
0
9);

,
Inter

n
atio

n
ales

Zivil‑
prozessrec

ht,
1
9
49,

S.
51
2,

52
0;

,
L
e
h
rb

u
c
h
d
es

d
e
utsc

h
e
n
Zivilprozessrec

hts,
5.

A
ufl.

1
95
1,

§
1
49

Ⅱ
(
S.
6
8
5);

,
A
b
a
¨

n
d
er
u
n
g
a
u
sla
¨

n
disc

h
er

U
nter

h
alts

u
rteile

u
n
d
Statut

d
er

R
ec

hts
k
raft,

I
P
R
a
x19

84,

30
4,

30
6.

非
訟
事
件
手
続
に
つ
い
て
も
効
力
拡
張
が
説
か
れ
る
。V

gl.
,

F
a
m
F
G,
9.

A
ufl.

20
0
9,

§
1
08

R
d
n
r.
3;

,
F
G
G,

B
d.
1,

3.
A
ufl.

2
00
6,

§
1
6

a
R
d
n
r.
4

u
n
d8;

,
A
n
er
k
e
n
n
u
n
g
u
n
d

W
ir
k
sa

m
k
eit

a
u
s‑

la
¨

n
disc

h
er

fa
m
ilie

n
rec

htlic
h
er

R
ec

htsa
kte

n
ac

h
a
uto

n
o
m
e
m
d
e
utsc

h
e
m

R
ec

ht,
F
a
m
R
Z2
0
0
6,

7
4
4,

7
5
0.

判
例
も
、

ド
イ
ツ
=
オ
ー
ス
ト
リ
ア
条
約
が
適
用
さ
れ
る
事
件
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
に
解
し
て
い
る
。L

G
H
a
m
b
u
r
g,

U
rt.

v.
1
1.

7.
1
99
1,

I
P
R
a
x1
9
92,

2
51,

2
5
4

（
後
述
）

.

ま
た
、
効
力
拡
張
説
は
、
ド
イ
ツ
国
際
私
法
改
正
に
伴
う
非
訟
事
件
手
続
法
改
正
に
際
し
て
の
立
法
者
の
考
え
で
も
あ
っ
た
。
す
な
わ

ち
、
一
九
八
三
年
の
国
際
私
法
改
正
草
案
で
の
説
明
で
は
、

外
国
判
決
の
承
認
は
、
そ
の
判
決
が
判
決
国
に
お
い
て
与
え
ら
れ
た
効
力

が
原
則
と
し
て
国
内
に
拡
張
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。B

T‐
D
r
u
c
k
s.
1
0/5

0
4,

S.
9
3.

な
お
、
訴
訟
・
非
訟
と
い
う
区
分
は
、
コ
モ
ン
ロ
ー
諸
国
に
お
い
て
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
と
さ
れ
る
。V

gl.
,

a.
a.

O.,
S.
7
4
8.

（
9
）

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
（
小
橋
一
郎
訳
）

現
代
ロ
ー
マ
法
体
系
（
第
八
巻
）

二
〇
三
頁
（
成
文
堂
、
二
〇
〇
九
年
）。

,
S
y
ste

m
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d
es

h
e
utig

e
n
ro
¨

m
isc

h
e
n
R
ec

hts,
B
d.
8,

1
8
4
9
(
re
print2

00
6),

§
3
7
3
(
S.
26
0).

V
gl.

a
u
c
h

,
Inter

n
atio

n
ales

P
riv

atrec
ht,
2.

A
ufl.1

88
9,

B
d.
2,

S.
45
9

ff.;
,

Inter
n
atio

n
ales

P
riv

atrec
ht,

B
d.
2,

1
9
1
2,

S.
2
67

ff.,
274.

（
10
）

,
Inter

n
atio

n
ales

P
riv

atrec
ht,
5.

A
ufl.2

0
0
4,

§
6
0
Ⅴ
(1)

(
b)
(
S.
6
60).

（
11
）

,
a.

a.
O.
(
F
n.
8),

S.
86,

88;
,

D
e
utsc

h
es

Inter
n
atio

n
ales

Zivilprozessrec
ht

u
nter

Einflu
ss

d
es

E
u
ro

p
a
¨
isc

h
e
n
Zivilprozessrec

hts,
2.

A
ufl.2

00
5,

R
d
n
r.
31
9.

（
12
）

,
Z
P
O,
2
2.

A
ufl.2

0
0
6,

§
3
2
8

R
d
n
r.
1
2;

,
Z
P
O,
2
7.

A
ufl.2

00
9,

§
32
8

R
d
n
r.
30.

（
13
）

,
Inter

n
atio

n
ales

Zivilprozessrec
ht,

6.
A
ufl.

2
00
9,

R
d
n
r.
27
87;

,
a.

a.
O.
(
F
n.
8),

§
32
8

R
d
n
r.
1
44;

,
a.

a.
O.
(
F
n.
8),

S.
7
50.

非
訟
事
件
手
続
法
に
つ
い
て
は
、

,
a.

a.
O.

(
F
n.
8),

§
16

a
R
d
n
r.
6.

（
14
）

,
a.

a.
O.
(
F
n.
1
3),

R
d
n
r.
27
8
6.

非
訟
事
件
に
つ
い
て
、

,
a.

a.
O.
(
F
n.
8),

S.
75
0.

（
15
）

,
a.

a.
O.
(
F
n.
8),

§
1
1

R
d
n
r.
1
1
2.

（
16
）

,
,
a.

a.
O.
(
F
n.
8),

K
a
p.
1,

R
d
n
r.
3
9
2;

,
a.

a.
O.
(
F
n.
8),

§
11

R
d
n
r.
1
11.

こ
れ
に
反
対
す
る
の
は
、

,
a.

a.
O.
(
F
n.
8),

S.
1
50.

判
決
国
の
趣
旨
を
尊
重
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。

（
17
）

,
a.

a.
O.
(
F
n.
13),

R
d
n
r.
2
7
7
9;

,
G
r
u
n
dfra

g
e
n
d
er

A
n
er
k
e
n
n
u
n
g
u
n
d

V
ollstrec

k
u
n
g
a
u
s‑

la
¨

n
disc

h
er

E
ntsc

h
eid

u
n
g
e
n
in

Zivilsac
h
e
n,

Z
Z
P10

3
(19

9
0),

S.
25
7,

2
6
0;

,
Inter

n
atio

n
ales

Zivilv
erfa

h
re

n
s‑

rec
ht,
4.

A
ufl.2

00
6,

R
d
n
r.
79
3.

オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
い
て
も
、
外
国
判
決
の
執
行
力
に
つ
い
て
国
内
法
に
よ
り
効
力
を
与
え
る
と
い
う
説
（W

ir
k
u
n
g
sv

erlei‑
h
u
n
g

）
が
支
配
的
で
あ
る
。V

gl.
,

a.
a.

O.
(
F
n.
5),

S.
30
9

（
争
い
は
な
い
と
述
べ
る
）。
ス
イ
ス
も
同
様
で
あ
る
。

,
I
P
R
G,
2.

A
ufl.2

0
0
4,

V
or

A
rt.
2
5‐
3
2

R
d
n
r.
1
4.

（
18
）

,
a.

a.
O.
(
F
n.
1
3),

R
d
n
r.
27
80;

,
a.

a.
O.
(
F
n.
8),

K
a
p.
1,

R
d
n
r.
3
7
0;

,
Ziviprozessrec

ht,
1
0.

A
ufl.

1
9
69,

§
15
8
Ⅰ

1
(
S.
8
2
0);

,
B
G
B,

B
d.
1
0,

12.
A
ufl.

1
9
9
6,

A
rt.

38
E
G
B
G
B
A
n
h.
Ⅳ

R
d
n
r.
14
1;

,
D
ie

A
n
er
k
e
n
n
u
n
g
u
n
d
V
ollstrec

k
u
n
g
a
u
sla
¨

n
disc

h
er

Zivilu
rteile,

1
9
86,

17
5.

（
19
）

,
in:

G
ei
m
er/

S
c
h
u
¨

zte,
E
u
ro

p
a
¨
isc

h
es

Zivilv
erfa

h
re

n
srec

ht,
2.

A
ufl.2

00
4,

A
rt.
3
3

R
d
n
r.
13

F
n.
1
3.
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（
20
）

,
R
ec

hts
k
rafterstrec

k
u
n
g
ein

es
o
¨
sterreic

hisc
h
e
n

Ein
a
nt

w
ortu

n
g
sb

esc
hlu

sses,
I
P
R
a
x199

2,
2
25,

22
6

f.
（
21
）

,
a.

a.
O.
(
F
n.
1
3),

R
d
n
r.
27
8
1.

（
22
）

,
a.

a.
O.
(
F
n.
1
7),

S.
26
1

ff.,
2
6
3;

v.
,

Inter
n
atio

n
ales

P
riv

atrec
ht,

9.
A
ufl.

20
07,

§
3

R
d
n
r.
1
5
7;

,
a.

a.
O.
(
F
n.
1
0),

§
6
0
Ⅳ
(1)

(
b)
(
S.
6
6
0);

,
Z
u
m

B
e
g
riff

d
er

A
n
er
k
e
n
n
u
n
g

v
o
n

U
rteile

n
in§

3
2
8

Z
P
O,

Z
Z
P79

(1
9
6
6),

1
99,

2
0

ff.;
,

a.
a.

O.
(
F
n.
8),

§
32
8

R
d
n
r.

14
6;

,
a.

a.
O.
(
F
n.
8),

§
11

R
d
n
r.
1
14;

,
Zivilprozessrec

ht,
16.

A
ufl.

20
04,

§
15
6

R
d
n
r.
8;

,
Inter

n
atio

n
ales

V
erfa

h
re

n
srec

ht
in

E
h
esac

h
e
n,
1
4.

A
ufl.

20
05,

§

32
8

R
d
n
r.
12
5.

（
23
）

,
a.

a.
O.
(
F
n.
2
2),

S.
20
6

f.

（
24
）

,
a.

a.
O.
(
F
n.
1
0),

§
6
0
Ⅴ
(1)

(
b)
(
S.
6
6
0).

（
25
）

,
a.

a.
O.
(
F
n.
1
0),

§
6
0
Ⅴ
(1)

(
b)
(
S.
6
6
0).

（
26
）

,
a.

a.
O.
(
F
n.
1
7),

S.
26
2.

（
27
）

,
a.

a.
O.
(
F
n.
22),

§
3
2
8

R
d
n
r.
1
2
5.

（
28
）

後
述
の
文
献
の
ほ
か
に
、vgl.

,
D
ie

A
n
er
k
e
n
n
u
n
g
v
o
n
R
ec

hts
k
raft

w
ir
k
u
n
g
e
n
a
u
sla
¨

n
disc

h
er

U
rteile,

2
00
2,

S.
7
4.

（
29
）

,
Ü
b
er

die
m
aterielle

R
ec

hts
k
raft

a
u
sla
¨

n
disc

h
er

U
rteile,

in
sb

eso
n
d
ere

a
u
sla
¨

n
disc

h
er

E
h
esc

h
ei‑

d
u
n
g
s
u
rteile

in
D
e
utsc

hla
n
d,

Z
Z
P1
8
(1
89
3),

4
53,

46
8

f.

こ
の
見
解
は
、
効
力
拡
張
を
前
提
に
し
つ
つ
も
そ
の
効
力
を
国
内
法

の
範
囲
に
制
限
す
る
説
明
と
し
て
国
内
判
決
と
の
等
置
を
説
い
て
い
る
た
め
、
今
日
的
に
は
内
容
上
、
ガ
イ
マ
ー
な
ど
の
見
解
や
累
積
的

適
用
説
に
近
い
立
場
と
い
え
る
。
し
か
し
、
原
文
で
は
等
置
（gleic

h
stelle

n

）
の
部
分
を
強
調
し
て
表
記
し
て
い
る
た
め
、
こ
こ
で

は
等
置
説
と
し
て
位
置
づ
け
て
お
く
。

（
30
）

,
A
b
a
¨

n
d
er
u
n
g
u
n
d
A
ufh

e
b
u
n
g
so

w
jetzo

n
aler

g
eric

htlic
h
er

E
ntsc

h
eid

u
n
g
e
n
d
u
rc
h
G
eric

hte
d
er

B
u
n‑

d
esre

p
u
blik,

E
h
e
u
n
d
R
ec

ht19
5
6,

2
9
6,

2
9
8.
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（
31
）

,
B
u
c
h
b
esprec

h
u
n
g
e
n,

F
a
m
R
Z1
9
70,

5
58,

5
5
9.

（
32
）

,
D
ie

G
r
u
n
d
b
e
g
riffe

d
es

inter
n
atio

n
ale

n
P
riv

atrec
hts,

1
96
2,

S.
1
5.

（
33
）

,
a.

a.
O.
(
F
n.
1
0),

§
6
0
Ⅴ
(1)

(
b)
(
S.
6
6
0);

,
a.

a.
O.
(
F
n.
1
2),

§
32
8

R
d
n
r.
7.

（
34
）

,
a.

a.
O.
(
F
n.
8),

§
3
28

R
d
n
r.
3;

,
a.

a.
O.
(
F
n.
12),

§
3
2
8

R
d
n
r.
7;

,
a.

a.
O.
(
F
n.
2
2),

§
3
2
8

R
d
n
r.
1
2
3.

（
35
）

,
O
bje

ktiv
e
G
re

n
ze

n
d
er

R
ec

hts
k
raft

i
m
inter

n
atio

n
ale

n
Zivilprozeß

rec
ht,

in:
F
S.

H
e
n
c
k
el,
19
95,

19
9,

20
4.

（
36
）

,
Inter

n
atio

n
ales

P
riv

atrec
ht,

B
d.
1,

2.
A
ufl.

20
0
3,

§
5

R
d
n
r.
11
4;

,
a.

a.
O.
(
F
n.

17),
R
d
n
r.
7
96;

,
a.

a.
O.
(
F
n.
1
2),

§
3
2
8

R
d
n
r.
8.

（
37
）

,
a.

a.
O.
(
F
n.
17),

R
d
n
r.
79
5.

（
38
）

,
a.

a.
O.
(
F
n.
12),

§
32
8

R
d
n
r.
8.

（
39
）

,
a.

a.
O.
(
F
n.
1
0),

§
6
0
Ⅴ
(1)

(
b)
(
S.
6
6
0).

（
40
）

,
a.

a.
O.
(
F
n.
2
2),

§
3
2
8

R
d
n
r.
1
2
3.

（
41
）

,
a.

a.
O.
(
F
n.
3
5),

S.
2
0
7.

（
42
）O

L
G
D
u
¨

sseld
orf,

3.
1
1.

1
98
1

F
a
m
R
Z19

8
2,

6
3
1,

6
3
2
=

I
P
R
a
x1
98
2,

1
5
2.

（
43
）B

G
H

U
rt.

v.
1.

6.
1
98
3,

N
J
W19

83,
1
9
7
6
=

F
a
m
R
Z1
9
8
3,

80
6
=

I
P
R
a
x1
9
8
4,

3
2
0.

（
44
）O

L
G
F
ra

n
kfu

rt
B
esc

hl.
v.
1
2.

1
1.

1
98
5,

N
J
W1
9
86,

1
4
4
3
=

I
P
R
a
x1
9
8
6,

29
7.

（
45
）B

G
H

U
rt.

v.
4.

6.
1
99
2,

N
J
W19

92,
3
0
9
6.

本
判
決
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
石
川
明
=
石
渡
哲
編

E
Uの
国
際
民
事
訴

訟
法
判
例

二
九
九
頁
〔
中
山
幸
二
〕（
信
山
社
、
二
〇
〇
五
年
）。

（
46
）

,
D
ie

z
w
eiseitig

e
n
Sta

atsv
ertra

¨
g
e
u
¨

b
er

A
n
er
k
e
n
n
u
n
g
a
u
sla
¨

n
disc

h
er

Zivilu
rteile,

19
5
3,

S.
1
82.

,
in:

H
a
n
d
b
u
c
h
d
es

inter
n
atio

n
ale

n
Zivilv

erfa
h
re

n
srec

hts,
B
d.
3/2,

1
9
84,

K
a
p.
3

R
d
n
r.
1
2
4

f.

も
、
こ
の

見
解
に
賛
成
し
、
二
国
間
条
約
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
、
明
文
の
規
定
な
し
に
無
制
限
の
効
力
拡
張
が
妥
当
す
る
と
し
て
い
る
。

（
47
）

,
a.

a.
O.
(
F
n.
2
0),

S.
2
2
7.
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（
48
）

一
九
五
八
年
六
月
三
〇
日
の
民
事
お
よ
び
商
事
事
件
に
関
す
る
判
決
、
仲
裁
判
断
お
よ
び
公
正
証
書
の
相
互
承
認
お
よ
び
執
行
に
関

す
る
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
と
ベ
ル
ギ
ー
王
国
と
の
条
約
（B

G
Bl.1

9
5
9‐
2,

7
6
6,

7
6
7.

）。

（
49
）V

gl.
,

Inter
n
atio

n
ale

U
rteilsa

n
er
k
e
n
n
u
n
g,

B
d.
2,

1
97
1,

S.
2
63;

,
Z
P
O,
2.

A
ufl.2

00
1,

B
d.
3,

A
rt.
1

dt.‐
b
el.

A
b
k.

R
d
n
r.
2.

な
お
、
第
三
版
で
は
本
条
約
の
解
説
が
削
除
さ
れ
て
い

る
。

（
50
）

一
九
六
二
年
八
月
三
〇
日
の
民
事
お
よ
び
商
事
事
件
に
関
す
る
判
決
お
よ
び
そ
の
他
の
債
務
名
義
の
承
認
お
よ
び
執
行
に
関
す
る
ド

イ
ツ
連
邦
共
和
国
と
オ
ラ
ン
ダ
王
国
と
の
条
約
（B

G
Bl.1

9
6
5‐
2,

2
6,

2
7.

）。

（
51
）

,
a.

a.
O.
(
F
n.
49),

A
rt.
1

dt.‐
nid

erl.
V
ertr.

R
d
n
r.
4.

な
お
、
第
三
版
で
は
本
条

約
の
解
説
が
削
除
さ
れ
て
い
る
。

（
52
）

一
九
三
六
年
三
月
九
日
の
民
事
お
よ
び
商
事
事
件
に
関
す
る
判
決
の
承
認
お
よ
び
執
行
に
関
す
る
ド
イ
ツ
帝
国
と
イ
タ
リ
ア
王
国
と

の
条
約
（R

G
Bl.1

9
37
‐
2,

1
4
5.

）。

（
53
）O

L
G
S
a
arbr

u
¨

c
k
e
n,

U
rt.

v.
9.

12.
1
9
5
7,

N
J
W1
9
58,

1
04
6.

（
54
）L

G
H
a
m
b
u
r
g,

U
rt.

v.
1
1.

7.
19
9
1,

I
P
R
a
x1
9
9
2,

25
1,

25
4.

（
55
）

,
D
ie

A
n
er
k
e
n
n
u
n
g
u
n
d
V
ollstrec

k
u
n
g
a
u
sla
¨

n
disc

h
er

E
ntsc

h
eid

u
n
g
e
n
in

U
nter

h
altssac

h
e
n,
19
8
9,

S.
1
1
9.

（
56
）

‐
B
eric

ht,
B
T‐

D
r
u
c
k
s1
0/2

58,
S.
3
3

N
r.
1
0.

（
57
）

‐
B
eric

ht
z
u
m

E
u
G
V
Ü
z
u

A
rt.

2
6

in:
G
ei
m
er/

S
c
h
u
¨
tze,

Inter
n
atio

n
aler

R
ec

htsv
er
k
e
h
r,

B
d.
2,

20
09,

S.
6
0
1
‐
64.

（
58
）

,
A
n
er
k
e
n
n
u
n
g
g
eric

htlic
h
er

E
ntsc

h
eid

u
n
g
e
n
n
ac

h
d
e
m

E
W
G‐

Ü
b
erein

k
o
m
m
e
n
v
o
m
27.

9.
1
96
8,

R
I
W1
97
6,

13
9,

14
2.

（
59
）E
u
G
H4.

2.
1
98
8

R
s.
1
4
5/8

6‐
H
off

m
a
n
n/

K
rie

g‐
Slg.

1
9
8
8,

6
4
5

R
z.
21

=
R
I
W
1
98
8,

82
0

=
I
P
R
a
x1
9
89,

15
9

=
N
J
W1
9
89,

66
3.

同
判
決
に
つ
い
て
は
、
石
川
=
石
渡
編
・
前
掲
注（
45
）二
七
二
頁
〔
芳
賀
雅
顯
〕
を
参
照
。

（
60
）O

L
G

H
a
m
m,

B
esc

hl.
v.
1
1.

2.
1
9
9
1,

F
a
m
R
Z1
9
93,

2
1
3.
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（
61
）

,
Inter

n
atio

n
aler

R
ec

htsv
er
k
e
h
r,

B
d.
1,

2
0
0
9,

A
rt.
33

V
O(

E
G)

N
r.
4
4/200

1
R
d
n
r.

2
(
S.
5
40
‐
52
0);

,
in:

G
ei
m
er/

S
c
h
u
¨

zte,
a.

a.
O.
(
F
n.
1
9),

A
rt.

3
3

R
d
n
r.
1
3;

,
a.

a.
O.
(
F
n.
8),

A
rt.

3
3

E
u
G
V
V
O

R
d
n
r.
2;

,
a.

a.
O.
(
F
n.
8),

§
11

R
d
n
r.
21;

,
a.

a.
O.
(
F
n.
8),

R
d
n
r.
2
1
7
7
(
S.
4
7
6);

,
E
u
ro

p
a
¨
isc

h
es

Zivilprozeß
rec

ht,
2.

A
ufl.

200
6,

A
rt.

33
B
r
u
¨

ssel
Ⅰ
‐

V
O

R
d
n
r.
3;

,
E
U‐

Zivilprozessrec
ht,

3.
A
ufl.

2
0
09,

A
rt.

3
3

E
u
G
V
V
O

R
d
n
r.
2;

,
Z
P
O,
30.

A
ufl.2

00
9,

A
rt.
3
3

E
u
G
V
V
O
R
d
n
r.
3.

（
62
）

,
Inter

n
atio

n
aler

R
ec

htsv
er
k
e
h
r,

B
d.
2,

2
00
9,

A
rt.

2
1

E
h
e
V
O

R
d
n
r.
2
6
(
S.

54
5‐
3
1
9);

,
a.

a.
O.
(
F
n.
8),

A
rt.
2
1

E
h
e
G
V
O

R
d
n
r.
1;

,
a.

a.
O.

(
F
n.
61),

A
rt.
2
1

B
r
u
¨

sselⅡ
a‐

V
O

R
d
n
r.
9;

,
A
n
er
k
e
n
n
u
n
g
e
h
erec

htlic
h
er

E
ntsc

h
eid

u
n
g
e
n
n
ac

h
d
er

E
h
e
G
V
O,

Z
Z
P
Int6

(20
01),

S.
1
09,

1
1
3,

12
6

f.;
,

a.
a.

O.
(
F
n.
6
1),

A
rt.

2
1

E
u
E
h
e
V
O

R
d
n
r.
4.

（
63
）

,
a.

a.
O.
(
F
n.
61),

A
rt.
3
3

E
u
G
V
V
O
R
d
n
r.
2.

（
64
）

,
in:

G
ei
m
er/

S
c
h
u
¨

zte,
a.

a.
O.
(
F
n.
1
9),

A
rt.
3
3

R
d
n
r.
1
3.

（
65
）

,
a.

a.
O.
(
F
n.
61),

A
rt.
3
3

V
O(

E
G)

N
r.
4
4/20

0
1

R
d
n
r.
2
(
S.
5
40
‐
5
21);

,
E
u
ro

p
a
¨
isc

h
es

Zivilprozeß
rec

ht,
8.

A
ufl.

20
0
5,

V
or

A
rt.

33
R
d
n
r.
9;

,
a.

a.
O.
(
F
n.
8),

R
d
n
r.
3
50;

,
a.

a.
O.
(
F
n.
61),

A
rt.
3
3

R
d
n
r.
3.

（
66
）

,
a.

a.
O.
(
F
n.
1
7),

R
d
n
r.
7
96;

,
Inter

n
atio

n
aler

R
ec

htsv
er
k
e
h
r,

B
d.
3,

2
009,

A
rt.
2
6

E
u
G
V
Ü
R
d
n
r.
6(

S.
6
06
‐
48
1).

（
67
）V
gl.

‐
B
eric

ht
z
u
m

E
u
G
V
Ü
z
u
A
rt.
2
6,

a.
a.

O.
(
F
n.
5
7),

S.
6
0
1
‐6
4.

（
68
）V

gl.
‐

B
eric

ht
N
r.
19
1,

in:
G
ei
m
er/

S
c
h
u
¨
tze,

Inter
n
atio

n
aler

R
ec

htsv
er
k
e
h
r
in

Zivil‐
u
n
d
H
a
n
d
els‑

sac
h
e
n,

B
d.
2,

2
0
0
9,

S.
60
1‐
1
7
9

f.

（
69
）

,
W
id
ersprec

h
e
n
d
e
U
rteile:

V
orb

e
u
g
e
n
ist

b
esser

als
H
eile

n,
I
P
R
a
x19

8
9,

1
3
9,

1
4
2.

（
70
）B

G
H
B
esc

hl.
v.
1
2.

12.
20
0
7,

F
a
m
R
Z20

0
8,

4
00.
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（
71
）

,
Z
u
r

A
b
a
¨

n
d
er
u
n
g

v
o
n

U
nter

h
altstiteln

in
S
ac

h
v
er
h
alte

n
m
it

A
u
sla

n
dsb

er
u
¨

h
u
n
g,

I
P
R
a
x1
992,

10
8,

11
1.

（
72
）

,
L
e
h
rb

u
c
h
d
es

o
¨
sterreic

hisc
h
e
n

Zivilprozeß
rec

hts,
2.

A
ufl.

1
9
90,

R
d
n
r.
1
5
1
1;

,
D
ie

A
n‑

er
k
e
n
n
u
n
g
a
u
sla
¨

n
disc

h
er

E
ntsc

h
eid

u
n
g
e
n
u
n
d
ih
re

V
ollstrec

k
u
n
g
i
m
Inla

n
d,

J
Bl.

1
9
8
2,

6
34,

6
37;

,
Inter

n
atio

n
ales

Zivilv
erfa

h
re

n
srec

ht,
1
9
7
9,

S.
1
2
7.

（
73
）

,
Z
u
r
T
h
e
orie

d
er

A
n
er
k
e
n
n
u
n
g
a
u
sla
¨

n
disc

h
er

E
ntsc

h
eid

u
n
g
e
n
n
ac

h
o
¨
sterreic

hisc
h
e
m

R
ec

ht,
in:

F
S
S
c
hi

m
a,
1
9
6
9,

2
6
5,

27
7

ff.;
.,

Einig
e
P
ro

ble
m
e
d
er

inter
n
atio

n
ale

n
U
rteilsa

n
er
k
e
n
n
u
n
g
u
n
d‐

v
ollstrec

k‑
u
n
g,

Z
Z
P8
6
(1
9
7
3),

40
4,

40
8;

.,
a.

a.
O.
(
F
n.
5),

S.
3
02,

3
0
7

f.

（
74
）

,
a.

a.
O.
(
F
n.
7
3),

S.
2
7
9.

（
75
）

,
a.

a.
O.
(
F
n.
5),

S.
30
9.

（
76
）

シ
ュ
ヴ
ィ
ン
ト
草
案
に
つ
い
て
は
、
山
内
惟
介

オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る
国
際
私
法
お
よ
び
国
際
手
続
法
の
改
正
草
案
に
つ
い
て

│
│
い
わ
ゆ
る

シ
ュ
ヴ
ィ
ン
ト
草
案

│
│

法
学
新
報
八
一
巻
四
号
一
五
三
頁
（
一
九
七
四
年
）
を
参
照
。

（
77
）

,
H
a
n
d
b
u
c
h
d
es

Ö
sterreic

hisc
h
e
n
Inter

n
atio

n
ale

n
P
riv

atrec
hts,

1
9
75,

S.
12
8

ff.,
1
7
9.

（
78
）

,
a.

a.
O.
(
F
n.
7
7),

S.
12
9

f.

（
79
）

,
a.

a.
O.
(
F
n.
5),

S.
30
8

f.

（
80
）

シ
ュ
ヴ
ィ
ン
ト
が
説
く
準
拠
法
的
承
認
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
外
国
判
決
承
認
要
件
を
定
め
、
そ
し
て
要
件
を
充
足
し
て
い
る
場
合
に
は

国
内
で
効
力
を
有
す
る
と
し
て
い
る
手
続
法
的
承
認
ア
プ
ロ
ー
チ
と
相
容
れ
な
い
関
係
に
立
つ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
現
在
、
身
分
関

係
の
外
国
判
決
に
つ
い
て
準
拠
法
の
要
件
論
は
日
本
に
お
い
て
否
定
さ
れ
て
お
り
、
外
国
裁
判
所
が
ど
の
法
を
適
用
す
る
の
か
と
い
う
こ

と
は
関
係
な
く
、
手
続
的
要
件
を
充
足
し
て
い
れ
ば
│
│
も
っ
と
も
公
序
の
要
件
は
実
体
的
公
序
も
含
ま
れ
る
が
│
│
日
本
で
効
力
を
生

ず
る
こ
と
に
な
る
。
こ
ん
に
ち
、
わ
が
国
で
準
拠
法
の
要
件
論
が
否
定
さ
れ
て
い
る
理
由
は
以
下
の
点
か
ら
で
あ
る
。
外
国
判
決
の
承
認

要
件
と
し
て
日
本
の
国
際
私
法
が
定
め
る
準
拠
法
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
は
要
求
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
準
拠
法
の
要
件
を
要
求
す
る
と

な
る
と
跛
行
的
法
律
関
係
が
発
生
す
る
可
能
性
が
高
く
な
る
が
、
こ
の
こ
と
は
国
際
的
な
法
的
安
定
性
の
観
点
か
ら
問
題
が
あ
る
こ
と
、

な
ぜ
準
拠
法
の
要
件
を
身
分
関
係
の
変
動
に
つ
い
て
だ
け
要
求
す
る
の
か
根
拠
が
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
比
較
法
的
に
見
て
も
ド
イ
ツ
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国
際
私
法
は
一
九
八
六
年
改
正
で
準
拠
法
の
要
件
を
削
除
し
た
こ
と
、
日
本
の
国
際
私
法
は
日
本
の
裁
判
官
の
み
を
拘
束
す
る
こ
と
、
で

あ
る
。

オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
も
、
今
日
の
有
力
説
は
、
準
拠
法
の
要
件
を
不
要
と
し
て
い
る
。V

gl.
,

Inter
n
atio

n
ales

P
riv

at‑
rec

ht,
3.

A
ufl.2

00
1,

S.
1
0.

（
81
）

,
E
u
ro

p
a
¨
isc

h
er

Zivilprozess,
20
05,

R
d
n
r.
1
3
9;

,
A
n
er
k
e
n
n
u
n
g
a
u
sla
¨

n
disc

h
er

E
h
esc

h
eid

u
n
g
e
n,

in:
F
u
cik

u.
a.,

Zivilv
erfa

h
re

n
srec

ht
Ja

h
rb

u
c
h2
0
09,

S.
6
1,

64;

,
2.

A
ufl.

20
0
3,

A
rt.

3
3

R
d
n
r.
5;

,
E
u
ro

p
a
¨
isc

h
es

Zivilprozessrec
ht,

20
06,

R
dr

n.
2
7
3
(
S.
1
48);

,
Z
P
O,
3.

A
ufl.2

0
0
6,

V
or§

39
0

R
d
n
r.
34.

ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
規
則

（ ）Ⅱa

に
つ
い
て
、
同
趣
旨
を
説
く
の
は
、

,
Inter

n
atio

n
ales

F
a
m
ilie

n
rec

ht,

20
07,

R
d
n
r.
0
5.

58
(
S.
92).

（
82
）B

G
Bl.1

9
9
5/5

1
9
(
S.
6
68
5).

（
83
）

シ
ャ
ッ
ク
は
、
こ
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
強
制
執
行
法
の
規
定
を
累
積
的
適
用
説
の
根
拠
に
挙
げ
て
い
る
。

,
a.

a.
O.
(
F
n.

17),
R
d
n
r.
7
9
6.

V
gl.

a
u
c
h

,
E
O,
2.

A
ufl.2

0
08,

§
8
4

b
R
d
n
r.
2

u
n
d4;

,
a.

a.
O.
(
F
n.
81),

S.
61,

62.

（
84
）V

gl.
,

a.
a.

O.
(
F
n.
7
1),

S.
11
1.

（
85
）O

G
H18.

5.
1
9
8
2,

S
Z5
5/74,

S.
38
5,

38
9.

（
86
）O

G
H15.

3.
2
0
0
5,

Zf
R
V2
0
0
5,

1
1
6.

（
87
）V

gl.
,

D
er

B
e
g
riff

d
er

E
ntsc

h
eid

u
n
g
i
m

sc
h
w
eizerisc

h
e
n
inter

n
atio

n
ale

n
Zivilv

erfa
h
re

n
srec

ht,

19
98,

S.
21

ff.

（
88
）

,
Inter

n
atio

n
ales

P
riv

atrec
ht,

2.
A
ufl.

2
0
0
8,

S.
5
7;

,
a.

a.
O.
(
F
n.
17),

V
or

A
rt.
25
‐
32

R
d
n
r.
1
3

u
n
d
A
rt.
2
5

R
d
n
r.
26.

（
89
）

,
Inter

n
atio

n
ales

Zivilprozessrec
ht

d
er

S
c
h
w
eiz,

3.
A
ufl.2

00
2,

S.
3
5
1.

た
だ
し
、

.,
S.
35
4

で
は
効
力

拡
張
を
説
く
。
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（
90
）

,
Inter

n
atio

n
ales

P
riv

atrec
ht,

2.
A
ufl.

2
00
7,

A
rt.
25

R
d
n
r.
4
0

f.;
,

a.
a.

O.
(
F
n.
8
7),

S.
24;

,
Inter

n
atio

n
ales

Zivilprozessrec
ht

u
n
d
Z
w
a
n
g
sv

ollstrec
k
u
n
g
srec

ht,
2.

A
ufl.

20
05,

S.
4
2;

,
Inter

n
atio

n
ales

P
riv

at‐
u
n
d
Zivilv

erfa
h
re

n
srec

ht,
2.

A
ufl.

2
0
06,

§
1
2

R
d
n
r.

35
7
(
S.
1
27);

,
a.

a.
O.
(
F
n.
1
7),

A
rt.
2
5

R
d
n
r.
34.

（
91
）

,
a.

a.
O.
(
F
n.
9
0),

§
12

R
d
n
r.
3
57

(
S.
1
2
7).

（
92
）

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
フ
ォ
ン
・
バ
ー
ル
と
マ
ン
コ
フ
ス
キ
ー
は
、
こ
の
制
限
的
効
力
引
受
説
を
累
積
的
適
用
説
と
位
置
づ
け
る
。

V
gl.

,
a.

a.
O.
(
F
n.
3
6),

§
5

R
d
n
r.
11
2.

な
お
、
両
者
は
、
累
積
的
適
用
説
を
主
張
し
て
い
る
点
に
注
意
。

前
掲
注（
36
）を
参
照
。

（
93
）Stellu

n
g
n
a
h
m
e
d
es

B
u
n
d
esa

m
tes

fu
¨

r
J
u
stiz,

D
ie

T
eilu

n
g
v
o
n
V
orsor

g
e
g
uth

a
b
e
n
in

d
er

S
c
h
w
eiz

i
m
Z
u
sa

m‑
m
e
n
h
a
n
g
m
it

a
u
sla
¨

n
disc

h
e
n
S
c
h
eid

u
n
g
s
u
rteile

n,
Z
B
J
V1
3
7
(2
00
1),

S.
49
3,

4
9
6.

（
94
）B

G
v
o
m1
1.

0
3.

20
0
4,

B
G
E1
30

Ⅲ
3
3
6,

34
2.

（
95
）

と
く
に
理
由
を
示
さ
ず
効
力
拡
張
を
説
く
文
献
も
多
く
、
そ
れ
ほ
ど
本
説
は
一
般
的
な
見
解
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
参
照
、
石
川
明

=
小
島
武
司
編

国
際
民
事
訴
訟
法

一
三
四
頁
〔
坂
本
恵
三
〕（
青
林
書
院
、
一
九
九
四
年
）、
石
川
明
=
小
島
武
司
=
佐
藤
歳
二
編

注
解
民
事
執
行
法
（
上
）

二
〇
〇
頁
〔
小
島
武
司
=
猪
俣
孝
史
〕（
青
林
書
院
、
一
九
九
一
年
）、
江
川
英
文

外
国
判
決
の
承
認

法

学
協
会
雑
誌
五
〇
巻
一
一
号
四
九
頁
（
一
九
三
二
年
）、
岡
田
幸
宏

外
国
判
決
の
効
力

伊
藤
眞
=
徳
田
和
幸

講
座
・
新
民
事
訴
訟

法
（
Ⅲ
）

三
七
三
頁
（
弘
文
堂
、
一
九
九
八
年
）、
兼
子
一

新
修
民
事
訴
訟
法
体
系
〔
増
補
〕

三
三
八
頁
（
酒
井
書
店
、
一
九
六
五

年
）、
兼
子
一
=
松
浦
馨
=
新
堂
幸
司
=
竹
下
守
夫

条
解
民
事
訴
訟
法

六
四
一
頁
〔
竹
下
〕（
弘
文
堂
、
一
九
八
六
年
）、
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
四
頁
、
三
六
頁
（
一
九
七
四
年
）、
鈴
木
=
三
ケ
月
編
・
前
掲
注（
3
）

三
六
五
頁
〔
青
山
〕、
斎
藤
秀
夫
=
小
室
直
人
=
西
村
宏
一
=
林
屋
礼
二
編

注
解
民
事
訴
訟
法
〔
第
二
版
〕
⑸

一
一
六
頁
、
一
一
九

頁
〔
小
室
直
人
=
渡
部
吉
隆
=
斎
藤
秀
夫
〕（
第
一
法
規
、
一
九
九
一
年
）、
出
口
耕
自

基
本
論
点
国
際
私
法
〔
第
二
版
〕

二
三
八
頁

（
法
学
書
院
、
二
〇
〇
一
年
）、
高
桑
昭

外
国
判
決
の
承
認
及
び
執
行

鈴
木
忠
一
=
三
ケ
月
章
監
修

新
・
実
務
民
事
訴
訟
講
座
⑺

一
二
八
頁
（
日
本
評
論
社
、
一
九
八
二
年
）、
間
渕
・
前
掲
注（
6
）七
三
〇
頁
、
三
宅
省
三
=
塩
崎
勤
=
小
林
秀
之
編

注
解
民
事
訴
訟

法
⑵

五
四
〇
頁
〔
雛
形
要
松
〕（
青
林
書
院
、
二
〇
〇
〇
年
）、
矢
ヶ
崎
武
勝

外
国
判
決
の
承
認
並
に
そ
の
条
件
に
関
す
る
一
考
察
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㈠

国
際
法
外
交
雑
誌
六
〇
巻
一
号
四
七
頁
（
一
九
六
一
年
）、
山
田
鐐
一

国
際
私
法
〔
第
三
版
〕

四
七
一
頁
（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
四

年
）。

（
96
）

兼
子
=
松
浦
=
新
堂
=
竹
下
・
前
掲
注（
95
）六
四
一
頁
〔
竹
下
〕。

（
97
）

石
川
=
小
島
=
佐
藤
編
・
前
掲
注（
95
）二
〇
〇
頁
〔
小
島
=
猪
俣
〕。

（
98
）

山
田
・
前
掲
注（
95
）四
七
一
頁
。

（
99
）

高
桑
昭

外
国
裁
判
の
承
認

高
桑
昭
=
道
垣
内
正
人
編

新
・
裁
判
実
務
大
系
⑶

三
一
一
頁
（
青
林
書
院
、
二
〇
〇
二
年
）。

（
100

）

賀
集
唱
=
松
本
博
之
=
加
藤
新
太
郎
編

基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
民
事
訴
訟
法
〔
第
三
版
〕
⑴

三
〇
一
頁
〔
酒
井
一
〕（
日
本

評
論
社
、
二
〇
〇
八
年
）。

（
101

）

越
山
・
前
掲
注（
4
）六
二
頁
、
松
本
博
之

国
際
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
既
判
力
問
題

石
部
雅
亮
=
松
本
博
之
=
児
玉
寛
編

法

の
国
際
化
へ
の
道

一
〇
九
頁
（
信
山
社
、
一
九
九
四
年
）。

（
102

）

秋
山
幹
男
=
伊
藤
眞
=
加
藤
新
太
郎
=
高
田
裕
成
=
福
田
剛
久
=
山
本
和
彦

コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
民
事
訴
訟
法
⑵

四
四
六
頁
（
日

本
評
論
社
、
二
〇
〇
二
年
）。

（
103

）

賀
集
=
松
本
=
加
藤
編
・
前
掲
注（
100

）三
〇
一
頁
〔
酒
井
〕、
兼
子
=
松
浦
=
新
堂
=
竹
下
・
前
掲
注（
95
）六
四
二
頁
〔
竹
下
〕、
小

林
秀
之
=
村
上
正
子

国
際
民
事
訴
訟
法

一
五
七
頁
（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
九
年
）、
道
垣
内
正
人

国
際
的
訴
訟
競
合
（
5
・
完
）

法

学
協
会
雑
誌
一
〇
〇
巻
四
号
七
六
三
頁
（
一
九
八
三
年
）、
道
垣
内
正
人

判
批

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
五
三
号
一
二
六
頁
（
一
九
九
四
年
）、

矢
ヶ
崎
・
前
掲
注（
95
）四
七
頁
、
四
九
頁
。

（
104

）

石
黒
一
憲

現
代
国
際
私
法
（
上
）

四
二
一
頁
（
東
大
出
版
会
、
一
九
八
六
年
）。

（
105

）

石
黒
・
前
掲
注（
104

）四
二
四
頁
。
石
黒
一
憲

国
際
民
事
訴
訟
法

二
三
一
頁
（
新
世
社
、
一
九
九
六
年
）
も
参
照
。

（
106

）

高
田
裕
成

財
産
関
係
事
件
に
関
す
る
外
国
判
決
の
承
認

沢
木
敬
郎
=
青
山
善
充
編

国
際
民
事
訴
訟
法
の
理
論

三
七
八
頁

（
有
斐
閣
、
一
九
八
七
年
）。

（
107

）

高
田
・
前
掲
注（
106

）三
七
五
頁
以
下
。

（
108

）

貝
瀬
・
前
掲
注（
2
）四
二
九
頁
以
下
。

（
109

）

細
野
長
良

民
事
訴
訟
法
要
義
⑷

二
三
〇
│
二
三
一
頁
（
厳
松
堂
、
一
九
三
四
年
）。
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（
110

）

な
お
、
最
近
の
下
級
審
裁
判
例
に
は
、
執
行
力
に
つ
い
て
も
効
力
拡
張
説
を
支
持
す
る
も
の
が
あ
る
。

神
戸
地
判
平
成
五
年
九
月
二
二
日
判
時
一
五
一
五
号
一
三
九
頁
は
、
香
港
高
等
法
院
が
下
し
た
訴
訟
費
用
負
担
命
令
に
つ
い
て
、
命
令

の
主
文
に
遅
延
利
息
の
給
付
義
務
が
記
載
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
こ
の
部
分
を
含
め
て
日
本
で
強
制
施
行
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
か

問
題
と
な
っ
た
事
案
で
あ
る
。
裁
判
所
は
、

外
国
判
決
の
承
認
と
は
、
当
該
外
国
判
決
が
判
決
国
で
法
律
上
有
す
る
効
力
を
そ
の
ま
ま

承
認
す
る
も
の
で
あ
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
判
決
国
の
民
事
訴
訟
制
度
に
お
い
て
、
金
銭
給
付
判
決
の
付
随
的
給
付

義
務
に
つ
い
て
は
主
文
の
記
載
事
項
と
せ
ず
、
法
例
に
よ
っ
て
自
働
的
か
つ
一
義
的
に
確
定
し
、
か
つ
執
行
力
を
付
与
し
て
い
る
よ
う
な

シ
ス
テ
ム
を
採
用
し
て
い
る
場
合
に
は
、
当
然
そ
の
効
力
も
承
認
の
対
象
に
な
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る

と
し
た
。
評
釈
と

し
て
、
小
林
秀
之
=
小
田
敬
美
・
判
タ
八
四
〇
号
二
四
頁
（
一
九
九
四
年
）、
道
垣
内
・
前
掲
注（
103

）ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
五
三
号
一
二
四

頁
、
福
山
達
夫
・
判
評
四
三
八
号
五
五
頁
（
一
九
九
五
年
）、
山
田
恒
久
・
重
判
平
成
五
年
度
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
四
六
号
）
二
九
三
頁
。

東
京
高
判
平
成
一
〇
年
二
月
二
六
日
判
時
一
六
四
七
号
一
〇
七
頁
は
、
養
育
費
の
給
与
天
引
き
を
命
ず
る
ミ
ネ
ソ
タ
州
の
判
決
に
つ
い

て
執
行
判
決
が
認
め
ら
れ
た
事
案
で
あ
る
。
裁
判
所
は
、

我
が
国
に
お
い
て
外
国
裁
判
所
の
効
力
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
判

決
が
当
該
外
国
に
お
い
て
有
す
る
効
果
を
認
め
る
こ
と
で
あ

り
、

本
件
外
国
判
決
の
う
ち
養
育
費
の
支
払
を
命
ず
る
部
分
の
執
行
力

を
、
我
が
国
に
お
い
て
も
外
国
裁
判
所
の
判
決
の
効
力
と
し
て
認
め
る
こ
と
が
で
き
る

と
し
た
。
評
釈
と
し
て
、
猪
俣
孝
史
・
判
評
四

八
二
号
二
九
頁
（
一
九
九
九
年
）、
小
野
寺
規
夫
・
判
タ
一
〇
〇
五
号
二
二
〇
頁
（
一
九
九
九
年
）、
横
溝
大
・
重
判
平
成
一
〇
年
度
（
ジ

ュ
リ
ス
ト
一
一
五
七
号
）
三
〇
〇
頁
。

（
111

）

東
京
地
判
平
成
七
年
五
月
二
九
日
判
タ
九
〇
四
号
二
〇
二
頁
。
評
釈
と
し
て
、
長
田
真
理
・
阪
大
法
学
四
六
巻
五
号
七
三
頁
（
一
九

九
六
年
）。

（
112

）

控
訴
審
は
東
京
高
判
平
成
八
年
三
月
一
二
日
判
タ
九
五
〇
号
二
三
〇
頁
。
評
釈
と
し
て
、
織
田
有
基
子
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
〇
九
号

一
三
四
頁
、
と
く
に
一
三
六
頁
を
参
照
（
一
九
九
七
年
）。

（
113

）

大
阪
地
判
平
成
八
年
一
月
一
七
日
判
時
一
六
二
一
号
一
二
五
頁
。

（
114

）

最
判
平
成
九
年
七
月
一
一
日
民
集
五
一
巻
六
号
二
五
三
〇
頁
。
評
釈
と
し
て
、
北
村
賢
哲
・
法
学
協
会
雑
誌
一
一
七
巻
六
号
一
五
一

頁
（
二
〇
〇
〇
年
）、
佐
久
間
邦
夫
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
二
九
号
一
〇
六
頁
（
一
九
九
八
年
）、
佐
久
間
邦
夫
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
最
高
裁

時
の
判
例
（
Ⅲ
）
私
法
編
⑵
二
三
四
頁
（
二
〇
〇
四
年
）、
佐
久
間
邦
夫
・
法
曹
時
報
五
二
巻
四
号
一
四
一
頁
（
二
〇
〇
〇
年
）、
西
野
喜
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一
・
判
タ
一
〇
〇
五
号
二
一
八
頁
（
一
九
九
九
年
）、
藤
田
泰
弘
・
判
タ
九
五
三
号
六
一
頁
（
一
九
九
七
年
）、
早
川
吉
尚
・
法
学
教
室
二

一
一
号
一
四
二
頁
（
一
九
九
八
年
）。

（
115

）

水
戸
地
龍
ヶ
崎
支
判
平
成
一
一
年
一
〇
月
二
九
日
判
タ
一
〇
三
四
号
二
七
〇
頁
。
評
釈
と
し
て
、
釜
谷
真
史
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
一

一
号
一
一
三
頁
（
二
〇
〇
一
年
）、
井
戸
謙
一
・
判
タ
一
〇
六
五
号
三
一
四
頁
（
二
〇
〇
一
年
）。

（
116

）

前
掲
注（
95
）を
参
照
。

（
117

）

オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
つ
い
て
前
掲
注（
71
）お
よ
び（
72
）。
ス
イ
ス
に
つ
い
て（
90
）。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
や
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
も
承
認

国
法
が
介
入
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
、
前
掲
注（
2
）の
貝
瀬
論
文
お
よ
び
越
山
論
文
。

（
118

）

,
a.

a.
O.
(
F
n.
1
0),

§
6
0
Ⅴ
(1)

(
b)
(
S.
6
6
0).

（
119

）

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
石
川
=
石
渡
編
・
前
掲
注（
45
）三
六
〇
頁
〔
石
川
明
=
芳
賀
雅
顯
〕
を
参
照
。

（
120

）

,
a.

a.
O.
(
F
n.
8),

§
3
2
8

R
d
n
r
n.
18
0.

（
121

）

,
Inter

n
atio

n
ales

F
a
m
ilie

n
rec

ht,
1
9
9
9,

R
d
n
r.
39
9;

,
a.

a.
O.
(
F
n.
12),

A
rt.

7
§
1

F
a
m
R
Ä
n
d
G
R
d
n
r.
1
5
5.

V
gl.

a
u
c
h

,
Inter

n
atio

n
ales

F
a
m
ilie

n
rec

ht,
2.

A
ufl.2

00
6,

S.
2
4
0.

（
122

）

参
照
、
中
西
康

承
認
の
理
論
的
性
格

金
融
・
商
事
判
例
一
一
一
二
号
一
二
一
頁
（
二
〇
〇
一
年
）、
松
下
淳
一

承
認
の
効
果

金
融
・
商
事
判
例
一
一
一
二
号
一
三
四
頁
（
二
〇
〇
一
年
）、
山
本
和
彦

国
際
倒
産
法
制

二
二
頁
（
商
事
法
務
、
二
〇
〇
二
年
）。
こ

れ
に
対
し
て
、

E
U倒
産
規
則
で
は
、
構
成
国
の
倒
産
手
続
は
他
の
構
成
国
に
効
力
を
拡
張
す
る
。Er

w
a
¨

g
u
n
g
s
g
r
u
n
d
d
er

V
erord‑

n
u
n
g(

E
G)

N
r.
1
3
4
6/2

0
00

d
es

R
ates

u
¨

b
er

In
solv

e
n
z
v
erfa

h
re

n
N
r.
2
2.

（
123

）

,
a.

a.
O.
(
F
n.
3
5),

S.
2
0
4.

（
124

）

オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
つ
い
て
は
前
掲
注（
71
）お
よ
び（
72
）。
わ
が
国
に
つ
い
て
は
、（
104

）か
ら（
108

）を
参
照
。

（
125

）V
gl.

,
a.

a.
O.
(
F
n.
7
7),

S.
12
9.

木
棚
照
一
=
松
岡
博
=
渡
辺
惺
之

国
際
私
法
概
論
〔
第
五
版
〕

三
四
二
頁
〔
渡

辺
〕（
二
〇
〇
七
年
）
は
こ
の
趣
旨
か
。

（
126

）

,
a.

a.
O.
(
F
n.
1
0),

§
6
0

Ⅴ
(1)

(
b)
(
S.
6
6
0);

,
a.

a.
O.
(
F
n.
1
2),

§
32
8

R
d
n
r.
7.

長

田
・
前
掲
注（
111

）八
〇
頁
、
間
渕
・
前
掲
注（
6
）七
三
〇
頁
。

（
127

）

間
渕
・
前
掲
注（
6
）七
三
〇
頁
。
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（
128

）

,
a.

a.
O.
(
F
n.
1
3),

R
d
n
r.
2
7
80;

,
a.

a.
O.
(
F
n.
8),

K
a
p.
1,

R
d
n
r.
3
70;

,
a.

a.
O.
(
F
n.
18),

§
1
5
8

Ⅰ
1
(
S.
8
20);

,
a.

a.
O.
(
F
n.
1
8),

A
rt.
3
8

E
G
B
G
B

A
n
h.
Ⅳ

R
d
n
r.
1
4
1;

,
a.

a.
O.
(
F
n.
1
8),

S.
1
75.

（
129

）
,

a.
a.

O.
(
F
n.
3
6),

§
5

R
d
n
r.
11
4;

,
a.

a.
O.
(
F
n.
17),

R
d
n
r.
7
96;

,
a.

a.
O.
(
F
n.
1
2),

§
32
8

R
d
n
r.
8.

（
130

）

,
a.

a.
O.
(
F
n.
9
0),

A
rt.

25
R
d
n
r.
4
0

f.;
,

a.
a.

O.
(
F
n.
87),

S.
24;

,
a.

a.
O.
(
F
n.
9
0),

S.
4
2;

,
a.

a.
O.
(
F
n.
9
0),

§
12

R
d
n
r.
3
5
7
(
S.
12
7).

（
131

）

参
照
、
賀
集
=
松
本
=
加
藤
編
・
前
掲
注（
100

）三
〇
一
頁
〔
酒
井
〕、
越
山
・
前
掲
注（
4
）六
二
頁
、
鈴
木
・
前
掲
注（
95
）三
八
頁
、

松
本
・
前
掲
注（
101

）一
〇
九
頁
。

（
132

）

,
a.

a.
O.
(
F
n.
1
7),

S.
2
6
1

ff.,
2
63;

,
a.

a.
O.
(
F
n.
10),

§
6
0
Ⅳ
(1)(

b)(
S.
66
0);

,
a.

a.
O.

(
F
n.
2
2),

S.
2
07.;

,
a.

a.
O.
(
F
n.
8),

§
3
2
8

R
d
n
r
n.
14
6;

,
a.

a.
O.

(
F
n.

8),
§

1
1

R
d
n
r.

1
1
1

u
n
d
1
14;

,
a.

a.
O.

(
F
n.

22),
§

1
5
6

R
d
n
r.

8;

,
a.

a.
O.
(
F
n.
22),

§
3
28

R
d
n
r.
1
25.

（
133

）

,
a.

a.
O.
(
F
n.
2
2),

§
3
2
8

R
d
n
r.
1
2
5.

（
134

）

折
茂
豊

国
際
私
法
（
各
論
）〔
新
版
〕

三
一
三
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
七
二
年
）、
神
前
禎
=
早
川
吉
尚
=
元
永
和
彦

国
際
私
法

〔
第
二
版
〕

一
八
〇
頁
、
三
六
頁
（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
六
年
）、
木
棚
=
松
岡
=
渡
辺
・
前
掲
注（
124

）二
二
四
頁
〔
木
棚
〕、
櫻
田
嘉
章

国
際
私
法
〔
第
五
版
〕

二
七
五
頁
（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
六
年
）、
沢
木
敬
郎
=
道
垣
内
正
人

国
際
私
法
入
門
〔
第
六
版
〕

一
二
四
頁

（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
六
年
）、
溜
池
良
夫

国
際
私
法
講
義
〔
第
三
版
〕

四
七
八
頁
（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
五
年
）、
山
田
・
前
掲
注（
95
）四

五
八
頁
。
石
黒
一
憲

国
際
私
法
〔
新
版
〕

一
一
四
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
九
〇
年
）
も
わ
が
国
で
の
別
居
手
続
を
否
定
す
る
趣
旨
で
は

な
い
で
あ
ろ
う
。

（
135

）V
gl.

,
P
ra
¨
ju
dizial

w
ir
k
u
n
g
d
er

R
ec

hts
k
raft

z
u
g
u
n
ste

n
D
ritter?,

in:
F
S.

M
u
siela

k,
2
004,

1
8
3,

19
0

f.

（
136

）

判
例
は
、
争
点
効
を
否
定
し
て
い
る
が
（
最
判
昭
和
四
四
年
六
月
二
四
日
判
時
五
六
九
号
四
八
頁
、
最
判
昭
和
四
八
年
一
〇
月
四
日

判
時
七
二
四
号
三
三
頁
）、
信
義
則
の
個
別
的
適
用
の
形
で
判
決
の
蒸
し
返
し
を
防
い
で
い
る
（
最
判
昭
和
四
九
年
四
月
二
六
日
民
集
二
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八
巻
三
号
五
〇
三
頁
、
最
判
昭
和
五
一
年
九
月
三
〇
日
民
集
三
〇
巻
八
号
七
九
九
頁
）。

（
137

）

争
点
効
に
好
意
的
な
見
解
は
、
伊
藤
眞

民
事
訴
訟
法
〔
第
三
版
三
訂
版
〕

四
九
五
頁
（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
八
年
）、
新
堂
幸
司

新
民
事
訴
訟
法
〔
第
四
版
〕

六
六
九
頁
（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
八
年
）、
高
橋
宏
志

重
点
講
義
民
事
訴
訟
法
（
上
）

五
六
四
頁
（
有
斐

閣
、
二
〇
〇
五
年
）、
中
野
貞
一
郎
ほ
か
編

新
民
事
訴
訟
法
講
義
〔
第
二
版
補
訂
二
版
〕

四
七
四
頁
〔
高
橋
宏
志
〕（
有
斐
閣
、
二
〇

〇
八
年
）、
山
本
弘
=
長
谷
部
由
起
子
=
松
下
淳
一

民
事
訴
訟
法

三
八
四
頁
〔
長
谷
部
〕（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
九
年
）。
他
方
で
争
点

効
に
批
判
的
な
見
解
と
し
て
は
、
梅
本
吉
彦

民
事
訴
訟
法
〔
第
三
版
〕

九
五
七
頁
（
信
山
社
、
二
〇
〇
七
年
）、
河
野
正
憲

民
事
訴

訟
法

五
七
九
頁
（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
九
年
）、
松
本
博
之
=
上
野

男

民
事
訴
訟
法
〔
第
五
版
〕

五
六
二
頁
（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
八

年
）、
三
ケ
月
章

民
事
訴
訟
法
〔
第
三
版
〕

一
四
二
頁
（
弘
文
堂
、
一
九
九
二
年
）。

（
138

）

参
照
、
前
掲
注（
103

）の
諸
文
献
お
よ
び
鈴
木
正
裕
=
青
山
善
充
編

注
釈
民
事
訴
訟
法
⑷

三
六
三
頁
〔
高
田
裕
成
〕（
有
斐
閣
、

一
九
九
七
年
）。

（
139

）

石
黒
・
前
掲
注（
104

）四
二
四
頁
、
石
黒
・
前
掲
注（
105

）二
三
二
頁
、
貝
瀬
・
前
掲
注（
2
）四
二
九
頁
、
高
田
・
前
掲
注（
106

）三
七
六

頁
。

（
140

）

本
説
に
批
判
的
で
あ
る
の
は
、
石
川
=
小
島
=
佐
藤
編
・
前
掲
注（
95
）二
〇
一
頁
〔
小
島
=
猪
俣
〕、
越
山
・
前
掲
注（
2
）近
大
法

学
四
四
巻
二
号
一
一
〇
頁
、
松
本
・
前
掲
注（
101

）一
一
〇
頁
。
本
間
靖
規
=
中
野
俊
一
郎
=
酒
井
一

国
際
民
事
手
続
法

一
七
七
頁

〔
中
野
〕（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
五
年
）
も
参
照
。

（
141

）

両
者
の
関
係
は
密
接
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

,
a.

a.
O.
(
F
n.
9
0),

§
1

R
d
n
r.
2
1

で
は
、
外
国
判
決
の

国
内
に
お
け
る
効
力
に
関
す
る
問
題
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
下
さ
れ
た
懲
罰
的
賠
償
を
命
ず
る
判
決
を
ス
イ
ス
で
承
認
・
執
行
す

る
こ
と
が
可
能
か
と
い
う
問
題
を
あ
げ
て
い
る
。

（
142

）

通
説
・
最
判
平
成
九
年
七
月
一
一
日
民
集
五
一
巻
六
号
二
五
七
三
頁
。

（
143

）

芳
賀
雅
顯

懲
罰
的
損
害
賠
償
を
命
ず
る
外
国
判
決
の
承
認

法
律
論
叢
八
〇
巻
二
=
三
号
三
三
三
頁
（
二
〇
〇
八
年
）。

（
144

）

安
達
栄
司

国
際
訴
訟
競
合
論

成
城
法
学
七
五
号
一
二
頁
（
二
〇
〇
七
年
）、
山
田
鐐
一
=
澤
木
敏
郎
編

国
際
私
法
講
義

二

四
二
頁
〔
澤
木
〕（
青
林
書
院
、
一
九
七
〇
年
）、
斎
藤
秀
夫
ほ
か
編

注
解
民
事
訴
訟
法
（
五
）〔
第
二
版
〕

四
一
四
頁
〔
山
本
和
彦
〕

（
第
一
法
規
、
一
九
九
一
年
）、
澤
木
敬
郎

国
際
的
訴
訟
競
合

鈴
木
忠
一
=
三
ケ
月
章
監
修

新
・
実
務
民
事
訴
訟
講
座
⑺

一
一
七

外国判決の効力
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頁
（
日
本
評
論
社
、
一
九
八
二
年
）。
ま
た
、
海
老
沢
美
広

外
国
裁
判
所
に
お
け
る
訴
訟
係
属
と
二
重
起
訴
の
禁
止

青
山
法
学
論
集

八
巻
四
号
三
〇
頁
（
一
九
六
七
年
）、
古
田
啓
昌

国
際
訴
訟
競
合

一
三
三
頁
（
信
山
社
、
一
九
九
七
年
）、
矢
吹
徹
雄

国
際
的
な
重

複
訴
訟
に
関
す
る
一
考
察

北
大
法
学
論
集
三
一
巻
三
=
四
号
二
八
七
頁
（
一
九
八
一
年
）
も
本
説
を
前
提
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
145

）

議
論
の
詳
細
は
、
芳
賀
雅
顯

国
際
訴
訟
競
合
に
お
け
る
〝
事
件
の
同
一
性

を
判
断
す
る
法

石
川
明
=
永
田
誠
=
三
上
威
彦
編

ボ
ー
ダ
レ
ス
社
会
と
法
（
ハ
ル
ト
ヴ
ィ
ー
ク
追
悼
）

一
〇
三
頁
以
下
（
信
山
社
、
二
〇
〇
九
年
）。
な
お
、
国
際
的
訴
訟
競
合
状
態
が

解
消
さ
れ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
判
決
の
矛
盾
に
つ
い
て
は
、
紛
争
解
決
行
動
に
最
初
に
着
手
し
た
当
事
者
の
利
益
を
尊
重
す
べ
き

で
あ
る
と
考
え
、
内
外
判
決
と
外
国
判
決
相
互
の
矛
盾
を
問
わ
ず
に
、
前
訴
判
決
を
優
先
さ
せ
る
解
釈
を
主
張
し
た
。
芳
賀
雅
顯

国
際

民
事
訴
訟
に
お
け
る
判
決
の
抵
触
と
公
序

慶
應
の
法
律
学
・
民
事
手
続
法
（
慶
應
義
塾
創
立
一
五
〇
年
記
念
法
学
部
論
文
集
）

一
五

七
頁
（
慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
、
二
〇
〇
八
年
）。
で
は
、
何
を
以
て
前
訴
と
判
断
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
各
国

の
訴
訟
係
属
概
念
が
多
様
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
わ
が
国
の
国
内
民
事
訴
訟
法
上
支
持
さ
れ
て
い
る
被
告
へ
の
送
達
時
と
す
る
と
外
国

送
達
に
要
す
る
時
間
の
長
短
に
よ
っ
て
前
訴
・
後
訴
と
な
っ
て
し
ま
い
公
平
さ
を
欠
く
こ
と
に
な
る
の
で
、
渉
外
事
件
に
お
い
て
は
裁
判

所
へ
の
訴
状
提
出
時
を
基
準
と
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
芳
賀
雅
顯

訴
訟
係
属
の
多
義
性

法
律
論
叢
六
九
巻
三
=
四
=
五
号

一
六
七
頁
（
一
九
九
七
年
）。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
民
事
訴
訟
法
で
も
国
際
訴
訟
競
合
に
つ
い
て
は
前
訴
が
優
先
す
る
と
し
て
い
る
が
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
裁
判
所
は
、
当
初
、
国
際
訴
訟
競
合
に
お
け
る
前
訴
を
判
断
す
る
に
際
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
訴
訟
が
係
属
し
て
い
る
国
の
法
廷
地
法
に

よ
っ
て
係
属
時
期
を
判
断
す
る
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
こ
の
判
決
に
対
す
る
学
説
か
ら
の
批
判
を
受
け
入
れ
て
、
統
一
ル
ー

ル
を
採
用
し
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ヘ
ル
ム
ー
ト
・
リ
ュ
ス
マ
ン
（
芳
賀
雅
顯
訳
）

国
際
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
訴
訟
係
属
の
時

期

法
学
研
究
七
五
巻
九
号
七
九
頁
（
二
〇
〇
二
年
）。
筆
者
自
身
は
、
国
際
的
訴
訟
競
合
を
め
ぐ
っ
て
は
、
ま
だ
検
討
す
べ
き
問
題
が

多
く
残
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

（
二
〇
〇
九
年
一
一
月
一
二
日
脱
稿
）
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