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民事訴訟における証明度

Ⅰ　

序

　

裁
判
所
は
、
事
件
、
す
な
わ
ち
、
現
実
の
生
活
事
実
関
係
に
法
を

適
用
す
る
。
そ
の
際
、
裁
判
を
可
能
に
す
る
た
め
に
、
ま
ず
、
ど
の

よ
う
な
事
実
が
根
底
に
あ
る
の
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
民
事
訴
訟
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
提
出
原
則
（
ま
た
は
弁

論
主
義
と
も
い
う
）
が
妥
当
し
て
い
る
。
そ
の
原
則
に
よ
る
と
、
裁

判
所
は
、
自
ら
事
実
を
確
定
す
る
こ
と
を
し
な
い
。
む
し
ろ
、
事
実

は
両
当
事
者
に
よ
っ
て
、
―
―
ま
ず
は
、
原
告
に
よ
っ
て
、
そ
の
後

に
被
告
に
よ
っ
て
―
―
訴
訟
に
提
出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
汝
は
事

実
を
語
れ
、
我
は
法
を
語
ら
ん
（da m

ihi facto, dabo tibi ius

）

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
原
則
と
し
て
裁
判
所
は
、
公
知
で
あ
る
こ
と

（
参
照
、
民
事
訴
訟
法
二
九
一
条
）、
お
よ
び
、
両
当
事
者
の
陳
述
に

一
致
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
前
提
に
す
る
。
し
か
し
、

一
方
の
当
事
者
の
み
が
陳
述
し
た
事
実
で
あ
っ
て
も
、
相
手
方
当
事

者
が
こ
の
事
実
を
認
め
た
場
合
、
ま
た
は
争
わ
な
か
っ
た
か
、
争
っ

た
と
し
て
も
不
十
分
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
真
実
と
し
て
扱
わ
れ
る

（
参
照
、
民
事
訴
訟
法
一
三
九
条
三
項
お
よ
び
四
項
、
二
八
八
条
、

三
三
一
条
一
項
）。
で
は
、
一
方
の
当
事
者
が
存
在
す
る
と
主
張
し

た
も
の
の
、
相
手
方
当
事
者
が
こ
れ
を
否
定
し
た
事
実
に
裁
判
所
の

判
断
が
左
右
さ
れ
る
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
何
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
す

べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
訴
訟
法
の
核
心
問
題
と
よ

ば
れ
る
証
拠
法
が
述
べ
て
い
る
。
こ
の
証
拠
法
は
多
く
の
問
題
局
面

民
事
訴
訟
に
お
け
る
証
明
度
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を
有
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
と
く
に
、
ど
の
よ
う
な
証
拠
方
法
を

用
い
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
こ
れ
ら
の
証
拠
方
法
は
当
事
者
ま
た

は
裁
判
所
に
よ
っ
て
選
択
さ
れ
る
の
か
、
い
つ
・
ど
の
よ
う
に
し

て
・
誰
に
よ
っ
て
証
拠
調
べ
は
実
施
さ
れ
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な

ル
ー
ル
に
基
づ
い
て
証
拠
調
べ
の
結
果
が
確
定
さ
れ
る
の
か
、
そ
し

て
、
証
拠
調
べ
が
な
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
明
確
な
結
果
が
得
ら

れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
何
が
妥
当
す
る
の
か
、
と
い
っ
た
こ
と
で
あ

る
。

　

以
下
で
は
、
と
く
に
重
要
か
つ
興
味
深
い
側
面
で
あ
る
、
い
わ
ゆ

る
証
明
度
を
問
題
と
す
る）1
（

。
す
な
わ
ち
、
裁
判
所
が
争
い
の
あ
る
事

実
を
真
実
と
み
な
し
、
そ
し
て
法
を
適
用
す
る
際
に
こ
の
事
実
を
基

礎
に
お
く
こ
と
が
許
さ
れ
る
た
め
に
は
、
ど
の
程
度
の
心
証
が
必
要

な
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
よ
う
に
発
展
し
た
法
秩
序

で
は
、
長
き
に
わ
た
り
、
こ
の
中
心
問
題
に
つ
い
て
見
解
の
一
致
を

見
て
お
り
、
細
部
で
議
論
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た

と
い
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
適
切
な
証
明
度
を
決
定
す
る
こ
と
に
つ
い

て
、
依
然
と
し
て
激
し
く
争
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
驚
き
に
値
し
よ
う）2
（

。

以
下
で
は
、
い
く
つ
か
の
導
入
的
な
コ
メ
ン
ト
（
こ
れ
に
つ
い
て
は

第
Ⅱ
章
）
の
後
に
、
証
明
度
に
関
す
る
最
近
の
ド
イ
ツ
で
の
議
論
を

述
べ
る
（
第
Ⅲ
章
）。
さ
ら
に
、
ド
イ
ツ
訴
訟
法
と
い
う
枠
を
超
え

て
二
つ
の
側
面
に
言
及
す
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
は
、
渉
外
事
件

に
お
い
て
証
明
度
は
つ
ね
に
法
廷
地
法
（lex fori

）
に
服
す
る
の

か
、
あ
る
い
は
場
合
に
よ
っ
て
は
外
国
法
に
も
服
す
る
の
か
（
第
Ⅳ

章
）、
他
方
で
は
、
証
明
度
に
関
す
る
基
準
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
か
ら

ど
の
程
度
生
ず
る
の
か
で
あ
る
（
第
Ⅴ
章
）。
本
報
告
で
の
説
明
は
、

ド
イ
ツ
法
な
い
し
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
の
側
面
か
ら
み
た
民
事
訴
訟
に
焦

点
を
あ
て
る
。
ま
た
、
本
報
告
は
、
他
の
手
続
法
秩
序
）
（
（

、
ま
た
は
他

国
の
証
明
度
に
関
す
る
比
較
法
的
概
観
を
含
む
も
の
で
は
な
い）（
（

。

Ⅱ　

基
礎

１
．
原
則
的
証
明
度

　

証
明
度
を
決
定
す
る
た
め
の
出
発
点
と
な
る
の
は
、
ド
イ
ツ
の
民

事
訴
訟
で
は
、
民
事
訴
訟
法
二
八
六
条
一
項
の
文
言
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、〝
裁
判
所
は
、
弁
論
の
全
趣
旨
お
よ
び
証
拠
調
べ
の
結
果
を

斟
酌
し
て
、
自
由
な
心
証
に
基
づ
き
、
事
実
に
関
す
る
主
張
が
真
実

か
否
か
を
判
断
す
る
も
の
と
す
る
。
判
決
で
は
、
裁
判
官
の
心
証
を

導
き
出
し
た
理
由
を
摘
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〟。
こ
の
規
定
は
、

表
題
が
示
し
て
い
る
よ
う
な
、
自
由
心
証
の
原
則
を
明
確
に
設
け
て

い
る
だ
け
で
は
な
い
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
同
条
二
項
も
参
照
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
裁
判
所
は
、
こ
の
法
律
で
掲
げ
ら
れ
た
場
合
に
の

み
、
法
定
の
証
拠
規
則
に
拘
束
さ
れ
る）（
（

）。
む
し
ろ
、
同
時
に
、
そ
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こ
で
は
原
則
と
し
て
妥
当
す
る
証
明
度
、
つ
ま
り
、
い
わ
ゆ
る
原
則

的
証
明
度
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
裁
判
所
は
、
事

実
に
関
す
る
主
張
が
〝
真
実
と
み
な
さ
れ
る
〟〝
心
証
〟
に
到
達
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、〝
完
全
証
明
〟
と
も
い
わ
れ

る
）
6
（

。

　

著
名
な
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
で
あ
る
ア
ナ
ス
タ
ー
シ
ャ
事
件
に

お
い
て
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
詳

細
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、〝
民
事
訴
訟
法
二
八
六
条
に
し
た

が
い
、
裁
判
官
は
、
証
拠
調
べ
［
の
結
果
］
に
基
づ
い
て
、
あ
る
主

張
が
真
実
で
あ
る
か
否
か
を
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
、

裁
判
官
は
た
ん
な
る
蓋
然
性
で
足
り
る
と
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
民
事
訴
訟
法
二
八
六
条
は
、
裁
判
官
自
身
が
あ
る
主
張

に
つ
き
真
実
で
あ
る
と
の
心
証
を
有
し
た
か
否
か
だ
け
を
問
題
に
し

て
い
る
。
こ
の
［
裁
判
官
］
個
人
の
確
信
（Gew

issheit
）
は
、
裁

判
を
な
す
に
際
し
て
必
要
不
可
欠
で
あ
り
、
ま
た
、
事
実
審
裁
判
官

だ
け
が
、
法
定
の
証
拠
規
則
に
拘
束
さ
れ
ず
に
自
己
の
確
信
に
基
づ

い
て
、
そ
れ
自
体
に
生
じ
る
疑
念
を
克
服
し
た
か
否
か
、
お
よ
び
、

一
定
の
生
活
事
実
に
つ
い
て
真
実
で
あ
る
と
確
信
す
る
こ
と
が
で
き

る
か
否
か
を
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
法
律
は
、
あ

ら
ゆ
る
疑
念
を
払
拭
し
た
心
証
を
前
提
と
し
て
い
な
い
。
た
と
え
他

の
者
が
疑
念
を
有
し
、
ま
た
は
別
の
考
え
に
到
達
す
る
よ
う
な
こ
と

に
な
っ
た
と
し
て
も
、
判
決
裁
判
官
自
身
の
心
証
が
重
要
な
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
裁
判
官
は
、
実
際
に
疑
念
が
生
じ
た
場
合
に
、
実
生

活
で
利
用
可
能
な
程
度
の
確
信
で
十
分
で
あ
る
が
、
そ
の
程
度
と
は

疑
念
を
完
全
に
排
斥
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
疑
念
を
黙
ら
せ

る
も
の
で
十
分
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
こ
と
は
、
し
ば
し
ば

誤
っ
て
表
現
さ
れ
、
裁
判
所
は
確
実
性
に
接
す
る
蓋
然
性
で
十
分
で

あ
る
と
説
か
れ
る
。
そ
れ
が
、
真
実
に
つ
い
て
裁
判
官
自
身
が
心
証

に
到
達
す
る
こ
と
を
問
わ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は

誤
り
で
あ
る）7
（

〟。

２
．
原
則
的
証
明
度
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

　
〝
証
明
度
（Bew

eism
aß

）〟
と
い
う
概
念
は
、
す
べ
て
の
ケ
ー

ス
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
程
度
（ein M

aß

）
だ
け
が
存
在
す
る
、

と
い
う
こ
と
を
示
唆
す
る
。
し
か
し
、
す
で
に
、
原
則
的
証
明
度
と

い
う
言
葉
は
、
例
外
的
に
そ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
考
慮
さ
れ
、
一

定
の
事
実
に
つ
い
て
は
一
定
の
訴
訟
状
態
の
下
に
お
い
て
異
な
っ
た

〝
複
数
の
証
明
度
〟
が
適
用
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か

に
指
し
示
し
て
い
る
。
ま
さ
し
く
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
英
語
の
語

法
に
お
け
る
と
こ
ろ
の
、
一
つ
の
〝
証
明
度
（Standard of 

Proof

）〟
だ
け
で
な
く
、
複
数
の
〝
証
明
度
（Standards of 

Proof

）〟
を
認
識
す
る
と
こ
ろ
と
な
る
。
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こ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
、
理
論
的
に
は
二
つ
の
方
向

性
が
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
原
則
的
証
明
度
の
引
上
げ
も
し
く

は
厳
格
化
、
ま
た
は
、
引
下
げ
も
し
く
は
緩
和
化
で
あ
る
。
少
な
く

と
も
、
非
常
に
高
度
な
原
則
的
証
明
度
を
出
発
点
と
す
る
ド
イ
ツ
法

で
は
、
証
明
度
を
さ
ら
に
高
度
な
も
の
に
す
る
こ
と
は
、
た
し
か
に
、

ほ
と
ん
ど
意
味
を
な
さ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ

の
よ
う
に
し
て
し
ま
う
と
、
実
際
に
は
決
し
て
起
こ
り
え
な
い
〝
絶

対
的
確
信
（absolute Gew

issheit

）〟
が
要
求
さ
れ
て
し
ま
う
こ

と
に
な
る
か
ら
で
あ
る）（
（

。
こ
れ
に
対
し
て
、
実
務
上
重
要
で
あ
る
の

は
証
明
度
の
緩
和
、
す
な
わ
ち
、
裁
判
官
の
心
証
に
つ
い
て
、
よ
り

低
い
程
度
で
足
り
る
と
す
る
ル
ー
ル
で
あ
る
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
複
数
の
重
要
な
例
が
民
事
訴
訟
法
に
定
め
ら

れ
て
い
る）9
（

。
法
律
は
、
多
く
の
場
合
、
一
方
当
事
者
か
ら
の
、
特
定

の
事
実
に
関
す
る
〝
疎
明
〟
だ
け
を
求
め
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
妥

当
す
る
の
は
通
常
の
付
随
手
続
、
た
と
え
ば
、
訴
訟
費
用
の
確
定

（
民
事
訴
訟
法
一
〇
四
条
二
項
）、
訴
訟
費
用
の
救
助
の
承
認
（
民
事

訴
訟
法
一
一
八
条
二
項
）、
原
状
回
復
（
民
事
訴
訟
法
二
三
六
条
二

項
）、
お
よ
び
、
と
く
に
、
一
方
の
当
事
者
が
差
押
命
令
ま
た
は
仮

処
分
の
発
令
を
求
め
る
場
合
で
あ
る
（
民
事
訴
訟
法
九
二
〇
条
二
項

お
よ
び
九
三
六
条
）。
法
律
は
、
疎
明
が
何
で
あ
る
の
か
定
義
を
し

て
お
ら
ず
、
民
事
訴
訟
法
二
九
四
条
に
お
い
て
、
疎
明
で
用
い
る
こ

と
が
許
さ
れ
る
証
拠
方
法
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

し
か
し
、
疎
明
は
原
則
的
証
明
度
を
引
下
げ
る
こ
と
を
意
味
し
、
し

た
が
っ
て
、
裁
判
官
は
、
完
全
証
明
に
お
け
る
場
合
よ
り
も
低
い
、

蓋
然
性
に
接
し
た
程
度
で
十
分
で
あ
る
と
の
理
解
の
一
致
が
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
通
説
に
よ
っ
て
、〝
優
越
的
蓋
然
性
（überw

iegende 
W

ahrscheinlichkeit

）〟
で
十
分
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
裁
判
官
は
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
事
実
が
不
存
在
で
あ

る
こ
と
よ
り
も
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
、
蓋
然
性
が
よ
り
高
い

と
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）（（
（

。

　

民
事
訴
訟
法
に
規
定
さ
れ
た
証
明
度
の
特
則
に
関
す
る
実
務
上
重

要
な
そ
の
他
の
例
は
、
民
事
訴
訟
法
二
八
七
条
に
基
づ
く
、
い
わ
ゆ

る
裁
判
官
に
よ
る
損
害
の
算
定
で
あ
る
。
こ
の
規
定
を
め
ぐ
っ
て
は

非
常
に
多
く
の
議
論
が
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
通
説
は
、
法
律
が
こ

の
点
に
つ
い
て
原
則
的
証
明
度
の
引
下
げ
を
規
定
し
て
い
る
と
の
前

提
に
立
っ
て
い
る）（（
（

。
こ
の
こ
と
は
、
民
事
訴
訟
法
二
八
七
条
一
項
一

文
が
二
八
六
条
一
項
一
文
と
異
な
り
、
裁
判
所
が
事
実
に
関
す
る
主

張
を
〝
真
実
で
あ
る
〟
と
判
断
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
な
い
こ
と

か
ら
導
か
れ
る
と
さ
れ
る）（（
（

。
そ
れ
ゆ
え
、
損
害
発
生
の
存
否
に
関
す

る
裁
判
官
の
心
証
と
の
関
係
で
は
、
確
固
た
る
根
拠
に
基
づ
い
た
、

優
越
的
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
蓋
然
性
で
十
分
で
あ
る）（（
（

。
し
か
し
、

こ
の
こ
と
が
妥
当
す
る
の
は
、
損
害
の
発
生
、
損
害
額
の
程
度
、
お
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よ
び
、
い
わ
ゆ
る
責
任
充
足
的
因
果
関
係
に
つ
い
て
だ
け
で
あ
り
、

責
任
根
拠
的
因
果
関
係
（
す
な
わ
ち
、
被
告
が
そ
も
そ
も
非
難
さ
れ

る
べ
き
行
為
を
行
っ
た
の
か
否
か
、
そ
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
責
任

を
根
拠
づ
け
る
規
範
を
充
足
し
た
の
か
と
い
う
問
題
）
に
つ
い
て
は

当
て
は
ま
ら
な
い
。

　

ま
た
、
い
わ
ゆ
る
理
由
具
備
性
も
、
理
論
上
は
原
則
的
証
明
度
が

極
端
に
下
げ
ら
れ
た
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
れ
は
、

裁
判
官
が
、
法
的
審
査
に
際
し
て
、
一
方
当
事
者
に
よ
る
事
実
に
関

す
る
主
張
が
真
実
で
あ
る
と
仮
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
、

法
律
が
命
じ
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
す
る
最
も
重
要
な

例
は
、
民
事
訴
訟
法
三
三
一
条
に
定
め
ら
れ
た
、
被
告
が
欠
席
し
た

場
合
の
手
続
で
あ
る
。
し
か
し
、
理
由
具
備
性
審
査
で
は
裁
判
所
の

心
証
が
問
題
と
な
る
の
で
は
な
く
、
裁
判
所
は
主
張
さ
れ
た
事
実

―
―
自
白
の
場
合
や
主
張
の
一
致
が
あ
る
場
合
と
同
様
に
―
―
を
そ

の
ま
ま
判
断
の
基
礎
に
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
そ

し
て
、
そ
の
こ
と
は
、
証
明
度
の
問
題
と
し
て
分
類
す
る
こ
と
を
否

定
す
る
根
拠
と
な
る
。

　

原
則
的
証
明
度
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
、
民
事
訴
訟
法
だ
け
で
な

く
さ
ま
ざ
ま
な
実
体
法
規
定
に
も
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
注
目

す
べ
き
点
で
あ
る
。
著
名
な
例
は
、
損
害
賠
償
法
に
見
出
す
こ
と
が

で
き
る）（（
（

。
す
な
わ
ち
、
民
法
二
五
二
条
に
よ
る
と
、
賠
償
さ
れ
る
べ

き
損
害
は
逸
失
利
益
を
も
含
む
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
法
律
は
、

通
常
の
事
象
経
過
に
よ
れ
ば
、
ま
た
は
特
別
の
事
情
の
あ
る
場
合
に

は
、〝
蓋
然
性
の
程
度
で
発
生
す
る
こ
と
が
予
測
可
能
な
〟
利
益

［
の
賠
償
］
を
考
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
法
律
は
、

裁
判
官
の
完
全
な
心
証
を
要
求
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
た
ん
な
る

〝
蓋
然
性
〟
で
十
分
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

３
．
証
明
度
と
関
係
す
る
諸
問
題

　

証
明
度
は
証
拠
法
総
論
の
一
部
分
を
な
し
、
他
の
証
拠
法
上
の
制

度
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
。
そ
し
て
、
証
明
度
と
証
拠
評
価
の
双
方

の
問
題
が
民
事
訴
訟
法
二
八
六
条
一
項
一
文
に
お
い
て
言
及
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
も
、
ド
イ
ツ
法
で
は
双
方
が
体
系
上
近
接
す
る
関
係

に
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
要
件
の
下
で
証
明
に

達
し
う
る
の
か
を
、
法
律
は
、
証
明
度
を
用
い
て
一
般
的
抽
象
的
に

定
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
裁
判
所
は
、
証
拠
評
価
の
範
囲
で
、
具
体

的
な
個
々
の
事
件
に
お
い
て
関
係
す
る
証
明
度
に
よ
っ
て
評
価
し
た

う
え
で
、
証
明
に
達
し
た
の
か
否
か
を
明
ら
か
に
す
る）（（
（

。
あ
る
重
要

問
題
に
関
す
る
証
明
度
が
裁
判
官
に
高
す
ぎ
る
、
あ
る
い
は
低
す
ぎ

る
と
考
え
ら
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
裁
判
官
は
、
自
ら
が
望
ま
し
い

と
考
え
る
結
論
に
有
利
に
な
る
よ
う
に
、
証
明
度
の
高
低
を
証
拠
評

価
の
範
囲
で
即
座
に
修
正
し
よ
う
と
す
る
誘
惑
に
打
ち
勝
た
な
け
れ
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ば
な
ら
な
い
。

　

ま
た
、
証
明
度
は
、
証
明
責
任
と
も
関
係
が
あ
る
。
証
明
責
任
は
、

誰
が
裁
判
官
の
認
識
獲
得
の
た
め
に
手
配
を
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
か
、
す
な
わ
ち
、
事
実
を
主
張
し
、
そ
し
て
争
い
の
あ
る

場
合
に
証
明
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
問
題
で
あ

る
。
あ
る
事
実
の
証
明
度
が
高
け
れ
ば
高
い
ほ
ど
、
い
わ
ゆ
る
真
偽

不
明
（
ラ
テ
ン
語
で
、
“non liquet

”）
に
至
る
場
合
が
多
く
な
り
、

そ
れ
ゆ
え
証
明
責
任
に
関
す
る
規
範
を
適
用
す
る
こ
と
が
増
え
る
。

こ
の
こ
と
は
、
敗
訴
当
事
者
が
証
明
責
任
ル
ー
ル
に
基
づ
く
裁
判
を

往
々
に
し
て
受
け
入
れ
難
い
と
し
た
り
、
ま
た
、
裁
判
所
に
よ
っ
て

解
明
さ
れ
た
事
実
関
係
に
基
づ
く
法
的
問
題
の
判
断
よ
り
も
法
的
平

和
を
も
た
ら
す
度
合
い
が
低
い
こ
と
か
ら
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、

反
対
に
、
証
明
度
を
下
げ
す
ぎ
る
と
、
満
足
の
い
く
結
論
に
は
至
ら

な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
の
場
合
に
は
、
敗
訴
当
事
者
は
、
裁
判
所

が
あ
ま
り
に
も
早
く
相
手
方
当
事
者
を
信
用
し
た
と
、
極
め
て
容
易

に
裁
判
所
を
批
判
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
証
明
度
と
証
拠
方
法
に
も
関
連
性
が
あ
る
。
適
法
と
さ

れ
る
証
拠
方
法
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
特
定
の
問
題
に
つ
い

て
は
証
明
度
の
高
さ
を
確
保
す
る
こ
と
が
あ
る
（
た
と
え
ば
、
民
事

訴
訟
法
一
六
五
条
）。
他
方
、
こ
れ
と
反
対
の
こ
と
も
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
証
明
度
が
低
け
れ
ば
低
い
ほ
ど
、
よ
り
多
く
の
証
拠
方
法
が

考
慮
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
裁
判
官
の
確
信
に
必
要
な
程
度
に
到
達
す

る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
に
お
い
て
は
、
疎
明

の
た
め
に
、
通
常
の
証
拠
方
法
の
他
に
宣
誓
に
代
わ
る
保
証
も
可
能

で
あ
る
（
民
事
訴
訟
法
二
九
四
条
一
項
）。

Ⅲ　

ド
イ
ツ
に
お
け
る
近
時
の
議
論
状
況

　

す
で
に
言
及
し
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
の
民
事
訴
訟
に
お
い
て
は
、

証
明
度
に
関
し
て
従
前
と
同
様
に
多
く
の
こ
と
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
そ
の
こ
と
は
原
則
論
の
み
な
ら
ず
個
別
的
な
問
題
に
つ
い

て
も
あ
て
は
ま
る
。
三
つ
の
局
面
に
分
け
る
こ
と
で
、
議
論
を
構
造

的
に
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
真
実
性
が

問
題
な
の
か
、
そ
れ
と
も
た
ん
に
蓋
然
性
が
問
題
な
の
か
、
第
二
に
、

裁
判
官
の
確
信
に
対
す
る
要
求
は
、
ど
の
く
ら
い
の
高
さ
に
設
定
さ

れ
る
べ
き
か
、
第
三
に
、
証
明
度
は
一
般
的
抽
象
的
に
定
ま
っ
て
い

る
の
か
、
あ
る
い
は
裁
判
官
に
よ
っ
て
柔
軟
に
定
め
る
こ
と
が
で
き

る
の
か
、
で
あ
る
。

１
．
真
実
性
か
蓋
然
性
か

　

民
事
訴
訟
法
二
八
六
条
一
項
一
文
は
、〝
真
実
で
あ
る
〟
お
よ
び

〝
真
実
で
な
い
〟
と
述
べ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
に
依
拠
し
て
連
邦
通
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常
裁
判
所
は
、
前
記
ア
ナ
ス
タ
ー
シ
ャ
判
決
で
次
の
こ
と
を
明
確
に

強
調
し
た
。
す
な
わ
ち
、
裁
判
所
は
、
蓋
然
性
で
十
分
で
あ
る
と
す

る
こ
と
は
決
し
て
（keinesw

egs

）
許
さ
れ
ず
、
ま
た
、
蓋
然
性

が
た
と
え
確
実
性
に
接
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
や
は
り
許
さ
れ
な
い

と
し
た）（（
（

。
こ
の
よ
う
な
厳
格
な
立
場
は
、
法
律
的
と
い
う
よ
り
も
む

し
ろ
哲
学
的
な
性
質
の
問
題
、
す
な
わ
ち
、
何
が
〝
真
実
〟
な
の
か

と
い
う
問
題
に
行
き
着
く
。

　

し
か
し
結
局
の
と
こ
ろ
、
こ
の
問
題
は
未
解
決
の
ま
ま
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
結
局
の
と
こ
ろ
は
真
実
性
と
い
う
問
題
や
概
念
に
関
す

る
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
が
理
論
的
に
区
別
さ
れ
る
だ
け
で
あ
り
、
結
論

は
異
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る）（（
（

。
と
く
に
有
用
で
あ
る
の
は
、
以
下
の

よ
う
な
見
解
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
法
律
は
、
裁
判
官
に
対
し
て
、

決
し
て
絶
対
的
真
実
性
に
基
づ
い
て
探
究
す
る
こ
と
を
求
め
て
お
ら

ず
、
む
し
ろ
真
実
で
あ
る
と
の
裁
判
官
の
確
信
に
合
致
す
る
こ
と
、

な
い
し
は
、
裁
判
官
が
〝
真
実
で
あ
る
〟
と
み
な
す
こ
と
を
探
し
出

す
の
を
求
め
て
い
る
と
す
る
見
解
で
あ
る）（（
（

。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、

連
邦
通
常
裁
判
所
が
述
べ
た
〝
真
実
性
〟
と
〝
蓋
然
性
〟
の
対
立
は

重
要
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
む
し
ろ
決
定
的
で
あ
る
の
は
、〝
真

実
で
あ
る
と
の
裁
判
官
の
確
信
〟
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
の
確
信
は
ま

さ
し
く
―
―
非
常
に
高
度
な
―
―
蓋
然
性
の
程
度
（Grad einer 

–sehr hohen–W
ahrscheinlichkeit

）
で
あ
る
と
解
釈
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
裁
判
官
が
、
具
体
的
事
件
に
お
い
て
、
あ

る
事
実
の
証
明
に
必
要
な
蓋
然
性
の
程
度
に
達
し
た
と
認
識
し
た
場

合
に
は
、
そ
の
裁
判
官
は
真
実
で
あ
る
と
確
信
し
た
の
で
あ
る
。
こ

の
心
証
形
成
の
プ
ロ
セ
ス
を
追
体
験
可
能
に
す
る
た
め
に
、
裁
判
官

は
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、

民
事
訴
訟
法
二
八
六
条
一
項
二
文
は
、
心
証
を
導
き
出
し
た
客
観
的

理
由
を
示
す
こ
と
を
裁
判
官
に
義
務
付
け
て
い
る
。

２
．
非
常
に
高
度
の
蓋
然
性
ま
た
は
た
ん
な
る
優
越
的
蓋
然
性
の
い

ず
れ
で
あ
る
べ
き
か

　

関
連
問
題
と
し
て
は
、
裁
判
官
が
裁
判
を
な
す
際
に
、
争
い
の
あ

る
事
実
を
基
礎
に
お
く
こ
と
が
許
さ
れ
る
た
め
に
は
、
裁
判
官
は
ど

の
程
度
の
蓋
然
性
に
達
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
問

題
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
ア
ナ
ス

タ
ー
シ
ャ
判
決
に
お
い
て
言
及
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、〝
実
生
活

で
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
程
度
の
心
証
で
十
分
で
あ
る
が
、
そ
の
程

度
と
は
疑
念
を
完
全
に
排
斥
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
疑
念
を

黙
ら
せ
る
も
の
で
十
分
で
あ
る
〟
と）（（
（

。
非
常
に
高
度
の
蓋
然
性
を
要

求
す
る
こ
の
よ
う
な
厳
格
な
基
準
は
、
こ
ん
に
ち
の
通
説
も
ま
た
前

提
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る）（（
（

。
と
く
に
、
こ
れ
が
意
味
す
る
の
は
、

裁
判
官
は
原
則
と
し
て
、
た
ん
な
る
優
越
的
蓋
然
性
で
十
分
で
あ
る
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と
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
対

す
る
見
解
は
）
（（
（

、
以
下
に
述
べ
る
理
由
か
ら
現
行
ド
イ
ツ
法
と
は
相
容

れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
反
対
説
は
法
律
で
規
定
さ
れ
た
二
八
六
条
と

二
九
四
条
の
相
違
、
つ
ま
り
、
一
方
で
は
高
度
の
原
則
的
証
明
度
、

他
方
で
は
例
外
的
に
疎
明
の
場
合
に
十
分
で
あ
る
と
さ
れ
た
引
下
げ

ら
れ
た
証
明
度
と
い
う
段
階
構
造
を
、
不
明
確
に
し
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
訴
訟
で
両
当
事
者
か
ら
矛
盾
す
る
事
実
主
張
が
な
さ
れ
た
場

合
に
、
そ
の
い
ず
れ
の
主
張
も
原
則
的
証
明
度
に
達
し
て
い
な
い
と

き
は
、
裁
判
官
は
安
易
に
双
方
の
主
張
の
う
ち
蓋
然
性
が
よ
り
高
い

方
を
基
礎
に
お
く
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
む
し
ろ
、
証
明
責
任
に
関
す

る
ル
ー
ル
に
従
い
裁
判
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）（（
（

。
ま
た
、
原
則
的

証
明
度
を
下
げ
る
見
解
は
、
実
体
法
上
の
責
任
に
関
す
る
要
件
を
著

し
く
広
げ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
点
も
、
こ
の
見
解
に
対
す
る
批

判
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る）（（
（

。

　

そ
れ
ゆ
え
、
裁
判
官
は
、
通
常
、
争
い
の
あ
る
事
実
の
存
在
に
つ

き
不
存
在
よ
り
も
存
在
の
方
が
よ
り
優
越
的
で
あ
れ
ば
十
分
で
あ
る

と
す
る
の
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
通
説
に
よ
っ
て
堅
持
さ

れ
て
い
る
。
む
し
ろ
、
裁
判
官
は
、
合
理
的
疑
い
が
な
い
場
合
に
は

じ
め
て
事
実
を
裁
判
の
基
礎
に
お
く
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
例
が
説
か
れ
る）（（
（

。
す
な
わ
ち
、

あ
る
島
で
通
行
人
が
タ
ク
シ
ー
に
轢
か
れ
て
負
傷
し
た
。
タ
ク
シ
ー

は
直
ぐ
に
立
ち
去
り
、
そ
の
タ
ク
シ
ー
の
身
元
を
確
認
す
る
こ
と
は

で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
島
に
は
一
〇
台
の
タ
ク
シ
ー
し
か
な
く
、
そ

の
う
ち
の
六
台
は
あ
る
会
社
の
所
有
で
あ
っ
た
。
負
傷
者
は
、
こ
の

会
社
を
相
手
に
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
を
提
起
し
、
そ
し
て
、
被
告
所

有
の
タ
ク
シ
ー
の
う
ち
の
一
台
が
こ
の
者
を
お
そ
ら
く
負
傷
さ
せ
た

と
主
張
し
た
が
、
こ
の
こ
と
を
被
告
は
争
っ
た
。

　

他
に
利
用
可
能
な
証
拠
方
法
（
た
と
え
ば
、
証
人
や
タ
ク
シ
ー
事

故
の
痕
跡
）
が
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
た
場
合
に
、
被
告
所
有
の
タ

ク
シ
ー
の
う
ち
の
一
台
が
事
故
に
関
係
し
て
い
る
と
す
る
に
は
合
理

的
な
疑
い
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
六
〇
％
と
い
う
優
越
的
蓋
然
性
は
、

原
告
の
主
張
を
支
持
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
そ
れ
で
も
、

こ
の
考
え
だ
け
に
基
づ
い
て
被
告
に
不
利
な
判
決
を
下
す
こ
と
は
、

適
切
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
事
故
を
起
こ
し
た
タ
ク

シ
ー
と
し
て
、
ま
だ
他
に
四
台
が
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
請
求
は
棄
却
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
民
事
訴
訟

法
二
八
六
条
一
項
を
厳
密
に
解
す
る
な
ら
ば
、
被
告
会
社
に
一
〇
台

中
九
台
が
属
す
る
場
合
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
結
論
は
何
ら
変

わ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
先
の
例
に
お
い
て
、
通

説
と
異
な
り
、［
被
告
に
対
す
る
］
敗
訴
判
決
を
下
す
の
に
優
越
的

蓋
然
性
で
十
分
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
会
社
が
全
損
害
に
つ
い
て

賠
償
責
任
を
負
う
と
の
判
決
を
下
す
の
で
は
な
く
、
蓋
然
性
に
従
っ
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た
割
合
の
損
害
に
つ
い
て
の
み
―
―
し
た
が
っ
て
、
損
害
の
六
〇
％

に
つ
い
て
の
み
―
―
賠
償
を
命
ず
る
判
決
を
下
す
こ
と
は
、
本
来
、

一
貫
性
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
そ
の
よ
う
な
結
論
は
、

現
行
の
ド
イ
ツ
損
害
賠
償
法
と
は
相
容
れ
な
い
で
あ
ろ
う）（（
（

。

３
．
法
定
の
証
明
度
か
柔
軟
な
証
明
度
か

　

第
三
に
、
通
説
は
、
民
事
訴
訟
法
二
八
六
条
が
原
則
的
証
明
度
を

定
め
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
ま
た
、
特
定
の
事
例
群
に
つ
い
て
は
バ

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
―
―
厳
格
化
ま
た
は
緩
和
化
―
―
が
検
討
可
能
で
あ

る
と
し
つ
つ
も
、
一
般
的
抽
象
的
に
定
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る）（（
（

。
そ
の
よ
う
な
段
階
構
造
は
、
す
で
に
言

及
し
た
よ
う
に
、
第
一
に
、
法
律
（
す
な
わ
ち
、
民
事
訴
訟
法
二
八

七
条
、
二
九
四
条
ま
た
は
民
法
二
五
二
条
と
い
っ
た
諸
規
定
）
に

よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、
慣
習
法
に
よ
っ
て
も
一
般
的
に

承
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
慣
習
法
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、

必
ず
そ
の
前
提
と
し
て
、
特
定
の
典
型
的
な
事
例
群
に
つ
い
て
裁
判

官
に
よ
る
―
―
慎
重
な
―
―
法
の
継
続
的
な
形
成
も
考
慮
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い）（（
（

。

　

こ
れ
を
さ
ら
に
推
し
進
め
た
も
の
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
柔
軟
な
証

明
度
の
理
論
が
あ
る）（（
（

。
こ
れ
は
、
要
す
る
に
、
法
律
は
、
個
々
の
裁

判
官
に
対
し
て
状
況
に
応
じ
て
、
つ
ま
り
、
事
実
の
重
要
性
、
事
案

に
よ
っ
て
生
ず
る
立
証
の
困
難
性
、
あ
る
い
は
実
体
法
上
の
状
況
を

も
考
慮
し
て
、
異
な
っ
た
心
証
を
容
易
に
形
成
す
る
こ
と
を
認
め
て

い
る
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
こ
の
理
論
に
よ
る
と
、
最
終
的
に
は
、

個
別
事
案
に
お
い
て
現
実
に
則
し
た
段
階
的
か
つ
柔
軟
な
証
明
度
が

適
用
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
見
解
は
、
ド
イ
ツ
の
立
法
者
が
証

明
度
の
確
定
を
原
則
と
し
て
自
ら
の
任
務
で
あ
る
と
明
ら
か
に
考
え

て
い
た
こ
と
と
相
容
れ
な
い
。

　

い
く
つ
か
の
見
解
は
、
少
な
く
と
も
疎
明
に
つ
い
て
は
柔
軟
な
証

明
度
を
支
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る）（（
（

。
し
か
し
、
す
で

に
示
し
た
よ
う
に
、
民
事
訴
訟
法
二
九
四
条
の
場
合
に
優
越
的
蓋
然

性
で
十
分
で
あ
る
と
の
立
場
を
前
提
に
す
る
と
、
証
明
度
を
さ
ら
に

下
げ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
裁
判
官
が

あ
る
事
実
の
不
存
在
に
つ
い
て
蓋
然
性
が
よ
り
高
い
と
考
え
て
い
る

場
合
に
、
そ
の
事
実
の
存
在
に
つ
い
て
疎
明
が
あ
る
と
す
る
こ
と
は

考
え
ら
れ
な
い）（（
（

。

Ⅳ　

証
明
度
と
抵
触
法

１
．
基
礎

　

こ
れ
ま
で
の
考
察
は
、
証
明
度
に
関
し
て
、
た
だ
ち
に
ド
イ
ツ
の

ル
ー
ル
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
き
た
。
し
か
し
、
渉
外
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事
案
の
場
合
に
は
、
ま
ず
、
準
拠
す
べ
き
証
拠
法
に
つ
い
て
抵
触
法

上
の
問
題
が
生
ず
る）（（
（

。
一
般
的
な
手
続
法
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し

て
法
廷
地
法
ル
ー
ル
（lex-fori Regel

）
が
妥
当
す
る
。
す
な
わ
ち
、

ド
イ
ツ
の
裁
判
所
は
ド
イ
ツ
の
訴
訟
法
を
適
用
し
、
そ
の
こ
と
は
、

た
と
え
請
求
の
理
由
具
備
性
が
国
際
私
法
と
い
う
抵
触
法
規
範
に
よ

り
外
国
法
（
い
わ
ゆ
る
、
効
果
法lex causae

［
訳
者
注
：
以
下
で

は
、
よ
り
一
般
的
な
用
語
で
あ
る
準
拠
実
体
法
と
い
う
表
現
を
用
い

る
］）
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
場
合
で
あ
っ
て
も
同
様
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
通
常
の
訴
訟
法
と
異
な
り
、
証
拠
法
は
、
訴
訟
法
と

実
体
法
規
範
の
混
合
形
態
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
証

拠
法
上
の
ル
ー
ル
に
つ
い
て
、
ま
ず
一
度
は
、
法
律
関
係
の
性
質
決

定
と
い
う
問
題
が
設
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
い
っ

た
い
、
訴
訟
法
上
の
ル
ー
ル
な
の
か
実
体
法
上
の
そ
れ
な
の
か
が
問

題
と
な
る
。
た
と
え
ば
、
長
き
に
わ
た
っ
て
一
般
的
に
承
認
さ
れ
て

い
る
の
は
、
証
明
責
任
は
実
体
法
と
非
常
に
密
接
に
関
係
し
て
い
る

の
で
実
体
法
的
で
あ
る
と
性
質
決
定
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
、
準
拠
実
体

法
に
服
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
債
務

法
上
の
請
求
権
に
つ
い
て
、
ロ
ー
マ
（
Ⅰ
）
規
則
一
八
条
一
項
）
（（
（

お
よ

び
ロ
ー
マ
（
Ⅱ
）
規
則
二
二
条
一
項
）
（（
（

に
よ
っ
て
明
確
に
さ
れ
た
。

　

し
か
し
、
法
律
関
係
の
性
質
決
定
に
よ
っ
て
、
証
拠
法
上
重
要
な

ル
ー
ル
が
訴
訟
法
に
属
す
る
と
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に

よ
っ
て
準
拠
法
に
関
す
る
問
題
が
確
定
的
に
解
明
さ
れ
た
訳
で
は
な

い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
訴
訟
法
に
お
い
て
は
例
外
な
く
法
廷
地
法
だ
け

が
適
用
さ
れ
る
と
の
伝
統
的
見
解
は
、
こ
ん
に
ち
で
は
過
去
の
も
の

と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
る
。
む
し
ろ
、
そ
れ
自
体
は
手
続
法
と
性
質

決
定
さ
れ
て
い
る
諸
問
題
も
何
ら
か
の
実
定
法
的
な
結
合
を
示
す
こ

と
が
あ
り
え
、
ま
た
、
こ
の
状
況
は
準
拠
実
体
法
を
適
用
す
る
こ
と
、

ま
た
は
、
少
な
く
と
も
準
拠
実
体
法
を
考
慮
す
る
こ
と
を
要
求
し
て

い
る
と
の
見
解
が
認
め
ら
れ
て
き
た
。

　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
と
く
に
先
行
し
て
い
る
の
は
、
ダ
グ
マ
ー
・

ケ
ス
タ
ー
＝
ヴ
ァ
ル
チ
ェ
ン
（D

agm
ar Coester-W

altjen

）
教
授

の
提
案
で
あ
る
。
同
教
授
は
、
以
下
に
述
べ
る
よ
う
な
〝
証
拠
抵
触

法
（Bew

eiskollisionsrecht

）〟
を
定
式
化
し
た
。
す
な
わ
ち
、

真
実
確
定
を
奪
う
こ
と
を
可
能
に
す
る
ル
ー
ル
、
と
く
に
、
実
体
法

の
処
分
権
能
を
制
限
す
る
こ
と
を
求
め
た
り
修
正
し
た
り
す
る
ル
ー

ル
は
、
実
体
法
か
ら
の
み
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う）（（
（

。
こ
の

理
論
を
前
提
と
す
る
と
、
国
際
証
拠
法
に
お
け
る
法
廷
地
法
は
、
判

決
国
に
お
け
る
司
法
判
断
の
効
率
性
を
確
保
さ
せ
る
こ
と
が
問
題
と

な
る
場
合
、
ま
た
は
外
国
の
証
拠
法
を
適
用
す
る
こ
と
が
ド
イ
ツ
の

公
序
に
関
わ
る
場
合
に
の
み
問
題
と
な
ろ
う）（（
（

。

　

多
く
の
個
別
的
問
題
に
つ
い
て
、
ケ
ス
タ
ー
＝
ヴ
ァ
ル
チ
ェ
ン
は
、

最
終
的
に
は
通
説
と
同
じ
結
論
に
到
達
し
て
い
る
。
ま
た
、
国
際
証
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拠
法
に
お
い
て
法
廷
地
法
を
過
度
に
強
調
す
る
と
、
フ
ォ
ー
ラ
ム

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
と
い
う
好
ま
し
く
な
い
誘
惑
が
生
じ
て
し
ま
う
こ
と

も
、
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
証
拠
法
上
の
諸
問
題

が
訴
訟
の
勝
敗
を
決
す
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
原
告
に
よ
る

裁
判
籍
の
選
択
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る）（（
（

。
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
証
拠
法
に
お
い
て
、
あ
ま
り
に
広
範
囲
に
準
拠

法
を
適
用
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
根
本
的
な
疑
念
が
生
ず
る
。
つ
ま

り
、
法
廷
地
法
の
適
用
が
実
用
性
と
い
う
点
で
長
所
を
有
す
る
の
で

あ
る
。
こ
の
立
場
は
、
法
的
安
定
性
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
り
、
ま

た
、
両
当
事
者
お
よ
び
裁
判
所
が
争
い
の
あ
る
事
実
問
題
お
よ
び
法

的
問
題
に
集
中
す
る
こ
と
を
可
能
に
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

証
拠
ル
ー
ル
の
実
体
法
的
な
結
び
つ
き
が
、
必
ず
し
も
、
そ
の
他
の

手
続
的
ル
ー
ル
と
の
関
連
性
を
消
し
去
っ
て
法
廷
地
法
の
適
用
を
す

べ
て
除
去
す
る
ほ
ど
ま
で
に
十
分
強
固
で
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い）（（
（

。

通
説
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
と
も
一
致
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
法
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
た
テ
ー
ゼ）（（
（

と
異
な
り
、
外
国
の
証
拠
ル
ー

ル
を
適
用
す
る
こ
と
を
決
し
て
要
求
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ

れ
に
よ
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
国
際
私
法
規
則
は
、
国
際
証
拠
法
に
つ

い
て
非
常
に
個
別
的
な
準
則
を
提
供
し
た
の
み
で
、
そ
の
他
の
証
拠

法
の
分
類
を
構
成
国
の
抵
触
法
に
委
ね
て
い
る
（
参
照
、
ロ
ー
マ

（
Ⅰ
）
規
則
一
条
三
項
、
同
規
則
一
八
条
一
項
、
ロ
ー
マ
（
Ⅱ
）
規

則
一
条
三
項
、
同
規
則
二
二
条
一
項
）。

２
．
と
く
に
証
拠
評
価
お
よ
び
証
明
度
に
つ
い
て

　

訴
訟
で
は
、
準
拠
法
が
、
ど
の
よ
う
な
事
実
が
本
案
に
関
す
る
裁

判
所
の
判
断
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
の
か
を
決
め
る
。
し
た
が
っ
て
、

た
と
え
ば
、
原
告
が
求
め
て
い
る
法
的
結
果
が
生
じ
る
た
め
に
、
請

求
原
因
が
ど
の
よ
う
な
事
実
に
関
す
る
要
件
を
有
す
べ
き
か
は
、
契

約
ま
た
は
不
法
行
為
の
準
拠
法
か
ら
導
き
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
訴
訟
に
お
い
て
裁
判
を
な
す
の
に
重
要
な
事
実
が

証
明
を
必
要
と
す
る
の
か
否
か
は
、
法
廷
地
法
に
よ
っ
て
定
ま
る
。

し
た
が
っ
て
、
ド
イ
ツ
で
実
施
さ
れ
て
い
る
民
事
手
続
に
つ
い
て
は
、

請
求
の
理
由
具
備
性
に
つ
い
て
基
準
と
な
る
法
で
は
な
く
、
ド
イ
ツ

民
事
訴
訟
法
が
、
争
わ
れ
て
い
な
い
事
実
を
い
つ
自
白
さ
れ
た
も
の

と
み
な
す
の
か
（
民
事
訴
訟
法
一
三
九
条
三
項
）、
ど
の
よ
う
な
拘

束
力
が
裁
判
上
の
自
白
に
生
ず
る
の
か
（
民
事
訴
訟
法
二
八
八
条
以

下
）、
お
よ
び
、
い
つ
公
知
の
事
実
を
証
明
不
要
と
す
る
の
か
（
民

事
訴
訟
法
二
九
一
条
）
を
定
め
る
。

　

こ
の
原
則
に
つ
い
て
ド
イ
ツ
で
は
異
論
は
な
い
。
し
か
し
、
証
拠

評
価
お
よ
び
証
明
度
に
関
す
る
ル
ー
ル
の
抵
触
法
上
の
分
類
に
つ
い

て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
判
断
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ケ
ス
タ
ー
＝
ヴ
ァ
ル

チ
ェ
ン
が
定
式
化
し
た
〝
証
拠
抵
触
ル
ー
ル
〟
を
適
用
す
る
と
、
裁
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判
所
に
よ
る
真
実
確
定
を
短
縮
化
す
る
こ
と
に
な
る
証
拠
ル
ー
ル
は
、

準
拠
実
体
法
に
服
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
と
く
に
、
証

拠
評
価
お
よ
び
証
明
度
に
関
す
る
ル
ー
ル
に
妥
当
す
る
と
さ
れ
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
は
性
質
上
、
実
体
法
上
の
法
的
効
果
の
発
生

を
裁
判
上
確
定
さ
せ
る
こ
と
を
可
能
に
し
、
し
か
も
、
こ
の
効
果
を

生
じ
さ
せ
る
要
件
が
絶
対
的
な
確
実
性
を
も
っ
て
証
明
さ
れ
て
い
な

く
て
も
よ
い
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る）（（
（

。
し
か
し
、
通
説
は
、
証

拠
評
価
お
よ
び
証
明
度
の
双
方
と
も
に
法
廷
地
法
が
適
用
さ
れ
る
こ

と
を
前
提
と
し
て
い
る
。

　

証
拠
評
価
に
つ
い
て
は
、
こ
ん
に
ち
、
法
廷
地
法
が
基
準
に
な
る

こ
と
は
一
般
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る）（（
（

。
し
た
が
っ
て
、
ド
イ
ツ
の
裁

判
所
は
、
か
な
ら
ず
民
事
訴
訟
法
二
八
六
条
を
適
用
し
て
い
る
。
こ

の
点
に
関
す
る
根
拠
は
、
む
し
ろ
実
際
上
の
理
由
に
基
づ
く
。
す
な

わ
ち
、
自
由
心
証
と
い
う
原
則
は
、
裁
判
所
が
弁
論
の
全
趣
旨
お
よ

び
証
拠
調
べ
の
結
果
に
基
づ
い
て
自
由
な
心
証
に
基
づ
き
判
断
す
る

も
の
で
あ
る
が
、
外
国
法
に
よ
る
ル
ー
ル
に
よ
っ
て
置
き
換
え
る
こ

と
が
可
能
な
、
抵
触
法
上
有
意
な
連
結
点
と
し
て
役
に
立
つ
対
象
と

は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
現
実
的
な
合
理
的
判
断
、
自
然
科
学
お
よ

び
論
理
性
が
重
要
で
あ
る）（（
（

。

　

し
か
し
ま
た
、
法
廷
地
法
の
適
用
は
、
い
わ
ゆ
る
事
実
上
の
推
定
、

す
な
わ
ち
、
経
験
則
か
ら
の
推
論
、
と
く
に
表
見
証
明
（
一
応
の
証

明Prim
a-facie Bew

eis

）
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
の
が
適
切
で
あ

る
と
考
え
る）（（
（

。
こ
れ
は
、
証
明
責
任
ル
ー
ル
で
は
な
く
、
裁
判
官
に

よ
る
心
証
形
成
の
問
題
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
裁
判
官
に
よ
る
自

由
な
証
拠
評
価
と
い
う
認
識
方
法
の
問
題
で
あ
る
。
事
実
上
の
推
定

で
は
実
体
法
に
よ
る
衡
平
の
考
慮
が
明
ら
か
で
あ
る
と
し
て
も
、
こ

の
考
慮
は
第
一
に
裁
判
の
効
率
性
に
貢
献
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ

ゆ
え
、
―
―
一
般
に
普
及
し
て
い
る
立
場
と
異
な
り）（（
（

―
―
法
廷
地
法

に
服
す
る
の
が
正
し
い）（（
（

。

　

と
く
に
大
い
に
議
論
さ
れ
、
か
つ
困
難
な
問
題
は
、
証
明
度
に
関

す
る
準
拠
法
の
確
定
で
あ
る）（（
（

。
す
で
に
言
及
し
た
よ
う
に
、
証
明
度

に
関
す
る
ル
ー
ル
は
、
訴
訟
法
に
お
い
て
も
、
ま
た
実
体
法
に
お
い

て
も
見
出
せ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
よ
う
な
事
態
は
驚
く
に
値

し
な
い
。
こ
こ
で
も
、
通
説
は
、
法
廷
地
法
を
基
準
に
す
る）（（
（

。
し
か

し
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
実
体
法
的
な
衡
量
と
密
接
な

関
係
を
有
す
る
こ
と
を
理
由
に
、
多
く
の
学
説
か
ら
疑
問
が
投
げ
か

け
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
学
説
は
反
対
に
つ
ね
に
準
拠
実
体
法
を

適
用
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る）（（
（

。
折
衷
説
に
よ
る
と
、
原
則
的
証
明

度
お
よ
び
訴
訟
法
上
定
め
ら
れ
た
例
外
に
つ
い
て
の
み
法
廷
地
法
が

適
用
さ
れ
、
他
方
で
、
実
体
法
規
定
が
有
す
る
証
明
度
に
関
す
る

ル
ー
ル
は
準
拠
実
体
法
が
基
準
と
な
る
と
さ
れ
る）（（
（

。
も
っ
と
も
、
こ

の
よ
う
な
区
別
を
行
う
こ
と
に
対
し
て
は
、
ル
ー
ル
が
訴
訟
法
ま
た
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は
実
体
法
に
置
か
れ
て
い
る
の
は
往
々
に
し
て
偶
然
で
し
か
な
く
、

法
律
関
係
の
性
質
決
定
の
問
題
に
と
っ
て
は
さ
し
た
る
重
要
性
を
有

す
る
も
の
で
は
な
い
と
の
批
判
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
通
説
に
し

た
が
い
、
法
廷
地
法
を
適
用
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
心

証
の
程
度
（
つ
ま
り
、
証
明
度
に
関
す
る
ル
ー
ル
）
お
よ
び
心
証
の

形
成
（
つ
ま
り
、
法
廷
地
法
に
服
す
る
証
拠
評
価
に
関
す
る
ル
ー

ル
）
は
、
相
互
に
非
常
に
密
接
な
関
係
に
あ
る
の
で
、
両
者
を
別
個

の
法
秩
序
に
服
さ
せ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
ま
っ
た
く
実
用
性
を
欠
く

こ
と
に
な
ろ
う
。

Ⅴ　

証
明
度
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法

１
．
概
観

　

Ｅ
Ｕ
は
、
証
拠
法
を
含
む
民
事
手
続
法
の
領
域
に
お
い
て
一
般
的

な
立
法
権
限
を
有
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
真
の
意
味
で
の

〝
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
証
拠
法
〟
な
る
も
の
は
な
く
、
む
し
ろ
、
こ
の
点
に

関
す
る
い
く
つ
か
の
個
別
的
な
示
唆
を
有
す
る
に
す
ぎ
な
い）（（
（

。
そ
し

て
、
す
で
に
Ｅ
Ｕ
法
は
、
こ
ん
に
ち
で
は
、
渉
外
民
事
事
件
に
お
い

て
重
要
な
意
義
を
有
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
国
際
民
事
手
続
法
に

お
い
て
は
、
Ｅ
Ｕ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
機
能
条
約
八
一
条
に
基
づ
き
、

各
構
成
国
の
法
規
定
を
平
準
化
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
、
し
か
も
、
証

拠
収
集
の
協
力
に
関
し
て
そ
の
こ
と
を
認
め
て
い
る
（
二
項
（
ｄ
））。

す
な
わ
ち
、
Ｅ
Ｕ
は
、
民
商
事
事
件
に
お
け
る
証
拠
調
べ
の
領
域
に

お
け
る
構
成
国
裁
判
所
間
の
協
力
に
関
す
る
二
〇
〇
一
年
五
月
二
八

日
の
指
令
（N

r.1206/2001

）
を
発
令
す
る
権
限
を
有
し
て
い
た

（EuBew
V

O

）
（（
（

）。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
証
拠
規
則
で

は
、
国
際
司
法
共
助
お
よ
び
域
外
証
拠
調
べ
を
扱
う
だ
け
で
あ
り
、

本
報
告
で
関
心
を
有
す
る
問
題
は
扱
っ
て
い
な
い
。
証
明
度
は
、
そ

の
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
の
立
法
に
お
い
て
も
普
遍
的
に
妥
当
す
る
も

の
と
し
て
は
定
め
ら
れ
て
い
な
い
。
も
っ
と
も
、
特
別
な
法
領
域
で

は
い
く
つ
か
の
指
令
お
よ
び
規
則
に
お
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
の
立

法
者
は
、
構
成
国
裁
判
所
に
む
け
た
証
明
度
な
い
し
証
拠
評
価
に
つ

い
て
特
定
の
準
則
を
設
け
よ
う
と
し
て
い
た
。
こ
の
現
象
は
、
近
時
、

た
し
か
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
関
係
に
お
い
て
認
識
さ
れ
議
論
さ
れ
て
い

る
が
、
こ
れ
ま
で
、
立
法
行
為
に
お
い
て
支
配
的
に
な
る
ま
で
理
論

的
に
整
理
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い）（（
（

。
以
下
で
も
、
い
く
つ
か
の

局
面
に
つ
い
て
、
例
を
挙
げ
て
言
及
す
る
に
と
ど
め
ざ
る
を
得
な
い）（（
（

。

２
．
カ
ル
テ
ル
法

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
一
次
法
は
、
競
争
保
護
に
関
す
る
カ
ル
テ
ル
法
上
の

諸
規
定
を
定
め
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
諸
規
定
は
こ
ん
に
ち
で
は
機
能

条
約
一
〇
一
条
お
よ
び
一
〇
二
条
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。
二
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〇
〇
二
年
一
二
月
一
六
日
の
規
則
（N

r.1/200（

）
が
、
Ｅ
Ｕ
競
争

法
の
実
施
に
貢
献
し
て
い
る）（（
（

。
同
規
則
は
、
た
し
か
に
証
明
責
任
に

つ
い
て
規
定
し
て
い
る
が
（
二
条
）、
証
明
度
お
よ
び
証
拠
評
価
に

関
す
る
各
構
成
国
の
規
定
に
変
更
を
加
え
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を

明
ら
か
に
し
て
い
る
（
検
討
理
由
五
）。
そ
れ
ゆ
え
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

司
法
裁
判
所
は
、
判
例
上
一
貫
し
て
構
成
国
法
が
基
準
と
な
る
こ
と

を
出
発
点
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
同
時
に
ま
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司

法
裁
判
所
は
、
各
国
の
訴
訟
法
は
機
能
条
約
一
〇
一
条
お
よ
び
一
〇

二
条
の
効
果
的
な
適
用
を
害
し
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る

効
果
原
則
（Effektivitätsgrundsatz
）
を
強
調
し
た
。
そ
の
こ

と
か
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
は
、
た
と
え
ば
、
Ｅ
Ｕ
競
争
法

に
違
反
し
て
い
る
こ
と
の
証
明
は
、
直
接
証
拠
に
基
づ
く
だ
け
で
な

く
、
情
況
証
拠
（Indizien

）
に
よ
る
こ
と
も
で
き
る
と
し
た）（（
（

。

　

Ｅ
Ｕ
競
争
法
を
現
実
的
に
実
施
す
る
こ
と
を
さ
ら
に
改
善
す
る
た

め
に
、
構
成
国
お
よ
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
の
競
争
法
規
違
反
に
基
づ

く
構
成
国
法
に
よ
る
損
害
賠
償
訴
訟
の
た
め
の
一
定
の
規
定
に
関
す

る
二
〇
一
四
年
一
一
月
二
六
日
の
指
令
（201（/10（/EU

）
が
公
布

さ
れ
た）（（
（

。
こ
の
指
令
は
、
二
〇
一
六
年
一
二
月
二
七
日
ま
で
に
各
構

成
国
法
に
置
き
換
え
ら
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
指
令
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
証
拠
法
上
の
重
要
な
ル
ー
ル
、
と
く
に
、
証
拠
開
示

（
五
条
以
下
）、
証
明
妨
害
（
八
条
）、
表
見
証
明
（
九
条
二
項
）、
お

よ
び
証
明
責
任
（
一
三
条
か
ら
一
五
条
、
お
よ
び
一
七
条
）
に
関
す

る
ル
ー
ル
を
定
め
て
い
る
。
さ
ら
に
、
明
ら
か
に
独
自
の
証
明
度
を

前
提
と
し
て
い
る
規
定
が
い
く
つ
か
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し

て
、
五
条
一
項
一
文
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、〝
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
に

お
け
る
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
、
合
理
的
な

支
出
に
よ
っ
て
入
手
可
能
な
事
実
お
よ
び
証
拠
方
法
が
損
害
賠
償
請

求
権
の
合
理
的
存
在
を
十
分
認
め
る
場
合
に
、
こ
れ
ら
の
事
実
お
よ

び
証
拠
方
法
を
用
い
て
根
拠
を
示
し
た
原
告
の
申
立
て
に
基
づ
き
、

各
国
の
裁
判
所
が
本
章
に
定
め
る
要
件
に
し
た
が
い
、
被
告
ま
た
は

第
三
者
を
通
じ
て
、
こ
れ
ら
の
者
が
処
分
権
能
を
有
す
る
重
要
な
証

拠
方
法
の
開
示
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
、
構
成
国
は
確
保

す
る
も
の
と
す
る
〟
と
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
指
令
は
四
条
一
文
に
お
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司

法
裁
判
所
が
発
展
さ
せ
て
き
た
効
果
原
則
を
明
示
的
に
強
調
し
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、〝
損
害
賠
償
請
求
権
を
主
張
す
る
た
め
の
各
国
の

規
定
お
よ
び
手
続
は
す
べ
て
、
競
争
法
違
反
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害

の
完
全
な
賠
償
を
求
め
る
Ｅ
Ｕ
法
の
行
使
を
実
際
上
不
可
能
に
し
た

り
、
ま
た
は
著
し
く
困
難
な
も
の
と
し
な
い
よ
う
に
構
成
さ
れ
、
ま

た
適
用
さ
れ
る
〟
と
規
定
し
て
い
る
。
一
七
条
一
項
が
明
ら
か
に
し

て
い
る
の
は
、
こ
の
こ
と
が
、
と
く
に
損
害
範
囲
の
確
定
に
関
す
る

証
明
責
任
お
よ
び
証
明
度
に
関
す
る
各
国
の
規
定
に
適
用
さ
れ
る
こ
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と
、
お
よ
び
、
裁
判
官
に
よ
る
損
害
額
の
評
価
が
可
能
で
あ
る
こ
と

が
定
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
で
あ
る
。
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、

最
近
の
判
決
で
、
こ
の
こ
と
に
依
拠
し
た）（（
（

。
そ
の
際
に
裁
判
所
は
、

カ
ル
テ
ル
法
に
違
反
し
た
こ
と
で
損
害
が
生
じ
た
か
否
か
、
損
害
が

生
じ
た
と
し
た
ら
ど
の
程
度
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
民
事
訴

訟
法
二
八
六
条
と
い
う
通
常
の
証
明
度
が
適
用
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、

民
事
訴
訟
法
二
八
七
条
一
項
と
い
う
軽
減
さ
れ
た
証
明
度
が
適
用
さ

れ
る
と
判
断
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
確
実
な
根
拠
に
基
づ
く
、
優
越

的
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
蓋
然
性
で
十
分
で
あ
る
と
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
連
邦
通
常
裁
判
所
の
考
え
に
よ
れ

ば
、
指
令
の
方
向
性
か
ら
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

〝
カ
ル
テ
ル
法
違
反
に
よ
り
損
害
が
発
生
し
た
か
否
か
と
い
う
問
題

に
つ
い
て
、
民
事
訴
訟
法
二
八
七
条
一
項
で
は
な
く
二
八
六
条
の
規

定
を
適
用
し
た
場
合
に
は
、
Ｅ
Ｕ
カ
ル
テ
ル
法
の
効
果
的
な
実
施
が

阻
害
さ
れ
て
し
ま
う
危
険
が
生
じ
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
市
場
に
対

し
て
効
果
的
な
影
響
を
及
ぼ
す
要
素
が
多
様
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が

み
る
と
、
あ
る
カ
ル
テ
ル
法
違
反
に
関
与
し
た
市
場
関
係
者
が
実
際

上
も
損
害
を
生
じ
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
裁
判
所
が
完
全

に
確
信
す
る
ま
で
に
は
至
ら
な
い
こ
と
が
往
々
に
し
て
生
じ
る
か
ら

で
あ
る
〟
と）（（
（

。

３
．
国
際
民
事
手
続
法

　

国
際
民
事
手
続
法
の
領
域
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
規
則
は
実
際
上
非

常
に
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
国
際
裁
判
管
轄
、
外
国
判
決
の
承

認
・
執
行
お
よ
び
国
際
司
法
共
助
と
い
っ
た
問
題
が
該
当
す
る
。
し

か
し
、
こ
れ
ら
は
、
通
常
、
少
な
く
と
も
明
示
的
に
は
証
明
度
や
証

拠
評
価
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
な
い
。

　

そ
こ
で
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
（
Ⅰ
ａ
）
規
則
の
範
囲
で
は）（（
（

、
ド
イ
ツ

の
受
訴
裁
判
所
は
民
事
訴
訟
法
二
八
六
条
一
項
の
基
準
に
基
づ
い
て
、

原
告
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
管
轄
を
根
拠
づ
け
る
事
情
が
実
際
に
存

在
す
る
の
か
否
か
を
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）（（
（

。
た
し
か
に
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
は
、
不
法
行
為
地
裁
判
籍
が
い
う
と
こ
ろ
の
損
害
を

発
生
さ
せ
る
事
象
が
何
で
あ
る
の
か
を
定
め
て
い
る
（
こ
ん
に
ち
の
、

ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
（
Ⅰ
ａ
）
規
則
七
条
二
号
）。
こ
れ
に
対
し
て
、
裁

判
官
が
ど
の
よ
う
な
要
件
の
下
で
、
そ
の
事
象
が
実
際
に
生
じ
た
と

前
提
に
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
は
、［
ブ
リ
ュ
ッ

セ
ル
（
Ⅰ
ａ
）
規
則
と
い
う
］
統
一
的
な
管
轄
に
関
す
る
法
で
は
な

く
、
法
廷
地
法
［
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
構
成
国
法
］
に
よ
っ
て

定
ま
る）（（
（

。
も
っ
と
も
、
証
拠
評
価
お
よ
び
証
明
度
に
関
す
る
統
一
的

な
基
準
が
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
（
Ⅰ
ａ
）
規
則
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
場

合
が
あ
り
、
そ
れ
は
被
告
が
応
訴
し
な
か
っ
た
場
合
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、〝
裁
判
所
の
管
轄
が
本
規
則
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
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な
い
〟
と
き
に
は
、
裁
判
所
は
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
（
Ⅰ
ａ
）
規
則
二

八
条
一
項
に
基
づ
き
職
権
で
無
管
轄
を
宣
言
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
規
定
に
関
す
る
ド
イ
ツ
の
解
説
に
お
い
て
、
法
廷
地
法
あ
る
い

は
民
事
訴
訟
法
二
八
六
条
が
ま
っ
た
く
言
及
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、

注
目
に
値
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
、［
当
事
者
の
管
轄
の

利
益
に
対
す
る
］
保
護
目
的
に
依
拠
し
て
、
裁
判
所
は
管
轄
原
因
事

実
の
存
在
を
〝
確
信
〟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
か
れ
る）（（
（

。
こ
の

意
味
に
お
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
も
ま
た
、
こ
の
よ
う
な

場
合
に
管
轄
の
審
査
に
際
し
て
、〝
証
明
力
の
あ
る
情
況
証
拠
〟
が

重
要
で
あ
る
と
折
に
触
れ
強
調
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
表
現
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
が
規
則
独
自
の
証
明
度
を
設
定
し
て
い
る

と
の
前
提
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
る）（（
（

。

　

と
く
に
、
規
則
が
ど
の
程
度
の
証
明
度
を
定
め
て
い
る
の
か
と
い

う
問
題
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
手
続
法
を
独
自
に
創
設
し
て
い
る
各
規
則

に
委
ね
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
、
ま
だ
不
明
確
な
こ
と
が

多
く
、
た
と
え
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
少
額
請
求
規
則
が
そ
う
で
あ
る）（（
（

。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
少
額
請
求
規
則
九
条
一
項
一
文
で

は
、
裁
判
所
は
、〝
証
拠
の
許
容
性
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
規
定
の

範
囲
内
で
、
判
決
を
下
す
の
に
必
要
な
〟
証
拠
方
法
お
よ
び
証
拠
調

べ
の
範
囲
を
決
定
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
は
、
証
拠
方
法

の
許
容
性
、
そ
し
て
ま
た
証
明
度
お
よ
び
証
拠
評
価
に
つ
い
て
も
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
少
額
請
求
規
則
で
は
な
く
法
廷
地
法
に
よ
る
も
の
と
理

解
さ
れ
て
い
た）（（
（

。
し
か
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
が
こ
の
問
題

を
扱
う
場
合
に
、
こ
れ
と
異
な
る
判
断
を
す
る
こ
と
は
排
除
さ
れ
て

い
な
い
。
ま
っ
た
く
同
様
の
問
題
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
督
促
手
続
に
つ

い
て
も
生
ず
る）（（
（

。
た
と
え
ば
、
裁
判
所
が
、
法
廷
地
法
の
基
準
で
は

な
く
規
則
独
自
の
基
準
に
基
づ
き
、
い
か
な
る
要
件
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

支
払
命
令
の
発
令
申
立
て
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
督
促
規
則
一
一
条
一
項
に

い
う
〝
明
ら
か
に
理
由
不
十
分
〟
で
あ
る
と
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
か
が
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

　

通
説
が
証
明
度
に
つ
い
て
統
一
的
な
ル
ー
ル
で
あ
る
と
理
解
す
る

最
近
の
例
は
、
民
商
事
事
件
に
お
け
る
国
境
を
越
え
た
債
権
回
収
の

簡
素
化
を
顧
慮
し
た
口
座
の
仮
差
押
え
に
関
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
決
定

の
た
め
の
手
続
の
実
施
に
関
す
る
二
〇
一
四
年
五
月
一
四
日
の
指
令

（N
r. 6（（/201（

）
で
あ
る）（（
（

。
申
立
て
が
な
さ
れ
た
裁
判
所
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
口
座
仮
差
押
規
則
七
条
に
し
た
が
い
、
仮
差
押
え
を
発

令
す
る
た
め
に
個
別
的
に
定
め
ら
れ
て
い
る
要
件
を
充
足
し
て
い
る

こ
と
に
つ
き
、〝
裁
判
所
が
も
っ
と
も
で
あ
る
と
す
る
に
十
分
な
証

拠
方
法
を
債
権
者
が
提
出
し
た
〟
場
合
に
は
、
仮
差
押
え
決
定

（Beschluss

）
を
下
す
。
こ
の
規
定
は
、
一
般
的
に
は
、
規
則
の
立

法
者
が
、〝
そ
う
考
え
る
の
が
も
っ
と
も
で
あ
る
（berechtigte 

A
nnahm

e
）〟
と
い
う
概
念
を
用
い
て
、
証
明
度
に
関
す
る
各
構
成
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国
の
ル
ー
ル
を
適
用
す
る
こ
と
を
指
示
せ
ず
に
、
規
則
独
自
の
基
準

を
創
設
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
解
さ
れ
て
い
る）（（
（

。
も
っ
と
も
、
こ
の

規
則
独
自
の
基
準
が
ど
の
程
度
厳
格
な
の
か
と
い
う
、
さ
ら
に
微
妙

な
問
題
が
あ
る
。
多
く
の
見
解
は
、
こ
の
場
合
に
は
、
ド
イ
ツ
民
事

訴
訟
法
二
九
四
条
に
い
う
疎
明
と
同
様
の
原
則
が
適
用
さ
れ
る
と
す

る
）
（（
（

。
こ
れ
に
対
し
て
、
他
の
見
解
は
、
裁
判
所
の
完
全
な
確
信
を
要

求
す
べ
き
で
は
な
い
が
、
民
事
訴
訟
法
二
九
四
条
の
場
合
よ
り
も
厳

格
な
程
度
を
規
則
は
要
求
し
て
い
る
と
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
し
て
、

と
り
わ
け
申
立
人
の
宣
誓
に
代
わ
る
保
証
で
は
十
分
で
は
な
い
と
す

る
）
（（
（

。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
が
、
規
則
の
機
能
に
と
っ
て
中
心
と

な
る
こ
の
問
題
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
機
会
を
直
ち
に
有
す
る
こ

と
が
望
ま
し
い
。

４
．
差
別
禁
止
法

　

証
明
度
に
関
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
基
準
が
議
論
さ
れ
る
別
の
例
を
、

簡
単
に
述
べ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
複
数
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
指
令
が
差
別
を
禁
止
し
）
（（
（

、
不
当
に
不
利
益
を
被
っ
た
こ
と
を

主
張
す
る
当
事
者
の
た
め
に
立
証
軽
減
を
定
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

指
令
の
置
換
え
は
、
ド
イ
ツ
で
は
、
一
般
平
等
待
遇
法
（
Ａ
Ｇ
Ｇ
）

に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る）（（
（

。
一
般
平
等
待
遇
法
一
条
は
、
人
種
、
民

族
上
の
出
自
、
性
別
、
宗
教
・
世
界
観
、
障
害
、
年
齢
ま
た
は
性
的

同
一
性
を
理
由
と
す
る
不
利
益
な
扱
い
を
禁
止
し
て
い
る
。
一
般
平

等
待
遇
法
二
二
条
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
権
利
の
保
護
に
関
係
す
る
。

す
な
わ
ち
、〝
訴
訟
に
お
い
て
、
一
方
の
当
事
者
が
、
一
条
に
掲
げ

ら
れ
た
事
由
に
つ
い
て
不
利
益
を
受
け
た
こ
と
を
推
定
さ
せ
る
情
況

を
証
明
し
た
場
合
に
は
、
相
手
方
当
事
者
は
、
不
利
益
を
保
護
す
る

規
定
に
違
反
し
て
い
な
い
こ
と
を
提
示
す
る
証
明
責
任
を
負
う
〟。

　

こ
の
規
定
は
、
主
張
責
任
を
軽
減
し
、
証
明
度
を
下
げ
、
そ
し
て

証
明
責
任
を
転
換
し
た
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る）（（
（

。
す
な
わ
ち
、
原
告

が
一
般
平
等
待
遇
法
違
反
を
援
用
し
、
一
般
平
等
待
遇
法
一
条
に
掲

げ
ら
れ
た
事
由
に
基
づ
く
不
利
益
が
生
じ
て
い
る
こ
と
を
、
優
越
的

な
蓋
然
性
の
程
度
で
導
く
こ
と
が
で
き
る
情
況
を
提
示
す
る
と
、
原

告
は
主
張
・
証
明
責
任
を
果
た
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
よ
り
、

不
利
益
に
つ
い
て
推
定
が
生
じ
、
そ
し
て
被
告
は
、
平
等
待
遇
原
則

が
侵
害
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
証
明
責
任
を
負
う
。
し
か
し
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
通
常
の
証
明
度
、
つ
ま
り
民
事
訴
訟
法
二
八
六
条

が
適
用
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
被
告
は
、
一
般
平
等
待
遇
法
一
条
に

掲
げ
ら
れ
た
事
由
以
外
の
事
由
が
原
告
に
対
す
る
扱
い
を
専
ら
生
じ

さ
せ
た
と
い
う
こ
と
を
、
裁
判
所
に
確
信
さ
せ
る
よ
う
な
事
実
を
主

張
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
っ
と
も
、

学
説
で
は
、
差
別
禁
止
に
関
す
る
指
令
お
よ
び
立
証
軽
減
に
関
し
て

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
の
判
例
が
要
求
す
る
規
準
を
置
き
換
え
る
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の
に
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
で
十
分
で
あ
る
の
か
疑
問
も
指
摘
さ
れ
て

い
る）（（
（

。

５
．
展
望

　

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
Ｅ
Ｕ
は
目
下
の
と
こ
ろ
、
民
事
訴
訟
法

そ
し
て
証
拠
法
の
領
域
で
一
般
的
な
立
法
権
限
を
有
し
て
い
な
い
が
、

各
国
の
訴
訟
法
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
民
事
訴
訟
法
に
よ
っ
て
暫
時
交
換
的

に
補
充
す
る
こ
と
に
、
や
が
て
非
常
に
多
く
の
力
を
注
ぐ
こ
と
に
な

る
の
は
避
け
ら
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る）（（
（

。
こ
の
こ
と
と
の
関
係
で

は
、〝
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
民
事
訴
訟
法
（European Rules of Civil 

Procedure

）〟
を
制
定
す
る
こ
と
を
任
務
と
す
る
、
ウ
ィ
ー
ン
に

所
在
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
律
協
会
（
Ｅ
Ｌ
Ｉ
）
の
作
業
が
指
摘
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
野
心
的
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
ア
メ
リ

カ
法
律
協
会
（
Ａ
Ｌ
Ｉ
）
や
私
法
統
一
国
際
協
会
（
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｄ
Ｒ
Ｏ

Ｉ
Ｔ
）
（（
（

）
に
よ
っ
て
す
で
に
二
〇
〇
四
年
に
発
表
さ
れ
た
、〝
国
境
を

越
え
た
民
事
訴
訟
に
関
す
る
諸
原
則
（Principles of T

rans
national Civil Procedure

）〟
と
関
連
付
け
ら
れ
る）（（
（

。
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
・
ル
ー
ル
は
、
と
く
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
法
的
交
流
に
向
け
ら
れ
て

お
り
、
そ
の
ル
ー
ル
は
渉
外
事
案
と
国
内
事
案
の
双
方
を
含
む
も
の

で
あ
る）（（
（

。

　

計
画
中
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ル
ー
ル
の
う
ち
で
重
要
な
部
分
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
律
協
会
の
作
業
部
会
が
独
自
に
関
わ
っ
て
い
る
〝
情

報
お
よ
び
証
拠
へ
の
ア
ク
セ
ス
〟
と
い
う
問
題
領
域
で
あ
る）（（
（

。
可
能

な
限
り
作
業
部
会
はA

LI/U
N

ID
RO

IT

に
内
容
上
沿
っ
て
い
る
。

そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
基
準
と
な
る
〝
証
明
度
〟
と
い
う
問
題
に
つ

い
て
も
妥
当
す
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
原
則
21
．
２
で
は
、〝
裁

判
所
が
、
あ
る
事
実
が
真
実
で
あ
る
と
合
理
的
に
確
信
し
た
と
き
は
、

そ
の
事
実
は
証
明
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
〟
と
さ
れ
て
お
り）（（
（

、
ま
た
、

作
業
部
会
は
、
二
〇
一
五
年
一
一
月
草
案
で
極
め
て
類
似
し
て
い
る

規
定
を
設
け
た
。
す
な
わ
ち
、〝
争
い
の
あ
る
事
実
は
、
裁
判
所
が

そ
の
事
実
が
真
実
で
あ
る
と
合
理
的
に
確
信
し
た
と
き
は
、
証
明
さ

れ
た
〟
と
し
た
。

　

こ
の
規
定
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ル
ー
ル
の
最
終
草
案
に
採
択
さ
れ

―
―
そ
し
て
、
い
つ
の
日
か
将
来
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
民
事
訴
訟
法
に
も

採
用
さ
れ
る
こ
と
は
、
非
現
実
的
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
一
見
す

る
と
、
こ
の
提
案
は
、
ま
っ
た
く
も
っ
て
適
切
か
つ
コ
ン
セ
ン
サ
ス

を
得
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
文
言
が
非
常
に
緩

や
か
に
定
め
ら
れ
て
い
る
た
め
多
義
的
と
な
る
こ
と
が
、
と
く
に
考

え
ら
れ
る
。
作
業
部
会
の
文
言
を
厳
密
に
受
け
取
る
と
、
作
業
部
会

は
む
し
ろ
軽
減
さ
れ
た
証
明
度
、
さ
ら
に
は
柔
軟
な
証
明
度
を
提
唱

し
て
い
る
と
の
考
え
が
生
じ
る
が）（（
（

、
し
か
し
、
こ
れ
は
ド
イ
ツ
法
の

通
説
と
は
一
致
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
他
に
、
原
則
的
証
明
度
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に
つ
い
て
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
得
ら
れ
る
文
言
に
し
た
と
し
て
も
、
そ

れ
程
多
く
の
こ
と
は
得
ら
れ
な
い
と
の
疑
念
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

現
実
の
法
適
用
に
際
し
て
は
、
い
か
な
る
要
件
の
下
で
証
明
度
の
変

更
が
許
さ
れ
、
あ
る
い
は
変
更
が
必
要
で
あ
る
か
、
ま
た
、
証
明
度
、

証
拠
評
価
お
よ
び
証
明
責
任
の
相
互
作
用
が
ど
の
よ
う
に
し
て
形
成

さ
れ
る
の
か
が
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。
裁
判
官
の
職
務
へ
の
理
解
と

発
展
し
た
訴
訟
文
化
に
密
接
な
関
連
性
を
有
す
る
こ
の
問
題
が
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
立
法
行
為
に
お
い
て
意
味
の
あ
る
も
の
と
し
て
定
め

ら
れ
る
の
か
は
、
疑
問
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
訳
者
付
記
）

　

本
翻
訳
は
、
二
〇
一
六
年
一
〇
月
三
一
日
（
月
）
に
慶
應
義
塾
大

学
三
田
キ
ャ
ン
パ
ス
に
お
い
て
行
わ
れ
た
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国

パ
ッ
サ
ウ
大
学
法
学
部
教
授
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
ハ
ウ
氏

（Professor D
r. W

olfgang H
au

）
に
よ
る
講
演
会
の
原
稿
で
あ

る
。
講
演
テ
ー
マ
の
原
題
は
、D

as Bew
eism

aß im
 Zivilprozess

︲A
ktuelle Fragen im

 deutschen, internationalen und 
europäischen Recht

で
あ
る
。
講
演
者
の
ハ
ウ
教
授
は
、
一
九

六
八
年
に
ド
イ
ツ
で
生
ま
れ
、
ザ
ー
ル
ラ
ン
ト
大
学
法
学
部
、
ト
リ

ア
ー
大
学
法
学
部
な
ど
で
学
び
、
ト
リ
ア
ー
大
学
リ
ン
ダ
ッ
ハ
ー
教

授
の
下
で
博
士
論
文
、
教
授
資
格
論
文
を
作
成
し
て
い
る
。
そ
の
後
、

日
本
に
お
い
て
も
証
明
責
任
論
で
著
名
な
ム
ジ
ラ
ー
ク
教
授
の
後
任

と
し
て
二
〇
〇
三
年
に
パ
ッ
サ
ウ
大
学
法
学
部
に
赴
任
し
（
民
法
、

民
事
訴
訟
法
お
よ
び
国
際
私
法
講
座
を
担
当
）、
法
学
部
長
（
二
〇

〇
八
年
か
ら
二
〇
一
〇
年
）、
副
学
長
（
二
〇
一
〇
年
か
ら
二
〇
一

四
年
）
を
歴
任
、
ま
た
、
二
〇
一
六
年
か
ら
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
高
等
裁
判

所
判
事
も
兼
務
し
て
い
る
。
ま
た
、
学
生
向
け
の
教
科
書
と
し
て
、

Linke/H
au, Internationales Zivilverfahrensrecht, 6. A

ufl. 
201（ (D

r. O
tto Schm

idt); M
usielak/H

au, Grundkurs BGB, 
1（. A

ufl. 201（ (C. H
. Beck)

な
ど
を
著
し
て
い
る
。

　

本
稿
翻
訳
に
際
し
て
は
、
講
演
者
の
ハ
ウ
教
授
の
了
解
の
も
と
、

日
本
語
の
理
解
を
優
先
し
て
訳
出
し
た
た
め
必
ず
し
も
文
法
に
は
忠

実
で
は
な
く
、
ま
た
、
適
宜
ド
イ
ツ
語
原
稿
に
は
な
い
言
葉
を
角
括

弧
（［　

］）
を
用
い
て
補
足
し
て
い
る
。

　

最
後
に
、
ハ
ウ
教
授
の
招
聘
に
際
し
て
は
、
石
川
明
教
授
記
念
手

続
法
研
究
所
（
理
事
長
・
三
上
威
彦
慶
應
義
塾
大
学
法
務
研
究
科
教

授
）
に
よ
る
財
政
的
援
助
を
受
け
た
こ
と
を
特
記
し
、
謝
意
を
表
す

る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
翻
訳
は
科
研
費
（
課
題
番
号

2（（（0102

）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
1
）　

と
き
に
は
、〝
証
明
基
準
（Bew

eiskriterium

）〟
と
い
う
同

義
語
で
語
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
説
く
の
は
、
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G

reger, Bew
eis und W

ahrscheinlichkeit, 197（, S. 2.

（
2
）　

ド
イ
ツ
語
圏
に
お
け
る
新
た
な
動
き
に
つ
い
て
は
、
ザ
ン
ク

ト
・
ガ
レ
ン
（St. Gallen

）
大
学
に
提
出
さ
れ
た
以
下
の
詳
細
な

教
授
資
格
論
文
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
。Schw

eizer, Bew
eis

w
ürdigung und Bew

eism
aß 

︲ Rationalität und Intuition, 
201（. 

同
書
は
、
と
く
に
経
験
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
に
も
基
づ
い

て
い
る
（
五
七
四
頁
以
下
）。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
以

下
の
書
評
が
あ
る
。A

hrens, ZZP 129 (2016), （（（; R
üssm

ann, 
D

as flexible Bew
eism

aß 

︲ eine juristische Entdeckung, 
F

estschrift G
ottw

ald, 201（, S. （（9; P
rütting, in: 

M
ünchener K

om
m

entar ZPO
, （. A

ufl. 2016, 

§ 2（6 Rz. （（a.

（
（
）　

た
と
え
ば
、Frisch, F

reie B
ew

eisw
ürdigung und 

Bew
eism

aß, Festschrift Stürner, 201（, Band I, S. （（9, 
（6（ ff. 

は
歴
史
的
発
展
を
含
め
た
民
事
お
よ
び
刑
事
訴
訟
を
扱
う
。

（
（
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、Brinkm

ann, D
as Bew

eism
aß im

 
Zivilprozess aus rechtsvergleichender Sicht, 200（

を
参
照

の
こ
と
。
さ
ら
に
、H
uber, D

as Bew
eism

aß im
 Zivilprozeß, 

19（（, S. （ ff.

が
あ
る
。

（
（
）　

こ
の
点
に
関
す
る
比
較
法
的
考
察
に
つ
い
て
は
、Stürner, 

B
ew

eisregeln und freie B
ew

eisw
ürdigung im

 
Zivilprozess der E

uropäischen Staaten, F
estschrift 

Picker, 2010, S. （09

を
参
照
の
こ
と
。

（
6
）　

た
と
え
ば
、A

hrens, D
er Bew

eis im
 Zivilprozess, 201（, 

K
apitel （ Rz. 6; Leipold, in: Stein/Jonas, ZPO

, 22. A
ufl. 

200（, 

§ 2（6 Rz. （

を
参
照
の
こ
と
。

（
7
）　

基
本
と
な
る
の
は
、BGH

, 17. 2. 1970 

︲ III ZR 1（9/67, 
BGH

Z （（, 2（（ = N
JW

 1970, 9（6, 9（（

で
あ
る
。
こ
の
ケ
ー
ス

に
関
す
る
最
近
の
視
点
に
よ
る
分
析
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、

H
uber, Indizienbew

eis, JuS 2016, 21（

を
参
照
の
こ
と
。

（
（
）　

同
趣
旨
を
説
く
の
は
、Jäckel, D

as Bew
eisrecht der ZPO

, 
2. A

ufl. 201（, Rz. 7（9. 

多
く
の
見
解
は
、
情
況
が
〝
明
ら
か
〟
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
法
律
が
規
定
し
て
い
る
場
合
（
参
照
、
民
法

三
一
九
条
一
項
、
六
六
〇
条
一
項
、
二
一
五
五
条
三
項
）
も
、
原
則

的
証
明
度
が
引
上
げ
ら
れ
た
と
考
え
る
。
そ
の
よ
う
に
説
く
の
は
、

M
ünchK

om
m

ZPO
/P

rütting, 

§ 2（6 Rz. （（; L
aum

en, in: 
Prütting/Gehrlein, ZPO

, （. A
ufl. 2016, 

§ 2（6 Rz. 27. 

こ
れ

に
反
対
す
る
の
は
、Foerste, in: M

usielak/V
oit, ZPO

, 1（. 
A

ufl. 2016, 

§ 2（6 Rz. 20. 

同
書
は
、〝
明
ら
か
〟
と
い
う
の
は
、

〝
一
見
し
て
（auf den ersten Blick

）〟
を
意
味
し
て
い
る
に
す

ぎ
な
い
と
い
う
。
も
っ
と
も
同
書
は
、
原
則
的
証
明
度
を
引
上
げ
て

い
る
も
の
と
し
て
別
の
例
を
挙
げ
て
い
る
（
民
法
八
二
六
条
に
基
づ

い
て
既
判
力
の
拘
束
力
を
破
る
場
合
）。

（
9
）　

表
見
証
明
（A

nscheinsbew
eis ; Prim

a-facieBew
eis

）

の
場
合
に
も
原
則
的
証
明
度
が
引
下
げ
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
議

論
は
、
付
随
的
に
し
か
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
通
説
は
こ
れ
を
否
定

す
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
よ
り
詳
細
に
論
じ
て
い
る
の
が
、
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A
hrens, D

er Bew
eis im

 Zivilprozess, K
apitel 16 Rz. 12 ff.; 

M
ünchK

om
m

ZPO
/Prütting, 

§ 2（6 Rz. （2 f. 

し
か
し
、
た
と

え
ば
、
こ
れ
と
異
な
る
の
は
、R

osenberg/Schw
ab/G

ottw
ald, 

Zivilprozessrecht, 17. A
ufl. 2010, 

§ 11（ Rz. 1（ und 17; 
Stein/Jonas/Leipold, 

§ 2（6 Rz. 1（（ ff.

（
10
）　

た
と
え
ば
、A

hrens, D
er Bew

eis im
 Zivilprozess, K

apitel 
17 Rz. （9; M

ünchK
om

m
ZPO

/Prütting, 

§ 29（ Rz. 2（ f. 

を

参
照
の
こ
と
。

（
11
）　

詳
細
は
、A

hrens, D
er Bew

eis im
 Zivilprozess, K

apitel 
17 Rz. 1 ff. 

を
参
照
の
こ
と
。

（
12
）　

た
と
え
ば
、
そ
の
よ
う
に
説
く
の
は
、M

ünchK
om

m
ZPO

/
Prütting, 

§ 2（7 Rz. （ und 17.

（
1（
）　

た
と
え
ば
、BGH

, 12. 7. 2016 

︲ K
ZR 2（/1（, BB 2016, 

21（（, 2192; R
osenberg/Schw

ab/G
ottw

ald, 
§ 11（ Rz. （

を
参

照
の
こ
と
。

（
1（
）　

そ
の
他
の
例
は
、M

usielak/V
oit/Foerste, 

§ 2（6 Rz. 21

を
参
照
の
こ
と
。

（
1（
）　

同
趣
旨
を
説
く
の
は
、
た
と
え
ば
、Jäckel, D

as Bew
eisrecht 

der ZPO
, Rz. 7（1; M

ünchK
om

m
ZPO

/Prütting, 

§ 2（6 Rz. 
2（.

（
16
）　BGH

, 17. 2. 1970 

︲ III ZR 1（9/67, BGH
Z （（, 2（（ = N

JW
 

1970, 9（6, 9（（.

（
17
）　

よ
り
詳
細
は
、K

atzenm
eier, Bew

eism
aßreduzierung und 

probabilistische Proportionalhaftung, ZZP 117 (200（), 1（7, 
190 ff.; M

ünchK
om

m
ZPO

/Prütting, 

§ 2（6 Rz. （（ f. 

を
参
照

の
こ
と
。

（
1（
）　

非
常
に
簡
に
し
て
要
を
得
て
い
るM

usielak/V
oit, Grundkurs 

ZPO
, 1（. A

ufl. 2016, Rz. （29

も
参
照
の
こ
と
。
ま
た
、
よ
り
詳

細
に
つ
い
て
は
、M

usielak/Stadler, Grundfragen des Bew
eis

rechts, 19（（, Rz. 1（7 ff. 

を
参
照
の
こ
と
。

（
19
）　

基
本
と
な
る
の
は
、BGH

, 17. 2. 1970 

︲ III ZR 1（9/67, 
BGH

Z （（, 2（（ = N
JW

 1970, 9（6, 9（（.

（
20
）　

た
と
え
ば
、A

hrens, D
er Bew

eis im
 Zivilprozess, K

apitel 
1（ Rz. （（ ff.; A

hrens, ZZP 129 (2016), （（（, （（6; G
reger, in: 

Zöller, ZPO
, （1. A

ufl. 2016, 

§ 2（6 Rz. 1（ f.; Prütting/
Gehrlein/Laum

en, 2（6 Rz. 2（; Stein/Jonas/Leipold, 

§ 2（6 
Rz. （ und 9; M

ünchK
om

m
ZPO

/Prütting, 

§ 2（6 Rz. （（ f.; 
M

usielak/V
oit, Grundkurs ZPO

, Rz. （2（; M
usielak/V

oit/
Foerste, 

§ 2（6 Rz. 1（; Schilken, Zivilprozessrecht, 7. A
ufl. 

201（, Rz.  （7（, （（9

を
参
照
の
こ
と
。

（
21
）　

こ
の
立
場
を
支
持
す
る
の
は
、
ふ
た
た
び
、Schw

eizer, 
Bew

eisw
ürdigung und Bew

eism
aß, S. （（2 ff.

（
22
）　

正
当
に
も
そ
の
よ
う
に
説
く
の
は
、K

atzenm
eier, ZZP 117 

(200（), 1（7, 21（ f.; Stein/Jonas/L
eipold, 

§ 2（6 R
z. 9; 

M
ünchK

om
m

ZPO
/Prütting, 

§ 2（6 Rz. （（ f.

（
2（
）　

そ
の
よ
う
に
説
く
の
は
、
た
と
え
ば
、K

atzenm
eier, ZZP 
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117 (200（), 1（7, 21（ f.; M

ünchK
om

m
ZPO

/Prütting, 

§ 2（6 
Rz. （（ f.

（
2（
）　

同
様
の
例
がBraun, Lehrbuch des Zivilprozeßrechts 

︲ Erkenntnisverfahren, 201（, S. 7（0

で
議
論
さ
れ
て
い
る
。

（
2（
）　

正
当
に
も
こ
の
こ
と
を
説
く
の
は
、K

atzenm
eier, ZZP 117 

(200（), 1（7, 20（ ff.; M
ünchK

om
m

ZPO
/Prütting, 

§ 2（6 Rz. 
（9.

（
26
）　

た
と
え
ば
、A

hrens, D
er Bew

eis im
 Zivilprozess, K

apitel 
1（ Rz. （2 f.; Zöller/G

reger, 

§ 2（6 Rz. 20; Jäckel, D
as 

Bew
eisrecht der ZPO

, Rz. 7（（; Stein/Jonas/Leipold, 

§ 2（6 
R

z. 10; M
ünchK

om
m

ZPO
/P

rütting, 

§ 2（6 R
z. （（; 

M
usielak/V

oit/F
oerste, 

§ 2（6 R
z. 1（; Schilken, 

Zivilprozessrecht, Rz. （（9

を
参
照
の
こ
と
。

（
27
）　

明
確
に
述
べ
る
の
は
、Prütting/Gehrlein/Laum

en, 

§ 
2（6 Rz. 26.

（
2（
）　

こ
れ
に
賛
成
す
る
の
は
、G

ottw
ald, D

as flexible 
Bew

eism
aß im

 englischen und deutschen Zivilprozess, 
Festschrift H

enrich, 2000, S. 16（, 17（ ff.; R
osenberg/

Schw
ab/G

ottw
ald, 

§ 11（ R
z. 1（; B

rinkm
ann, D

as 
Bew

eism
aß im

 Zivilprozess aus rechtsvergleichender 
Sicht, S. 66 ff.; R

üssm
ann, Festschrift Gottw

ald, S. （（9, 
（（7 ff.

（
29
）　

こ
れ
に
賛
成
す
る
の
は
、Schw

eizer, Bew
eisw

ürdigung 

und Bew
eism

aß, S. （（0 ff. 

そ
の
限
り
で
同
意
す
る
の
は
、

A
hrens, ZZP 129 (2016), （（（, （（6.

（
（0
）　

正
当
に
も
こ
の
こ
と
を
説
く
の
は
、M

ünchK
om

m
ZPO

/
Prütting, 

§ 2（6 Rz. （（a. Zöller/G
reger, 

§ 29（ Rz. 6

は
、
た

し
か
に
疎
明
の
柔
軟
性
を
要
求
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
優
越
的
蓋
然

性
と
い
う
文
言
を
厳
格
化
す
る
意
味
に
お
い
て
の
み
用
い
て
い
る
の

は
明
ら
か
で
あ
る
。

（
（1
）　

詳
細
は
、Linke/H

au, Internationales Zivilverfahrens
recht, 6. A

ufl. 201（, 

§ 10

も
参
照
の
こ
と
。

（
（2
）　

契
約
債
務
の
準
拠
法
に
関
す
る
二
〇
〇
八
年
六
月
一
七
日
の
規

則
（N

r. （9（/200（, A
Bl. 200（ L 177/6

）。

（
（（
）　

契
約
外
債
務
の
準
拠
法
に
関
す
る
二
〇
〇
七
年
七
月
一
一
日
の

規
則
（N

r. （6（/2007, A
Bl. 2007 L 199/（0

）。

（
（（
）　Coester-W

altjen, Internationales Bew
eisrecht 

︲ D
as 

auf den Bew
eis anw

endbare Recht in Rechtsstreitigkeiten 
m

it A
uslandsbezug, 19（（, Rz. 6（（.

（
（（
）　Coester-W

altjen, Rz. 6（（ ff.

（
（6
）　

近
時
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
を
め
ぐ
る
証
拠
法
上
の 

観
点
に
つ
い
て
は
、W

iller, Gegenseitiges V
ertrauen in die 

R
echtspflege der M

itgliedstaaten als hinreichende 
Bedingung für die A

nerkennung von Entscheidungen 
nach der EuGV

V
O

?, ZZP 127 (201（), 99, 10（ ff. 

が
注
目
に

値
す
る
。
同
論
文
で
は
、
ド
イ
ツ
と
フ
ラ
ン
ス
の
法
的
交
流
に
関
す



（（

民事訴訟における証明度

る
例
を
基
に
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
（7
）　

同
様
の
こ
と
を
説
く
の
は
、Schack, Internationales 

Zivilverfahrensrecht, 6. A
ufl. 201（, Rz. 7（（ f.

（
（（
）　

そ
の
よ
う
に
説
く
の
は
、W

olf, A
bbau prozessualer 

Schranken im
 europäischen Binnenm

arkt, in: Grunsky, 
W

ege zu einem
 europäischen Zivilprozeßrecht, 1992, S. 

（（, （（ ff.

（
（9
）　Coester-W

altjen, Rz. 62（ f.

（
（0
）　BGH

, （0. 7. 19（（ – V
I ZR （2/（（, JZ 19（（, 702; BGH

, （. 
（. 2006 

︲ X
II ZR 19（/0（, N

JW
 2006, （（16; A

hrens, D
er 

B
ew

eis im
 Zivilprozess, K

apitel （（ R
z. 22; G

eim
er, 

Internationales Zivilprozessrecht, 7. A
ufl. 201（, Rz. 2（（（; 

N
agel/G

ottw
ald, Internationales Zivilprozessrecht, 7. 

A
ufl. 201（, 

§ 9 Rz. （1; Stein/Jonas/Leipold, 
§ 2（6 Rz. 1（; 

Schack, Bew
eisregeln und Bew

eism
aß im

 Internationalen 
Zivilprozessrecht, Festschrift CoesterW

altjen, 201（, S. 
72（, 727.

（
（1
）　Spellenberg, in: Staudinger, B

G
B

, Internationales 
V

erfahrens recht in Ehesachen, 2016, A
nhang zu 

§106 
Fam

FG Rz. 176

を
参
照
の
こ
と
。

（
（2
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
の
近
時
の
議
論
は
、
た
と
え
ば
、M

usielak, 
D

ie sog. tatsächliche V
erm

utung, JA
 2010, （61; K

opp/
Schm

idt, D
ie richterliche Ü

berzeugung von der W
ahrheit 

und der Indizienbew
eis im

 Zivilprozess, JR 201（, （1

を
参

照
の
こ
と
。

（
（（
）　

準
拠
実
体
法
の
適
用
を
支
持
す
る
の
は
、Coester-W

altjen, 
Rz. （（1 ff.; G

eim
er, Rz. 2291; Zw

ickel, D
er A

nscheins
bew

eis zw
ischen lex causae und lex fori im

 Bereich des 
französischen Straßenverkehr shaftungsrechts, IPRax 
201（, （（1.

（
（（
）　BGH

, （. 10. 19（（ – I ZR 112/（2, N
JW

 19（（, （（（; LG 
Saarbrücken, 11. （. 201（ – 1（ S 21/1（, N

JW
 201（, 2（2（, 

2（2（; N
agel/G

ottw
ald, 

§ 9 Rz. （9; Linke/H
au, Rz. 10.10; 

Schack, Rz. 7（6; T
hole, A

nscheinsbew
eis und Bew

eis
vereitelung im

 harm
onisierten Europäischen K

ollisions
recht 

︲ ein Prüfstein für die A
bgrenzung zw

ischen lex 
causae und lex fori, IPRax 2010, 2（（.

（
（（
）　Schack, Rz. 77（

を
参
照
の
こ
と
。
同
書
は
、〝
国
際
証
拠
法

の
最
も
困
難
な
問
題
で
あ
る
〟
と
す
る
。
も
っ
と
も
国
際
仲
裁
で
は

特
別
な
問
題
が
生
じ
る
。
国
際
仲
裁
で
は
基
準
と
な
る
証
明
度
を
合

意
に
よ
っ
て
確
定
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

K
reindler, Praktiken und V

erfahren im
 H

inblick auf die 
B

ew
eisführung in internationalen Schiedsverfahren, 

ZV
glRW

iss 11（ (201（), （（1

を
参
照
の
こ
と
。

（
（6
）　

そ
の
よ
う
に
説
く
の
は
、
た
と
え
ば
、O

LG K
oblenz, （. 2. 

199（ – 2 U
 （（（/（9, IPRax 199（, （02; LG Saarbrücken, 9. （. 
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2012 – 1（ S （1/11, N

JW
RR 2012, （（（, （（6; Linke/H

au, 
R

z. 10.12; M
ünchK

om
m

ZPO
/P

rütting, 

§ 2（7 R
z. （6; 

Schack, Festschrift CoesterW
altjen, S. 72（, 7（0 f.

（
（7
）　C

oester-W
altjen, R

z. （（（ ff.; G
eim

er, R
z. 2（（（ ff.; 

Staudinger/Spellenberg, A
nhang zu 

§ 106 Fam
FG Rz. 

17（.

（
（（
）　

そ
の
よ
う
に
説
く
の
は
、Bücken, Internationales Bew

eis
recht im

 Europäischen internationalen Schuldrecht, 2016, 
S. 1（（ ff.; Stein/Jonas/Leipold, 

§ 2（6 Rz. 1（.

（
（9
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
法
分
野
か
ら
の
論
稿
が
掲

載
さ
れ
て
い
る
、M

ahraun, Bausteine eines europäischen 
Bew

eisrechts, 2007

を
参
照
の
こ
と
。

（
（0
）　A

Bl. 2001 L 17（/1. 

ド
イ
ツ
の
実
施
規
定
は
、
民
事
訴
訟
法

一
〇
七
二
条
か
ら
一
〇
七
五
条
で
あ
る
。

（
（1
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、Bülow

, Bew
eislast und Bew

eism
aß 

im
 Recht der Europäischen Gem

einschaften, EW
S 1997, 

1（（, 16（ f. 

が
わ
ず
か
な
考
察
を
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

（
（2
）　

国
際
法
か
ら
証
明
度
に
関
し
て
何
ら
か
の
基
準
が
導
か
れ
る
の

か
、
と
い
っ
た
別
個
の
問
題
は
付
随
的
に
論
じ
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。

こ
の
問
題
は
、
一
方
の
当
事
者
が
主
権
免
除
を
享
有
す
る
の
か
否
か

が
争
わ
れ
た
場
合
に
、
民
事
上
の
判
決
手
続
ま
た
は
執
行
手
続
に
お

い
て
生
ず
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、W

eller, 
V

ollstreckungsim
m

unität: B
ew

eislast, B
ew

eism
aß

, 

Bew
eism

ittel, Gegenbew
eis und Bew

eisw
ürdigung, RIW

 
2010, （99, 600 ff. 

を
参
照
の
こ
と
。

（
（（
）　A
Bl. 200（ L 1/1.

（
（（
）　E

uG
H

, 21. 1. 2016 – C
7（/1（ (E

turas ua/Lietuvos 
Respublikos konkurencijos taryba), EuZW

 2016, （（（, （（7 
f.

（
（（
）　A

Bl. 201（ L （（9/1.

（
（6
）　BGH

, 12. 7. 2016 

︲ K
ZR 2（/1（, BB 2016, 21（（, 2192.

（
（7
）　BGH

, 12. 7. 2016 

︲ K
ZR 2（/1（, BB 2016, 21（（, 2192.

（
（（
）　

民
商
事
事
件
に
お
け
る
裁
判
管
轄
お
よ
び
判
決
の
承
認
執
行
に

関
す
る
二
〇
一
二
年
一
二
月
一
二
日
の
規
則
（N

r. 121（/2012, 
A

Bl. 2012 L （（1/1

）。

（
（9
）　

こ
の
こ
と
を
明
確
に
述
べ
る
の
は
、
た
と
え
ば
、M

ankow
ski, 

in: Rauscher, Europäisches Zivilprozess und K
ollisions

recht, Band I, （. A
ufl. 2016, V

orbem
erkungen zu A

rt. （ 
Brüssel IaV

O
 Rz. 7; Schlosser/H

ess, EU
Zivilprozess

recht, （. A
ufl. 201（, vor A

rt. （

︲（（ EuGV
V

O
 Rz. （.

（
60
）　EuGH

, 7. （. 199（ 

︲ C6（/9（ (Fiona Shevill), N
JW

 199（, 
1（（1

を
参
照
の
こ
と
。

（
61
）　

こ
こ
で
も
、M

ankow
ski, in: Rauscher, A

rt. 2（ Brüssel 
IaV

O
 Rz. 12

を
参
照
の
こ
と
。

（
62
）　

そ
の
よ
う
に
説
く
の
は
、EuGH

, 1（. （. 2012 – C292/10 
(G/Cornelius de V

isser), EuZW
 2012, （（1 m

it A
nm

erkung 



（（

民事訴訟における証明度

Bach. 

こ
れ
に
対
し
て
、
法
務
官T

rstenjak

は
、H

ypoteční 
banka/Lindner 

事
件
に
お
け
る
二
〇
一
一
年
九
月
八
日
の
最
終

弁
論
で
、
証
明
度
は
法
廷
地
法
が
適
用
さ
れ
る
と
し
た
（C

（27/10, Rz. 119

）。

（
6（
）　

少
額
債
権
の
た
め
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
手
続
創
設
に
関
す
る
二
〇
〇

七
年
七
月
一
一
日
の
規
則
（N

r. （61/2007, A
Bl. 2007 L 199/1

）。

同
規
則
は
、
二
〇
一
五
年
一
二
月
一
六
日
の
規
則
（N

r. 
201（/2（21, A

Bl. 201（ L （（1/1

）
に
よ
っ
て
変
更
さ
れ
た
。

（
6（
）　

そ
の
よ
う
に
説
く
の
は
、
た
と
え
ば
、H

au, in: M
ünchener 

K
om

m
entar ZPO

, （. A
ufl. 2016, A

rt. 9 EGBagatellV
O

 Rz. 
2.

お
そ
ら
く
は
、Varga, in: Rauscher, Europäisches Zivilprozess 

und K
ollisionsrecht, Band II, （. A

ufl. 201（, A
rt. 9 EG

BagatellV
O

 Rz. 2

も
そ
う
で
あ
る
。

（
6（
）　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
督
促
手
続
の
創
設
に
関
す
る
二
〇
〇
六
年
一
二
月

一
二
日
の
規
則
（N

r. 1（96/2006, A
Bl. 2006 L 1

）
に
定
め
ら
れ

て
い
る
。

（
66
）　A

Bl. 201（ L 1（9/（9.

（
67
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、L

üttringhaus, D
ie 

E
uropäisierung des Zw

angsvollstreckungsrechts im
 

Bereich der vorläufigen Kontenpfändung 

︲ Der Europäische 
Beschluss zur vorläufigen K

ontenpfändung und seine 
W

echselw
irkungen m

it der deutschen Zivilprozessordnung, 
ZZP 129 (2016), 1（7, 199; R

auscher/W
iedem

ann, in: 

Rauscher, Europäisches Zivilprozess und K
ollisionsrecht, 

Band II, A
rt. 9 EU

K
PfV

O
 Rz. 2; Schlosser/H

ess, EU


Zivilprozessrecht, A
rt. 7 EuK

tPV
O

 Rz. （ und A
rt. 9 

EuKtPVO Rz. （

を
参
照
の
こ
と
。
も
っ
と
も
、H

ess/Raffelsieper, 
D

ie E
uropäische K

ontenpfändungsverordnung: E
ine 

überfällige R
eform

 zur E
ffektuierung grenzüber

schreitender V
ollstreckung im

 Europäischen Justizraum
, 

IPRax 201（, （6, （（

は
法
廷
地
法
の
適
用
を
支
持
す
る
。

（
6（
）　

そ
の
よ
う
に
説
く
の
は
、Lüttringhaus, ZZP 129 (2016), 

1（7, 199. R
auscher/W

iedem
ann, in: R

auscher, E
uro 

päisches Zivilprozess und K
ollisionsrecht, Band II, A

rt. 9 
EU

K
PfV

O
 Rz. 2

も
、
導
入
部
分
で
は
そ
の
よ
う
に
説
く
。
も
っ

と
も
、
同
書
は
〝
厳
格
な
証
明
度
〟
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
強
調
す

る
。

（
69
）　

そ
の
よ
う
に
説
く
の
は
、Schlosser/H

ess, EUZivilprozessrecht, 
A

rt. 7 EuK
tPV

O
 Rz. （ und A

rt. 9 EuK
tPV

O
 Rz. （.

（
70
）　

人
種
ま
た
は
民
族
上
の
出
自
に
よ
る
差
別
の
な
い
平
等
待
遇
原

則
の
適
用
に
関
す
る
二
〇
〇
〇
年
六
月
二
九
日
の
指
令
（2000/（（/

EG, A
Bl. 2000 L 1（0/22

）、
就
労
ま
た
は
職
業
に
お
け
る
平
等
待

遇
実
現
の
た
め
の
一
般
的
枠
組
み
の
確
定
に
関
す
る
二
〇
〇
〇
年
一

一
月
二
七
日
の
指
令
（2000/7（/EG, A

Bl. L （0（/16

）、
就
労
、

職
業
教
育
お
よ
び
昇
進
の
機
会
な
ら
び
に
労
働
条
件
に
つ
い
て
の
男

女
平
等
待
遇
原
則
の
実
現
に
関
す
る
理
事
会
指
令
（76/207/
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EW

G

）
の
変
更
に
関
す
る
二
〇
〇
二
年
九
月
二
三
日
の
指
令

（2002/7（/EG, A
Bl. L 269/1（

）、
財
産
お
よ
び
サ
ー
ヴ
ィ
ス
を

伴
う
扶
養
の
機
会
に
つ
い
て
の
男
女
平
等
待
遇
原
則
の
実
現
に
関
す

る
二
〇
〇
四
年
一
二
月
一
三
日
の
理
事
会
指
令
（200（/11（/EG, 

A
Bl. L （7（/（7

）。

（
71
）　BGBl. 2006 I, 1（97.

（
72
）　

よ
り
詳
細
は
、BA

G, 17. （. 2016 

︲ （ A
ZR 677/1（, A

rbuR 
2016, 217.

（
7（
）　

よ
り
詳
細
は
、Stein, D

ie Bew
eislast in D

iskrim
inierungs

prozessen – ein unbekanntes W
esen?, N

ZA
 2016, （（9, （（1 

ff.

（
7（
）　

こ
の
点
に
関
し
て
、
た
と
え
ば
、H

ess, Ein einheitliches 
Prozessrecht?, International Journal of Procedural Law

 6 
(2016), （（

が
近
時
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
か
ら

の
委
託
に
よ
る
研
究
が
、M
anko, D

ie Europäisierung des 
Zivilverfahrens: A

uf dem
 W

eg zu gem
einsam

en 
M

indestnorm
en?, 201（ 

で
あ
る
（
以
下
で
ア
ク
セ
ス
が
可
能
で

あ
る
。 http://w
w

w
.europarl.europa.eu/RegD

ata/etudes/
ID

A
N

/201（/（（9（99/EPRS_ID
A

(201（)（（9（99_D
E.pdf

）.

（
7（
）　„Institut international pour lʼunification du droit privé

“ 
bzw

. „International Institute for the U
nification of Private 

Law

“; vgl. w
w

w
.unidroit.org/instrum

ents/transnational
civilprocedure.

（
76
）　A

LI/U
N

ID
R

O
IT

, Principles of T
ransnational Civil 

Procedure, 2006

が
書
籍
と
し
て
編
集
さ
れ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
語

に
よ
る
要
約
は
、ZZPInt 11 (2006), （0（ (m

it Einführung 
Stürner, （（1) 

で
公
刊
さ
れ
て
い
る
。

（
77
）　

こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
か
ら
の

諸
論
稿
が
、U

niform
 Law

 Review
 19 (201（), 171 ff. 

に
掲
載

さ
れ
て
い
る
。

（
7（
）　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
よ
り
詳
細
は
、T

rocker, From
 A

LI
U

nidroit Principles to com
m

on European rules on access 
to inform

ation and evidence? 

︲ A
 prelim

inary outlook and 
som

e suggestions, U
niform

 Law
 Review

 19 (201（), 2（9.

（
79
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、A

L
I/U

N
ID

R
O

IT
, Principles of 

T
ransnational Civil Procedure, Com

m
ent P21B. 

を
参
照
の

こ
と
。
す
な
わ
ち
、
同
箇
所
は
、〝「
合
理
的
な
確
信
（reasonably 

convinced

）」
と
い
う
基
準
は
、
実
際
に
ほ
と
ん
ど
の
法
体
系
で
用

い
ら
れ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
お
よ
び
若
干
の
他
の
国
の
基
準

は
「
証
拠
の
優
越
（preponderance of the evidence

）」
で
あ

る
が
、
機
能
的
に
見
る
な
ら
ば
本
質
的
に
同
一
で
あ
る
〟
と
し
て
い

る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、Brinkm

ann, D
as Bew

eism
aß im

 
Zivilprozess aus rechtsvergleichender Sicht, S. （1 ff. 

も
注

目
に
値
す
る
も
の
で
あ
り
、
原
則
21
．2
を
、
適
切
な
原
則
的
証
明

度
に
つ
い
て
国
際
的
に
広
範
囲
な
同
意
を
得
る
た
め
の
例
証
と
考
え

て
い
る
。



（7

民事訴訟における証明度

（
（0
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
作
業
グ
ル
ー
プ
の
未
公
刊
資
料
に
お
い

て
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。〝
こ
の
状
況
に
お
け
る
「
真
実

（truth

）」
と
い
う
用
語
は
、
哲
学
的
含
意
か
ら
は
離
れ
て
理
解
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
用
語
は
、
事
実
に
つ
い
て
裁
判
所
が

宣
言
を
す
る
の
に
十
分
な
確
信
の
レ
ベ
ル
ま
た
は
程
度
を
記
述
す
る

こ
と
を
意
図
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
、「
確
信
し
た

（convinced

）」
と
い
う
用
語
は
、
注
意
深
く
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、「
納
得
し
た
（satisfied

）」
と
い
う
同
義
語
と
し
て
理
解
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
一
定
程
度
の
柔
軟
性
が
あ
り
、

ま
た
、
裁
判
所
が
「
合
理
的
に
確
信
し
て
い
る
」
と
き
に
判
断
す
る

た
め
諸
々
の
状
況
に
適
合
さ
せ
る
必
要
性
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を

仮
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
あ
る
法
体
系
が
高
度
の
証
明
（a high 

standard of proof

）
を
求
め
る
事
実
に
は
、
一
定
の
複
数
の
タ
イ

プ
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
詐
欺
」
あ
る
い
は
「
不
誠
実
」
が
あ
る

程
度
被
告
に
認
め
ら
れ
る
場
合
に
、
コ
モ
ン
ロ
ー
の
伝
統
で
は
、
そ

の
主
張
を
根
拠
づ
け
る
た
め
に
提
出
さ
れ
る
証
拠
は
非
常
に
高
度
の

も
の
（
高
度
の
証
明
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
慎
重
な
考
え
に

立
つ
〟。


