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民事訴訟における鑑定

Ⅰ
．
は
じ
め
に

　

１
．
問
題
の
現
在
性
〔Aktualität der Fragestellung
〕

　

一
九
七
〇
年
代
後
半
か
ら
八
〇
年
代
に
か
け
て
、
鑑
定
法
の
問
題

は
ド
イ
ツ
の
訴
訟
法
文
献
に
お
い
て
注
目
の
的
で
あ
っ
た（

1
（

が
、
そ
の

後
、
関
連
す
る
手
続
規
定
に
い
く
つ
か
の
改
正
が
あ
っ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
こ
の
法
制
度
と
そ
の
理
論
的
洞
察
に
関
し
て
は
、
再
び
議

論
の
な
い
状
態
が
続
い
た（

（
（

。
こ
の
状
況
に
よ
う
や
く
変
化
を
生
じ
さ

せ
た（

（
（

の
が
、
第
七
〇
回
ド
イ
ツ
法
曹
大
会
で
あ
る
。
第
七
〇
回
ド
イ

ツ
法
曹
大
会
は
、
民
事
訴
訟
手
続
お
よ
び
裁
判
所
構
成
法
〔
以
下
、

Ｇ
Ｖ
Ｇ
と
す
る
〕
が
、
現
在
の
形
で
、
な
お
時
代
の
要
請
を
充
た
し

て
い
る
か
と
い
う
、
一
般
的
な
問
題
に
取
り
組
ん
だ
。
こ
の
問
題
設

定
の
も
と
で
、
鑑
定
意
見
書

（
（
（

の
作
成
者
で
あ
る
カ
リ
エ
ス
は
、
鑑
定

と
そ
の
改
革
の
必
要
性
に
つ
い
て
も
検
討
を
加
え
て
い
る
。

　

お
そ
ら
く
議
論
の
発
端
は
、
い
く
つ
か
の
高
等
裁
判
所
に
よ
っ
て

行
わ
れ
た
、
と
く
に
手
続
期
間
に
関
す
る
調
査
で
あ
ろ
う（

（
（

。
こ
の
調

査
に
よ
り
、
手
続
期
間
の
長
期
化
の
主
た
る
原
因
は
鑑
定
に
あ
る
こ

と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
こ
の
調
査
結
果
は
、
従

前
の
規
定
の
不
備
を
補
う
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
状
況
を
変
え
る
の
に

必
要
な
前
提
条
件
を
、
立
法
者
が
作
り
出
す
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。

　

そ
れ
ゆ
え
問
題
は
、
と
り
わ
け
鑑
定
の
質
と
手
続
効
率
性
の
改
善

に
あ
り
、
こ
れ
が
鑑
定
を
再
び
検
討
す
る
端
緒
と
な
っ
た（

（
（

。
し
か
し
、

議
論
は
こ
の
点
に
限
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
制
度
全
体
が
、

ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
リ
ュ
ケ
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威
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間
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民
事
訴
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に
お
け
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鑑
定

　
─
─
裁
判
官
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律
以
外
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専
門
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と
裁
判
発
見
─
─
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再
検
討
の
俎
上
に
載
せ
ら
れ
た
。
そ
の
対
象
は
、
鑑
定
人
の
職
務

〔T
ätigkeit

〕
の
位
置
づ
け
、
鑑
定
人
と
裁
判
所
と
の
関
係
か
ら
、

鑑
定
人
に
裁
判
官
た
る
地
位
を
認
め
る
可
能
性
、
さ
ら
に
は
報
酬
の

問
題
、
鑑
定
人
と
裁
判
所
と
の
間
の
抑
制
均
衡
関
係
に
至
る
ま
で
、

多
岐
に
わ
た
っ
た
。

　

─
─
と
り
わ
け
第
七
〇
回
ド
イ
ツ
法
曹
大
会
を
契
機
に
な
さ
れ
た

─
─
多
種
多
様
な
論
評
や
議
論
を
注
意
深
く
見
て
み
る
と
、
鑑
定
の

理
想
形
を
作
り
上
げ
る
試
み
は
、
少
な
く
と
も
大
方
の
納
得
す
る
成

果
を
い
ま
だ
得
て
い
な
い
と
い
う
印
象
を
強
く
す
る
。
様
々
な
観
点

か
ら
な
さ
れ
た
鑑
定
に
対
す
る
注
文
が
互
に
大
き
く
異
な
る
点
に
、

そ
の
理
由
の
一
つ
が
あ
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
改
革
提

案
も
ま
た
多
種
多
様
で
あ
る
。
改
革
提
案
の
中
に
は
、
私
鑑
定
を
有

効
活
用
す
る
こ
と（

（
（

に
よ
っ
て
、
効
率
性
の
獲
得
が
可
能
か
と
い
う
問

題
が
、
一
方
で
存
在
す
る
。
こ
れ
と
あ
る
意
味
相
容
れ
な
い
反
対
説

が
、
鑑
定
人
を
裁
判
官
席
〔Richterbank

〕
に
配
置
す
る
と
い
う

も
の（

8
（

で
あ
る
。
こ
の
見
解
は
、
そ
れ
が
不
可
能
な
ら
ば
、
裁
判
官
は

少
な
く
と
も
法
律
以
外
の
専
門
知
識
を
有
す
る
者
で
補
完
さ
れ
る
べ

き
だ
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
両
極
の
間
に
、
訴
訟
対
象
か
ら
し
て
適
当

と
考
え
ら
れ
る
場
合
に
は
、
専
門
知
識
を
有
す
る
助
言
者（

9
（

〔Sachverständige Berater

〕
あ
る
い
は
ほ
か
の
専
門
裁
判
所
の

裁
判
官

（
（（
（

を
呼
び
出
す
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
す
る
見
解
も
存
在
す
る
。

鑑
定
制
度
に
あ
ま
り
目
を
向
け
ず
、
抽
象
的
に
「
民
事
訴
訟
に
お
け

る
専
門
鑑
定
の
組
入
れ
〔Einbindung fachlicher Expertise in 

den Zivilprozess

（
（（
（

〕」
と
い
う
問
題
提
起
も
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

専
門
能
力
〔K

om
petentz

〕
の
向
上
が
重
要
で
あ
る
な
ら
ば
、
特

別
の
管
轄
を
有
す
る
裁
判
体
を
作
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
、
さ
ら
に

別
の
考
え
も
あ
る（

（（
（

。
こ
の
見
解
は
、
こ
れ
に
よ
り
判
決
の
質
が
改
善

さ
れ
る
と
い
う
。

　

ド
イ
ツ
法
曹
大
会
の
際
の
投
票
結
果
か
ら
す
る
と
、
個
別
に
問
題

が
判
断
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
ま
っ
た
く
ば
ら
ば
ら
の
評
価
が
な

さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る（

（（
（

。
目
下
の
立
法
事
実
の
数
は
極
め
て
僅
か

で
あ
り
、
そ
れ
は
裁
判
実
務
に
つ
い
て
不
正
確
な
像
を
示
す
に
過
ぎ

な
い（

（（
（

。
立
法
者
の
早
ま
っ
た
措
置
に
よ
り
、
誤
っ
た
方
向
に
進
む
こ

と
を
避
け
る
た
め
に
、
裁
判
手
続
に
関
す
る
立
法
事
実
の
観
測
が
ド

イ
ツ
で
継
続
的
に
な
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
。
こ
の
点
を
以
下
の
論
述

の
前
提
と
し
て
、
予
め
断
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な

ら
筆
者
も
、
確
か
な
デ
ー
タ
を
基
礎
と
し
て
自
ら
の
説
明
を
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

２
．
検
討
さ
れ
る
べ
き
課
題
領
域

　

以
下
の
論
述
は
、
次
の
二
つ
の
重
要
な
点
に
限
定
さ
れ
る
。
い
わ

ゆ
る
厳
格
な
証
明
に
よ
る
証
拠
方
法
の
中
で
の
鑑
定
の
特
殊
性
と
、
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こ
の
点
と
の
関
係
で
考
え
ら
れ
る
鑑
定
の
対
象
に
つ
い
て
簡
単
に
言

及
し
た
う
え
で
（
Ⅱ
（、
第
一
の
重
要
問
題
、
す
な
わ
ち
鑑
定
人
を

専
門
裁
判
官
〔Expertenrichter

〕
で
代
替
す
る
こ
と
が
可
能
で

あ
る
の
か
、
ま
た
そ
れ
は
意
味
の
あ
る
こ
と
な
の
か
、
に
つ
い
て
検

討
す
る
（
Ⅲ
（。
こ
の
点
は
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
従
前
の

鑑
定
を
め
ぐ
る
議
論
の
中
心
で
あ
っ
た
問
題
で
あ
る
。
民
事
訴
訟
に

お
け
る
専
門
的
知
見
の
活
用
を
改
善
す
る
た
め
に
提
案
さ
れ
て
い
る
、

そ
の
他
の
手
段
に
つ
い
て
二
、
三
言
及
し
た
う
え
で
、
第
二
の
問
題

で
あ
る
、
質
の
保
証
と
鑑
定
人
に
よ
る
鑑
定
の
迅
速
化
に
つ
い
て
検

討
す
る
（
Ⅴ
（。
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
〔
以
下
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
と
す
る
〕

に
お
け
る
証
拠
法
の
最
近
の
改
正
は
、
こ
れ
ら
の
点
に
寄
与
し
た
。

本
稿
で
は
、
こ
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
鑑
定
法
改
正
と
そ
の
背
景
を
紹

介
す
る
。
さ
ら
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
の
観
点
か
ら
、
考
え
ら
れ
る
今

後
の
展
望
に
つ
い
て
も
言
及
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。
最
後
に
以
上
を

ま
と
め
、
本
稿
を
閉
じ
る
（
Ⅵ
（。

Ⅱ
．
厳
格
な
証
明
の
証
拠
方
法
の
中
で
の
鑑
定

　

証
拠
方
法
と
し
て
の
鑑
定
人
の
難
点
は
、
と
り
わ
け
、
そ
の
利
用

範
囲
が
極
め
て
広
範
囲
に
わ
た
る
点
、
お
よ
び
鑑
定
人
は
他
の
証
拠

方
法
と
は
一
部
で
大
き
く
異
な
る
点
に
あ
る
。

　

１
．
証
拠
方
法
の
概
念

　

民
事
事
件
に
お
け
る
裁
判
官
の
判
決
に
つ
き
、
事
実
に
関
す
る
判

断
の
基
礎
は
、
主
張
さ
れ
た
事
実
経
過
〔Geschehen

〕
で
あ
り
、

か
か
る
事
実
経
過
に
つ
い
て
裁
判
官
は
、
確
実
性
〔Sicherheit

〕

と
境
を
接
す
る
ほ
ど
の
蓋
然
性
を
も
っ
て
、
自
ら
の
判
断
を
基
礎
づ

け
う
る
と
の
確
信
を
抱
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
争
い
の
あ
る
事
実

主
張
は
、
証
拠
方
法
に
よ
る
証
明
を
要
す
る
。
こ
の
証
明
に
よ
り
、

裁
判
官
は
判
断
に
際
し
重
要
な
事
実
経
過
に
つ
い
て
の
確
信
を
得
る
。

し
た
が
っ
て
証
拠
方
法
は
、
見
た
こ
と
〔A

nschauung

〕
あ
る
い

は
聞
い
た
こ
と
〔Ü

berlieferung

〕
の
担
体
で
あ
る（

（（
（

。
周
知
の
よ

う
に
、
民
事
訴
訟
に
お
け
る
証
拠
方
法
の
数
は
限
定
さ
れ
て
い
る

（
い
わ
ゆ
る
厳
格
な
証
明
（。
検
証
物
お
よ
び
文
書
の
ほ
か
に
、
証
拠

方
法
と
し
て
用
い
ら
れ
る
の
が
─
─
証
人
で
あ
れ
、
鑑
定
人
で
あ
れ
、

当
事
者
で
あ
れ
─
─
人
の
供
述
〔die A

ussagen von Personen

〕

で
あ
る
。
証
拠
方
法
の
後
者
の
グ
ル
ー
プ
の
中
で
、
鑑
定
人
は
他
の

二
つ
の
証
拠
方
法
と
は
大
き
く
異
な
る
。
証
人
お
よ
び
当
事
者
は
、

自
ら
が
体
験
し
た
事
実
を
報
告
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
鑑
定
人
の
場

合
に
は
、
そ
の
よ
う
な
報
告
を
必
ず
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で

は
な
い
。
鑑
定
人
は
、
裁
判
所
に
自
ら
の
鑑
定
に
よ
り
、
裁
判
所
の

知
ら
な
い
抽
象
的
法
則
（
た
と
え
ば
、
商
慣
習
（
を
提
供
す
る
こ
と



（
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も
で
き
る（

（（
（

。
く
わ
え
て
、
経
験
則
あ
る
い
は
専
門
知
識
を
用
い
る
場

合
に
は
、
鑑
定
人
は
、
こ
れ
ら
を
裁
判
所
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
た
事

実
に
適
用
し
、
裁
判
所
に
そ
の
結
果
を
報
告
す
る
こ
と
に
よ
り
、
補

助
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
最
後
に
、
裁
判
官
が
鑑
定
人
の
助
力

な
し
に
は
一
定
の
事
実
を
確
定
し
え
な
い
場
合
が
あ
る
。
と
り
わ
け

医
療
の
領
域
で
、
あ
る
身
体
的
損
害
の
原
因
が
医
薬
品
で
あ
っ
た
か
、

あ
る
い
は
当
事
者
の
健
康
状
態
が
そ
も
そ
も
調
査
さ
れ
る
べ
き
で

あ
っ
た
か
を
明
ら
か
に
す
べ
き
場
合
に
、
そ
の
よ
う
な
事
態
が
し
ば

し
ば
み
ら
れ
る
。
鑑
定
人
の
鑑
定
は
正
し
く
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
肯
定
的
な
評
価
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
判
決
の
基
礎
と
さ

れ
う
る
。

　

２
．
鑑
定
人
の
行
為

　

一
連
の
、
鑑
定
法
に
関
す
る
広
範
に
わ
た
る
改
正
提
案
は
、
次
の

よ
う
な
事
情
に
起
因
す
る
。
す
な
わ
ち
、
鑑
定
人
の
仕
事
は
た
し
か

に
、
理
論
的
に
は
事
実
に
限
定
さ
れ
る
が
、
事
実
問
題
と
法
律
問
題

を
明
確
に
区
別
す
る
こ
と
は
、
多
く
の
場
合
、
不
可
能
で
あ
る
と
い

う
も
の
で
あ
る（

（（
（

。
こ
の
こ
と
は
、
た
と
え
ば
、
性
状
が
「
普
通
で
あ

る
こ
と
〔Ü

blichkeit

〕」
や
、
使
用
方
法
が
「
通
常
で
あ
る
こ
と

〔Gew
öhnlichkeit

〕」
と
い
っ
た（

（（
（

曖
昧
な
法
概
念
の
解
釈
が
問
題
と

な
る
場
合
に
、
明
ら
か
と
な
る
。

　

か
つ
て
は
明
ら
か
に
大
多
数
が
、
鑑
定
人
を
裁
判
官
の
補
助
者
と

し
て
扱
い
、
し
た
が
っ
て
鑑
定
人
は
─
─
事
実
の
認
知
に
関
す
る
限

り
で
─
─
裁
判
官
を
補
助
す
る
は
た
ら
き
を
す
る
と
表
現
し
て
い
た

が
、
こ
ん
に
ち
で
は
一
部
に
、
証
拠
方
法
と
し
て
の
行
為
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ

四
〇
二
条
以
下
（
と
裁
判
所
の
助
言
者
と
し
て
の
行
為
と
を
区
別
す

る
見
解
が
あ
る
。
後
者
の
行
為
に
関
す
る
限
り
で
、
鑑
定
人
に
よ
る

鑑
定
〔Sachverständigengutachten

〕
を
職
権
で
命
じ
る
こ
と

を
可
能
と
す
る
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
四
四
条
一
項
一
文
が
参
照
さ
れ
る
。
実

務
で
は
こ
の
方
法
は
十
分
に
利
用
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

こ
れ
が
「
き
わ
め
て
意
外
な
顛
末

（
（（
（

」
を
も
た
ら
す
。
こ
の
見
解
は
、

か
か
る
事
態
を
阻
止
す
る
た
め
に
、
裁
判
官
は
、
可
能
な
限
り
早
い

段
階
で
、
鑑
定
人
を
呼
び
出
す
〔herbeiziehen

〕
べ
き
だ
と
い
う
。

も
っ
と
も
、
こ
の
こ
と
が
現
行
法
で
定
め
ら
れ
た
ル
ー
ル
に
適
合
し

て
い
る
か
は
、
少
な
く
と
も
疑
問
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

多
種
多
様
な
鑑
定
人
の
行
為
を
根
本
的
に
異
な
る
二
つ
の
鑑
定
人

の
職
務
領
域
で
論
じ
る（

（（
（

点
も
、
疑
問
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
Ｚ

Ｐ
Ｏ
（
一
四
四
条
一
項
一
文
（
に
よ
れ
ば
、
鑑
定
人
に
よ
る
鑑
定

〔Sachverständigengutachten

〕
を
命
ず
る
こ
と
で
、
証
拠
調

べ
を
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
か
ら
職
権
に
よ
る
鑑

定
人
の
呼
出
〔Beiziehung

〕
は
導
出
さ
れ
な
い（

（（
（

。
─
─
第
七
〇
回

ド
イ
ツ
法
曹
大
会
で
の
議
論
が
示
す
よ
う
な
─
─
事
案
に
関
す
る
専
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門
的
問
題
に
つ
い
て
、
原
則
的
と
し
て
鑑
定
人
に
質
問
を
す
る
必
要

が
裁
判
官
の
側
に
あ
る
場
合
が
あ
る
と
し
て
も
、
こ
の
点
に
変
わ
り

は
な
い
。
こ
こ
で
、
お
そ
ら
く
と
く
に
重
要
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
専
門
領
域
の
基
本
を
よ
り
よ
く
理
解
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う（

（（
（

。
こ

の
よ
う
な
基
本
理
解
は
─
─
繰
り
返
し
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
が（

（（
（

─
─
事
案
に
適
し
た
証
拠
決
定
を
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
か
か
る
目
的
で
鑑
定
人
を
呼
び
出
す
こ
と
は
、
鑑
定
人

に
よ
る
鑑
定
を
職
権
で
命
じ
る
裁
判
所
の
権
限
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け

ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。

　

む
し
ろ
こ
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
証
明
を
義
務
付
け
ら
れ
る
当
事
者

が
鑑
定
を
求
め
る
申
立
て
を
し
て
い
な
く
と
も
、
鑑
定
を
実
施
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
そ
の
要
件
は
、
裁
判
所
が
事
実
主
張
に
つ

き
証
明
の
必
要
を
認
識
し
た
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
裁
判
所
は
、

証
明
対
象
を
必
要
と
す
る
。
争
い
が
あ
り
、
か
つ
判
決
を
す
る
に
重

要
な
事
実
主
張
に
つ
い
て
の
み
、
証
明
が
許
さ
れ
る
。

　

す
る
と
こ
の
要
件
か
ら
す
れ
ば
、
裁
判
所
の
専
門
能
力
を
向
上
さ

せ
る
た
め
に
鑑
定
を
命
ず
る
こ
と
や
、
事
実
関
係
の
一
部
へ
の
ア
ク

セ
ス
を
裁
判
所
に
可
能
と
す
る
た
め
に
だ
け
に
、
鑑
定
を
利
用
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
は
、
鑑
定
人
に
別
の
機
能
、
す
な
わ
ち
鑑

定
人
も
〔
事
件
を
〕
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
助
言
者
の

役
割
を
、
単
純
に
付
与
す
る
こ
と
で
も
回
避
で
き
な
い
。
こ
の
種
の

働
き
を
鑑
定
人
が
有
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
証
拠
調
べ
と
鑑
定
人

の
仕
事
の
範
囲
の
中
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
の
他
の
証
拠
方
法
に
つ

い
て
の
職
権
に
よ
る
証
拠
調
べ
も
定
め
る
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
四
四
条
の
位

置
づ
け
は
、
そ
の
よ
う
な
解
釈

（
（（
（

を
導
出
し
な
い
。
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
七
三
条

二
項
四
号
を
参
照
す
る
こ
と
も
、
か
か
る
解
釈
の
理
由
と
は
な
ら
な

い
。
た
し
か
に
鑑
定
人
は
、
期
日
の
準
備
の
た
め
に
呼
び
出
さ
れ
る

可
能
性
は
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
口
頭
で
の
鑑
定
が
可
能
と
考
え

ら
れ
る
よ
う
な
ご
く
稀
な
場
合
に
す
ぎ
な
い（

（（
（

。
し
か
も
こ
の
規
定
は
、

鑑
定
人
が
証
拠
方
法
で
あ
る
点
に
変
更
を
加
え
て
い
な
い
。

　

自
ら
の
有
す
る
専
門
知
識
が
、
事
件
に
つ
い
て
判
断
す
る
た
め
に

十
分
で
な
い
と
裁
判
官
が
認
識
し
て
い
な
い
場
合
、
判
決
に
は
手
続

上
瑕
疵
が
あ
り（

（（
（

、
上
訴
審

（
（（
（

に
お
い
て
は
じ
め
て
取
り
消
さ
れ
う
る（

（（
（

。

　

３
．
か
つ
て
の
改
正
提
案
と
現
在

　

一
部

（
（（
（

に
、
鑑
定
人
が
裁
判
官
の
地
位
に
就
く
こ
と
、
あ
る
い
は
裁

判
官
が
一
定
の
領
域
で
の
活
動
を
望
む
場
合
に
は
、
医
学
あ
る
い
は

工
学
の
自
然
科
学
教
育
を
修
了
し
て
い
る（

（（
（

こ
と
を
要
求
す
る
見
解
が

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
別
の
見
解
は
、
裁
判
官
に
近
似
し
た
、
裁
判

所
の
助
言
者
た
る
地
位
を
、
鑑
定
人
に
認
め
る
べ
き
と
す
る
。
こ
の

考
え
の
モ
デ
ル
は
、
イ
タ
リ
ア
の
訴
訟
法
で
あ
っ
た（

（（
（

。
同
訴
訟
法
で

は
、
と
り
わ
け
、
証
拠
決
定
の
作
成
、
証
人
尋
問
、
あ
る
い
は
助
言
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お
よ
び
判
決
作
成
へ
の
協
力
が
重
要
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
場
合
、
裁

判
所
は
職
権
に
よ
り
鑑
定
人
を
用
い
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
い
う
。

さ
ら
に
踏
み
込
ん
だ
提
案
と
し
て
、
独
立
し
た
補
助
機
関
と
し
て
裁

判
所
が
自
由
に
利
用
で
き
る
、
い
わ
ゆ
る
鑑
定
人
委
員
会

〔Sachverständigenbeiräten

〕
を
設
け
る
こ
と
も
、
時
と
し
て
、

主
張
さ
れ
た
。

　

裁
判
官
は
、
一
定
の
要
件
の
も
と
で
現
行
法
に
お
い
て
も
、
鑑
定

人
に
よ
る
鑑
定
意
見
に
拘
束
さ
れ
、
こ
の
場
合
、
そ
の
学
術
的
知
見

は
、
絶
対
的
証
明
力
〔absolute Bew

eiskraft

〕
を
有
す
る
と
さ

れ
る
。
そ
し
て
、
専
門
知
識
を
有
し
な
い
が
た
め
に
、
多
大
な
労
力

を
費
や
し
て
も
裁
判
官
が
判
断
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
極
め
て

複
雑
な
事
実
問
題
〔Sachfrage

〕
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
と
同
様
の

こ
と
が
い
え
る
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
に
つ
い
て

決
定
的
で
あ
る
の
は
次
の
よ
う
な
考
え
方
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

学
術
的
・
技
術
的
〔w

issenschaftlich-technisch

〕
知
見
や
経
験

則
の
探
査
が
問
題
と
な
り
、
そ
れ
ら
か
ら
結
論
や
評
価
が
導
か
れ
る

場
合
に
は
、
鑑
定
人
の
事
実
の
認
知
は
い
ず
れ
に
し
て
も
証
人
の
報

告
と
は
区
別
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る（

（（
（

。

　

以
上
す
べ
て
の
提
案
は
、
と
く
に
、
鑑
定
人
の
呼
出
し
を
一
般
に

不
要
と
す
る
よ
う
、
裁
判
所
そ
の
も
の
に
多
く
の
専
門
知
識
を
獲
得

さ
せ
る
と
い
う
目
的
に
寄
与
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
裁
判
所
が
そ
れ

で
も
な
お
鑑
定
を
必
要
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
よ
り
よ
い
専
門

的
判
断
を
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
提
案
は

─
─
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
れ
ま
で
は
─
─
実
現
に
至
っ
て
い
な
い（

（（
（

。

Ⅲ
．
鑑
定
人
の
行
為
か
ら
導
か
れ
る
鑑
定
人
の
地
位

　

１
．
鑑
定
人
に
代
わ
る
技
術
系
裁
判
官〔technischer Richter

〕？

　

ま
さ
に
鑑
定
人
が
事
実
を
確
定
し
、
結
論
を
導
き
出
す
点
で
は
、

た
と
え
そ
の
行
為
が
─
─
法
律
以
外
の
─
─
他
の
専
門
領
域
で
行
わ

れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
裁
判
官
の
行
為
と
類
似
す
る
。
こ
の
こ

と
は
、
鑑
定
人
を
裁
判
官
と
同
列
に
置
く
と
い
う
考
え
を
容
易
に
想

起
さ
せ
る
。
過
去
に
お
い
て
も
、
鑑
定
人
に
裁
判
官
の
地
位
を
─
─

将
来
的
に
─
─
認
め
よ
う
と
す
る
試
み
の
中
に
、
こ
の
よ
う
な
考
え

が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

　
ａ
．
技
術
系
裁
判
官
の
長
所

　

こ
の
考
え
は
い
く
つ
か
の
長
所
を
あ
わ
せ
も
つ
だ
ろ
う
。
す
な
わ

ち
、
手
続
処
理
の
実
効
性
の
点
で
は
、
鑑
定
人
が
裁
判
官
と
し
て
関

与
す
る
こ
と
は
、
早
い
段
階
で
の
専
門
家
と
し
て
の
職
務
活
動
の
み

な
ら
ず
、
裁
判
官
と
し
て
の
そ
れ
も
可
能
と
す
る
。
そ
の
職
務
活
動

は
命
令
〔A

nordnung

〕
を
必
要
と
し
な
い
し
、
当
事
者
の
事
実
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主
張
や
証
明
対
象
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
ま
た
手
続
の
い
ず
れ

の
段
階
に
お
い
て
も
自
由
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
裁
判
所
の
構
成

員
で
あ
る
か
ら
、
訴
訟
費
用
の
ほ
か
に
、
別
途
の
費
用
は
生
じ
な
い
。

く
わ
え
て
こ
の
場
合
、
裁
判
官
の
行
為
と
鑑
定
人
の
職
務
を
ど
の
よ

う
に
協
働
さ
せ
る
の
か
、
と
い
う
困
難
な
問
題
を
解
き
明
か
す
必
要

も
な
い
。

　

地
方
裁
判
所
の
商
事
部
（
Ｇ
Ｖ
Ｇ
一
〇
五
条
（
に
お
け
る
状
況
と
、

こ
の
状
況
と
は
多
少
類
似
し
て
い
る
。
商
事
部
の
場
合
、
職
業
裁
判

官
は
裁
判
官
席
で
二
名
の
商
事
裁
判
官
に
よ
る
助
力
を
受
け
る
。
こ

の
商
事
裁
判
官
は
商
人
か
ら
選
ば
れ
、
素
人
裁
判
官
と
し
て
活
動
す

る
。
こ
の
規
律
は
、
次
の
よ
う
な
考
え
方
を
基
礎
と
す
る
。
す
な
わ

ち
、
陪
席
す
る
商
事
裁
判
官
は
、
自
ら
の
職
業
上
の
活
動
に
も
と
づ

い
て
、
特
別
の
専
門
知
識
を
手
続
に
提
供
し

（
（（
（

、
裁
判
長
に
問
題
と
な

り
う
る
商
慣
習
の
情
報
を
与
え
る
立
場
に
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
こ
の
点
、
ベ
テ
ラ
ン
の
商
事
部
裁
判
長
に
つ
い
て
、
こ
の
種
の

助
力
が
ど
の
程
度
必
要
で
あ
る
の
か
は
、
十
分
に
評
価
さ
れ
て
は
い

な
い
と
い
わ
れ
て
い
る（

（（
（

。

　

ｂ
．
特
許
裁
判
所
に
お
け
る
技
術
系
裁
判
官

　

か
か
る
規
律
は
、
特
許
裁
判
所
の
手
続
法
に
類
例
が
あ
る
と
い
わ

れ
て
い
る
。
特
許
裁
判
所
に
は
、
い
わ
ゆ
る
技
術
系
裁
判
官

〔technische Richter

〕
が
存
在
す
る
。
技
術
系
裁
判
官
は
、
抗
告

部
〔Beschw

erdesenat

〕
お
よ
び
無
効
部
〔N

ichtigkeits-
senaten

〕
の
構
成
員
で
あ
る
。
裁
判
対
象
に
応
じ
て
、
抗
告
部
は

二
名
な
い
し
四
名
の
技
術
系
裁
判
官
と
一
名
の
法
律
系
裁
判
官

〔rechtskundige Richter

〕
で
構
成
さ
れ
る
。
抗
告
部
に
お
い
て
、

裁
判
体
の
技
術
系
構
成
員
と
法
律
系
構
成
員
の
い
ず
れ
が
裁
判
長
と

な
る
の
か
も
ま
た
、
訴
訟
対
象
に
よ
っ
て
決
ま
る
。
無
効
部
の
状
況

も
ま
っ
た
く
同
様
で
あ
る
。
無
効
部
に
も
、
裁
判
官
席
に
技
術
系
構

成
員
が
置
か
れ
る
。
抗
告
部
の
場
合
と
同
様
に
、
法
律
系
構
成
員
と

技
術
系
構
成
員
の
数
お
よ
び
裁
判
長
と
な
る
者
は
様
々
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
規
律
の
詳
細
に
つ
い
て
立
ち
入
る
余
裕
は
な
い
が
、

連
邦
特
許
裁
判
所
で
の
手
続
で
は
、
裁
判
体
の
構
成
は
対
象
に
応
じ

て
、
三
名
か
ら
五
名
の
間
で
変
化
す
る
こ
と
か
ら
、
結
果
的
に
そ
の

大
方
の
姿
は
明
ら
か
と
な
る
。
手
続
法
は
、
法
律
系
構
成
員
と
技
術

系
構
成
員
と
を
区
別
し
て
い
る
。
前
者
に
は
、
ド
イ
ツ
裁
判
官
法
の

一
般
規
定
が
適
用
さ
れ
る
。
連
邦
特
許
裁
判
所
の
裁
判
官
は
、
他
の

裁
判
権
の
裁
判
官
と
は
異
な
り
、
同
法
の
要
件
を
充
足
す
る
必
要
は

な
い
。

　

裁
判
所
の
技
術
系
構
成
員
に
つ
い
て
は
、
特
許
法
が
、
特
許
庁
の

技
術
系
構
成
員
に
適
用
さ
れ
る
規
定
〔
特
許
法
［
以
下
、PatG

と

す
る
］
二
六
条
三
項
〕
を
準
用
し
て
い
る
。
特
許
庁
の
技
術
系
構
成
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員
と
は
異
な
り
、
裁
判
官
た
る
者
に
伴
う
前
提
は
、
必
須
の
も
の
で

あ
る
。
技
術
系
裁
判
官
は
、
大
学
に
お
い
て（

（（
（

、
工
学
あ
る
い
は
理
学

の
大
学
専
門
教
育
を
修
了
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
教
育
を
、

国
家
試
験
あ
る
い
は
大
学
の
試
験
に
合
格
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
終

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〔PatG

六
五
条
二
項
で
準
用
す
る
二
六
条

三
項
〕。
さ
ら
に
、
技
術
系
裁
判
官
に
任
命
さ
れ
る
に
は
、
原
則
と

し
て
、
理
学
あ
る
い
は
工
学
の
領
域
で
の
最
低
五
年
の
実
務
経
験
と

法
律
知
識
が
必
要
で
あ
る
。
技
術
系
裁
判
官
へ
の
任
命
に
よ
り
、
こ

の
者
は
あ
ら
ゆ
る
領
域
で
そ
の
活
動
を
行
う
こ
と
が
可
能
と
な
り
、

自
身
が
精
通
し
て
い
る
問
題
に
関
す
る
領
域
に
活
動
は
限
定
さ
れ
な

い
（
（（
（

。
そ
の
ほ
か
、
技
術
系
裁
判
官
の
職
務
は
、
裁
判
官
の
職
務
と
一

般
的
に
合
致
す
る
。

　

こ
の
規
律
で
追
求
さ
れ
る
目
的
は
、
裁
判
所
に
ふ
さ
わ
し
い
専
門

知
識
を
調
達
す
る
こ
と
で
あ
る
。
鑑
定
の
方
法
に
よ
る
理
解
の
獲
得

と
比
較
し
て
、
か
か
る
規
律
は
、
鑑
定
を
行
う
よ
り
も
効
率
的
で
あ

る
点
に
長
所
が
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
効
率
性
の
高
さ
に
は
、

限
界
が
あ
る
。
た
し
か
に
、
し
か
る
べ
き
業
務
分
担
を
す
る
こ
と
に

よ
り
、
理
学
専
門
の
技
術
系
裁
判
官
が
工
学
の
領
域
で
の
裁
判
に
携

わ
る
こ
と
は
な
く
な
る
。
し
か
し
こ
れ
に
よ
っ
て
、
技
術
系
裁
判
官

あ
る
い
は
理
学
系
裁
判
官
の
実
際
の
専
門
能
力
が
担
保
さ
れ
る
わ
け

で
は
決
し
て
な
い
。
─
─
理
学
あ
る
い
は
工
学
の
─
─
各
領
域
は
、

裁
判
官
が
自
身
に
専
門
知
識
の
な
い
技
術
的
問
題
に
つ
い
て
裁
判
を

余
儀
な
く
さ
れ
る
事
態
を
回
避
す
る
に
は
、
あ
ま
り
に
広
範
に
す
ぎ

る
。
─
─
い
ず
れ
に
し
て
も
一
定
の
限
界
の
も
と
で
─
─
技
術
系
裁

判
官
の
特
殊
性
を
根
拠
に
憲
法
上
認
め
ら
れ
る
と
さ
れ
る（

（（
（

、
裁
判
体

に
定
員
よ
り
多
く
の
人
員
を
常
時
配
置
す
る
対
応
を
し
た
と
し
て
も
、

こ
の
点
に
変
わ
り
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
裁
判
所
は
、
こ
れ

ま
で
と
同
様
、
鑑
定
人
を
任
命
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
切
り
抜
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
技
術
系
裁
判
官
の
存
在
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
特

許
裁
判
所
で
鑑
定
人
が
ど
の
程
度
任
命
さ
れ
て
い
る
の
か
は
、
明
ら

か
で
は
な
い
。

　

具
体
的
な
専
門
領
域
に
関
す
る
能
力
に
関
わ
り
な
く
、
技
術
系
裁

判
官
は
、
証
拠
調
べ
手
続
の
準
備
に
有
用
で
あ
ろ
う
と
い
わ
れ
て
い

る
。
技
術
系
裁
判
官
は
、
彼
ら
が
受
け
た
教
育
を
理
由
に
、
法
律
の

素
養
し
か
有
し
な
い
裁
判
官
よ
り
も
、
理
学
に
関
す
る
問
題
や
工
学

に
関
す
る
問
題
を
調
査
し
、
文
書
作
成
す
る
だ
け
の
学
識
を
有
す
る

と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
は
あ
る
種
の
長
所
に
違
い
な
い
。
こ
の
こ

と
が
技
術
系
裁
判
官
の
将
来
世
代
に
ど
の
程
度
当
て
は
ま
る
の
か
は
、

専
門
の
細
分
化
が
絶
え
ず
進
展
し
、
大
学
教
育
も
こ
れ
に
条
件
づ
け

ら
れ
た
、
窮
屈
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
点
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
疑

問
が
残
る
。
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２
．
民
事
裁
判
権
に
も
技
術
系
裁
判
官
？

　

上
述
し
た
、
裁
判
官
席
に
専
門
的
知
見
を
取
り
込
む
と
い
う
長
所

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
般
民
事
裁
判
権
に
も
こ
の
種
の
技
術
系
裁
判

官
を
任
命
す
る
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
議
論
で
否
定
さ
れ
た
。
か
か
る

否
定
の
論
拠
に
は
、
様
々
な
も
の
が
あ
る
。

　
ａ
．
効
率
性
の
獲
得
へ
の
疑
念

　

こ
の
点
、
意
図
さ
れ
た
効
率
性
を
実
際
に
実
現
で
き
る
の
か
、
と

い
う
疑
念
が
本
質
的
な
問
題
で
あ
る
。
特
許
裁
判
所
の
手
続
で
は
、

対
象
と
な
る
事
件
類
型
は
、
通
常
、
構
造
的
に
き
わ
め
て
類
似
し
て

お
り
、
ま
た
専
門
で
区
分
さ
れ
る
の
に
対
し
、
民
事
裁
判
所
の
手
続

に
関
し
て
は
同
じ
こ
と
は
い
え
な
い
。

　

こ
の
点
は
、
商
事
裁
判
権
に
お
け
る
素
人
裁
判
官
で
、
実
証
さ
れ

て
い
る
。
商
人
と
し
て
の
活
動
だ
け
で
は
、
商
事
法
や
会
社
法
上
の

ほ
か
の
問
題
と
の
関
係
で
、
専
門
知
識
に
裏
付
け
ら
れ
た
能
力
は
担

保
さ
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
商
人
は
事
業
評
価
と
い
う
複
雑
な
問

題
を
考
察
す
る
専
門
的
知
識
を
平
均
的
に
有
し
て
い
る
、
と
い
う
前

提
か
ら
出
発
す
べ
き
で
は
な
い
。
こ
の
問
題
は
あ
ま
り
に
難
し
い
。

根
本
的
な
障
害
は
、
鑑
定
人
を
裁
判
官
席
に
配
置
す
る
場
合
、
専
門

能
力
に
裏
付
け
ら
れ
た
能
力
の
限
界
線
を
ど
れ
ほ
ど
厳
格
に
引
く
の

か
と
い
う
問
題
に
、
絶
え
ず
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
点

に
あ
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
特
許
裁
判
所
の
場
合

と
は
異
な
り
、
広
範
な
管
轄
を
有
す
る
裁
判
権
に
お
い
て
生
じ
る
。

こ
の
点
と
関
連
し
て
、
裁
判
官
が
事
案
に
必
要
な
専
門
知
識
を
有
し

て
い
る
の
か
も
、
疑
わ
し
い（

（（
（

。

　

た
と
え
ば
出
生
に
際
す
る
侵
害
と
関
連
し
て
、
処
置
の
過
誤
に
関

す
る
評
価
が
問
題
と
な
る
場
合
、
一
般
医
を
医
事
法
に
関
す
る
事
件

を
管
轄
と
す
る
裁
判
体
の
裁
判
官
と
す
る（

（（
（

以
上
の
こ
と
は
、
通
常
は

な
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。
実
際
に
は
、
神
経
学
者
あ
る
い
は
新
生
児
学

者
に
よ
っ
て
回
答
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。
扶
養
手
続
で
児
童
心

理
学
の
知
見
に
も
と
づ
い
た
鑑
定
意
見
を
作
成
す
る
こ
と
も
、
一
般

医
に
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
一
般
医
が
、
鑑
定
人
の
た
め
に
せ
め
て

医
学
的
質
問
ぐ
ら
い
は
作
成
で
き
る
と
い
え
る
か
は
、
確
実
な
こ
と

は
い
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
法
律
系
裁
判
官
は
気

づ
か
な
い
だ
ろ
う
が
、
主
観
的
評
価
と
実
際
の
事
実
が
大
き
く
異
な

る
可
能
性
が
あ
る
。

　

同
様
の
問
題
は
、
専
門
裁
判
官
が
裁
判
官
と
し
て
仕
事
を
す
る
あ

ら
ゆ
る
領
域
に
存
在
す
る
。
か
り
に
、
さ
ら
に
専
門
的
か
つ
限
定
的

に
、
た
と
え
ば
家
庭
裁
判
所
で
、
心
理
学
あ
る
い
は
精
神
医
学
の
教

育
を
受
け
た
裁
判
官
た
る
者
の
み
に
権
限
を
認
め
る
と
し
て
も
、
児

童
心
理
学
者
が
、
認
知
症
患
者
に
後
見
が
必
要
で
あ
る
か
を
、
専
門

的
知
見
に
も
と
づ
い
て
判
断
で
き
る
立
場
に
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
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な
い
。

　

ｂ
．
憲
法
上
の
枠
組
み

　

上
述
し
た
問
題
は
、
必
要
と
能
力
に
応
じ
て
、
裁
判
体
に
そ
の
つ

ど
組
み
入
れ
る
よ
う
、
技
術
系
裁
判
官
を
何
ら
か
の
方
法
で
プ
ー
ル

し
て
お
く
こ
と
に
よ
り
、
あ
る
い
は
解
決
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

こ
れ
は
し
か
る
べ
き
業
務
分
担
〔Geschäftsverteilung

〕
に
よ
り

制
御
さ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
制
御
が
、
た
と
え
ば
法
律
上
の
裁
判

官
（
基
本
法
一
〇
一
条
参
照
（
と
い
う
憲
法
上
の
要
請
と
適
合
す
る

の
か
、
と
い
う
問
題
を
提
起
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
こ
で
つ
ぎ
に
、

憲
法
上
の
限
界
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。
そ
の
際
、
二
つ

の
問
題
が
検
討
さ
れ
る
。
第
一
に
、
法
律
の
素
人
を
裁
判
官
と
し
て

任
命
す
る
こ
と
に
限
界
が
あ
る
の
か
、
第
二
に
、
如
何
な
る
範
囲
で

裁
判
に
携
わ
る
裁
判
官
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
で

あ
る
。

aa
．
基
本
法
は
、
裁
判
官
職
を
担
う
者
の
要
件
を
定
め
て
い
な
い
。

広
く
一
致
し
て
い
る
の
は
、
裁
判
官
職
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
帰
結
と

そ
の
要
件
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
点
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
独
立
性
や
中
立
性
は
、
裁
判
官
職
の
要
件
で
は
な
く

そ
の
帰
結
で
あ
る（

（（
（

。
反
対
説
に
よ
れ
ば
、
裁
判
官
の
資
格
の
剥
奪

（Entzug

（
に
よ
っ
て
の
み
、
当
該
人
の
裁
判
官
職
が
終
了
す
る
こ

と
と
な
ろ
う
。
一
般
に
は
そ
の
よ
う
に
解
す
る
の
で
は
な
く
、
裁
判

官
と
は
、
基
本
法
二
〇
条
一
項
二
文
の
意
味
で
の
司
法
の
一
部
と
し

て
、
複
数
の
裁
判
官
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
裁
判
主
体
と
理
解
さ
れ
、

他
の
二
つ
の
国
家
権
力
─
─
立
法
権
お
よ
び
行
政
権
─
─
と
明
確
に

区
別
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る（

（（
（

。
こ
れ
は
、
司
法
権
の
行
使

を
裁
判
官
─
─
組
織
法
上
独
立
し
た
裁
判
主
体
─
─
の
み
に
委
ね
る（

（（
（

、

基
本
法
九
二
条
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。

　

裁
判
官
職
に
関
す
る
そ
の
他
の
要
件
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
法
学

修
得
者
〔Rechtsgelehrtheit

〕」
が
あ
る
。
し
か
し
こ
の
要
件
に

よ
り
、
法
学
を
修
得
し
て
い
な
い
者
─
─
す
な
わ
ち
法
律
の
素
人

（
参
審
員
、
商
事
裁
判
官
、
労
働
裁
判
所
、
社
会
裁
判
所
、
財
政
裁

判
所
、
行
政
裁
判
所
の
名
誉
裁
判
官
、
さ
ら
に
は
連
邦
知
財
裁
判
所

の
専
任
技
術
系
裁
判
官
（
─
─
の
司
法
へ
の
関
与
が
認
め
ら
れ
な
い

わ
け
で
は
な
い（

（（
（

。
も
っ
と
も
こ
の
場
合
、
こ
れ
ら
の
者
の
関
与
に
つ

き
正
当
性
が
必
要
で
あ
る（

（（
（

。
く
わ
え
て
裁
判
所
に
よ
る
裁
判
は
、
常

に
、
法
的
素
養
を
有
す
る
職
業
裁
判
官
の
協
力
の
下
で
行
う
必
要
が

あ
る（

（（
（

。
名
誉
裁
判
官
が
裁
判
を
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
に
事
前
に

十
分
な
法
的
教
育
が
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
る（

（（
（

。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、

必
ず
し
も
裁
判
官
職
に
就
く
た
め
の
資
格
（
裁
判
官
法
五
条
（
を
必

要
と
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
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法
律
家
で
な
い
専
門
家
を
裁
判
官
と
し
て
配
置
す
る
こ
と
は
、
連

邦
特
許
裁
判
所
の
技
術
系
裁
判
官
の
存
在
か
ら
す
れ
ば
、
特
別
の
専

門
知
識
を
理
由
に
完
全
に
正
当
化
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う

な
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
現
行
法
と
は
異
な
り
、
こ
の
種
の
専
門
裁
判

官
を
関
与
さ
せ
る
べ
き
す
べ
て
の
場
合
で
、
合
議
制
裁
判
所
の
管
轄

を
予
定
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
憲
法
上
の
観
点
か
ら

は
、
こ
の
種
の
、
少
な
く
と
も
期
間
を
限
定
し
て
任
命
さ
れ
た
裁
判

官
を
組
み
込
む
こ
と
は
、
基
本
的
に
は
問
題
な
い
だ
ろ
う
。

bb
．
も
っ
と
も
こ
れ
は
、
基
本
法
一
〇
一
条
の
要
件
の
も
と
で
の
み

可
能
で
あ
る
。
こ
の
規
定
は
、
そ
れ
自
体
、
法
律
上
の
裁
判
官
の
原

則
を
認
め
て
い
る
。
同
原
則
の
ね
ら
い
は
、
個
別
事
案
の
た
め
に
裁

判
官
が
任
命
さ
れ
る
こ
と
を
防
ぐ
点
に
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
原
則

は
、
立
法
者
に
、
裁
判
官
の
管
轄
の
根
拠
と
な
る
規
範
を
要
求
し
て

い
る
。
こ
の
規
則
は
、
裁
判
を
な
す
べ
き
裁
判
官
と
な
る
者
へ
の
影

響
力
の
行
使
を
、
は
じ
め
か
ら
排
除
す
る
よ
う
に
構
成
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い（

（（
（

。
こ
の
原
則
の
個
別
問
題
に
つ
い
て
は
、
本
稿
と
の
関

係
で
は
深
く
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
法
律
上
の
裁
判
官
と

い
う
法
は
、
管
轄
の
変
更
を
ま
っ
た
く
認
め
な
い
も
の
で
は
な
い
と

解
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
原
則
は
、
具
体
的
な
人
物
を
裁
判
官
と

す
る
よ
う
求
め
る
権
利
を
認
め
る
も
の
で
も
な
い
。

　

各
裁
判
所
に
お
い
て
、
法
律
上
の
裁
判
官
は
、
い
わ
ゆ
る
業
務
分

担
計
画
を
作
成
す
る
こ
と
で
保
障
さ
れ
て
い
る（

（（
（

。
こ
の
計
画
が
法
律

上
の
要
請
を
充
足
し
て
い
な
い
場
合
、
こ
れ
に
も
と
づ
き
配
置
さ
れ

た
裁
判
官
は
、
基
本
法
の
意
味
で
の
法
律
上
の
裁
判
官
で
は
な
い
。

こ
の
業
務
分
担
計
画
を
も
と
に
、
各
事
件
を
担
当
す
る
裁
判
官
が
明

ら
か
に
な
ら
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
基
本
法
一
〇
一
条
が
裁
判
所
を
拘

束
す
る
事
項
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
細
部
で
大
き
な
争
い
が
あ
る
。

か
か
る
見
解
の
相
違
の
背
景
に
は
、
こ
の
種
の
計
画
に
は
事
案
に
即

し
た
運
用
が
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
事
情
が
あ
る
。
一
部
の
見
解
は
、

各
事
案
で
裁
判
職
務
〔Rechtsprechungsaufgabe

〕
を
裁
量
に

よ
り
分
配
す
る
こ
と
は
、
実
務
上
、
必
要
不
可
欠
で
あ
り
、
こ
れ
を

違
法
か
つ
恣
意
的
な
処
分
、
し
た
が
っ
て
基
本
法
一
〇
一
条
に
違
反

す
る
も
の
と
み
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
。
も
っ
と
も
、
憲
法
上
の

原
則
を
こ
の
よ
う
に
制
限
す
る
こ
と
、
お
よ
び
裁
量
判
断
を
用
い
て

裁
判
官
を
定
め
る
こ
と
で
、
ル
ー
ル
を
取
り
換
え
る
こ
と
は
、
否
定

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る（

（（
（

。
反
対
説
は
、
濫
用
の
お
そ
れ
を
も
た
ら
す
だ

ろ
う
。
む
し
ろ
、
こ
の
場
合
、
合
議
体
の
枠
を
超
え
た

〔interkollegialen

〕
業
務
分
担
で
切
り
抜
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
業
務
分
担
は
、
特
別
の
場
合
─
─
た
と
え
ば
負

担
過
剰
─
─
に
、
同
一
裁
判
所
内
の
他
の
裁
判
体
の
構
成
員
に
よ
る

代
行
を
、
あ
ら
か
じ
め
計
画
に
組
み
入
れ
て
い
る
。
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し
た
が
っ
て
法
律
上
の
裁
判
官
は
、
こ
れ
ま
で
の
説
明
か
ら
明
ら

か
で
あ
ろ
う
が
、
追
加
的
な
技
術
系
裁
判
官
を
裁
判
体
の
構
成
員
に

「
補
充
的
に
任
命
す
る
」
と
い
っ
た
こ
と
を
認
め
な
い
。
か
り
に
当

事
者
と
裁
判
所
が
任
命
す
べ
き
者
に
つ
き
意
見
の
一
致
を
み
て
い
た

と
し
て
も
、
そ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
各
手
続
で
ア
ド
ホ
ッ
ク
に
裁

判
官
を
任
命
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
法
律
上
の
裁
判
官
の
要
請
を
縮

減
す
る
こ
と
も
望
ま
れ
て
い
な
い
。
技
術
系
裁
判
官
の
プ
ー
ル
か
ら

選
出
さ
れ
た
技
術
系
裁
判
官
を
、
追
加
の
裁
判
官
と
し
て
手
続
や
具

体
的
な
手
続
に
つ
い
て
の
裁
判
体
に
加
え
る
よ
う
な
制
度
の
憲
法
上

の
許
容
性
は
、
以
上
の
点
に
鑑
み
れ
ば
、
か
な
り
疑
問
が
あ
る
。

も
っ
と
も
、
こ
の
種
の
裁
判
官
が
、
そ
の
と
き
ど
き
の
領
域
─
─
た

と
え
ば
、
建
築
法
や
医
事
法
な
ど
─
─
に
つ
い
て
特
別
の
管
轄
を
有

す
る
、
各
裁
判
体
に
配
置
さ
れ
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
。
憲
法
上
の

許
容
性
の
観
点
か
ら
し
て
、
そ
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
は
問
題
な
い
で

あ
ろ
う（

（（
（

。
裁
判
体
の
定
員
を
大
き
く
超
え
た
状
態
で
業
務
が
な
さ
れ

る
場
合
に
限
り
、
個
別
事
情
に
影
響
を
受
け
な
い
、
憲
法
上
の
枠
も

設
定
さ
れ
る（

（（
（

。
専
門
分
野
を
明
確
に
示
し
た
シ
ス
テ
ム
に
よ
れ
ば
、

こ
の
問
題
は
、
少
な
く
と
も
一
定
の
範
囲
で
は
解
決
さ
れ
る（

（（
（

。

　
ｃ
．
民
事
裁
判
権
に
お
け
る
技
術
系
裁
判
官
の
有
用
性

　

こ
れ
に
対
し
て
、
医
師
責
任
法
に
関
す
る
裁
判
体
に
医
師
を
任
命

す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
欠
陥
建
築
紛
争
に
関
す
る
裁
判
体
に
技
術
者

を
任
命
す
る
こ
と
が
、
法
律
系
裁
判
官
に
と
っ
て
負
担
軽
減
と
な
る

か
は
、
多
く
の
点
で
疑
問
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
他
の
裁
判
官

は
、
通
常
、
そ
の
同
僚
で
あ
る
専
門
裁
判
官
の
説
明
に
盲
従
し
て
し

ま
う
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
裁
判
官
も
自
身
に
十
分
な
専
門
知
識
が

あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
専
門
家
が

裁
判
官
と
し
て
活
動
す
る
場
合
は
た
い
て
い
、
そ
の
と
き
ど
き
の
専

門
的
問
題
に
つ
い
て
、
裁
判
官
と
技
術
系
裁
判
官
と
の
間
で
掘
り
下

げ
た
議
論
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
専
門
知
識
が
不
十
分
な
場
合

に
は
、
鑑
定
人
が
任
命
さ
れ
る
は
ず
だ
が
、
そ
の
よ
う
に
も
な
ら
な

い
。
専
門
知
識
が
不
十
分
で
あ
る
と
当
事
者
が
認
識
し
、
こ
の
者
が

こ
れ
に
対
し
て
不
服
を
申
し
立
て
る
か（

（（
（

は
、
少
な
く
と
も
疑
問
で
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
か
り
に
裁
判
官
が
同
僚
裁
判
官
に
集
中
的
に

質
問
を
す
る
こ
と
で
、
そ
の
説
明
の
弱
点
を
─
─
少
な
く
と
も
部
分

的
に
─
─
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
こ
れ
に
よ
り

一
般
的
な
前
理
解
問
題
（V

orverständnisfrage

（
に
つ
い
て
の

鑑
定
を
す
る
た
め
に
、
鑑
定
人
が
任
命
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
は
な

ら
な
い
。

　

以
上
の
点
と
は
別
に
、
ひ
と
つ
の
手
続
の
中
で
、
別
々
の
問
題
に

別
々
の
鑑
定
人
が
必
要
と
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
に
、
ど
の
よ
う
に
対

応
が
な
さ
れ
る
べ
き
か
も
問
題
と
な
る
。
こ
の
場
合
、
裁
判
の
た
め
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に
、
一
度
に
複
数
の
技
術
系
裁
判
官
を
任
命
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ

の
問
題
も
、「
裁
判
官
モ
デ
ル
（Richter-M

odell

（」
で
は
、
解
決

さ
れ
な
い
。

　

そ
の
う
え
、
い
ず
れ
に
し
て
も
自
然
科
学
領
域
で
は
、
各
領
域
に

極
め
て
多
様
な
学
派
が
存
在
す
る
。
技
術
系
裁
判
官
が
あ
る
学
派
に

属
し
て
い
る
場
合
、
そ
の
者
は
他
の
学
派
の
原
理
に
も
と
づ
く
判
断

に
疑
念
を
抱
き
、
こ
れ
を
排
斥
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
技
術
系
裁
判
官

は
、
同
僚
の
裁
判
官
に
、
自
身
の
学
派
に
方
向
づ
け
ら
れ
た
一
面
的

な
見
解
を
述
べ
る
危
険
が
大
き
い
。
法
律
系
の
同
僚
裁
判
官
は
、
技

術
系
裁
判
官
の
見
解
を
吟
味
で
き
る
立
場
に
な
い
こ
と
が
多
い
だ
ろ

う
。
さ
ら
に
、
技
術
系
裁
判
官
の
見
解
に
つ
い
て
の
評
価
は
、
同
僚

へ
の
配
慮
や
─
─
自
ら
に
専
門
知
識
が
な
い
こ
と
に
よ
る
─
─
遠
慮

か
ら
自
由
で
は
な
い
。
以
上
の
こ
と
は
、
鑑
定
人
に
よ
る
鑑
定
を
吟

味
す
る
場
合
に
は
生
じ
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
裁
判
所
は
、
信

頼
に
足
る
と
い
え
る
か
に
か
か
る
審
査
〔Plausibilitätsprüfng
〕

の
範
囲
内
で
、
鑑
定
人
に
書
面
あ
る
い
は
口
頭
で
照
会
を
し
、
鑑
定

意
見
の
信
用
性
〔Belastbarkeit

〕
に
関
し
て
、
後
に
意
見
を
述
べ

さ
せ
る
だ
ろ
う
。
陪
席
裁
判
官
〔M

itrichter

〕
と
同
僚
関
係
に
あ

る
場
合
、
同
様
の
こ
と
は
行
わ
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
技
術
系
裁

判
官
の
場
合
に
は
別
の
形
、
す
な
わ
ち
裁
判
官
は
む
し
ろ
、
─
─
鑑

定
意
見
を
作
成
さ
せ
る
こ
と
な
く
─
─
工
学
あ
る
い
は
理
学
に
関
す

る
問
題
に
つ
い
て
の
理
解
を
主
張
し
、
同
僚
裁
判
官
は
通
常
、
こ
の

見
解
に
従
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
場
合
は
、
関
係
人
間
に
適

度
の
距
離
感
が
な
い
だ
け
で
は
な
く
、
通
常
、
鑑
定
人
の
鑑
定
意
見

に
相
当
す
る
よ
う
な
意
見
が
、
裁
判
所
に
対
し
て
提
出
さ
れ
る
こ
と

は
な
い（

（（
（

と
い
う
事
情
も
影
響
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
技
術
系
裁
判
官
職
を
民
事
裁
判
権
に
転
用
す
る
こ

と
で
は
、
専
門
的
知
識
に
裏
付
け
ら
れ
た
能
力
が
あ
る
か
を
自
ら
適

切
に
判
断
で
き
な
い
と
い
う
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
の
こ
と
は
、
よ
り
正
確
に
い
う
な
ら
ば
、
技
術
系
裁
判
官
に
も
あ

て
は
ま
る
。
ま
さ
に
技
術
系
裁
判
官
は
、
自
身
の
能
力
を
不
当
に
ア

ピ
ー
ル
す
る
誘
惑
に
か
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
一
方
で
は
、
彼
は
こ
の
目

的
の
た
め
に
技
術
系
裁
判
官
に
任
命
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え

こ
の
任
務
を
全
う
し
よ
う
と
す
る
だ
ろ
う
。
技
術
系
裁
判
官
が
不
適

切
な
評
価
を
す
る
危
険
は
大
き
い
。
そ
の
他
、
裁
判
体
の
中
に
、
そ

の
者
の
能
力
に
疑
問
を
投
げ
か
け
る
、
専
門
を
同
じ
く
す
る
者
は
存

在
し
な
い
。
ま
た
手
続
を
で
き
る
限
り
迅
速
に
す
る
た
め
に
、
専
門

を
同
じ
く
す
る
者
も
、
自
身
の
同
僚
の
自
己
評
価
に
従
う
傾
向
に
あ

る
。

　

ｄ
．
技
術
系
裁
判
官
の
コ
ス
ト

　

技
術
系
裁
判
官
を
よ
り
一
層
専
門
化
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
に
伴
う
、
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専
門
裁
判
官
を
あ
ら
ゆ
る
専
門
分
野
に
「
あ
て
が
う
」
経
費
に
鑑
み

る
と
、
こ
の
問
題
の
現
実
的
な
解
決
策
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

あ
ら
ゆ
る
専
門
家
が
裁
判
官
に
任
ぜ
ら
れ
、
報
酬
を
支
払
わ
れ
る
こ

と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
に
伴
う
コ
ス
ト
は
膨
大
で

あ
り
、
少
な
く
と
も
効
果
に
対
す
る
疑
念
に
弁
明
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

─
─
た
と
え
ば
、
労
働
裁
判
権
あ
る
い
は
地
裁
商
事
部
の
領
域
に
お

け
る
─
─
素
人
裁
判
官
制
度
の
存
在
も
、
こ
れ
に
対
す
る
反
論
と
は

な
ら
な
い
。
参
審
員
職
も
素
人
裁
判
官
職
も
、
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ

そ
の
職
務
遂
行
に
つ
き
補
償
が
な
さ
れ
る
、
期
間
付
き
の
名
誉
職
で

あ
る（

（（
（

。
こ
れ
ら
す
べ
て
は
、
本
稿
で
み
た
よ
う
な
、
標
準
的
な
技
術

系
裁
判
官
職
と
は
異
な
る
。

Ⅳ
．
裁
判
手
続
に
専
門
的
資
質
を
取
り
込
む
そ
の
他
の
形
態

　

１
．
諮
問
委
員
会
〔Beirat

〕

　

こ
こ
で
は
ご
く
簡
単
に
の
み
、
す
で
に
冒
頭
で
言
及
し
た
、
手
続

に
第
三
者
の
専
門
能
力
を
取
り
込
む
そ
の
ほ
か
の
形
態
に
つ
い
て
触

れ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
す
な
わ
ち
、
諮
問
委
員
会
の
創
設
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
種
の
制
度
も
こ
れ
ま
で
に
編
み
出
さ
れ
て
い
る（

（（
（

。

も
っ
と
も
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
の
シ
ス
テ
ム
の
中
で
は
異
物
で
あ
ろ
う
。
事
実

に
関
す
る
認
識
の
調
達
方
法
と
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
二
つ
の
も
の

が
存
在
す
る
。
裁
判
官
が
自
ら
の
知
識
を
自
由
に
利
用
し
、
手
続
に

そ
れ
を
持
ち
込
む
方
法
、
ま
た
は
証
拠
方
法
を
用
い
る
方
法
で
あ
る
。

他
方
、
裁
判
官
が
第
三
者
に
助
言
を
求
め
る
場
合
、
そ
の
経
過
を
当

事
者
は
追
体
験
で
き
ず
、
当
事
者
は
こ
れ
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が

で
き
な
い
可
能
性
が
あ
る
。
こ
れ
は
当
事
者
の
当
事
者
権
を
切
り
詰

め
、
手
続
を
部
分
的
に
、
一
種
の
秘
密
司
法
に
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

か
か
る
手
続
へ
の
当
事
者
の
関
与
の
問
題
の
ほ
か
、
た
と
え
ば
公
開

原
則
も
こ
の
点
と
関
係
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
そ
の
他
の
、
当
事
者

権
と
公
開
の
利
益
を
考
慮
し
た
形
態
は
、
鑑
定
人
と
比
較
し
た
場
合

の
メ
リ
ッ
ト
を
失
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
よ
う
な
諮
問
委
員
会
の
設
置

は
時
代
遅
れ
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

２
．
裁
判
体
の
専
門
化

　

そ
の
他
の
、
上
記
と
は
区
別
さ
れ
る
問
題
で
あ
る
が
、
こ
の
関
係

で
言
及
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
、
裁
判
体
の
専
門
化
の
問
題
が
あ

る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
過
去
の
経
験
か
ら
次
の
よ
う
な
こ
と
が

い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
法
を
そ
の
つ
ど
適
用
す
る
た
め
に
、
あ
る
い

は
技
術
上
の
問
題
が
生
じ
る
の
が
通
常
で
あ
る
た
め
に
、
主
題
に
関

し
て
一
定
程
度
精
通
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
種
の

専
門
化
は
推
奨
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
点
、
モ
デ
ル
と
な
る
も

の
と
し
て
、
医
事
法
事
件
あ
る
い
は
建
築
契
約
紛
争
に
関
す
る
特
別
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管
轄
が
あ
げ
ら
れ
る
。
多
く
の
者
に
と
っ
て
近
寄
り
難
い
倒
産
法
関

係
の
紛
争
に
つ
い
て
も
、
倒
産
法
関
係
の
特
別
管
轄
を
設
け
る
こ
と

に
よ
り
、
公
刊
さ
れ
た
裁
判
に
関
す
る
理
解
が
深
ま
り
、
当
然
、
裁

判
の
質
も
高
ま
る
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
こ
れ

ま
で
に
こ
れ
を
確
証
す
る
立
法
事
実
上
の
デ
ー
タ
は
な
い
。
そ
の
結

果
い
ず
れ
に
し
て
も
、
効
率
性
の
向
上
に
関
し
て
は
確
か
な
こ
と
を

い
う
こ
と
は
で
き
な
い（

（（
（

。

　

す
で
に
法
律
上
の
基
盤
を
有
す
る（

（（
（

、
こ
の
よ
う
な
専
門
化
は
、
い

ず
れ
に
し
て
も
、
裁
判
官
に
追
加
講
習
〔Zusatzausbildung

〕
を

施
す
よ
り
も
、
場
合
に
よ
っ
て
は
裁
判
官
が
い
わ
ゆ
る
複
数
学
位
取

得
者
で
あ
る
場
合
よ
り
も
、
望
ま
し
い
と
い
わ
れ
る（

（（
（

。
後
者
は
、
過

去
に
時
折
主
張
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
ま
っ
た
く
非
現
実
的
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
し
、
つ
い
に
は
、
こ
の
種
の
裁
判
官
に
ふ
さ
わ
し
い

報
酬
は
ど
の
程
度
か
と
い
う
問
題
も
生
じ
さ
せ
た
。
ド
イ
ツ
に
お
い

て
は
、
こ
の
よ
う
な
専
門
化
は
、
鑑
定
の
質
の
問
題
を
、
一
部
で
緩

和
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
点
で
は
基
本
的
に
一
致
し
て
い
る
。

と
い
う
の
も
裁
判
所
は
、
専
門
化
の
程
度
が
向
上
す
れ
ば
、
よ
り
事

案
に
適
合
し
た
証
明
対
象
を
示
す
こ
と
が
で
き
、
ま
た
鑑
定
の
信
頼

性
に
関
す
る
専
門
的
な
審
査
を
、
よ
り
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
る

か
ら
で
あ
る
。

Ⅴ
．
ド
イ
ツ
に
お
け
る
鑑
定
法
の
新
た
な
展
開

　

鑑
定
を
め
ぐ
る
新
た
な
議
論
は
、
と
り
わ
け
、
鑑
定
の
提
出
ま
で

に
長
期
間
を
要
す
る
こ
と
に
よ
る
訴
訟
遅
延
の
問
題
、
お
よ
び
鑑
定

の
質
の
改
善
が
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
二
〇
一
五
年
の
第

七
〇
回
ド
イ
ツ
法
曹
大
会
の
際
に
議
論
が
な
さ
れ
た
問
題
領
域
で
も

あ
る
。
立
法
者
は
つ
い
に
、
こ
の
目
的
に
資
す
る
よ
う
に
、
─
─
き

わ
め
て
慎
重
に
─
─
こ
れ
ま
で
の
鑑
定
法
に
対
し
て
い
く
つ
か
手
を

加
え
た（

（（
（

。
全
体
と
し
て
新
た
な
規
定
は
、
経
済
界
お
よ
び
実
務
に
お

い
て
好
意
的
な
評
価
を
得
て
い
る
。
以
下
で
は
新
た
な
規
定
と
、
こ

れ
に
関
連
す
る
期
待
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

　

１
．
鑑
定
人
の
中
立
性
の
確
保

　

従
前
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
当
事
者
は
、
鑑
定
人
の
有
す
る
必
要
な

専
門
知
識
に
関
す
る
質
問
を
、
終
盤
の
時
点
で
初
め
て
す
る
こ
と
が

で
き
た
。
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
一
一
条
三
項
に
も
と
づ
き
当
事
者
は
、
鑑
定
人

を
口
頭
で
意
見
聴
取
す
る
期
日
に
お
い
て
、
こ
れ
を
す
る
こ
と
が
で

き
、
先
行
し
て
な
さ
れ
る
書
面
鑑
定
に
関
す
る
報
告

〔A
ussprache

〕
の
後
に
行
わ
れ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
こ
の
と
き

に
初
め
て
当
事
者
は
、
指
定
さ
れ
た
立
証
主
題
に
つ
い
て
、
鑑
定
人
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と
し
て
呼
ば
れ
た
者
の
専
門
知
識
が
欠
け
て
い
る
と
異
議
を
述
べ
る

こ
と
が
で
き
る
。
立
法
者
は
、
こ
れ
を
遅
き
に
過
ぎ
る
と
考
え
た
。

立
法
者
の
理
解
に
よ
る
と
、
法
律
に
も
と
づ
き
、
当
事
者
お
よ
び
関

係
人
が
よ
り
早
い
段
階
で
、
鑑
定
人
た
る
者
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と

が
で
き
れ
ば
、
実
際
的
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
よ
う
な
機
会
は
、
裁

判
所
が
鑑
定
人
を
選
任
す
る
た
め
の
根
拠
事
実
を
よ
り
よ
い
も
の
と

す
る
で
あ
ろ
う
。
法
律
に
項
を
付
加
す
る
形
を
と
っ
た
た
め
（
Ｚ
Ｐ

Ｏ
四
〇
四
条
二
項
（、
ど
の
時
点
で
そ
の
よ
う
な
聴
取
を
行
う
か
は
、

依
然
と
し
て
、
裁
判
官
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
る
。
聴
取
の
時
点
は
、

個
別
具
体
的
な
事
案
に
左
右
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
と
り
わ
け
裁
判
所
が

早
期
第
一
回
期
日
を
行
う
か
、
あ
る
い
は
書
面
に
よ
る
事
前
手
続
を

行
う
か
否
か
の
判
断
に
影
響
を
受
け
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
場
合
、

相
手
方
に
訴
状
を
送
達
さ
せ
る
、
あ
る
い
は
相
手
方
に
対
し
て
定
め

ら
れ
た
期
間
内
に
答
弁
す
る
こ
と
を
命
じ
る
、
裁
判
所
の
処
分
が
問

題
と
な
る
。
立
法
者
は
、
社
会
裁
判
所
の
手
続
を
参
考
に
し
て
い
る

が
、
同
裁
判
所
の
手
続
で
は
こ
の
聴
取
は
、
準
備
的
手
続
開
始
措
置

〔vorbereitender verfahrensleitender M
aßnahm

e

〕
あ
る
い

は
審
議
期
日
〔Erörterungsterm

in

〕（
社
会
裁
判
所
法
一
〇
六

条
（
に
お
い
て
行
わ
れ
る
。

　

裁
判
所
が
当
事
者
に
、
鑑
定
人
た
る
者
を
指
名
す
る
よ
う
求
め
る

こ
と
が
で
き
る
点
に
、
変
更
は
な
い
。
こ
の
場
合
、
あ
る
い
は
裁
判

所
か
ら
の
求
め
に
よ
ら
ず
に
当
事
者
ま
た
は
関
係
人
が
人
物
を
提
案

し
た
場
合
に
は
、
相
手
方
当
事
者
ま
た
は
ほ
か
の
関
係
人
が
、
こ
の

提
案
に
つ
い
て
意
見
聴
取
を
受
け
れ
ば
、
そ
れ
で
十
分
で
あ
る
。
事

案
に
特
段
の
事
情
が
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
そ
の
よ
う
な
聴
取
が
な

さ
れ
な
い
こ
と
が
正
当
化
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
か
か
る
特
段
の
事

情
は
、
た
と
え
ば
迅
速
手
続
〔Eilverfahren

〕
や
、
特
に
迅
速
で

あ
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
手
続
に
つ
い
て
認
め
ら
れ
る
。
後
者
の

例
と
し
て
、
家
事
手
続
法
〔Fam

FG

〕
一
五
五
条
一
項
に
も
と
づ

く
親
子
関
係
事
件
に
お
け
る
手
続
が
あ
げ
ら
れ
る
。
同
様
の
こ
と
は

倒
産
法
に
つ
い
て
も
、
開
始
要
件
を
判
断
す
る
鑑
定
人
を
任
命
す
る

場
合
に
あ
て
は
ま
る
。
当
事
者
お
よ
び
関
係
人
の
聴
取
に
方
式
性
は

な
く
、
む
し
ろ
こ
の
聴
取
は
、
事
案
に
適
し
た
鑑
定
人
の
任
命
の
た

め
に
必
要
な
事
実
認
識
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
聴
取
は
、
当
事
者
が
選
任
予
定
の
鑑
定
人
た
る
者
に
対
し
て
す

で
に
意
見
を
述
べ
て
い
る
場
合
、
あ
る
い
は
鑑
定
さ
れ
る
べ
き
問
題

が
非
常
に
特
殊
で
、
そ
の
結
果
、
鑑
定
者
が
そ
も
そ
も
少
な
い
場
合

に
は
、
不
要
で
あ
る
。
個
別
事
案
で
、
当
事
者
あ
る
い
は
関
係
人
の

聴
取
が
、
そ
の
人
数
の
多
さ
を
理
由
に
実
施
さ
れ
な
い
こ
と
さ
え
あ

り
う
る
。
新
た
な
規
定
に
よ
っ
て
、
裁
判
所
の
選
任
手
続
は
、
従
前

よ
り
も
「
見
通
し
の
よ
い
」
も
の
と
な
り
、
し
た
が
っ
て
鑑
定
人
の

独
立
性
と
中
立
性
へ
の
信
頼
は
向
上
し
、
専
門
知
識
を
有
し
た
鑑
定
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人
の
任
命
が
担
保
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

　

２
．
鑑
定
人
の
義
務
の
拡
大

　

任
命
さ
れ
た
鑑
定
人
に
は
、
従
前
の
法
に
よ
っ
て
も
、
広
範
な
義

務
が
課
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
鑑
定
人
は
遅
滞
な
く
、
自
ら
に

対
す
る
鑑
定
委
託
が
自
身
の
専
門
領
域
に
該
当
す
る
か
、
ま
た
、
他

の
鑑
定
人
の
助
力
を
得
る
こ
と
な
く
処
理
で
き
る
か
を
吟
味
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
現
行
法
で
は
こ
れ
に
加
え
、
裁
判
所
が
定
め
た
期

間
内
に
鑑
定
委
託
を
処
理
で
き
る
の
か
も
、
鑑
定
人
は
吟
味
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
鑑
定
人
は
、
い
ず
れ
に
し
て
も
遅
滞
な
く
、

自
ら
の
中
立
性
に
対
し
疑
念
を
抱
か
せ
る
事
由
が
存
在
す
る
か
も
審

査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
新
た
に
加
え
ら
れ
た
義
務

と
そ
の
不
履
行
に
は
、
受
訴
裁
判
所
に
よ
り
し
か
る
べ
き
秩
序
金

（O
rdnungsgeld

（
が
科
さ
れ
る
こ
と
で
、
制
裁
が
加
え
ら
れ
る
可

能
性
が
あ
る
（
新
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
〇
七
ａ
条
二
項
（。
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
一
一
条

一
項
に
よ
れ
ば
、
裁
判
所
は
鑑
定
人
に
、
鑑
定
人
の
署
名
を
付
し
た

鑑
定
意
見
書
を
送
付
す
べ
き
期
間
を
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

上
述
の
審
査
義
務
お
よ
び
報
告
義
務
は
、
鑑
定
人
に
早
期
に
過
度
の

負
担
を
負
っ
て
い
る
状
況
を
認
識
さ
せ
、
鑑
定
人
が
こ
れ
を
届
け
出

る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
過
度
の
負
担
で
あ
る
と
の
届
出
が
な
さ
れ

た
後
に
、
ど
の
よ
う
な
処
置
を
講
ず
る
の
か
は
、
裁
判
所
に
委
ね
ら

れ
て
い
る
。
ま
ず
、
鑑
定
人
に
対
し
て
、
よ
り
長
期
の
期
間
を
与
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
〇
八
条
一
項
二
文
に
も
と
づ

き
、
鑑
定
委
託
を
免
ず
る
こ
と
も
で
き
る
。
鑑
定
委
託
の
期
間
内
の

処
理
を
妨
げ
る
事
情
の
報
告
を
、
鑑
定
人
が
怠
っ
た
場
合
、
こ
の
こ

と
は
鑑
定
人
に
認
め
ら
れ
た
報
酬
に
影
響
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る
。

鑑
定
人
が
報
酬
を
受
け
る
の
は
、
鑑
定
人
の
鑑
定
意
見
を
目
的
に
し

た
が
い
〔bestim

m
ungsgem

äß

〕
利
用
で
き
る
場
合
に
限
ら
れ

る
。

　

報
告
義
務
は
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
鑑
定
人
の
独
立
性
に
疑
念
を

生
じ
さ
せ
得
る
事
由
に
つ
い
て
ま
で
広
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
鑑
定
人
は
、
自
己
の
鑑
定
意
見
の
証
拠
力
を
減
殺
あ
る
い
は
消
失

さ
せ
る
可
能
性
の
あ
る
、
考
え
ら
れ
る
利
益
相
反
の
存
在
を
審
査
す

る
よ
う
仕
向
け
ら
れ
る
。
か
か
る
義
務
は
、
当
事
者
の
義
務

〔O
bliegenheit

〕
と
競
合
し
て
い
る
。
当
事
者
が
訴
訟
中
に
、
鑑

定
人
の
独
立
性
や
中
立
性
に
対
し
、
合
理
的
な
疑
念
を
抱
い
た
場
合

に
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
〇
六
条
に
も
と
づ
い
て
、
不
公
正
の
お
そ
れ
を
理

由
に
鑑
定
人
を
忌
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
事
者
に
と
っ
て
当
該

事
由
を
認
識
す
る
こ
と
は
、
困
難
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
ゆ
え

忌
避
事
由
は
、
極
め
て
空
疎
な
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ

き
新
た
な
規
定
は
、
考
え
ら
れ
る
利
益
相
反
に
つ
き
裁
判
所
へ
自
ら

遅
滞
な
く
報
告
す
る
よ
う
、
鑑
定
人
に
義
務
付
け
る
こ
と
で
対
策
を
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講
じ
よ
う
と
し
て
い
る
。
裁
判
所
は
上
述
の
事
由
を
審
査
し
、
場
合

に
よ
っ
て
は
別
の
鑑
定
人
を
任
命
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
く
わ
え

て
こ
の
よ
う
な
報
告
義
務
は
、
─
─
新
た
な
規
定
は
明
示
的
に
定
め

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
─
─
鑑
定
人
の
義
務
を
免
じ
る
、
そ
の
他

の
事
由
に
つ
い
て
も
存
在
す
る
。
こ
の
場
合
も
、
上
で
記
し
た
義
務

の
違
反
に
よ
り
、
鑑
定
人
は
報
酬
請
求
権
を
失
う
結
果
と
な
る
。
も

ち
ろ
ん
こ
の
こ
と
は
、
鑑
定
人
が
不
履
行
の
責
任
を
負
う
必
要
が
な

い
場
合
に
は
、
当
て
は
ま
ら
な
い
（
司
法
報
酬
・
補
償
法
八
ａ
条
一

項
（。
鑑
定
人
の
新
た
な
義
務
は
、
鑑
定
人
に
、
任
命
直
後
の
段
階

だ
け
で
は
な
く
、
鑑
定
人
の
鑑
定
の
全
期
間
に
わ
た
っ
て
課
さ
れ
る

も
の
と
解
さ
れ
る
。

　

鑑
定
人
の
義
務
に
対
応
す
る
の
が
、
裁
判
所
の
新
た
な
義
務
で
あ

る
。
こ
こ
で
特
に
強
調
さ
れ
る
べ
き
は
、
書
面
に
よ
る
鑑
定
意
見
の

作
成
を
委
託
す
る
場
合
に
、
鑑
定
人
に
対
し
て
鑑
定
意
見
を
提
出
す

る
期
間
を
設
定
す
る
、
上
述
の
義
務
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
立
法
者

は
、
作
成
期
間
の
短
縮
を
期
待
し
て
い
る
。
義
務
が
履
行
さ
れ
な

か
っ
た
場
合
、
鑑
定
人
に
秩
序
金
が
科
さ
れ
る
が
、
秩
序
金
は
三
〇

〇
〇
ユ
ー
ロ
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
鑑
定
証
明
に
お
い
て
書
面
を

用
い
る
こ
と
で
、
遅
延
は
減
少
す
る
と
み
る
の
が
、
実
務
上
有
力
で

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
新
た
な
規
定
は
、
書
面
に
よ
る
説
明
あ
る
い
は
書

面
で
の
鑑
定
意
見
の
補
充
を
鑑
定
人
に
命
じ
る
こ
と
も
可
能
と
し
て

い
る
。
こ
の
規
定
が
鑑
定
意
見
作
成
の
迅
速
化
に
寄
与
す
る
の
か
、

寄
与
す
る
と
し
て
そ
れ
が
ど
の
程
度
な
の
か
は
、
は
っ
き
り
と
し
な

い
。
こ
の
点
に
関
す
る
見
解
は
、
─
─
立
法
手
続
に
お
い
て
も
─
─

様
々
で
あ
っ
た
。
一
部
の
見
解
か
ら
は
、
こ
の
規
定
は
歓
迎
さ
れ
た（

（（
（

。

こ
れ
に
対
し
、
か
か
る
期
間
設
定
義
務
に
反
対
す
る
見
解
も
あ
っ
た（

（（
（

。

期
間
設
定
と
い
う
方
法
が
こ
れ
ま
で
用
い
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い

う
事
情
か
ら
す
る
と
、
少
な
く
と
も
裁
判
所
は
、
期
間
の
設
定
に
よ

り
手
続
が
短
縮
さ
れ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
と
い
え
る
。
ま
た
、
仮

に
一
度
設
定
さ
れ
た
期
間
を
延
長
で
き
る
と
し
て
も
、
期
間
の
設
定

に
よ
り
専
門
知
識
の
あ
る
鑑
定
者
を
思
う
よ
う
に
用
意
で
き
な
く
な

る
可
能
性
も
あ
る（

（（
（

。
こ
の
点
で
、
反
対
説
が
参
考
と
な
る
だ
ろ
う
。

ま
た
多
く
の
場
合
裁
判
所
は
、
期
間
設
定
と
の
関
係
で
、
鑑
定
意
見

の
作
成
に
ど
れ
ほ
ど
の
負
担
が
か
か
る
か
を
評
価
で
き
な
い
こ
と
も

問
題
で
あ
る（

（（
（

。

　

独
立
性
を
疑
わ
せ
る
事
由
に
つ
い
て
の
自
己
情
報
に
関
す
る
限
り

で
い
え
ば
、
か
な
り
漠
然
と
し
た
鑑
定
人
の
情
報
提
供
義
務
に
よ
っ

て
、
立
法
者
の
目
的
が
達
成
さ
れ
る
の
か
が
少
な
く
と
も
問
題
と
な

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
仲
裁
手
続
に
お
け
る
、
仲
裁
人
に
係
る
情
報

提
供
義
務
に
関
す
る
経
験
は
、
む
し
ろ
マ
イ
ナ
ス
材
料
を
提
供
す
る
。

鑑
定
人
が
鑑
定
意
見
を
作
成
す
る
意
欲
が
あ
る
場
合
、
少
な
く
と
も

中
立
的
な
観
察
者
の
目
か
ら
す
れ
ば
独
立
性
に
疑
念
が
残
る
事
由
を
、
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鑑
定
人
は
自
分
に
は
問
題
の
な
い
も
の
と
性
質
づ
け
る
傾
向
に
あ
る
。

か
か
る
事
由
が
鑑
定
人
の
独
立
性
に
疑
問
を
投
げ
か
け
る
か
を
評
価

す
る
よ
う
鑑
定
人
に
義
務
付
け
る
の
で
は
な
く
、
一
定
の
事
由
に
つ

き
情
報
提
供
を
求
め
る
具
体
的
な
質
問
表
を
鑑
定
人
に
送
付
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
の
み
、
裁
判
所
は
こ
の
問
題
を
予
防
す
る
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
踏
み
込
ん
だ
鑑
定
人
へ
の
質
問

を
、
法
律
の
規
定
が
内
容
と
し
て
含
ん
で
い
る
の
か
は
、
少
な
く
と

も
か
な
り
疑
問
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
過
去
に
お
い
て
す
で
に
、
鑑
定
人
に
仕
事
の
余
力

〔A
rbeitskapazität

〕
が
な
い
た
め
に
、
鑑
定
人
の
任
命
が
失
敗

に
終
わ
っ
て
い
る
点
も
見
逃
す
べ
き
で
は
な
い
。
し
か
し
裁
判
所
は
、

多
く
の
事
例
に
お
い
て
、
特
定
の
人
物
、
あ
る
い
は
ご
く
限
ら
れ
た

人
脈
に
、
鑑
定
人
を
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
鑑
定
人
を
別
の
者
へ
変

更
し
た
り
、
あ
る
い
は
人
脈
を
広
げ
た
り
す
る
と
、
質
の
喪
失
に
つ

な
が
る
。
結
局
、
再
度
、
鑑
定
意
見
を
入
手
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
、

判
決
の
質
に
目
を
瞑
る
か
、
手
続
を
延
長
す
る
か
の
ど
ち
ら
か
に
な

る
だ
ろ
う
。
私
の
一
三
年
余
の
高
裁
で
の
裁
判
官
と
し
て
の
職
務
経

験
か
ら
す
る
と
、
専
門
知
識
を
有
す
る
鑑
定
人
の
確
保
は
、
医
学
領

域
で
あ
れ
、
工
学
・
理
学
領
域
で
あ
れ
、
き
わ
め
て
難
し
い
と
い
え

る
だ
ろ
う
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
通
常
、
専
門
に
つ
き
高
名
な
医
師

が
対
象
と
な
る
が
、
そ
の
よ
う
な
者
に
は
、
結
局
、
医
師
と
し
て
の

職
務
と
と
も
に
、
鑑
定
者
と
し
て
の
任
務
を
引
き
受
け
る
だ
け
の
余

力
は
ほ
ぼ
な
い
。
前
者
の
活
動
を
行
わ
な
い
と
、
し
ば
し
ば
学
問
の

最
先
端
か
ら
取
り
残
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
資
質
の
あ
る
鑑
定
者

の
数
が
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
し
て
、
手
続
法
の
領
域
で
新
た

な
立
法
措
置
を
し
た
と
し
て
も
、
遅
延
の
根
本
的
な
問
題
は
一
定
程

度
ま
で
し
か
解
決
さ
れ
な
い
。
鑑
定
人
に
よ
り
高
い
報
酬
を
与
え
た

な
ら
ば
、
個
々
の
ケ
ー
ス
ご
と
に
、
鑑
定
意
見
作
成
の
メ
リ
ッ
ト
と

負
担
過
剰
の
衡
量
が
な
さ
れ
る
だ
ろ
う
が
、
こ
の
問
題
の
防
止
に
は
、

全
体
と
し
て
、
金
銭
的
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
も
ほ
と
ん
ど
効
果
が
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

３
．
質
の
向
上

　

と
り
わ
け
家
事
事
件
手
続
の
領
域
、
ま
た
親
子
関
係
事
件
に
関
す

る
限
り
で
あ
る
が
、
非
訟
事
件
手
続
の
領
域
で
、
質
の
欠
如
が
顕
在

化
し
て
い
る
。
家
庭
裁
判
所
で
の
鑑
定
の
領
域
で
の
学
術
調
査
は
、

驚
く
べ
き
結
果
を
示
し
た（

（（
（

。
家
庭
裁
判
所
で
は
、
家
族
心
理
学
に
関

す
る
鑑
定
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
年
間
一
〇
〇
〇
〇
件

近
く
の
鑑
定
意
見
が
作
成
さ
れ
て
い
る（

（（
（

が
、
鑑
定
人
の
一
〇
％
近
く

は
、
一
度
も
十
分
な
職
業
資
格
を
明
示
し
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な

資
質
の
欠
如
を
み
た
と
き
、
こ
の
理
由
だ
け
で
、
一
〇
〇
〇
件
近
く

の
家
族
心
理
学
の
鑑
定
書
に
誤
り
が
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
か
か
る
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状
況
に
鑑
み
れ
ば
、
立
法
者
は
早
急
に
対
策
を
講
じ
る
必
要
が
あ
っ

た
。
法
は
、
し
か
る
べ
き
新
規
定
に
よ
り
、
鑑
定
人
の
職
業
資
格
に

関
す
る
最
低
基
準
を
定
め
た
。
も
っ
と
も
こ
れ
は
極
め
て
広
範
で
あ

り
、
心
理
学
、
精
神
療
法
学
か
ら
、
医
学
、
さ
ら
に
は
教
育
学
あ
る

い
は
教
育
社
会
学
の
職
業
資
格
に
至
る
ま
で
多
岐
に
わ
た
る
（
新
家

事
非
訟
事
件
手
続
法
一
六
三
条
（。
こ
れ
に
よ
っ
て
立
法
者
は
、
鑑

定
の
質
の
向
上
を
期
待
し
て
い
る（

（（
（

。
こ
の
点
に
鑑
み
る
と
、
問
題
の

あ
る
記
載
〔die beschriebenen M

issstände

〕
を
減
ら
す
た
め

に
は
、
一
般
推
薦
の
利
用
を
続
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
法
に

列
挙
さ
れ
た
資
格
に
つ
い
て
、
立
法
者
は
十
分
な
カ
タ
ロ
グ
を
作
る

こ
と
に
成
功
し
た
か
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
は
こ
れ
以
上
立
ち
入
る

つ
も
り
は
な
い
。
親
の
監
護
、
交
流
権
〔U

m
gangsrecht

〕
お
よ

び
子
の
引
渡
し
の
裁
判
に
関
し
て
、
教
育
学
、
教
育
社
会
学
あ
る
い

は
医
師
の
職
業
資
格
が
こ
れ
ら
の
手
続
で
要
求
さ
れ
て
い
な
い
、
と

の
批
判
が
し
ば
し
ば
な
さ
れ
て
い
る（

（（
（

。
心
理
学
の
職
能
団
体
の
中
に

は
、
心
理
学
あ
る
い
は
医
学
の
大
学
の
卒
業
と
、
補
充
的
に
法
社
会

学
に
関
す
る
資
格
付
与
〔Q

ualifizierung

〕
を
要
求
す
る
も
の
も

あ
る（

（（
（

。
法
定
の
資
格
表
に
こ
の
よ
う
な
要
件
を
取
り
込
む
こ
と
は
、

立
法
手
続
に
お
い
て
、
あ
る
連
邦
州
の
拒
否
権
に
よ
り
最
終
的
に
は

実
現
し
な
か
っ
た
。

　

こ
の
種
の
資
格
を
列
挙
す
る
こ
と
の
根
本
的
な
問
題
は
、
こ
の
よ

う
な
批
判
か
ら
明
ら
か
と
な
る
。
十
分
な
資
格
を
、
は
っ
き
り
と
示

す
こ
と
は
困
難
な
場
合
が
多
い
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
大
学
教
育
の

問
題
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
。
少
な
か
ら
ぬ
事
案
や
領
域
で
は
、

実
務
経
験
を
と
も
な
わ
な
い
基
礎
理
論
教
育
よ
り
も
、
職
業
経
験
の

長
さ
の
方
が
よ
り
重
要
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
あ
る
問
題
に
つ
き
、
大

学
卒
業
資
格
を
有
す
る
が
、
実
務
経
験
が
少
な
い
か
も
し
れ
な
い
建

築
技
術
者
よ
り
も
、
何
十
年
も
の
間
の
建
築
監
督
業
務
経
験
を
有
す

る
こ
と
が
、
建
築
鑑
定
人
た
る
者
に
よ
り
高
い
専
門
能
力
が
あ
る
と

い
う
評
価
に
つ
な
が
る
こ
と
も
あ
り
う
る（

（（
（

。
私
の
見
る
と
こ
ろ
、
鑑

定
意
見
は
─
─
仮
に
こ
れ
が
教
育
を
受
け
た
外
科
学
の
専
門
医
に

よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
─
─
そ
の
質
は
ま
ち

ま
ち
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
教
育
が
同
等
で
あ
る
こ
と
は
、
質
が

同
等
で
あ
る
こ
と
を
決
し
て
担
保
し
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
最
低
限
の

基
準
が
、
最
低
限
の
質
を
担
保
す
る
の
が
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
で
あ

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
鑑
定
人
が
裁
判
所
に
と
っ
て
利
用
可
能
な
鑑

定
意
見
を
作
成
す
る
た
め
に
は
、
民
事
訴
訟
に
お
け
る
証
拠
方
法
と

し
て
、
自
ら
の
鑑
定
が
果
た
す
役
割
に
つ
い
て
正
し
い
理
解
を
有
す

る
こ
と
が
、
よ
り
重
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る（

（（
（

。
こ
の
点
、
本
来

は
鑑
定
人
を
任
命
す
る
前
に
、
そ
の
よ
う
な
─
─
補
充
的
な
─
─
教

育
に
関
す
る
証
明
を
要
求
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
鑑
定
人
と
の
対
談

か
ら
は
、
自
身
の
し
た
鑑
定
の
機
能
、
つ
ま
り
訴
訟
に
お
け
る
自
身
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の
活
動
の
意
味
を
よ
り
よ
く
評
価
で
き
る
よ
う
、
鑑
定
人
の
側
も
こ

の
点
に
関
心
を
有
し
て
い
る
と
の
報
告
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

一
部
の
見
解
は
、
現
行
法
上
存
在
す
る
、
鑑
定
の
質
を
向
上
さ
せ

る
一
連
の
方
法
が
、
こ
れ
ま
で
利
用
さ
れ
ず
に
き
た
こ
と
を
批
判
す

る
。
か
か
る
方
法
に
は
、
被
任
命
経
験
者
〔Bestellkörper-

schaft

〕
を
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
し
た
名
簿
の
作
成
と
閲
覧
の
ほ
か
に
、

鑑
定
人
候
補
者
バ
ン
ク
の
構
築
へ
の
専
門
団
体
、
手
工
業
会
議
所
な

ら
び
に
商
工
会
議
所
に
よ
る
協
力
が
あ
る
。
そ
の
対
象
者
は
、
営
業

法
に
も
と
づ
き
公
に
任
命
さ
れ
、
宣
誓
し
た
鑑
定
人
だ
け
で
は
な
く
、

と
り
わ
け
認
定
、
あ
る
い
は
資
格
付
与
さ
れ
た
鑑
定
人
も
含
ま
れ
る

こ
と
に
な
る（

（（
（

。
こ
の
鑑
定
人
に
、
た
と
え
ば
ド
イ
ツ
技
術
審
査
認
定

機
関
〔D

eutsche A
kkreditierungsstelle

〕
に
よ
る
、D
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に
も
と
づ
い
て
資
格
付
与
さ
れ
た
鑑
定
人
は
該

当
し
、
強
度
の
監
督
に
服
し
て
い
る（

（（
（

。
ま
さ
に
後
者
の
点
に
特
別
の

価
値
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
資
格
付
与
は
そ
れ
自
体
、
資

格
の
付
与
後
短
い
期
間
で
、
実
質
的
に
は
意
味
を
失
う
可
能
性
が
あ

る
か
ら
で
あ
る
。

　

か
か
る
措
置
は
、
認
証
要
件
が
適
切
で
あ
り
、
そ
れ
が
遵
守
さ
れ

る
よ
う
継
続
的
な
監
査
を
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
質
の
向

上
に
寄
与
す
る
だ
ろ
う
。

　

４
．
私
鑑
定
の
活
用

　

当
事
者
側
か
ら
鑑
定
の
委
託
を
す
る
こ
と
は
、
訴
訟
の
準
備
時
間

を
含
め
る
な
ら
ば
、
時
間
的
に
は
手
続
の
迅
速
化
を
も
た
ら
さ
な
い
。

反
対
説
は
、
手
続
の
準
備
の
た
め
の
〔verfahrensvorbereitend

〕

鑑
定
を
、
手
続
期
間
に
含
め
な
い
こ
と
で
、
手
続
の
短
縮
を
手
に
し

て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ア
ン
グ
ロ
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
方
法
に

対
応
す
る
。
ア
ン
グ
ロ
ア
メ
リ
カ
法
に
よ
れ
ば
、
ト
ラ
イ
ア
ル
は
き

わ
め
て
短
期
集
中
的
な
手
続
で
あ
る
が
、
多
か
れ
少
な
か
れ
広
範
な

証
拠
探
査
（discovery

（
を
前
提
と
し
て
い
る
。
手
続
期
間
に
関

し
て
有
用
な
命
題
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
証
拠
調
べ
手
続
も
手
続
期

間
に
算
入
し
た
場
合
に
の
み
、
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

私
鑑
定
の
利
用
強
化
は
、
た
と
え
ば
イ
ギ
リ
ス
法
の
規
律
に
対
応

す
る
。
イ
ギ
リ
ス
法
で
は
、
鑑
定
人
そ
の
も
の
は
独
立
の
証
拠
方
法

で
は
な
く
、
む
し
ろ
専
門
家
証
人
〔expert w

itness

〕
と
し
て
証

人
の
ル
ー
ル
に
服
す
る
。
こ
の
ル
ー
ル
に
は
交
互
尋
問
も
含
ま
れ
る
。

つ
ま
り
鑑
定
人
は
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
範
囲
内
で
、
相
手
方
か
ら
の
徹

底
的
な
質
問
に
さ
ら
さ
れ
る
。
こ
れ
は
い
ず
れ
に
し
て
も
、
ド
イ
ツ

訴
訟
法
と
は
異
質
で
あ
り
、
目
に
見
え
る
長
所
を
伴
わ
な
い
。
ま
っ

た
く
に
逆
に
か
か
る
ル
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
相
手
方
も
自
ら
の
見
解
を

正
当
化
す
る
た
め
に
、
鑑
定
意
見
を
提
出
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
た

が
っ
て
、
必
ず
し
も
質
の
改
善
が
伴
う
わ
け
で
は
な
い
の
に
、
手
続
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に
投
入
さ
れ
る
鑑
定
意
見
は
増
加
す
る
。

　

多
く
の
事
案
で
は
、
─
─
こ
れ
は
推
測
だ
が
─
─
鑑
定
人
を
、
最

初
か
ら
、
思
う
よ
う
に
用
意
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ

な
ら
、
鑑
定
人
は
こ
の
よ
う
な
手
続
を
引
き
受
け
た
が
ら
な
い
か
ら

で
あ
る
。
す
る
と
、
そ
の
よ
う
な
手
続
で
よ
り
信
頼
に
足
る
と
思
わ

せ
る
の
は
、
必
然
的
に
よ
り
良
い
鑑
定
人
で
は
な
く
、
手
続
に
お
い

て
「
よ
り
良
い
外
観
」
を
演
じ
る
者
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
イ
ギ
リ
ス

の
弁
護
士
は
、
自
分
と
懇
意
の
鑑
定
証
人
を
起
用
す
る
傾
向
が
あ
る
。

そ
し
て
鑑
定
人
が
こ
れ
ま
で
様
々
な
手
続
に
お
い
て
相
手
方
か
ら
の

尋
問
を
切
り
抜
け
て
き
た
点
を
、
弁
護
士
が
前
提
と
す
る
の
で
あ
れ

ば
、
検
討
対
象
で
あ
る
証
明
問
題
に
関
す
る
具
体
的
な
専
門
能
力
の

点
で
は
、
こ
の
鑑
定
証
人
は
他
の
者
と
比
べ
て
適
切
で
は
な
い
。

　

欧
州
特
許
条
約
お
よ
び
統
一
特
許
裁
判
所
の
創
設
に
関
す
る
条
約（

（（
（

〔EPGÜ

〕
の
手
続
ル
ー
ル
に
も
と
づ
い
た
規
律
を
一
般
民
事
手
続

に
導
入
で
き
る
か
を
考
え
た
場
合
、
疑
念
は
強
ま
る
は
ず
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
、
当
事
者
鑑
定
〔Parteigutachten

〕
を
裁
判
所
鑑
定

に
優
先
さ
せ
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
統
一
特
許
裁
判
所
手
続

規
則
〔
以
下
、EPGV

erf

と
い
う
〕
一
八
一
条
に
よ
れ
ば
、
一
方

当
事
者
は
鑑
定
人
の
書
面
に
よ
る
鑑
定
意
見
を
委
託
す
る
こ
と
が
で

き
、
鑑
定
人
は
独
立
性
お
よ
び
中
立
性
を
保
障
さ
れ
る
。
こ
の
方
式

は
、EPGV

erf

一
八
五
条
一
項
に
も
と
づ
く
職
権
に
よ
る
裁
判
所

鑑
定
に
対
し
て
優
先
す
る
。

　

ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
裁
判
手
続
に
お
い
て
当
事
者
鑑
定

は
、
非
独
立
性
お
よ
び
非
中
立
性
に
対
す
る
当
然
の
疑
念
を
理
由
に
、

大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
は
い
な
か
っ
た（

（（
（

。
当
事
者
は
裁
判
前
の
手

続
で
、
訴
訟
の
見
通
し
を
立
て
る
た
め
に
、
ま
た
訴
え
の
提
起
、
あ

る
い
は
訴
え
の
棄
却
に
必
要
な
陳
述
を
す
る
目
的
で
、
こ
の
種
の
鑑

定
意
見
を
入
手
す
る
。
こ
の
場
合
こ
の
鑑
定
人
は
、
自
ら
の
裁
判
前

の
行
為
を
理
由
に
、
ま
た
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
行
為
に
よ
る
独
立

性
と
中
立
性
に
対
す
る
疑
念
を
理
由
に
、
裁
判
所
の
鑑
定
人
と
し
て

は
除
外
さ
れ
る
。
連
邦
通
常
裁
判
所
も
、
通
常
、
鑑
定
に
代
わ
る
当

事
者
鑑
定
は
適
切
で
は
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
も
っ
と
も

裁
判
所
が
、
証
明
問
題
に
つ
い
て
、
法
的
な
誤
り
な
く
確
信
あ
る
回

答
に
達
し
た
場
合
に
は
、
当
事
者
鑑
定
か
ら
心
証
形
成
を
す
る
こ
と

は
許
さ
れ
る
と
す
る
。
つ
ま
り
当
事
者
鑑
定
は
、
当
事
者
双
方
が
鑑

定
に
対
し
て
異
議
を
述
べ
な
か
っ
た
場
合
に
の
み
考
慮
さ
れ
る
。
こ

の
場
合
、
─
─
証
拠
方
法
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
適
格
な
陳
述

と
し
て
─
─
当
事
者
鑑
定
に
よ
り
、
裁
判
所
は
自
ら
の
専
門
知
識
を

形
成
し
、
鑑
定
人
を
呼
出
す
こ
と
な
く
事
件
に
関
す
る
裁
判
を
す
る
。

全
体
と
し
て
、
私
鑑
定
の
さ
ら
な
る
活
用
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き

た
、
鑑
定
人
の
独
立
性
お
よ
び
中
立
性
の
観
点
か
ら
は
、
問
題
で
あ

る
。
資
格
証
明
や
刑
事
責
任
も
し
く
は
民
事
責
任
に
よ
り
、
一
面
的
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な
鑑
定
を
阻
止
で
き
る
と
す
る
考
え
方
に
も
疑
問
が
あ
る
。
責
任
に

つ
い
て
は
、
民
法
八
三
九
ａ
条
が
類
推
適
用
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

く
わ
え
て
、
従
前
ま
で
頻
繁
に
利
用
さ
れ
て
き
た
免
責
や
責
任
制
限

規
定
を
目
に
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
責
任
を
第
三
者
に
対
し
て
追
及

す
る
こ
と
は
難
し
い
は
ず
で
あ
る
。
刑
事
責
任
の
基
礎
は
、
い
ず
れ

に
し
て
も
、
現
行
法
に
は
な
い
。

　

結
局
、
当
事
者
鑑
定
を
優
先
さ
せ
る
よ
う
な
制
度
を
一
般
民
事
訴

訟
に
導
入
す
る
こ
と
を
正
当
化
し
得
る
ほ
ど
の
、
決
定
的
な
検
討
結

果
は
存
在
し
な
い
。

Ⅵ
．
ま
と
め

　

鑑
定
は
、
厳
格
な
証
明
の
ほ
か
の
形
態
と
は
著
し
く
異
な
る
。
鑑

定
人
の
行
為
は
、
構
造
的
に
裁
判
官
の
そ
れ
と
極
め
て
類
似
し
て
い

る
。
し
か
し
そ
の
力
点
は
、
仮
に
個
々
の
場
合
に
お
い
て
、
事
実
問

題
と
法
律
問
題
を
完
全
に
区
別
す
る
こ
と
が
難
し
い
と
し
て
も
、
鑑

定
人
の
鑑
定
の
領
域
に
あ
る
。「
専
門
家
〔Experten

〕」
に
裁
判

官
の
役
割
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
、
鑑
定
人
の
特
殊
性
と
結
び

つ
い
た
問
題
は
、
解
消
さ
れ
な
い
。
た
し
か
に
こ
の
種
の
整
理
は
、

憲
法
上
は
、
将
来
的
に
一
定
の
条
件
の
も
と
で
可
能
で
あ
り
、
若
干

の
効
率
性
を
も
た
ら
す
余
地
が
あ
る
。
し
か
し
結
局
は
、
そ
の
よ
う

な
効
果
は
決
し
て
確
実
な
も
の
で
は
な
い
し
、
判
決
獲
得
が
か
な
り

見
通
し
の
き
か
な
い
も
の
と
な
り
、
ま
た
正
当
化
で
き
な
い
負
担
を

甘
受
し
な
け
れ
ば
、
実
現
で
き
な
い
。

　

質
の
獲
得
は
、
裁
判
主
体
の
一
層
の
専
門
化
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
最
近
、
立
法
者
に
よ
り
な
さ
れ
た
、
鑑
定
法

の
領
域
で
の
法
改
正
は
、
手
続
期
間
の
縮
減
に
部
分
的
に
寄
与
す
る

に
過
ぎ
な
い
。
法
が
施
行
さ
れ
て
ま
だ
間
も
な
い
た
め
、
現
時
点
で
、

改
正
の
実
際
の
効
果
に
つ
い
て
は
言
及
を
控
え
る
。
私
鑑
定
の
よ
り

一
層
の
活
用
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
の
シ
ス
テ
ム
に
内
在
す
る
限
界
が
存
在
す

る
。
こ
の
限
界
は
、
と
り
わ
け
、
私
鑑
定
人
の
独
立
性
と
中
立
性
に

対
す
る
疑
念
か
ら
生
じ
る
。
ま
た
、
効
率
性
の
実
現
も
直
接
に
は
実

現
し
え
な
い
。

［
訳
者
付
記
］

　

本
稿
は
、
平
成
二
九
年
三
月
二
八
日
に
慶
應
義
塾
大
学
で
行
わ
れ

た
セ
ミ
ナ
ー
に
お
い
て
報
告
し
て
頂
い
た
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
ド

レ
ス
デ
ン
工
科
大
学
法
学
部
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
リ
ュ
ケ
教
授
の
報

告
原
稿
を
翻
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

リ
ュ
ケ
教
授
は
、
一
九
八
三
年
に
第
二
次
司
法
試
験
に
合
格
さ
れ

た
後
、
わ
が
国
の
民
事
訴
訟
法
学
界
と
も
関
係
が
深
か
っ
た
、
フ
ラ

イ
ブ
ル
ク
大
学
故
ペ
ー
タ
ー
・
ア
レ
ン
ス
教
授
の
助
手
を
さ
れ
た
ほ
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か
、
同
教
授
の
も
と
で
博
士
論
文
を
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
後
シ
カ

ゴ
大
学
に
留
学
さ
れ
、
法
学
修
士
の
称
号
を
得
ら
れ
た
。
帰
国
後
は

再
び
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
に
戻
ら
れ
、
そ
こ
で
教
授
資
格
論
文
を
書

か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
コ
ン
ス
タ
ン
ツ
大
学
を
経
て
、
一
九
九
二

年
に
ド
レ
ス
デ
ン
工
科
大
学
法
学
部
の
正
教
授
と
し
て
赴
任
さ
れ
、

現
在
に
至
っ
て
い
る
。
ま
た
、
一
九
九
五
年
か
ら
一
九
九
七
年
ま
で

同
大
学
法
学
部
長
、
ま
た
就
任
以
来
現
在
に
至
る
ま
で
外
国
及
び
国

際
的
法
統
一
研
究
所
の
所
長
と
し
て
活
躍
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
一

九
九
六
年
か
ら
二
〇
〇
九
年
ま
で
ド
レ
ス
デ
ン
高
等
裁
判
所
判
事
を

務
め
ら
れ
、
そ
の
後
、
二
年
間
に
わ
た
っ
て
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
で
弁
護
士

業
務
に
も
携
わ
っ
て
お
ら
れ
る
。

　

こ
の
経
歴
か
ら
解
る
よ
う
に
、
リ
ュ
ケ
教
授
は
、
単
に
理
論
だ
け

で
な
く
、
民
事
裁
判
実
務
に
対
し
て
も
造
詣
の
深
い
方
で
あ
り
、
今

回
の
講
演
の
テ
ー
マ
で
あ
る
鑑
定
に
つ
い
て
の
報
告
に
は
ま
さ
に

う
っ
て
つ
け
の
人
物
で
あ
る
。

　

本
稿
は
、
専
門
的
な
事
件
に
専
門
家
が
裁
判
官
と
し
て
か
か
わ
る

可
能
性
を
指
摘
さ
れ
た
上
で
、
そ
の
当
否
を
、
様
々
な
角
度
か
ら
分

析
・
評
価
さ
れ
て
い
る
（
Ⅲ
（。
続
い
て
、
専
門
家
を
裁
判
官
と
い

う
形
態
以
外
で
関
与
さ
せ
る
可
能
性
を
検
討
さ
れ
（
Ⅳ
（、
ド
イ
ツ

に
お
け
る
鑑
定
を
め
ぐ
る
最
新
の
議
論
を
紹
介
し
、
そ
れ
を
丹
念
に

検
討
し
た
上
で
評
価
を
さ
れ
て
い
る
（
Ⅴ
（。

　

現
在
わ
が
国
の
民
事
訴
訟
法
に
お
い
て
は
、
専
門
家
を
訴
訟
に
関

与
さ
せ
る
制
度
と
し
て
、
鑑
定
人
・
専
門
委
員
の
制
度
が
あ
る
が
、

い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
は
完
全
無
欠
の
制
度
と
い
う
こ
と
は
で
き

な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
は
、
わ
が
国
の
専
門
家
の
裁
判
関
与
の

制
度
を
考
え
る
上
で
、
豊
富
な
比
較
・
検
討
の
材
料
を
提
供
す
る
も

の
と
い
え
、
わ
が
国
の
民
事
訴
訟
法
学
会
に
も
裨
益
す
る
と
こ
ろ
が

大
き
い
と
思
わ
れ
る
。
よ
っ
て
、
リ
ュ
ケ
教
授
と
の
セ
ミ
ナ
ー
を
開

催
し
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
、
リ
ュ
ケ
教
授
の
報
告
原
稿
を
訳
出
し

た
次
第
で
あ
る
。

　

リ
ュ
ケ
教
授
を
囲
む
セ
ミ
ナ
ー
に
は
、
慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
・

法
科
大
学
院
の
ス
タ
ッ
フ
や
他
大
学
か
ら
も
多
く
の
方
々
に
参
加
し

て
頂
い
た
。
そ
し
て
当
日
は
、
そ
れ
ら
の
方
々
と
リ
ュ
ケ
教
授
と
の

間
で
、
和
や
か
な
中
に
も
真
剣
な
議
論
が
展
開
さ
れ
た
。
こ
の
場
を

お
借
り
し
て
、
お
忙
し
い
な
か
セ
ミ
ナ
ー
に
参
加
し
、
意
見
交
換
を

し
て
下
さ
っ
た
方
々
に
は
心
か
ら
お
礼
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

本
稿
は
、
本
間
准
教
授
と
私
の
共
訳
と
な
っ
て
い
る
が
、
実
質
的
な

下
訳
は
全
面
的
に
本
間
准
教
授
に
し
て
頂
い
た
。
改
め
て
感
謝
申
し

上
げ
た
い
。

　

な
お
、
石
川
明
教
授
記
念
手
続
法
研
究
所
で
は
、
原
則
と
し
て
、

毎
年
二
名
の
民
事
手
続
法
の
分
野
の
研
究
者
な
い
し
実
務
家
を
外
国

か
ら
お
招
き
し
て
、
セ
ミ
ナ
ー
や
講
演
会
を
開
催
し
て
い
る
。
今
回
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も
そ
の
一
環
と
し
て
リ
ュ
ケ
教
授
を
招
聘
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
期

待
通
り
の
成
果
が
上
が
っ
た
と
思
っ
て
い
る
。
同
教
授
の
招
聘
に
当

た
っ
て
は
、
石
川
明
教
授
記
念
手
続
法
研
究
所
か
ら
多
大
な
ご
援
助

を
賜
っ
た
。
記
し
て
感
謝
す
る
次
第
で
あ
る
。

 

（
三
上
威
彦
（　

※
本
研
究
は
、
平
成
二
八
年
度
電
気
通
信
普
及
財
団
研
究
助
成
に
よ

る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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ngelegenheiten der freiw
illigen G

erichtsbarkeit

〕
案
の
改

正
理
由
、BT

-D
rs. 18/（98（, S. 1

を
参
照
。

（
（
（　

こ
の
点
に
つ
き
、（
欧
州
（
統
一
特
許
裁
判
所
（
Ｅ
Ｐ
Ｇ
（
手

続
規
則
案
の
観
点
か
ら
論
じ
る
も
の
と
し
て
、
と
り
わ
け
、

A
hrens, ZRP （01（, 10（.
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（
8
（　E

. Schm
idt, JZ 19（1, （8（

が
す
で
に
こ
の
問
題
を
刑
事
手

続
に
つ
い
て
提
起
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、Pieper, 

ZZP 8（, (19（1) 1, （8 ff.

も
参
照
。

（
9
（　

そ
の
よ
う
に
表
現
す
る
も
の
と
し
て
た
と
え
ば
、Pieper, in: 

ders./Breunung/Stahlm
ann, S. （（

を
参
照
。
ピ
ー
パ
ー
は
、

裁
判
官
に
非
常
に
近
い
、
同
時
に
助
言
者
で
あ
る
独
特
の
主
体
を
念

頭
に
置
い
て
い
る
。

（
10
（　

そ
の
よ
う
に
い
う
も
の
と
し
て
た
と
え
ば
、Lotz, Referat 

zum
 （0. D

JT
 (D

er Richter im
 Zivilprozess – Sind ZPO

 
und GV

G noch zeitgem
äß?), Band II, 1, S. 11（, sow

ie 
T

hese 1.（, S. 1（（.

（
11
（　Schobel, M

D
R （01（, 100（

の
論
文
の
タ
イ
ト
ル
が
そ
う
で

あ
る
。

（
1（
（　

た
と
え
ば
、
第
七
〇
回
ド
イ
ツ
法
曹
大
会
の
決
議
第
一
項
を
参

照
。

（
1（
（　

た
と
え
ば
、
提
案
第
六
項
お
よ
び
七
項
の
票
決
を
参
照
。

（
1（
（　

四
つ
の
高
裁
管
区
に
限
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
前
掲
注
（
（
（

を
参
照
。
ま
た
、M
eller-H

annich, ZZP 1（9 (（01（), （（（ ff.
も

参
照
。
も
っ
と
も
同
論
文
は
、
信
頼
で
き
る
、
少
な
く
と
も
彼
女
の

基
準
に
よ
り
検
証
で
き
る
立
法
事
実
に
も
と
づ
い
て
い
な
い
。

（
1（
（　

そ
の
よ
う
に
い
う
も
の
と
し
て
た
と
え
ば
、R

osenberg/
Schw

ab/G
ottw

ald, Zivilprozessrecht, 1（. A
ufl., （010 

§ 110 
Rn. 19.

（
1（
（　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、Arens, 1. D

eutscher Landesbericht, 
in: N

icklisch (H
rsg.), D

er technische Sachverständige im
 

Prozeß, H
eidelberg 198（, S. （9 ff., （（ ff.

（
1（
（　

こ
の
点
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、M

eller-H
annich, ZZP 

1（9 (（01（), （（（, （（（ ff.; D
anner, aaO

. (F
n.（), S. （（ f.; 

W
agner, in: N

icklisch/Schottelieus/W
agner, D

ie Rolle des 
w

issenschaftlich-technischen Sachverstandes bei der 
Genehm

igung chem
ischer und kerntechnischer A

nlagen, 
K

arlsruhe 198（, S. 10（, 110 ff.

も
参
照
。

（
18
（　

た
と
え
ば
、
仕
事
の
瑕
疵
を
明
ら
か
に
す
る
場
合
の
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ

六
三
三
条
二
項
二
文
二
号
を
参
照
。

（
19
（　Stam

m
, ZZP 1（（ (（011), （（（, （（0.

（
（0
（　Stam

m
, ZZP 1（（ (（011), （（（, （（9 f.

は
そ
の
よ
う
に
論
じ

る
。
同
論
文
は
、
こ
の
関
係
で
「
ス
プ
リ
ッ
ツ
〔Spagat

〕」
や

「
手
足
を
広
げ
る
こ
と
〔Spreizung

〕」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
、

「
一
人
二
役
〔Personalunion

〕」（
鑑
定
人
と
は
、
証
拠
方
法
と
し

て
側
面
と
助
言
者
と
し
て
の
側
面
が
あ
る
（
と
理
解
し
、
こ
れ
を
立

法
者
の
「
卓
越
し
た
手
管
」
と
み
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
こ
の
よ
う

に
み
る
こ
と
で
、
意
図
し
て
い
な
か
っ
た
、
ま
た
法
で
定
め
ら
れ
て

い
な
い
事
柄
に
法
律
や
立
法
者
は
服
す
る
の
か
、
と
い
う
問
題
が
無

理
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。

（
（1
（　

も
っ
と
もStam

m
 aaO

. (Fn.19)

は
、
こ
れ
を
導
出
す
る
。

（
（（
（　Stam

m
, ZZP 1（（ (（011), （（（, （（9

は
、「
裁
判
官
に
な
い
専
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門
知
識
の
埋
め
合
わ
せ
」
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、

Stam
m

は
、
こ
の
よ
う
な
役
柄
を
用
い
て
、
能
力
を
欠
く
事
態
を

解
消
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。
こ
れ
は
、
非
現
実
的
な
考
え
で

あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
法
律
が
特
許
裁
判
所
の
技
術
系
裁
判

官
に
つ
い
て
定
め
る
要
件
に
反
す
る
考
え
で
あ
る
。

（
（（
（　Stam

m
, ZZP 1（（ (（011), （（（, （（（

の
み
を
参
照
。Stam

m

は
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
七
三
条
二
項
四
号
を
指
摘
す
る
。

（
（（
（　

も
っ
と
も
、Stam

m
, ZZP 1（（ (（011), （（（, （（（ f.

は
そ
の

よ
う
な
解
釈
を
と
る
。
こ
れ
に
同
調
す
る
も
の
と
し
て
、Schobel 

M
D

R （01（, 100（, 100（.

（
（（
（　Zöller/G

reger, ZPO
, （1. A

ufl., （01（, 

§ （（（ Rn. 11.

（
（（
（　

裁
判
所
の
こ
の
行
為
は
、
こ
の
場
合
、
裁
量
の
瑕
疵
で
あ
る
。

Stadler, in: M
usielak/V

oit, ZPO
, 1（. A

ufl., （01（, 

§ 1（（ Rn. 
（ f. m

.w
.N

.; s. auch BGH
, U

rteil vom
 1（.10.198（ – III ZR 

1（1/8（, M
D

R 198（, （1（ (für den Fall der eingestandenen 
U

nkenntnis).

（
（（
（　O

LGR Frankfurt （008, （（, （8; von Selle, in: Beckʼscher 
O

nline-K
om

m
entar ZPO

, （（. Edition (Stand 01.1（.（01（), 
§ 

1（（ Rn. 11.

（
（8
（　

専
門
能
力
の
自
己
評
価
が
不
適
切
で
あ
っ
た
場
合
、
上
訴
、
そ

の
他
の
法
的
救
済
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
よ
り
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
二
一

ａ
条
に
も
と
づ
く
審
問
に
関
す
る
異
議
〔A

nhörungsrüge

〕
を

根
拠
づ
け
る
こ
と
は
、
通
常
は
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
法

的
審
問
の
侵
害
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
は
、BGH

, Beschluss 
vom

 （（.08.（01（ – X
 ZB 191（, GRU

R （01（, 1（（（

を
参
照
。

（
（9
（　

論
争
に
つ
い
て
概
観
す
る
も
の
と
し
て
、K

ahlke, ZZP 9（ 
(1981), （0, （（ ff.; O

lzen, ZZP 9（ (1980), （（, 8（ ff.

を
参
照
。

（
（0
（　K

och, JR 19（（, （（9 f.; P
robst, D

RiZ 19（（, （（9, （（（; 
R

udolph, JZ 19（（, （1（, （（0.

（
（1
（　

た
と
え
ば
、Pieper, ZZP 8（ (19（1), 1, （0

を
参
照
。
そ
の

ほ
か
に
こ
の
点
を
指
摘
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、M

arburger aaO
. 

(Fn.1), S. 1（ Fn. 1（

を
参
照
。

（
（（
（　

詳
細
に
つ
い
て
は
、Pieper, ZZP 8（ (19（1), 1, （0; ders., in: 

Pieper/Breunung/Stahlm
ann, aaO

. (Fn.1), S. 1（ ff.

を
参
照
。

ま
た
、W

agner, in: N
icklisch/Schottelieus/W

agner, aaO
. (Fn. 

1（), S. 10（, 11（ f.

も
参
照
。

（
（（
（　M

arburger, aaO
. (Fn.1), S. （1 ff.

を
参
照
。

（
（（
（　M

. Jacobs, in: Stein/Jonas, ZPO
, Bd. 10, （（. A

ufl., （011, 

§ 109 Rn. 1.

（
（（
（　

基
本
的
に
商
事
裁
判
官
（
ド
イ
ツ
裁
判
官
法
四
五
条
（
の
意
義

に
疑
問
を
抱
く
も
の
と
し
て
、Zim

m
erm

ann, in: M
ünchK

om
m

-
ZPO

, （. A
ufl. （01（, 

§ 10（ GV
G Rn. 1.

（
（（
（　

大
学
の
代
わ
り
に
、
工
業
大
学
な
い
し
経
済
大
学

〔technische oder landw
irtschaftliche H

ochschulen

〕
ま
た

は
国
内
、
Ｅ
Ｕ
構
成
国
内
あ
る
い
は
欧
州
経
済
圏
の
締
約
国
内
の
鉱

山
大
学
〔Bergakadem

ien

〕
も
考
慮
に
値
す
る
。
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（
（（
（　

通
説
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、BGH

, Beschluss vom
 （（.10. 

19（（ – I ZB 18/（1, BGH
Z （8, 1（（; BGH

, Beschluss vom
 

（0.9.199（ – X
 ZB 1（/9（, GRU

R 1998, （（（; Schäfers/Schw
arz, 

in: Benkard, Patentgesetz, 11. A
ufl., （01（, 

§ （（ Rn. （0.
（
（8
（　

こ
の
点
に
つ
き
詳
細
は
、BGH

, Beschluss vom
 （0.9.199（ 

– X
 ZB 1（/9（, GRU

R 1998, （（（; 

同
判
決
に
つ
き
、A

. Bender, 
GRU

R 1998, 9（9; 

ま
た
、Bruchhausen, Festschrift V

ieregge, 
199（, S. 91 ff.

も
参
照
。

（
（9
（　

こ
の
場
合
、
定
数
よ
り
多
く
裁
判
官
を
配
置
す
る
こ
と
が
、
知

財
裁
判
所
と
同
様
に
憲
法
上
正
当
化
さ
れ
る
か
は
、
決
し
て
確
か
で

は
な
い
が
、
こ
の
こ
と
は
他
の
民
事
裁
判
権
の
多
く
の
領
域
に
つ
い

て
も
い
え
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
前
掲
注
（
（8
（
を

参
照
。

（
（0
（　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、Pieper, ZZP 8（ (19（1), 1, （9

も

参
照
。

（
（1
（　H

illgruber, in: M
aunz/Dürig, GG, Stand （8. EL (09/（01（), 

A
rt. 9（ Rn. （（.

（
（（
（　H

illgruber, in: M
aunz/Dürig, GG, Stand （8. EL (09/（01（), 

A
rt. 9（ Rn. （（ m

.w
.N

.

（
（（
（　H

illgruber, aaO
. (Fn.（（).

（
（（
（　H
illgruber, in: M

aunz/Dürig, GG, Stand （8. EL (09/（01（), 
A

rt. 9（ Rn. （8.

（
（（
（　H

illgruber, in: M
aunz/D

ürig, GG, Stand （8. EL (09/（01（), 

A
rt. 9（ Rn. （（.

（
（（
（　H

illgruber, in: M
aunz/Dürig, GG, Stand （8. EL (09/（01（), 

A
rt. 9（ Rn. （9.

（
（（
（　H

illgruber, aaO
. (Fn.（（).

（
（8
（　M

aunz, in: M
aunz/D

ürig, GG, Stand （8. EL (09/（01（), 
A

rt. 101 Rn. 8.

（
（9
（　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、M

aunz, in: M
aunz/

D
ürig, GG, Stand （8. EL (09/（01（), A

rt. 101 Rn. （（ ff.

を
参

照
。

（
（0
（　

全
体
に
つ
い
て
、M

aunz, in: M
aunz/D

ürig, GG, Stand 
（8. EL (09/（01（), A

rt. 101 Rn. （（

を
参
照
。

（
（1
（　M

aunz, in: M
aunz/D

ürig, GG, Stand （8. EL (09/（01（), 
A

rt. 101 Rn. （.

を
参
照
。

（
（（
（　BV

erfG (Plenum
 ), Beschluss vom

 08.0（.199（ – 1 PBvU
 

1/9（, BV
erfGE 9（, （（（.

（
（（
（　BVerfG aaO. (Fn.（1); Bruchhausen, Festschrift V

ieregge, 
199（, S. 91, 9（ f.

（
（（
（　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
（
（（
（
参
照
。

（
（（
（　

一
部
で
鑑
定
人
に
つ
い
て
要
求
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
裁
判
官

に
通
説
の
み
を
報
告
す
る
よ
う
に
義
務
付
け
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

（
（（
（　

商
事
裁
判
官
に
つ
い
て
は
、
微
々
た
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
こ

の
点
に
つ
い
て
は
、
Ｇ
Ｖ
Ｇ
一
〇
七
条
を
参
照
。
さ
ら
に
、
労
働
裁

判
官
に
つ
い
て
は
、
Ｊ
Ｖ
Ｅ
Ｇ
一
五
条
、
五
条
以
下
を
参
照
。
労
働
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裁
判
官
は
商
事
裁
判
官
と
異
な
り
、
Ｊ
Ｖ
Ｅ
Ｇ
の
意
味
で
の
名
誉
職

業
裁
判
官
で
あ
る
が
、
商
事
裁
判
官
に
つ
い
て
同
じ
こ
と
は
明
ら
か

に
当
て
は
ま
ら
な
い
。
Ｊ
Ｖ
Ｅ
Ｇ
一
条
一
文
二
号
参
照
。

（
（（
（　Pieper, ZZP 8（ (19（1), 1, （（ ff. m

.w
.N

.; Friedrichs, ZZP 
8（ (19（0), （9（, （1（.

（
（8
（　H

irtz, N
JW

 （01（, （（（9, （（（（.

（
（9
（　

Ｇ
Ｖ
Ｇ
二
一
ｅ 
条
一
項
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
四
八
条
一
項
二
文
参
照
。

（
（0
（　

た
と
え
ば
、A

rbab-Zadeh, N
JW

 19（0, 1（18 f.

を
参
照
。

異
動
〔U

m
setzung

〕
の
可
能
性
を
欠
く
こ
と
を
理
由
に
否
定
す

る
も
の
と
し
て
、O

lzen, ZZP 9（ (1980), （（, 8（ f.; Schobel, 
M

D
R （01（, 100（, 100（

も
参
照
。
同
論
文
は
、
裁
判
官
の
継
続
教

育
義
務
の
問
題
に
つ
い
て
も
言
及
す
る
。

（
（1
（　G

esetz zur Ä
nderung des Sachverständigenrechts und 

zur w
eiteren Ä

nderung des Fam
FG

 sow
ie zur Ä

nderung 
des SG

G
, der V

w
G

O
, der FG

O
 und des G

K
G

 vom
 

11.10.（01（, BGBl. I, （（（（; 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、Lüblinghoff, 

ZRP （01（, （（ ff.

（
（（
（　

そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
連
邦
議
会
法
務
委
員
会
に
お
け
る

ド
イ
ツ
弁
護
士
会
の
意
見
書
が
あ
る
。

（
（（
（　

立
法
手
続
に
お
け
る
議
論
と
呼
び
出
さ
れ
る
鑑
定
人
に
関
す
る

種
々
の
見
解
に
つ
い
て
詳
細
は
、M

eller-H
annich, ZZP 1（9 

(（01（), （（（, （8（.

（
（（
（　M

eller-H
annich, ZZP 1（9 (（01（), （（（, （8（.

（
（（
（　M

eller-H
annich, ZZP 1（9 (（01（), （（（, （8（.

（
（（
（　Stürm

er/Salew
ski, D

RiZ （01（, （8（ f.

（
（（
（　

詳
細
に
つ
い
て
は
、
次
の
研
究
を
参
照
。Stürm

er/Salew
ski, 

Q
ualitätsm

erkm
ale in der fam

ilienpsychologischen 
B

egutachtung, http://w
w

w
.fernuni-hagen.de/

psychologie/qpfg/pdf/U
ntersuchungsbericht1_

FRPGutachten_1.pdf.

（
（8
（　BT

-D
rs. 18/（98（, S. 1（

を
参
照
。

（
（9
（　K

annegießer, N
ZFam

 （01（, （（0, （（1 f.

（
（0
（　H

artm
an-H

ilter, N
ZFam

 （01（, （00, （01.

（
（1
（　

家
族
心
理
学
の
鑑
定
の
領
域
に
関
す
る
前
掲
注
（
（（
（
の

Stürm
er/Salew

ski

の
研
究
を
、
他
の
領
域
に
転
用
す
る
の
は
説

得
力
が
な
い
。
お
そ
ら
く
別
様
に
解
す
る
も
の
と
し
て
、M

eller-
H

annich, ZZP 1（9 (（01（), （（（, （（（.

（
（（
（　K

annegießer, N
ZFam

 （01（, （（0, （（1

も
同
様
。
同
調
す

る
も
の
と
し
て
、M

eller-H
annich, ZZP 1（9 (（01（), （（（, （（（.

（
（（
（　A

hrens, ZRP （01（, 10（, 10（ f.; M
eller-H

annich, ZZP 
1（9 (（01（), （（（, （（（.

（
（（
（　

ド
イ
ツ
連
邦
鑑
定
人
・
専
門
鑑
定
者
協
会
〔Bundesverband 

D
eutscher Sachverständiger und Fachgutachter e.V

.

〕
の

Ｗ
ｅ
ｂ
ペ
ー
ジ
〔http://w

w
w

.bdsf.de/zertifizierung-fuer-
sachverstaendige/din-en-iso-iec-1（0（（

〕
を
参
照
。

（
（（
（　M

eller-H
annich, ZZP 1（9 (（01（), （（（, （（（.
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こ
の
点
に
つ
い
て
は
、Sedem

und-T
reiber, GRU

R （001, 
100（

を
参
照
。
同
論
文
は
、
当
時
、
欧
州
知
的
財
産
権
手
続
で
も

技
術
系
裁
判
官
を
任
命
す
る
よ
う
主
張
し
て
い
た
。

（
（（
（　

か
か
る
観
点
に
つ
い
て
は
、M

eller-H
annich, ZZP 1（9 

(（01（), （（（, （（（ ff., insbes. （（8.


