
民事訴訟における証拠収集

55

Ａ　

テ
ー
マ
の
意
義
と
範
囲

Ⅰ　

ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
の
基
本
概
念

　

証
拠
収
集
は
、
訴
訟
に
お
け
る
最
終
的
な
目
的
に
至
る
過
程
、
す

な
わ
ち
判
決
を
通
じ
た
法
的
問
題
の
解
明
に
至
る
も
っ
と
も
重
要
な

中
間
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ま
さ
し
く
民
事
訴
訟
の
領

域
に
お
い
て
も
妥
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
本
講
演
で
の
説
明
も
民
事

訴
訟
に
限
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
訴
訟
類
型
で
は
、
処
分
権
主

義
お
よ
び
弁
論
主
義
に
基
づ
い
た
、
両
当
事
者
の
判
断
に
委
ね
ら
れ

た
手
続
段
階
は
そ
れ
ほ
ど
重
要
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
実
は
そ
の
正
反
対
が
正
し
い
。
こ
の
こ
と
は
、（
少
な
く
と

も
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
に
関
し
て
は
）、
い
っ
た
ん
歴
史
を
遡
り
、

ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
）
の
由
来
、
形
成
お
よ
び
意
義
を
思

い
浮
か
べ
て
み
る
と
明
ら
か
で
あ
る
。

　

い
わ
ゆ
る
四
つ
の
帝
国
裁
判
法
（Reichsjustizgesetze

））
（
（

の
中

の
一
つ
が
一
八
七
九
年
一
〇
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
が
、
ヘ
ル
ム
ー

ト
・
コ
ー
イ
ン
グ
が
書
き
記
し
て
い
る
よ
う
に）

（
（

、
民
事
訴
訟
法
の
制

定
は
、
裁
判
所
構
成
法
、
刑
事
訴
訟
法
お
よ
び
破
産
法
と
同
様
に
、

社
会
契
約
と
い
う
啓
蒙
主
義
運
動
を
通
じ
て
創
設
さ
れ
た
土
台
に
基

礎
を
お
く
法
典
化
作
業
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
と
の
関
係
で
、
イ
ギ

リ
ス
の
思
想
家
ト
マ
ス
・
ホ
ッ
ブ
ス
が
発
展
さ
せ
た
、
国
家
成
立
の

解
明
を
試
み
た
思
想
モ
デ
ル
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
モ
デ
ル
に

よ
る
と
、
人
間
の
共
同
生
活
の
自
然
状
態
（U

rzustand

）
と
は
、

ク
リ
ス
ト
フ
・
Ｇ
・
パ
ウ
ル
ス

芳　

賀　

雅　

顯
／
訳

民
事
訴
訟
に
お
け
る
証
拠
収
集

―
―
比
較
法
的
視
点
か
ら
み
た
ド
イ
ツ
法
―
―

資 料
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す
べ
て
の
人
は
他
の
人
に
と
っ
て
狼
の
状
態
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る）

（
（

。

こ
の
不
安
定
さ
を
克
服
す
る
た
め
に
、
群
衆
は
一
つ
に
ま
と
ま
り
、

そ
し
て
社
会
契
約
を
締
結
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
群
衆
は
自
身
が
有
す

る
自
由
権
を
支
配
者
に
部
分
的
に
委
ね
、
他
方
で
支
配
者
は
人
々
の

間
の
平
和
を
も
た
ら
す
責
務
を
負
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
。

　

周
知
の
よ
う
に
、
た
と
え
ば
、
ジ
ャ
ン
・
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
は
、

こ
の
前
提
に
異
議
を
唱
え
、
自
然
状
態
は
す
べ
て
の
者
が
平
和
に
満

ち
、
ま
た
友
好
的
に
一
致
し
て
共
同
生
活
を
送
っ
て
い
た
と
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
考
え
に
従
う
者
は
多
く
は
な
か
っ
た
。
も
う

一
人
の
イ
ギ
リ
ス
人
思
想
家
で
あ
る
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
は
、
よ
り
多

く
の
影
響
を
残
し
た
。
す
な
わ
ち
、
ロ
ッ
ク
は
、
ホ
ッ
ブ
ス
の
社
会

契
約
論
を
、
―
―
ド
イ
ツ
民
法
理
論
の
表
現
を
借
り
る
と
―
―
相
互

（
双
務
）
契
約
の
一
種
に
相
当
す
る
と
し
て
再
構
築
し
た
。
換
言
す

る
と
、
ロ
ッ
ク
に
よ
る
と
、
支
配
者
は
、
臣
民
か
ら
自
由
権
を
移
譲

さ
れ
る
が
、
そ
れ
と
引
き
換
え
に
（do ut des

）
臣
民
に
保
護
を

与
え
る
義
務
を
負
い
、
そ
れ
と
と
も
に
、
原
則
と
し
て
禁
止
さ
れ
て

い
る
市
民
の
自
力
救
済
の
代
わ
り
と
し
て
、
現
実
的
か
つ
効
率
的
な

裁
判
制
度
を
導
入
す
る
義
務
を
負
っ
た
と
さ
れ
る）

（
（

。

　

こ
の
基
本
モ
デ
ル
は
、
民
事
訴
訟
法
で
は
、
た
と
え
ば
、
裁
判
所

へ
の
ア
ク
セ
ス
は
無
制
限
で
あ
る
こ
と
、
公
開
・
口
頭
原
則
、
裁
判

官
の
独
立
性
が
確
立
し
て
い
る
こ
と
、
あ
る
い
は
裁
判
制
度
が
審
級

制
度
を
通
じ
て
幾
層
に
も
重
な
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
認
識
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
す
べ
て
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
の
は
、

中
立
的
な
、
国
家
に
よ
っ
て
設
営
さ
れ
た
機
関
と
し
て
の
裁
判
官
が
、

二
人
（
ま
た
は
そ
れ
以
上
）
の
市
民
紛
争
を
法
に
従
っ
て
解
決
し
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
か
も
裁
判
官
は
、
状
況
、
要
素
お
よ
び
事
件
に

つ
い
て
自
己
の
意
見
に
基
づ
く
予
断
を
有
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
っ
た
。
数
百
年
に
わ
た
っ
て
発
展
し
た
こ
の
概
念
の
結
果

と
し
て
、
裁
判
官
は
紛
争
を
法
的
に
解
決
す
る
義
務
を
負
う
が
、
そ

の
解
決
は
両
当
事
者
が
事
実
の
提
出
を
行
っ
た
こ
と
と
引
き
換
え
に

な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
両
当
事
者
に
よ
る
事
実
の
提
出
は
、
も

ち
ろ
ん
利
益
誘
導
的
に
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
通
常

は
相
反
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
裁
判
官
は
判

決
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
判
断
す
べ
き
事
実

関
係
を
―
―
証
拠
収
集
に
関
す
る
規
定
を
用
い
て
―
―
再
現
す
る
の

で
あ
る
。
い
ま
か
ら
扱
う
問
題
の
中
心
と
な
る
意
義
は
、
そ
こ
か
ら

生
ず
る
の
で
あ
る
。

Ⅱ　

テ
ー
マ
の
限
定

　

す
で
に
前
述
し
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
私
は
、
こ
の
講

演
で
は
、
証
明
責
任
を
負
う
当
事
者
な
い
し
裁
判
所
が
、
当
事
者
が

得
よ
う
と
欲
し
て
い
る
証
拠
方
法
お
よ
び
証
拠
に
関
す
る
情
報
に
い
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か
に
し
て
ア
ク
セ
ス
す
る
か
と
い
う
問
題
に
主
と
し
て
限
定
す
る
も

の
で
は
な
い
。
強
調
し
て
お
き
た
い
が
、
こ
の
テ
ー
マ
は
、
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
に
よ
る
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
の
域
外
適
用
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大

陸
の
み
な
ら
ず
、
た
と
え
ば
日
本
に
お
い
て
も
怒
り
や
不
快
を
も
た

ら
し
た
後
に
、
す
で
に
数
十
年
前
、
多
く
の
文
献）

5
（

が
関
心
を
有
し
て

い
た
非
常
に
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
民
事
訴
訟
法
を
通

じ
て
、
相
手
方
当
事
者
が
有
す
る
情
報
に
ア
ク
セ
ス
す
る
可
能
性
が

増
大
し
た
こ
と
は
大
変
な
驚
き
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
興
味
深
い
も
の

で
あ
る
。
当
時
は
、〝
司
法
戦
争
（Justizkrieg

））
6
（

〟
と
い
っ
た
挑
発

的
な
ネ
ー
ミ
ン
グ
が
用
い
ら
れ
た
。

　

私
は
、
以
下
の
説
明
で
は
、
む
し
ろ
証
拠
収
集
を
幾
分
か
広
い
意

味
で
理
解
し
た
い
―
―
つ
ま
り
、（
証
拠
方
法
だ
け
で
な
く
）
証
拠

収
集
す
べ
て
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
手
続

上
の
証
拠
調
べ
全
般
に
つ
い
て
言
及
す
る
。
ま
た
、
比
較
法
的
考
察

方
法
は
情
報
に
富
ん
だ
俯
瞰
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る）

7
（

。
そ
し
て
、

三
つ
の
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
訴
訟
手
続
［
体
系
］
に
関
す
る
概
観
が
、

す
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る）

8
（

。
す
な
わ
ち
、
古
代
ロ
ー
マ
に
お
い

て
は
、
―
―
つ
ね
に
訴
訟
に
お
い
て
の
み
権
利
を
観
念
し
て
い
た
こ

と
か
ら
、
ア
ク
チ
オ
法
的
で
あ
る
と
特
徴
づ
け
ら
れ
る
時
代
の
法
秩

序
に
お
い
て
は
―
―
法
務
官
（Prätor

）
の
面
前
で
法
務
官
の
宣
告

（E
dikt

）
に
よ
っ
て
予
備
的
弁
論
（V

orverhandlungen

）
が
実

施
さ
れ
た
。
合
意
に
達
し
な
い
場
合
に
は
、
司
法
補
助
官
（
法
務

官
）（Gerichtsm

agistrat: Prätor

）
の
許
に
直
接
行
き
、
と
り
わ

け
今
後
の
訴
訟
で
ど
の
よ
う
な
証
拠
方
法
を
提
出
し
よ
う
と
し
て
い

る
の
か
を
、
拘
束
力
を
も
っ
て
確
定
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

そ
の
後
、
第
二
の
手
続
段
階
に
お
い
て
、
本
来
の
意
味
に
お
け
る
証

拠
収
集
が
裁
判
官
の
面
前
で
行
わ
れ
た
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い

て
は
、
証
拠
収
集
に
関
し
て
は
、
す
で
に
言
及
し
た
プ
リ
ト
ラ
イ
ア

ル
・
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
（pre-trial discovery

）
が
あ
る
。
裁
判

所
の
保
護
の
下
、
当
事
者
の
代
理
人
は
互
い
に
相
手
に
襲
い
掛
か
り
、

両
当
事
者
が
有
し
て
い
る
情
報
を
入
手
す
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
相

手
方
当
事
者
は
、
対
立
す
る
当
事
者
に
証
拠
方
法
を
提
供
す
る
義
務

を
負
い
、
こ
れ
に
は
電
子
文
書
が
含
ま
れ
る
（e-discovery

）。
こ

の
こ
と
は
、
後
に
再
度
述
べ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
で
は
、

す
べ
て
の
証
拠
手
続
は
一
体
的
に
理
解
さ
れ
る
べ
き
訴
訟
過
程
で
ま

と
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
裁
判
官
が
手
続
の
経
過
お
よ
び
進
行

を
運
営
し
て
い
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ら
三
つ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
、
手
続
に
関

し
て
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
立
場
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
一
方
で
は
、
両
当
事
者
の
責
任
領
域
に
所
在
す
る
証
拠
の
収

集
が
、
本
来
的
な
訴
訟
手
続
で
な
さ
れ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
別
個

独
立
し
た
最
初
の
手
続
段
階
と
し
て
の
訴
訟
手
続
で
な
さ
れ
て
い
る
。
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他
方
で
、
証
拠
収
集
が
、
裁
判
官
を
通
じ
て
発
令
さ
れ
る
証
拠
命
令

と
い
う
た
え
ず
肥
大
化
す
る
、
裁
判
官
主
導
の
手
続
で
実
施
さ
れ
て

い
る
。Ｂ　

ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
に
お
け
る
証
拠
収
集

　

そ
こ
で
、
今
度
は
、
前
述
の
考
察
を
も
と
に
証
拠
収
集
に
関
す
る

ド
イ
ツ
法
を
見
て
み
る
と
、
細
部
に
注
意
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
原
則
、

例
外
、
そ
し
て
例
外
の
例
外
が
複
雑
に
入
り
組
ん
で
い
る
こ
と
に
気

付
く
に
違
い
な
い
。
そ
の
際
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
出
発
点
は
簡
潔

か
つ
理
解
し
や
す
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
ん
に
ち
の
裁
判
官
は
、
古
代

ロ
ー
マ
時
代
の
裁
判
官
と
は
異
な
り
、
事
案
が
不
明
確
で
あ
る
こ
と

を
理
由
に
裁
判
を
行
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
む
し
ろ
、

裁
判
官
は
、
憲
法
上
の
司
法
保
護
請
求
権
に
基
づ
き
、
裁
判
を
行
う

義
務
を
負
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
法
は
、
そ
の
よ
う
な
困
難
な
問

題
が
あ
る
場
合
に
、
合
理
的
で
、
透
明
性
が
あ
り
、
普
遍
的
妥
当
性

へ
の
要
求
を
満
た
す
裁
判
を
裁
判
官
が
行
え
る
ル
ー
ル
を
、
必
然
的

に
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

Ⅰ　

証
明
責
任
規
範

　

こ
の
規
範
は
、
た
と
え
ば
、
民
法
典
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
）
と
い
っ
た
実
体

法
規
範
に
含
ま
れ
て
い
る
証
明
責
任
の
分
配
に
見
出
さ
れ
る）

9
（

。
そ
の

際
、
基
本
原
則
と
し
て
妥
当
す
る
の
は
、
各
々
の
当
事
者
が
自
己
に

有
利
な
構
成
要
件
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
証
明
す
る
義
務
を
負
う
こ
と
、

し
た
が
っ
て
、
権
利
保
護
を
求
め
る
当
事
者
は
権
利
根
拠
事
実
を
証

明
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
に
対
し
て
相
手
方
当
事
者
は
権
利
阻

却
事
実
や
権
利
消
滅
事
実
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
客
観
的
証
明
責
任
（
と
き
に
は
、
実
体
的
証
明
責

任
あ
る
い
は
確
定
責
任
と
呼
ば
れ
る
）
に
対
し
て
、
主
観
的
証
明
責

任
（
証
拠
提
出
責
任
と
も
い
う
）
が
対
置
さ
れ
る
。
後
者
の
主
観
的

証
明
責
任
は
、
両
当
事
者
の
う
ち
の
い
ず
れ
の
側
が
、
現
実
の
訴
訟

で
具
体
的
に
提
起
さ
れ
た
問
題
に
つ
い
て
証
拠
の
申
出
を
し
て
、
証

拠
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

Ⅱ　

事
実
に
関
す
る
主
張

　

こ
の
責
任
の
分
配
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
は
、
別
の
表

現
を
用
い
て
使
い
分
け
を
し
て
お
り
、
そ
れ
は
主
張
な
い
し
説
明
責

任
（Behauptungs- oder auch D

arlegungslast

）
と
い
う
用

語
で
呼
ん
で
い
る
。
こ
の
主
張
な
い
し
説
明
責
任
は
、
本
来
は
証
拠

収
集
の
前
に
生
じ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
れ
は
、
裁
判
官
が
、
法
的

判
断
を
す
る
た
め
に
基
準
と
な
る
根
拠
事
実
を
い
か
に
し
て
入
手
す

る
の
か
と
い
う
問
題
設
定
を
行
う
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
基
礎
と
な
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る
事
実
の
問
題
が
存
在
し
て
初
め
て
、
つ
ぎ
の
問
題
、
す
な
わ
ち
こ

の
事
実
が
証
明
を
要
す
る
の
か
否
か
、
ま
た
場
合
に
よ
っ
て
は
証
明

困
難
が
生
じ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。

　

す
で
に
述
べ
た
処
分
権
主
義
お
よ
び
提
出
原
則
が
、
少
な
く
と
も

原
則
と
し
て
、
事
実
関
係
の
収
集
を
両
当
事
者
の
責
任
領
域
に
置
く

の
に
対
し
て
、
説
明
責
任
は
特
別
な
問
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
両

当
事
者
の
う
ち
い
ず
れ
が
、
特
定
の
事
実
資
料
の
収
集
に
つ
い
て
責

任
を
負
う
の
か
、
―
―
あ
る
い
は
別
の
表
現
を
用
い
る
と
す
る
と
、

あ
る
特
定
の
、
裁
判
を
な
す
の
に
重
要
な
事
実
が
裁
判
官
に
伝
わ
ら

な
か
っ
た
場
合
に
ど
ち
ら
の
当
事
者
が
責
任
を
負
う
の
か
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
た
と
え
ば
、
―
―
こ
の
事
件
は
実
際
に
判
断
さ
れ

た
！）

（1
（

―
―
、
あ
る
運
送
会
社
が
数
か
月
の
う
ち
に
三
回
、
い
ず
れ
も

同
一
の
サ
ー
カ
ス
用
の
ブ
タ
が
輸
送
用
ワ
ゴ
ン
の
床
木
を
食
べ
た
こ

と
に
よ
り
被
害
を
被
っ
た
た
め
、
そ
の
会
社
が
、
事
前
に
損
害
負
担

の
合
意
が
あ
っ
た
と
し
て
損
害
賠
償
を
求
め
た
際
に
、
原
告
は
適
切

な
事
実
主
張
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、

原
告
は
、

「
証
人
Ｐ
お
よ
び
証
人
Ｍ
と
の
間
で
の
会
話
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
、
時

間
、
場
所
お
よ
び
経
緯
に
つ
い
て
詳
細
を
示
し
、
ま
た
、
当
事
者
間
の

会
話
内
容
を
法
的
に
評
価
す
る
状
態
、
す
な
わ
ち
、
被
告
が
輸
送
車
両

の
損
害
に
つ
い
て
も
賠
償
義
務
を
負
う
こ
と
を
了
承
し
て
い
た
と
す
る

原
告
の
法
的
見
解
が
、
主
張
一
貫
性
［
有
理
性
］
を
有
し
て
い
る
か
否

か
も
審
査
で
き
る
状
態
に
、
裁
判
所
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
基

礎
と
な
る
事
実
関
係
が
十
分
に
主
張
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
そ
の
限
り

で
賠
償
請
求
は
認
め
ら
れ
な
い）

（（
（

。」

Ⅲ　

二
次
的
主
張
責
任

　

し
か
し
な
が
ら
、
証
拠
収
集
に
関
す
る
規
則
が
洗
練
さ
れ
て
も
、

そ
れ
で
す
べ
て
が
尽
き
る
と
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
民

事
訴
訟
に
お
け
る
証
拠
法
上
、
さ
ら
に
別
の
用
語
が
あ
り
、
そ
れ
に

つ
い
て
言
及
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
次
に
言
及
す
る
少

な
か
ら
ず
興
味
深
い
、
い
わ
ゆ
る
二
次
的
主
張
責
任
と
い
う
概
念
で

あ
る）

（1
（

。
こ
の
二
次
的
主
張
責
任
も
ま
た
、
誰
が
事
実
に
関
す
る
資
料

を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
問
題
に
関
す
る
も
の
で
あ

る
。
こ
の
考
え
は
、
前
述
の
主
張
責
任
の
例
外
、
―
―
ま
た
は
少
な

く
と
も
制
限
―
―
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。［
す
で
に
述
べ
た
］
後

者
の
主
張
責
任
は
、
自
己
に
有
利
な
結
論
を
導
き
出
そ
う
と
す
る
者

が
、
原
則
と
し
て
そ
の
事
実
の
主
張
を
な
す
の
に
対
し
て
、
二
次
的

主
張
責
任
は
こ
の
原
則
か
ら
乖
離
す
る
。
先
の
例
よ
り
も
幾
分
面
白

味
に
欠
け
る
が）

（1
（

、
こ
こ
で
も
一
つ
の
例
を
挙
げ
る
。

　
［
被
相
続
人
で
あ
る
］
亡
き
母
親
の
相
続
人
た
ち
が
、
不
動
産
お
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よ
び
財
産
の
管
理
を
行
う
会
社
を
相
手
に
損
害
賠
償
を
求
め
る
訴
え

を
提
起
し
た
。
管
理
会
社
は
、
そ
の
母
親
の
た
め
に
、
母
親
が
有
す

る
複
数
の
家
屋
を
管
理
し
て
い
た
。
被
告
会
社
は
、
受
領
し
た
金
銭

の
う
ち
少
な
か
ら
ぬ
金
額
を
自
社
に
宛
て
て
い
た
。
原
告
ら
の
見
解

は
こ
の
送
金
は
違
法
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
被
告
は
こ

れ
に
反
論
し
、
こ
の
金
銭
は
費
用
償
還
と
報
酬
の
支
払
い
で
あ
る
と

主
張
し
た
。

　

主
張
責
任
に
関
す
る
一
般
原
則
に
よ
る
と
、
被
告
へ
の
送
金
が
適

法
か
否
か
を
裁
判
所
が
判
断
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
事
実
資
料

を
訴
訟
の
場
に
提
出
す
る
の
は
、
原
告
ら
の
義
務
で
あ
る
。
し
か
し
、

原
告
ら
は
そ
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
―
―
と
い
う
の
も
、

決
済
に
関
す
る
書
類
が
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
原
告
ら
は
別
の
理
由

で
そ
の
書
類
を
知
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
―
―
。
そ
の
結
果
、
こ

の
訴
訟
は
、
一
般
原
則
に
よ
れ
ば
、
原
告
側
の
敗
訴
と
な
る
は
ず
で

あ
っ
た
し
―
―
、
そ
し
て
、
ま
た
、
ま
さ
し
く
同
じ
理
由
で
、
前
述

の
大
食
い
の
サ
ー
カ
ス
豚
事
件
に
お
け
る
輸
送
会
社
も
何
も
得
ら
れ

な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
、
二
次
的
説
明
責
任
が
登
場
す
る
。

判
決
要
旨
の
最
初
の
部
分
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
最
初
に
説
明
責
任
を
負
う
当
事
者
が
、
よ
り
詳
細
に
説
明
す
る
こ
と

が
不
可
能
ま
た
は
期
待
で
き
な
い
と
き
に
、
訴
訟
の
相
手
方
が
す
べ
て

の
重
要
な
事
実
を
知
っ
て
お
り
、
か
つ
、
よ
り
詳
細
な
提
示
を
な
す
こ

と
が
期
待
で
き
る
場
合
に
は
、
最
初
に
説
明
す
る
責
任
を
負
う
当
事
者

の
相
手
方
に
は
、
二
次
的
説
明
責
任
（eine sekundäre 

D
arlegungslast

）
が
生
ず
る
。）

（1
（

」

　

裁
判
所
は
、
そ
の
理
由
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
く
。

「
一
定
の
場
合
に
、
民
事
訴
訟
法
一
三
八
条
二
項
に
よ
り
説
明
義
務
を

負
う
範
囲
で
証
明
義
務
を
負
う
当
事
者
の
主
張
に
対
す
る
事
実
に
関
す

る
陳
述
を
行
う
の
は
、
相
手
方
当
事
者
の
責
任
で
あ
る
。
こ
の
二
次
的

主
張
責
任
は
、
証
明
責
任
の
分
配
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
が
、

そ
の
前
提
と
す
る
こ
と
は
、
よ
り
詳
細
な
主
張
を
な
す
こ
と
が
主
張
す

る
者
に
不
可
能
で
あ
る
か
期
待
で
き
ず
、
他
方
で
、
こ
れ
を
争
う
者
が

す
べ
て
の
重
要
な
事
実
を
知
り
、
ま
た
は
よ
り
詳
細
な
提
示
を
な
す
こ

と
が
期
待
で
き
る
場
合
で
あ
る
。」

　

こ
の
表
現
は
、
多
く
の
点
で
非
常
に
興
味
深
い
。
す
な
わ
ち
、
一

方
で
は
、
こ
の
非
常
に
不
明
確
な
概
念
で
あ
る
〝
一
定
の
場
合
〟
を

明
確
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
他
方
で
、
民
事
訴
訟
法
一
三
八

条
二
項
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
二
次
的
主
張
責

任
と
い
う
概
念
に
は
、
従
来
の
民
事
訴
訟
法
の
理
解
を
大
き
く
変
更
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さ
せ
る
可
能
性
が
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
も
あ
る
。
も
っ
と
も
、
連

邦
通
常
裁
判
所
は
、
こ
の
具
体
的
事
件
で
期
待
可
能
性
が
あ
る
と
判

断
し
た
も
の
の
、
相
手
方
当
事
者
は
そ
の
た
め
自
分
が
行
っ
た
刑
事

上
の
行
為
を
陳
述
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　

（）　

最
初
の
質
問
に
つ
い
て
の
私
見
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
少
な
か
ら
ぬ
数
の
証
明
軽
減
は
、
最
終
的
に
は
信

義
誠
実
の
原
則
、
す
な
わ
ち
、
民
法
二
四
二
条
の
原
則
を
適
用
し
た

結
果
で
あ
る）

（1
（

。
そ
し
て
、
こ
の
利
益
衡
量
規
定
が
、
と
く
に
予
測
可

能
性
を
重
視
す
る
訴
訟
法
に
お
い
て
は
本
質
的
に
異
質
な
も
の
で
あ

る
と
し
て
も
、
こ
の
法
的
命
題
〔
訳
者
注
：
証
明
軽
減
〕
に
お
い
て

も
少
な
く
と
も
あ
る
程
度
は
適
用
可
能
性
が
あ
る
点
で
一
致
を
見
て

い
る）

（1
（

。
そ
の
う
ち
の
一
つ
は
、
主
張
そ
し
て
立
証
義
務
を
負
う
当
事

者
に
対
す
る
負
担
軽
減
に
関
す
る
一
連
の
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。
と
く

に
、
こ
の
点
に
つ
い
て
判
例
は
、
学
問
上
の
厳
格
な
要
求
は
さ
て
お

き
、〝
証
明
責
任
の
転
換
に
至
る
ま
で
〟
立
証
軽
減
を
認
め
る
用
意

が
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
、
ま
さ
し
く
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
た
文

言
で
固
め
ら
れ
た
法
的
効
果
の
柔
軟
性
は
、
私
か
ら
す
る
と
、
利
益

衡
量
を
支
持
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
証
明
の
軽

減
は
、
証
明
責
任
の
転
換
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
以
外
に
も
あ
る
か

ら
で
あ
る）

（1
（

。
た
と
え
ば
、
証
明
軽
減
は
推
定
規
定
と
し
て
実
体
法
か

ら
生
じ
う
る
し
、
あ
る
い
は
、
表
見
証
明
や
証
明
度
の
軽
減
と
し
て

訴
訟
法
か
ら
生
じ
る
こ
と
も
あ
る）

（1
（

。
さ
ら
に
は
、
証
明
軽
減
は
―
―

本
来
的
な
証
拠
調
べ
前
に
―
―
事
実
に
関
す
る
資
料
の
収
集
に
際
し

て
介
入
す
る
こ
と
も
あ
り
、
そ
れ
は
二
次
的
主
張
責
任
と
い
う
形
で

現
れ
た
り
す
る
。
ま
た
は
、
証
明
困
難
を
除
去
す
る
た
め
に
当
事
者

尋
問
が
用
い
ら
れ
た
り
す
る）

（1
（

。

　

（）　

上
記
根
拠
の
も
う
一
つ
の
特
殊
性
は
、
二
次
的
説
明
責
任
を

民
事
訴
訟
法
一
三
八
条
二
項
に
結
び
付
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
こ
の
条
文
を
本
来
的
な
証
拠
調
べ
で
は
な
く
、
事
実
に
関
す

る
資
料
を
協
力
し
て
提
出
す
る
限
り
に
お
い
て
、
論
理
的
一
貫
性
が

あ
る
。

　

パ
パ
ニ
コ
ラ
ウ
は）

11
（

、
事
実
の
収
集
と
い
う
概
念
は
当
事
者
が
相
互

に
論
証
し
て
発
展
さ
せ
る
概
念
で
あ
る
理
由
を
、
民
事
訴
訟
法
一
三

八
条
一
項
お
よ
び
二
項
が
協
同
し
て
機
能
す
る
点
に
見
出
し
て
い
る
。

両
当
事
者
は
、
一
項
に
よ
る
と
、
完
全
か
つ
真
実
に
合
致
し
て
主
張

し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
両
者
は
、
三
項
に
よ
る
擬
制
自
白
が
成

立
し
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
二
項
に
基
づ
き
相
手
方
か
ら
主
張

さ
れ
た
事
情
に
つ
い
て
陳
述
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
民
事
訴
訟
法

二
七
三
条
、
二
七
五
条
以
下
、
二
八
二
条
以
下
、
二
九
六
条
以
下
、

三
四
〇
条
三
項
一
文
か
ら
通
常
生
ず
る
訴
訟
促
進
義
務
と
結
び
つ
け

て
、
パ
パ
ニ
コ
ラ
ウ
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
考
え
を
導
き
出
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
両
当
事
者
は
、
相
手
方
当
事
者
の
説
明
レ
ベ
ル
に
対
応
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し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
方
法
を
通
じ
て
、
弁
論
の
た
め
に
提
出

さ
れ
た
事
実
に
関
す
る
資
料
を
さ
ら
に
精
緻
化
さ
せ
る
こ
と
に
な
る

と
い
う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
原
告
が
、
契
約
締
結
を
詳
細
に

陳
述
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
原
告
が
相
手
方
の
履
行
を
請
求
し
て
い

る
場
合
に
は
、
被
告
は
防
御
方
法
と
し
て
、
た
ん
に
〝
否
認
す
る
〟

と
い
う
の
で
は
十
分
で
は
な
い
。
自
身
の
不
知
を
理
由
と
と
も
に
示

す
場
合
（
一
三
八
条
四
項
）
を
除
い
て
、
被
告
は
、
む
し
ろ
理
由
付

け
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、
単
に
否
認
す
る
の
で

は
な
く
、
詳
細
な
事
実
と
と
も
に
争
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
［
パ
パ
ニ
コ
ラ
ウ
に
よ
れ
ば
］
こ
の
議
論
と
の
関
係
で
は
、
主
張

責
任
を
負
う
当
事
者
が
、
概
括
的
だ
け
で
は
あ
る
が
一
貫
性
の
あ
る

（schlüssig

）
主
張
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
、
二
次
的
主
張

責
任
が
介
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
憲
法
（
よ
り
適
切

に
は
、
憲
法
を
根
拠
に
し
た
冒
頭
に
述
べ
た
モ
デ
ル
）
に
基
づ
い
て

必
要
と
さ
れ
る
権
利
保
護
の
付
与
を
可
能
に
す
る
た
め
に
、
そ
の
よ

う
な
場
合
に
は
、
主
張
責
任
を
負
わ
な
い
当
事
者
が
、
二
次
的
主
張

責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
こ
の
者
は
、
そ
れ
ゆ

え
、
現
に
争
わ
れ
て
い
る
議
論
を
可
能
に
す
る
た
め
に
、
詳
細
を
陳

述
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
者
が
そ
れ
を
な
さ
な
か
っ
た
場
合
、

こ
の
者
は
、
自
身
が
負
う
二
次
的
主
張
責
任
を
遵
守
し
な
か
っ
た
こ

と
に
な
り
、
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
、
―
―
事
実
に
よ
っ
て
根
拠
づ

け
ら
れ
な
か
っ
た
主
張
の
場
合
と
同
様
の
―
―
、
た
と
え
ば
民
事
訴

訟
法
一
三
八
条
三
項
の
擬
制
自
白
が
生
ず
る
の
で
は
な
く
、
民
事
訴

訟
法
四
四
六
条
お
よ
び
四
五
三
条
二
項
の
類
推
に
よ
っ
て
裁
判
官
は

［
手
続
を
］
進
行
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

両
当
事
者
の
不
完
全
な
陳
述
は
、
両
当
事
者
の
事
実
の
認
識
状
態
が

問
題
な
の
で
あ
り
、
事
実
を
争
う
意
図
が
問
題
な
の
で
は
な
い
の
で
、

当
事
者
尋
問
に
関
す
る
こ
れ
ら
の
規
定
が
援
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
さ
れ
る
。

　

主
張
責
任
を
負
わ
な
い
も
の
の
、
二
次
的
主
張
責
任
を
負
う
当
事

者
は）

1（
（

、
つ
ぎ
の
よ
う
に
し
て
保
護
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
当
事

者
が
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
相
手
方
当
事
者
が
主
張
す

る
こ
と
が
で
き
ず）

11
（

、
ま
た
相
手
合
当
事
者
が
情
報
を
期
待
可
能
な
方

法
で
収
集
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
で
、
な
お
か
つ
、
二
次
的
に

義
務
を
負
う
当
事
者
に
よ
る
情
報
収
集
が
可
能
か
つ
期
待
可
能
性
に

反
し
な
い
と
き
に
限
ら
れ
る
。
訴
訟
法
学
上
堅
持
さ
れ
て
い
る
、
模

索
的
証
明
禁
止
の
原
則）

11
（

お
よ
び
「
誰
も
、
自
分
に
不
利
な
事
実
を
主

張
す
る
よ
う
拘
束
さ
れ
な
い
」（nem

o tenetur edere contra se

）

の
原
則
に
関
し
て
現
行
法
の
解
釈
上
手
掛
か
り
と
な
る
も
の
が
な
い

と
す
る
パ
パ
ニ
コ
ラ
ウ
の
根
拠
に
加
え
る
と
す
る
な
ら
ば
、
二
次
的

主
張
責
任
に
つ
い
て
前
述
し
た
特
殊
性
に
、
さ
ら
に
三
番
目
の
特
殊

性
、
す
な
わ
ち
、
次
に
述
べ
る
伝
統
的
な
ド
イ
ツ
訴
訟
法
の
理
解
に
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対
す
る
大
幅
な
修
正
が
加
わ
る
こ
と
に
な
る
。

　

（）　

周
知
の
よ
う
に
、
ロ
ル
フ
・
シ
ュ
テ
ュ
ル
ナ
ー
は
、
当
事
者

の
事
案
解
明
義
務
に
関
す
る
画
期
的
論
文
に
よ
っ
て）

11
（

、
民
事
訴
訟
に

お
け
る
裁
判
の
基
礎
に
関
す
る
新
た
な
方
向
性
を
探
求
す
る
、
い
わ

ば
代
名
詞
的
存
在
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
民
事
訴
訟
の
裁
判
官

が
、
ど
の
よ
う
な
事
実
に
基
づ
い
て
裁
判
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

か
と
い
う
問
題
に
ま
さ
し
く
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
考
え
ら

れ
て
い
る
説
明
は
、
一
般
に
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大

陸
に
お
け
る
訴
訟
類
型
的
な
概
念
上
の
相
違
に
向
け
ら
れ
て
お
り
、

前
者
は
客
観
的
真
実
を
目
的
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
む

し
ろ
形
式
的
（
当
事
者
に
よ
る
主
張
と
い
う
主
観
的
な
フ
ィ
ル
タ
ー

を
通
じ
た）

11
（

）
真
実
で
も
っ
て
満
足
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。

　
　

a）　

こ
の
相
違
を
検
討
し
、
ま
た
こ
の
相
違
に
関
す
る
論
拠
が

確
実
で
あ
る
こ
と
を
検
討
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
私
は
、
ま

ず
、
ア
メ
リ
カ
民
事
訴
訟
法
の
手
続
を
示
し
、
そ
の
際
に
、
従
前
の

説
明
と
の
関
連
付
け
を
行
っ
た
上
で）

11
（

、
コ
メ
ン
ト
し
て
い
く
。
本
講

演
で
関
心
の
あ
る
［
ア
メ
リ
カ
］
連
邦
訴
訟
法
は
、
民
事
手
続
を
三

つ
の
部
分
に
分
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
簡
潔
か
つ
平
易
な
請
求
の

陳
述
（short and plain statem

ent of the claim

）
と
訴
え
の
要

求
）
11
（

に
基
づ
く
、
単
純
と
は
い
え
な
い
手
続
の
開
始
段
階
、
そ
し
て
陪

審
の
手
続
（jury trial

）
段
階
、
さ
ら
に
そ
の
前
に
行
わ
れ
る
プ

リ
ト
ラ
イ
ア
ル
・
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
段
階
で
あ
る
。
こ
の
講
演
で
は
、

本
来
的
な
ト
ラ
イ
ア
ル
手
続
の
前
に
行
わ
れ
る
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
手

続
が
客
観
的
真
実
を
求
め
て
非
常
に
厳
格
に
実
施
さ
れ
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
ト
ラ
イ
ア
ル
が
こ
の
こ
と
を
完
全
に
貶
め
る
可
能
性

を
有
す
る
点
に
は
こ
こ
で
は
関
心
を
広
げ
な
い
こ
と
と
す
る
。
ト
ラ

イ
ア
ル
手
続
が
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
手
続
を
貶
め
る
可
能
性
を
有
す
る

理
由
と
は
、
非
常
に
多
く
の
訴
訟
弁
護
士
の
発
言
に
よ
る
と
、
こ
の

最
終
的
か
つ
、
本
来
は
重
要
な
段
階
は
、〝
シ
ョ
ー
〟
―
―
お
楽
し

み
の
時
間
―
―
で
あ
る
と
、
あ
る
弁
護
士
が
あ
る
講
演
会
で
述
べ
て

い
た
か
ら
で
あ
る）

11
（

。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
後
に
言
及
す
る
。

　

同
様
に
、
プ
リ
ト
ラ
イ
ア
ル
・
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
と
い
う
中
間
的

手
続
段
階
も
ま
た
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
当
事
者
双
方
に
そ
の
知
れ

た
る
事
情
を
冷
酷
な
ま
で
に
公
開
す
る
こ
と
を
ま
さ
に
意
図
し
て
い

る
。
誇
張
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
の
手
続
段
階
は
、
産
業
ス
パ

イ
を
合
法
的
な
方
法
で
利
用
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
し
た
が
っ

て
、
そ
の
目
的
は
、
上
記
の
方
法
に
よ
っ
て
客
観
的
真
実
に
可
能
な

限
り
ア
ク
セ
ス
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
紛
争
経
緯
に
関
し
て
当

事
者
お
よ
び
第
三
者
が
知
れ
た
る
事
情
を
、
す
べ
て
公
開
さ
せ
る
こ

と
に
あ
る）

11
（

。

　

プ
リ
ト
ラ
イ
ア
ル
と
い
う
表
現
は
、
こ
の
段
階
で
の
審
理
が
ス

ム
ー
ズ
に
中
心
と
な
る
手
続
（
陪
審
審
理
）
へ
と
移
行
す
る
こ
と
を
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意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。
む
し
ろ
、
こ
の
手
続
段
階
で

は
、
―
―
お
よ
そ
何
ら
か
の
証
明
戦
略
上
の
考
慮
と
は
無
関
係
に

―
―
手
続
に
重
要
な
選
択
肢
を
提
供
し
う
る
も
の
は
、
た
と
え
ア
ク

セ
ス
し
に
く
く
て
も
す
べ
て
調
査
さ
れ
る
。
こ
の
手
続
段
階
に
お
い

て
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
握
る
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
当
事
者
あ
る
い
は
そ
の

代
理
人
弁
護
士
で
あ
る
。
裁
判
所
が
関
与
す
る
の
は
、
本
来
、
関
係

者
が
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
に
協
力
す
る
こ
と
を
拒
ん
だ
場
合
に
限
ら
れ

る
。

　

こ
の
方
法
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
構
成
要
素
か
ら
成
る
。
す
な
わ
ち
、

相
手
方
当
事
者
に
対
す
る
書
面
に
よ
る
質
問
（
質
問
書

interrogatories

）
11
（

）、
基
本
文
書
ま
た
は
そ
の
他
の
対
象
物
の
引
渡
し

ま
た
は
入
手
方
法
の
確
保
（
文
書
そ
の
他
の
提
出
要
求requests 

for production of docum
ents and things

）
1（
（

）、
口
頭
ま
た
は
文

書
に
よ
る
照
会
（
証
言
録
取
書depositions

）
11
（

）、
そ
し
て
自
白
の
要

求
（request for adm

ission

）
11
（

）、
ま
た
は
、
医
師
に
よ
る
診
察

（physical and m
ental exam

ination of persons

）
11
（

））
で
あ
る
。

文
書
提
出
の
要
求
は
、
こ
こ
の
と
こ
ろ
注
目
を
集
め
て
お
り
、
大
西

洋
を
跨
い
で
司
法
摩
擦
を
新
た
に
引
き
起
こ
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら

ば
、
最
近
は
、
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
文
書
に
は
電
子
媒
体
の

形
式
に
よ
る
も
の
も
含
ま
れ
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
電
子
的
に
保

存
さ
れ
た
膨
大
な
数
の
文
書
の
他
に）

11
（

、E-m
ail

（
添
付
フ
ァ
イ
ル
と

共
に
）
も
含
ま
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
最
初
に
簡
単
に
言
及

し
た
、e-discovery

で
あ
る
。

　

一
定
の
極
め
て
限
定
的
な
例
外
が
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
い
て
、

プ
リ
ト
ラ
イ
ア
ル
・
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
を
命
じ
ら
れ
た
者
は
―
―
こ

れ
に
は
当
事
者
の
み
な
ら
ず
第
三
者
も
含
ま
れ
る
場
合
が
あ
る
―
―
、

そ
の
者
に
向
け
ら
れ
た
要
求
を
果
た
す
義
務
を
負
う
。
こ
の
義
務
を

実
現
さ
せ
る
た
め
に
、
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
、
裁
判
所
侮
辱

（contem
pt of court

）
に
基
づ
く
刑
罰
が
認
め
ら
れ
て
い
る）

11
（

。
こ

れ
に
は
、
強
制
手
段
や
裁
判
所
が
適
切
で
あ
る
と
判
断
し
た
そ
の
他

の
手
段
も
含
ま
れ
る
。
た
と
え
ば
、
問
題
と
な
っ
た
複
雑
な
事
実
関

係
の
扱
い
に
つ
い
て
生
じ
た
追
加
費
用
を
、
当
然
に
当
事
者
に
負
わ

せ
る
こ
と
が
こ
れ
に
含
ま
れ
る
。
ま
さ
し
く
、
こ
の
強
制
力
が
、
し

ば
し
ば
問
題
視
さ
れ
、
非
常
に
恐
れ
ら
れ
て
い
る
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー

の
嫌
が
ら
せ
効
果
（
ニ
ュ
ー
サ
ン
ス
・
ヴ
ァ
リ
ュ
ー
）
を
構
成
す
る

の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
裁
判
上
の
紛
争
の
う
ち
約
九
〇
パ
ー

セ
ン
ト
が
こ
の
プ
リ
ト
ラ
イ
ア
ル
段
階
で
終
了
す
る
こ
と
に
な
る

―
―
ま
た
そ
の
よ
う
に
さ
せ
る
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
る
―
―
。
両

当
事
者
は
い
ず
れ
も
、
自
ら
負
担
す
べ
き
費
用
が
容
易
に
果
て
し
な

い
額
に
な
る
た
め
、
―
―
た
と
え
ば
、
要
求
し
た
四
〇
〇
万
も
の
文

書
を
英
訳
さ
せ
る
の
に
ど
の
く
ら
い
の
費
用
を
要
す
る
の
か
を
考
え

る
―
―
、
多
額
の
費
用
を
伴
う
プ
リ
ト
ラ
イ
ア
ル
・
デ
ィ
ス
カ
バ
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リ
ー
と
そ
れ
に
引
き
続
き
行
わ
れ
る
陪
審
に
よ
る
不
確
実
な
手
続
よ

り
も
、
和
解
に
応
じ
る
方
が
経
済
的
に
考
え
て
単
純
に
合
理
的
で
あ

る
。

　
　

b）　

こ
れ
は
、
ド
イ
ツ
の
手
続
モ
デ
ル
と
比
較
す
る
と
対
照
的

で
あ
る
。
そ
し
て
、
事
実
関
係
の
収
集
を
よ
り
よ
く
行
う
た
め
の
、

と
く
に
シ
ュ
テ
ュ
ル
ナ
ー
に
よ
る
提
案
が
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
こ
で
、
ま
ず
、
こ
れ
ま
で
必
ず
し
も
十
分
に
示
さ
れ
て
こ

な
か
っ
た
ド
イ
ツ
の
情
報
収
集
方
法
の
武
器
を
補
足
的
に
述
べ
て
お

く
。

　
　
　

aa）　

す
で
に
言
及
し
た
証
明
軽
減
に
関
す
る
訴
訟
法
上
の
可

能
性
の
他
に
、
裁
判
所
の
責
任
で
な
し
う
る
民
事
訴
訟
法
一
四
一
条

か
ら
一
四
四
条
が
あ
る）

11
（

。
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
っ
て
裁
判
官
は
、
裁

判
期
日
に
当
事
者
双
方
が
出
頭
す
る
こ
と
を
求
め
、
ま
た
、
一
方
の

当
事
者
―
―
あ
る
い
は
第
三
者
―
―
が
所
持
す
る
書
類
を
提
出
さ
せ

る
こ
と
、
そ
の
他
の
文
書
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
、
鑑
定
人
に
鑑
定
さ

せ
る
こ
と
、
ま
た
は
人
証
を
実
施
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
民
事

訴
訟
法
一
三
九
条
一
項
を
越
え
て
裁
判
所
の
権
限
を
拡
大
す
る
こ
と

に
対
し
て
は
、
そ
れ
が
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
民
事
訴
訟
法
の
デ
ィ
ス
カ

バ
リ
ー
へ
の
足
が
か
り
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
の
危
惧
が
次
第
に

大
き
く
な
っ
て
い
る）

11
（

。
こ
れ
は
、
も
ち
ろ
ん
ま
だ
実
証
さ
れ
て
い
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
、
裁
判
所
が
命
じ
た
証
拠
提
出
に
関
す
る
新
た

な
訴
訟
上
の
手
段
の
実
効
性
を
観
察
す
る
こ
と
は
、
興
味
深
い
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
の
基
準）

11
（

に
よ
り
新
た
に
導
入
さ
れ
た
競
争
制
限
禁
止

法
三
三
九
条
は）

11
（

、
カ
ル
テ
ル
法
上
の
損
害
賠
償
請
求
を
求
め
る
原
告

が
、
あ
ら
ゆ
る
者
に
対
し
て
、
勝
訴
の
た
め
に
必
要
な
証
拠
方
法
の

引
渡
し
を
求
め
る
権
利
を
認
め
て
い
る）

1（
（

。
同
様
に
新
た
に
導
入
さ
れ

た
競
争
制
限
禁
止
法
八
九
ｂ
条
は
民
事
訴
訟
法
一
四
二
条
を
準
用
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
、
す
で
に
開
始
し
た
手
続
以
外
で
は
証
拠
提
出
を
求

め
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
先
の
請
求
権
を
制
限

（
？
原
文
マ
マ
）
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る）

11
（

。

　
　
　

bb）　

先
に
〝
武
器
〟
と
言
い
表
し
た
情
報
収
集
可
能
性
の
総

体
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
言
い
残
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
ど
こ

ろ
か
、
前
述
の
訴
訟
法
上
の
手
段
の
他
に
、
実
体
法
上
の
情
報
義
務

が
加
え
ら
れ
る
。
こ
の
実
体
法
上
の
情
報
義
務
は
、
形
式
的
に
は
、

証
明
軽
減
と
は
つ
ぎ
の
点
で
区
別
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
証
明
軽
減

は
裁
判
所
と
の
関
係
で
作
用
す
る
の
に
対
し
て
、
情
報
義
務
は
ま
さ

し
く
相
手
方
当
事
者
と
の
関
係
で
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ

が
、
そ
の
他
の
点
で
は
、
双
方
と
も
に
機
能
的
に
は
同
一
の
目
的
に

資
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
訴
訟
リ
ス
ク
の
適
切
な
評
価
が
可
能

に
な
る
こ
と
で
原
告
を
救
済
す
る
の
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
膨
大
な
量
の
実
体
法
上
の
情
報
請
求
権
を
リ
ス
ト
化

す
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ま
た
、
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立
法
者
が
、
裁
判
所
の
負
担
軽
減
を
必
要
と
考
え
て
い
る
過
程
に
お

い
て
、
情
報
の
透
明
性
を
救
済
手
段
の
一
つ
と
し
て
認
識
し
て
い
た

こ
と
と
も
関
連
す
る
。
す
な
わ
ち
、
必
要
に
応
じ
て
開
示
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
者
が
ル
ー
ル
に
沿
っ
て
行
動
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
情

報
を
得
た
者
は
与
え
ら
れ
た
権
利
を
追
及
す
る
手
続
を
必
要
と
し
な

い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
情
報
請
求
権
は
、
民
事
法
全
体
だ
け

で
な
く
、
公
法
の
領
域
で
も
次
第
に
多
く
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
っ
た）

11
（

。
も
っ
と
も
、
情
報
請
求
権
が
承
認
さ
れ
た
と
し
て
も
、

依
然
と
し
て
統
一
的
な
概
念
を
有
し
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
、
事
案
ご

と
の
分
類
分
け
が
適
切
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、

ラ
イ
ヒ
裁
判
所
以
来
導
か
れ
て
き
た
民
法
二
四
二
条
―
―
つ
ま
り
、

信
義
誠
実
の
原
則
―
―
か
ら
生
じ
た
一
般
的
情
報
請
求
権
が
な
ん
ら

変
更
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い）

11
（

。
な
ぜ
な
ら
ば
、
一
般
的
情
報
請
求
権

は
、
非
常
に
限
定
的
な
要
件
と
結
び
つ
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る）

11
（

。

　

そ
の
弊
害
に
対
す
る
対
策
は
、
た
し
か
に
、
比
較
的
簡
単
に
な
し

得
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
訴
訟
法
律
関
係
を）

11
（

、
い
ま
述
べ
た
民

法
二
四
二
条
に
い
う
債
務
関
係
と
み
な
し
、
訴
え
が
提
起
さ
れ
る
と
、

原
告
や
被
告
に
付
与
さ
れ
る
包
括
的
な
情
報
収
集
請
求
権
が
生
ず
る

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
民
法
八
〇
九
条）

11
（

の
本
来
の
機
能

を
熟
考
し
、
こ
の
規
定
を
解
釈
に
よ
っ
て
現
代
に
適
合
さ
せ
る
こ
と

が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
も
う
少
し
詳
し
く
述
べ
る
必
要
が
あ
る）

11
（

。

と
い
う
の
も
、
民
法
八
〇
九
条
は
、
訴
訟
当
事
者
の
情
報
不
足
を
解

消
さ
せ
る
よ
う
な
、
希
望
を
持
た
せ
る
広
が
り
を
有
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
た
し
か
に
、
規
定
は
〝
物
〟
と
い
っ
て
い
る
し
、
ま
た
民

法
九
〇
条
に
い
う
〝
物
〟
は
有
体
物
と
定
義
さ
れ
て
い
る
た
め
、
通

説
は
、
非
常
に
狭
い
適
用
範
囲
を
考
え
て
い
る）

11
（

。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
の
よ
う
な
制
限
を
課
す
る
根
拠
に
は
疑
問
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
は

つ
ぎ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
主
た
る
債
権
の
存
否
が
物
の
検
分
（Besichtigung

）

の
結
果
に
か
か
っ
て
お
り
、
債
権
者
が
検
分
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

る
場
合
に
は
、
原
告
と
な
り
得
る
者
は
、
自
己
の
認
識
不
足
の
部
分

を
民
法
八
〇
九
条
を
通
じ
て
除
去
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
す
で
に
民
法
典
の
立
法
者
は）

11
（

、
そ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ

た
情
報
収
集
権
は
、
原
告
と
な
り
う
る
者
が
被
告
と
な
り
う
る
者
か

ら
秘
密
を
詐
取
す
る
危
険
性
を
有
す
る
と
の
表
明
を
し
て
い
る
。

　

こ
れ
は
重
要
な
点
で
あ
り
、
後
に
再
度
言
及
す
る
。〝
ス
パ
イ
〟

に
対
し
て
は
、
法
は
、
民
法
八
〇
九
条
の
（
不
文
の
）
適
用
を
制
限

す
る
こ
と
で
対
応
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
債
権
者
は
、
提
出
さ
せ

る
こ
と
に
つ
い
て
（
債
権
者
自
ら
が
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）

利
益
が
あ
る
だ
け
で
は
足
り
な
い
。
債
権
者
は
、
さ
ら
に
、
債
権
者

に
よ
っ
て
目
標
と
さ
れ
た
主
た
る
請
求
権
が
一
定
程
度
の
蓋
然
性
を

も
っ
て
実
際
に
存
在
す
る
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
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の
請
求
権
の
存
在
は
検
分
に
か
か
っ
て
お
り
、
た
と
え
、
そ
の
他
の

請
求
権
の
要
件
は
す
で
に
存
在
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
そ
の
こ

と
に
は
変
わ
り
な
い）

1（
（

。

　

こ
ん
に
ち
の
実
務
お
よ
び
立
法
者
に
よ
る
適
用
範
囲
を
制
限
す
る

解
決
は
、
民
法
八
〇
九
条
の
前
身
と
な
る
規
定
か
ら
意
図
的
に
乖
離

す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
規
定
は
、
提
出
請
求
の
訴
え
（actio ad 

exhibendum

）
と
い
う
ロ
ー
マ
法
上
の
訴
え
に
ま
で
遡
る）

11
（

。
こ
の

訴
え
は
、
ま
ず
、
返
還
請
求
権rei vindicatio

（
す
な
わ
ち
、
こ

ん
に
ち
の
民
法
九
八
五
条
の
前
身
）
と
い
う
別
の
訴
え
の
準
備
に
貢

献
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
所
有
権
に
基
づ
い
て
返
還
を
求
め
る
者
は
、

自
ら
の
支
配
領
域
に
物
を
有
す
る
者
に
対
し
て
、
法
務
官

（Praetor

）
の
面
前
で
そ
の
物
を
提
示
す
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が

で
き
た
。
そ
れ
に
加
え
て
、
請
求
権
者
は
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
物

を
可
能
な
限
り
特
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
提
示
さ
せ
る

こ
と
に
特
別
な
利
益
を
有
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
。
古
典
晩
期
の
法

律
家
で
あ
る
ユ
リ
ウ
ス
・
パ
ウ
ル
ス
（Iulius Paulus

）
は）

11
（

、
物
の

提
示
を
求
め
る
目
的
は
、
原
告
に
、
物
に
関
す
る
権
利
主
張
を
可
能

に
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
と
、
簡
潔
に
述
べ
て
い
る
。

　

普
通
法
に
お
い
て
は
、
こ
の
提
出
請
求
の
訴
え
は
ほ
と
ん
ど
修
正

さ
れ
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
物
の
所
有
者
（Inhaber

）
は
、〝
同

一
物
に
つ
い
て
請
求
権
を
主
張
し
よ
う
と
し
て
い
る
者
〟
に
対
し
て
、

そ
の
物
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た）

11
（

。
こ
こ
で
も
検
分
の
利

益
は
求
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
そ
の
こ
と
を
債
権
者
が
証
明
す

る
こ
と
も
必
要
で
は
な
か
っ
た
。
包
括
的
な
情
報
収
集
請
求
権
に
関

し
て
、
こ
ん
に
ち
の
裁
判
実
務
に
お
い
て
は
、
ド
イ
ツ
法
の
欠
点
が

嘆
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
八
〇
九
条
は
、
こ
の
要
求
を
正
当
化
す

る
よ
う
に
現
代
に
適
合
さ
せ
る
考
え
を
有
し
て
い
な
い）

11
（

。

　
　
　

cc）　

こ
れ
ま
で
言
及
し
た
ド
イ
ツ
法
の
制
度
全
体
を
眺
め
て

み
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
結
論
に
至
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
す
な
わ
ち
、

で
き
る
だ
け
包
括
的
に
事
実
に
関
す
る
根
拠
を
有
す
る
と
い
う
意
味

に
お
け
る
実
体
的
真
実
が
、
よ
り
一
層
存
在
意
義
と
重
要
性
を
増
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
と
り
わ
け
、
二
〇
〇
一
年
に
始

ま
っ
た
、
第
三
者
に
対
す
る
書
証
提
示
義
務
の
拡
大
、
あ
り
と
あ
ら

ゆ
る
法
領
域
へ
の
実
体
法
上
の
情
報
請
求
権
の
爆
発
的
拡
大
、
お
よ

び
現
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
上
根
拠
付
け
ら
れ
た
証
拠
方
法
の
提
示
義
務

に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。
冒
頭
で
述
べ
た
民
事
訴
訟
の
思
想
史
的

背
景
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
こ
と
は
無
条
件
に
賛
同
す
べ
き
こ
と

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
市
民
が
そ
の
自
由
権
を
集
合
的
に
国
家
に

移
譲
し
て
い
る
以
上
、
市
民
は
そ
れ
に
対
し
て
効
率
的
な
権
利
保
護

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
権
利
保
護
は
た
ん

に
形
式
的
な
真
実
で
は
十
分
で
は
な
く
、
で
き
る
限
り
集
中
的
に
事

実
経
過
を
入
手
し
得
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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こ
こ
で
到
達
し
た
事
実
の
収
集
に
関
す
る
広
が
り
を
考
慮
す
る
と
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
疑
問
に
行
き
着
か
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
は
、
ア
メ

リ
カ
合
衆
国
の
プ
リ
ト
ラ
イ
ア
ル
・
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
と
ド
イ
ツ
の

訴
訟
経
過
と
の
本
質
的
な
区
別
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
い
う
点
で
あ

る
。
私
は
、
三
つ
の
点
に
注
目
す
る
。

　

―
―
第
一
に
、
技
術
的
な
部
分
を
詳
細
に
見
て
み
る
と
、
解
明
義

務
の
範
囲
が
異
な
る
。
ド
イ
ツ
の
法
律
関
係
で
適
法
と
さ
れ
る
こ
と

を
は
る
か
に
超
え
て
、
ア
メ
リ
カ
で
は
解
明
義
務
が
広
範
囲
に
認
め

ら
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の
一
つ
の
例
と
し
て
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア

州
裁
判
所
の
裁
判
官
に
よ
る
命
令
を
例
と
し
て
挙
げ
て
み
る
。

「
申
立
人
の
代
理
人
た
ち
は
、
連
続
す
る
五
日
間
の
通
常
労
働
時
間
の

間
に
、
ヴ
ォ
ル
フ
ス
ブ
ル
ク
に
あ
る
フ
ォ
ル
ク
ス
ワ
ー
ゲ
ン
の
工
場
の

敷
地
に
立
ち
入
り
、
そ
し
て
、
代
理
人
た
ち
は
そ
の
施
設
を
検
分
し
、

写
真
撮
影
し
、
書
類
を
閲
覧
し
、
コ
ピ
ー
を
と
り
、
従
業
員
に
非
公
式

に
質
問
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
…
…
。）

11
（

」

　

こ
れ
は
、
手
間
が
か
か
る
点
は
別
と
し
て
、
ド
イ
ツ
法
上
は
考
え

ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
小
さ
な
こ
と
で
あ
る
が
、
ド
イ
ツ

法
上
認
め
ら
れ
て
い
な
い
制
度
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
オ
ー
ス
ト
リ

ア
民
事
訴
訟
の
制
度
で
認
め
ら
れ
て
い
る
〝
証
拠
方
法
の
共
通
性
〟

と
い
う
制
度
は）

11
（

、
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
制
度
は
、
当
事
者
の

一
方
が
提
出
し
た
証
拠
方
法
は
、
一
方
的
に
取
下
げ
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
相
手
方
当
事
者
が
取
下
げ
に
明
示
的
に

同
意
し
な
い
限
り
、
当
該
相
手
方
当
事
者
は
こ
の
証
拠
方
法
を
援
用

す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
証
拠
方
法
を
最
初
に
提
出
し
た
当
事
者
が

そ
れ
を
望
ま
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
相
手
方
当
事
者
は
援
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

―
―
第
二
の
、
私
見
に
よ
れ
ば
少
な
か
ら
ず
重
要
な
相
違
点
は
、

情
報
収
集
方
法
の
位
置
づ
け
の
相
違
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
法

上
は
、
裁
判
官
自
身
は
情
報
収
集
制
度
に
は
組
み
入
れ
ら
れ
て
お
ら

ず
、
弁
護
士
お
よ
び
当
事
者
間
で
行
き
来
す
る
情
報
交
換
の
背
後
に

存
在
す
る
、
本
質
的
に
威
嚇
す
る
潜
在
的
な
存
在
で
あ
る
。
こ
れ
に

対
し
て
、
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
情
報
収
集
は
裁
判
官
が
同
席
し
て
行

わ
れ
る
。［
ド
イ
ツ
法
で
は
］
裁
判
官
は
、
中
立
的
な
機
関
と
し
て
、

非
常
に
身
勝
手
で
自
己
の
依
頼
人
や
自
身
の
利
益
だ
け
を
追
求
す
る

こ
と
に
対
す
る
、
少
な
く
と
も
心
理
的
な
防
波
堤
と
し
て
作
用
す
る
。

さ
ら
に
、
ド
イ
ツ
の
裁
判
官
は
、
自
ら
が
在
廷
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

す
べ
て
の
経
過
に
つ
い
て
直
接
行
動
し
た
り
、
反
応
し
た
り
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
加
え
て
、
裁
判
官
に
与
え
ら
れ
た
手
段
と
し
て
秘
密

手
続
が
あ
る
。
こ
の
手
続
は
、
す
で
に
ム
グ
ダ
ン
（M

ugdan

）
が

民
法
典
資
料
（M

aterialien zum
 BGB

）
に
お
い
て
言
及
し
た
不
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安
要
素
が
憂
慮
さ
れ
る）

11
（

。
裁
判
所
構
成
法
一
七
二
条
二
号
で
は
、
裁

判
所
構
成
法
一
六
九
条
に
お
い
て
原
則
と
し
て
適
用
が
求
め
ら
れ
て

い
る
公
開
原
則
の
例
外
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
公
開
性
が
排
除
さ
れ

て
い
る
。
相
手
方
当
事
者
を
も
公
開
か
ら
排
除
す
る
こ
と
は
、
も
ち

ろ
ん
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
法
律
で
は
定
め
ら
れ
て
い
な
い
が
、
す

で
に
古
く
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
要
求
が
あ
る）

11
（

。

　

―
―
最
後
の
相
違
点
は
、
私
に
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
が
、
ま
だ
包
括
的
に
は
述
べ
て
い
な
い）

11
（

。
す
な
わ
ち
、
プ
リ
ト
ラ

イ
ア
ル
・
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
の
局
面
に
引
き
続
い
て
進
行
す
る
手
続

段
階
は
、
典
型
的
に
は
陪
審
員
に
向
け
て
実
施
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

―
―
す
な
わ
ち
、
法
律
家
で
は
な
く
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
地
域
か
ら

来
た
市
民
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
状
況
か
ら
す
る
と
、

前
述
し
た
本
来
的
な
ト
ラ
イ
ア
ル
が
〝
シ
ョ
ー
的
性
格
〟
で
あ
る
た

め
、
先
に
述
べ
た
こ
と
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

の
際
、
陪
審
員
を
感
動
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し

て
法
的
な
厳
格
さ
は
―
―
少
な
く
と
も
―
―
傾
向
と
し
て
は
後
回
し

に
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
プ
リ
ト
ラ
イ
ア
ル
・
デ
ィ
ス
カ
バ

リ
ー
に
お
け
る
客
観
的
真
実
の
探
求
は
そ
の
意
義
を
多
く
失
う
こ
と

に
な
る
。
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
の
後
に
は
、
法
的
な
精
緻
さ
で
は
な
く

影
響
力
に
満
ち
た
シ
ョ
ー
的
な
効
果
が
重
要
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
の
本
当
の
目
的
は
、
た
と
え
主
目
的
で
は
な
く
て

も
少
な
く
と
も
、
こ
の
シ
ョ
ー
的
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
情
報
収
集
に

向
け
ら
れ
る
。
こ
の
認
識
を
前
提
に
す
る
と
、
訴
訟
事
件
の
大
部
分

で
プ
リ
ト
ラ
イ
ア
ル
手
続
段
階
に
お
い
て
達
成
さ
れ
て
い
る
和
解
は
、

法
的
な
勝
訴
の
見
込
み
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
の
結
論
に

一
般
的
に
行
き
着
い
た
と
し
て
も
驚
く
に
値
し
な
い
。
そ
れ
で
も
、

一
部
の
狭
い
範
囲
で
は
あ
る
が
、
こ
の
結
論
が
確
認
さ
れ
、
そ
れ
に

引
き
続
い
て
な
さ
れ
た
法
改
正
に
よ
り
改
善
さ
れ
て
い
る）

1（
（

。

　
　

c）　

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
民
事
訴
訟
法
と
の
関
係
で
長
い
間
激

し
く
争
わ
れ
て
い
る
別
の
問
題
は
、
外
国
の
対
抗
立
法
と
の
関
わ
り

合
い
で
あ
る
。
こ
の
対
抗
立
法
は
、
た
と
え
ば
、
プ
リ
ト
ラ
イ
ア

ル
・
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
を
通
じ
て
認
め
ら
れ
た
証
拠
漁
り
を
禁
じ
る

法
律
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
長
い
間
、
各
国
の
法
律
が
、
ア
メ
リ
カ
合

衆
国
で
訴
え
ま
た
は
訴
え
ら
れ
た
企
業
を
ま
さ
し
く
絶
望
的
な
状
態

に
陥
ら
せ
る
重
大
な
事
案
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
国
の
法
律

（das heim
ische Gesetz

）
に
従
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ア
メ
リ
カ

合
衆
国
の
訴
訟
に
お
い
て
法
廷
侮
辱
と
い
う
制
裁
に
身
を
置
く
か
、

あ
る
い
は
、
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
の
要
求
に
応
じ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て

本
国
で
賠
償
義
務
を
負
い
、
あ
る
い
は
刑
罰
に
処
せ
ら
れ
る
か
で
あ

る
）
11
（

。

　

有
名
な
ア
エ
ロ
ス
パ
シ
ア
ー
ル
事
件
（A

erospatiale

）
の
連
邦
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最
高
裁
判
所
判
決
で
は）

11
（

、
フ
ラ
ン
ス
企
業
が
、
フ
ラ
ン
ス
刑
法
上
制

裁
を
も
っ
て
禁
止
し
て
い
た
こ
と
を
理
由
に
、
プ
リ
ト
ラ
イ
ア
ル
・

デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
に
お
け
る
書
類
の
提
出
を
拒
ん
だ
こ
と
を
咎
め
た

も
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
刑
法
上
、〝
外
国
の
裁
判
手
続
ま
た
は
行

政
手
続
に
お
い
て
証
拠
を
確
定
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
、
ま
た
は
こ
れ

と
関
連
性
の
あ
る
、
経
済
、
取
引
、
産
業
、
財
政
ま
た
は
技
術
上
の

書
類
ま
た
は
情
報
を
、
書
面
、
口
頭
、
ま
た
は
そ
の
他
の
方
法
で
要

求
し
、
尋
問
し
、
ま
た
は
公
開
す
る
こ
と
〟
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た）

11
（

。

フ
ラ
ン
ス
の
立
法
者
が
自
国
民
保
護
を
考
慮
し
た
こ
と
か
ら
、
連
邦

最
高
裁
判
決
の
最
後
に
は
、
こ
の
種
の
対
抗
立
法
に
ど
の
よ
う
に
付

き
合
っ
て
い
く
の
か
に
つ
い
て
の
、
各
裁
判
所
に
対
す
る
い
わ
ば

〝
運
用
基
準
〟
が
示
さ
れ
た
。

　

連
邦
最
高
裁
は
、
お
よ
そ
事
案
ご
と
に
異
な
る
解
決
を
選
択
し
、

ま
た
、
こ
れ
ら
対
抗
立
法
の
権
威
を
一
律
に
否
定
し
た
も
の
で
は
な

い
た
め
、
妥
協
的
な
も
の
と
評
価
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
と
も
か

く
も
世
界
の
裁
判
所
は
、
そ
れ
ぞ
れ
各
国
固
有
の
訴
訟
法
を
適
用
す

る
こ
と
が
一
般
的
に
認
め
ら
れ
、
ま
た
そ
れ
が
正
当
と
考
え
ら
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
、
―
―
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
は
ま
た
証
拠
法
に
お

い
て
も
同
様
で
あ
る）

11
（

。
ド
イ
ツ
の
諺
で
、〝
私
は
パ
ン
を
食
べ
さ
せ

て
も
ら
っ
て
い
る
人
の
歌
を
歌
う
（W

es Brot ich esse, des 
Lied ich sing

）〟
と
い
う
の
が
あ
る
が
、
こ
の
諺
は
適
切
な
表
現

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
事
業
を
行
う
者
は
、

ラ
デ
ィ
カ
ル
な
事
実
の
収
集
方
法
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の

〝
歌
〟
を
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
と
り
わ

け
、
Ｅ
Ｕ
構
成
国
の
当
事
者
に
妥
当
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
れ
ら

の
国
で
も
外
国
の
証
拠
方
法
を
自
国
の
訴
訟
手
続
に
持
ち
込
む
こ
と

が
、
基
本
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る）

11
（

。

　

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
連
邦
最
高
裁
は
、
ア
エ
ロ
ス
パ
シ
ア
ー
ル
事
件

に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
各
裁
判
所
に
対
し
て
、
外
国
当
事

者
の
ジ
レ
ン
マ
状
態
を
考
慮
す
る
こ
と
を
促
し
た
。
た
と
え
ば
、

デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
の
申
請
が
濫
用
的
か
否
か
、
あ
る
い
は
、
と
く
に

礼
譲
（com

ity

）
の
観
点
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。
こ
の

点
に
つ
い
て
、
裁
判
所
は
、
対
外
関
係
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
と
の

関
連
性
を
取
り
あ
げ
、
そ
れ
以
来
、
い
わ
ゆ
る
〝
ア
エ
ロ
ス
パ
シ

ア
ー
ル
利
益
衡
量
テ
ス
ト
〟
が
導
入
さ
れ
た
。
関
係
す
る
も
っ
と
も

新
し
い
規
定
は
、
四
四
二
条
一
項
（
ｃ
）
で
あ
る
。

「
外
国
に
所
在
す
る
情
報
の
提
出
命
令
を
発
す
べ
き
か
否
か
を
判
断
す

る
に
際
し
て
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
命
令
を
表
明
す
る
に
際
し
て
、

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
裁
判
所
ま
た
は
官
署
は
、
要
求
さ
れ
た
文
書
ま
た

は
他
の
情
報
の
調
査
ま
た
は
訴
訟
に
対
す
る
重
要
性
、
要
求
の
特
定
性

の
程
度
、
情
報
が
合
衆
国
内
で
作
成
さ
れ
た
か
否
か
、
情
報
を
確
保
す
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る
た
め
の
選
択
的
手
段
が
利
用
可
能
か
否
か
、
お
よ
び
、
要
求
に
応
じ

な
か
っ
た
程
度
が
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
重
大
な
利
益
を
侵
害
す
る
こ

と
に
な
る
か
、
ま
た
は
要
求
に
応
じ
た
こ
と
が
、
情
報
が
所
在
す
る
国

の
重
大
な
利
益
を
侵
害
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
否
か
を
考
慮
す
る
も
の

と
す
る
。」

　

―
―
他
の
こ
と
は
さ
て
お
き
―
―
、
証
拠
の
探
索
に
際
し
て
の
特

定
性
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
と
い

う
の
も
、
特
定
性
の
適
用
可
能
性
、
し
か
も
ド
イ
ツ
法
の
よ
う
な
厳

格
な
特
定
性
原
則
を
適
用
す
る
可
能
性
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
法
で

は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
外
国
人
に
と
っ
て
、
こ
の
原

則
―
―
こ
の
点
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
内
部
で
は
、〝
内
国
人
差
別
〟

と
の
不
満
を
招
い
て
い
る
が）

11
（

―
―
が
い
か
に
重
要
で
あ
る
の
か
は
、

二
〇
〇
四
年
に
提
示
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
法
律
協
会
お
よ
び
私
法
統
一

協
会
（A

LI/U
N

ID
RO

IT

）
のPrinciples of T

ransnational 
Civil Procedure

）
11
（

か
ら
も
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る）

11
（

。
そ
の
原
則

（（
・
（
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
プ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
段
階
で
は
、
当
事
者
双
方
は
、
合
理
的
に
詳
細
な

程
度
で
、
重
要
な
事
実
、
法
的
主
張
、
求
め
て
い
る
救
済
、
お
よ
び
、

十
分
に
特
定
さ
れ
た
、
当
事
者
の
主
張
を
根
拠
づ
け
る
た
め
に
提
出
さ

れ
る
べ
き
利
用
可
能
な
証
拠
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
事
者
の

一
方
が
、
重
要
な
事
実
を
合
理
的
に
詳
細
に
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、

ま
た
は
証
拠
を
十
分
に
特
定
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
十
分
な
理
由
を

示
し
た
場
合
、
裁
判
所
は
、
必
要
な
事
実
お
よ
び
証
拠
が
そ
の
後
に
お

け
る
手
続
の
進
展
で
明
ら
か
に
な
る
可
能
性
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
。」

　

対
抗
立
法
と
の
関
わ
り
合
い
で
中
心
と
な
る
摩
擦
領
域
と
し
て
、

最
近
で
は
、
デ
ー
タ
保
護
法）

11
（

が
注
目
を
集
め
て
い
る
。
ま
た
、
銀
行

お
よ
び
通
信
の
秘
密
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る）

1（
（

。

　

裁
判
所
は
、
連
邦
最
高
裁
の
〝
ア
エ
ロ
ス
パ
シ
ア
ー
ル
利
益
衡
量

テ
ス
ト
〟
の
基
準
を
、
様
々
な
強
弱
で
用
い
て
い
る
。
ま
さ
し
く

デ
ー
タ
保
護
の
領
域
で
は
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
区
連
邦
地
裁）

11
（

と
ユ
タ

地
区
連
邦
地
裁）

11
（

の
判
決
で
、
反
対
の
考
え
が
示
さ
れ
て
お
り
、
前
者

で
は
、
裁
判
官
は
、
ま
さ
し
く
教
科
書
的
な
あ
て
は
め
を
行
っ
て
お

り
、
後
者
は
、
最
高
裁
判
決
を
リ
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
的
に
指
摘
し
て
い

る
に
過
ぎ
な
い
。
も
う
一
つ
別
の
対
立
は
（
も
っ
と
も
、
刑
事
事
件

の
事
案
で
は
あ
る
が
）、
マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
ト
に
関
す
る
合
衆
国
第
二

巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
の
判
決）

11
（

と
、
グ
ー
グ
ル
に
関
す
る
合
衆
国

ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
東
部
地
区
連
邦
地
方
裁
判
所
の
判
決）

11
（

で
あ
る
。
前

者
で
は
、
マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
ト
が
検
察
当
局
を
相
手
に
、
ア
イ
ル
ラ
ン

ド
で
保
管
し
て
い
る
デ
ー
タ
の
提
出
に
異
議
を
唱
え
て
成
功
し
た
も

の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
後
者
で
は
、
グ
ー
グ
ル
は
引
渡
す
義
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務
を
負
っ
た
。

　

こ
の
問
題
領
域
で
、
い
か
に
し
て
双
方
に
満
足
の
い
く
解
決
を
導

き
だ
す
の
か
は
難
し
い
問
題
で
あ
る
。
Ｅ
Ｕ
デ
ー
タ
保
護
規
則
は）

11
（

、

そ
の
四
九
条
に
お
い
て
、
適
切
な
保
護
レ
ベ
ル
を
満
た
さ
な
い
第
三

国
で
保
護
さ
れ
た
デ
ー
タ
を
引
渡
す
こ
と
を
一
般
的
に
禁
止
し
て
い

る
こ
と
へ
の
例
外
を
定
め）

11
（

、
そ
れ
と
共
に
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
の

法
的
紛
争
に
お
け
る
当
事
者
双
方
の
ジ
レ
ン
マ
へ
の
配
慮
も
し
て
い

る
。
し
か
し
、
複
数
の
裁
判
所
（
あ
る
い
は
最
低
で
も
一
つ
の
）
が

譲
歩
す
る
か
否
か
、
も
し
譲
歩
す
る
と
し
た
ら
ど
の
よ
う
な
方
法
に

よ
っ
て
な
の
か
は
、
い
ま
は
、
ま
だ
回
答
し
う
る
状
況
で
は
な
い
。

　

証
拠
収
集
と
い
う
問
題
設
定
に
関
し
て
、
法
文
化
の
性
質
に
よ
っ

て
大
き
く
異
な
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
、
ア
メ
リ
カ
合
衆

国
で
の
訴
訟
経
過
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
個
別
的
な
訴
訟
上
の
中
間

的
段
階
で
、
ど
の
様
に
し
て
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
考
察

す
る
十
分
な
時
間
が
残
っ
て
い
る）

11
（

。［
米
国
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
に
対

抗
す
る
］
諸
提
案
は
、
米
国
か
ら
の
送
達
に
対
抗
し
て
権
利
の
消
極

的
確
認
の
訴
え
を
認
め
る
と
い
っ
た
も
の
か
ら
、
強
制
執
行
の
回
避

手
段
に
至
る
ま
で
幅
広
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
提
案
は
、
ほ

と
ん
ど
一
貫
し
て
、
伝
統
的
な
、
そ
れ
ゆ
え
に
多
く
の
場
合
に
有
用

で
は
な
い
方
法
を
行
き
つ
戻
り
つ
し
て
お
り
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
見
解）

11
（

は
議
論
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
結
果
、
外
国
当
事
者
は
、
ア
メ
リ
カ

合
衆
国
に
お
い
て
開
示
義
務
に
直
面
す
る
―
―
そ
の
義
務
は
本
国
で

は
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
検
察
当
局
が
有
す
る
に
過
ぎ
な
い
―
―
と
い

う
、
お
よ
そ
満
足
に
至
ら
な
い
状
態
に
、
予
測
不
可
能
な
期
間
と
ど

ま
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

Ｃ　

展
望

　

挑
戦
的
な
問
題
が
、
こ
れ
ま
で
な
し
た
説
明
や
考
察
を
終
結
さ
せ

こ
と
に
な
る
。
最
近
の
技
術
発
展
に
照
ら
す
と
、
こ
の
挑
戦
的
な
問

題
は
、
法
的
規
律
に
関
す
る
伝
統
的
な
準
則
の
か
な
り
の
部
分
を
時

代
遅
れ
と
ま
で
は
言
わ
な
い
に
し
て
も
、
中
心
か
ら
周
辺
へ
押
し
や

る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
人
は
、
こ
れ
ま
で
の
数
十

年
を
通
じ
て
獲
得
し
た
労
働
法
に
お
け
る
労
働
者
保
護
の
状
況
だ
け

を
考
え
た
が
、
こ
の
状
況
は
工
場
全
体
の
機
械
化
に
よ
っ
て
時
代
遅

れ
と
な
っ
た
。
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
ス
マ
ー
ト
・
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
発

展
を
考
え
る
と
、
た
と
え
ば
、
リ
ー
ス
物
件
が
技
術
的
な
問
題
で
停

止
し
も
は
や
全
く
利
用
さ
れ
な
い
こ
と
に
対
す
る
権
利
の
追
及
が
不

必
要
に
な
る）

11
（

。

　

こ
の
技
術
発
展
は
、
も
ち
ろ
ん
、
紛
争
に
対
す
る
判
断
の
局
面
も

容
赦
し
な
い
。
裁
判
所
が
、
オ
ン
ラ
イ
ン
手
続
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
、

そ
し
て
押
し
の
け
ら
れ
る
こ
と
が
、
す
で
に
看
取
さ
れ
て
お
り）

1（
（

、
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―
―
少
な
く
と
も
ド
イ
ツ
で
は
―
―
国
家
裁
判
制
度
の
利
用
が
大
幅

に
後
退
し
て
い
る
こ
と
が
見
受
け
ら
れ
る）

11
（

。
こ
の
こ
と
と
の
比
較
で

eBay
）
11
（

の
発
展
と
対
比
さ
せ
る
と
、
こ
のeBay

は
毎
年
お
よ
そ
六

〇
〇
〇
万
件
に
の
ぼ
る
顧
客
と
の
紛
争
を
整
理
し
、
ア
メ
リ
カ
合
衆

国
の
す
べ
て
の
裁
判
制
度
の
約
三
倍
を
処
理
し
て
い
る
が）

11
（

、
ま
さ
し

く
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
疑
問
が
必
然
的
に
出
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
こ

れ
ま
で
述
べ
た
問
題
は
遅
か
れ
早
か
れ
自
ず
か
ら
な
く
な
る
の
で
は

な
い
か
、
と
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
―
―
少
な
く
と
も
幾
人
か
の
法
理
学

研
究
者
の
目
に
は）

11
（

―
―
、〝
法
律
は
…
…
法
源
と
し
て
の
独
占
的
あ

る
い
は
優
先
的
地
位
を
失
っ
た
〟
し
、
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
紛
争
解

決
と
い
う
公
開
性
を
欠
く
制
度
は
ロ
ー
ル
モ
デ
ル
機
能
を
有
し
な
い

か
ら
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
今
日
的
な
観
点
か
ら
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
紛
争
解

決
文
化
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
、
手
続
に
則
っ
た
権
利

の
た
め
の
闘
争
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、
公
開
性
が
奪
わ
れ
、
可
能

な
限
り
合
意
に
よ
る
、
最
低
限
具
体
的
事
案
に
の
み
関
係
す
る
解
決

を
探
求
す
る
努
力
が
重
要
で
あ
る
よ
う
な
紛
争
解
決
文
化
で
あ
る）

11
（

。

こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
は
、
証
拠
収
集
は
も
は
や
機
能
す
る
余

地
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

（
（
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
文
献
を
参
照
の
こ
と
。K

issel, 
（（5 Jahre Reichsjustizgesetze, N

JW
 （00（, （87（ ff.

（
（
）　Coing, Europäisches Privatrecht II, （989, S. 8.

（
（
）　
「
人
間
は
人
間
に
と
っ
て
狼
で
あ
る
（H

om
o hom

ini 
lupus

）」。
ホ
ッ
ブ
ス
は
、
プ
ラ
ウ
ォ
ト
ゥ
ス
（Plautus

）
の
引
用

を
用
い
た
。
社
会
契
約
に
つ
い
て
は
、
ホ
ッ
ブ
ス
の
著
書
で
あ
る

『
リ
バ
イ
ア
サ
ン
―
―
あ
る
い
は
教
会
的
お
よ
び
市
民
的
な
コ
モ
ン

ウ
ェ
ル
ス
の
素
材
、
形
体
お
よ
び
権
力
（Leviathan or the M

atter, 
Form

e and Pow
er of a Com

m
onw

ealth Ecclesiasticall 
and Civil, （65（

）』
を
参
照
。

（
（
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
文
献
を
参
照
の
こ
と
。

Frotscher/Pieroth, V
erfassungsgeschichte, （5. A

ufl. （0（6, 
Rz. （（9; W

illow
eit, D

eutsche V
erfassungsgeschichte, 6. 

A
ufl. （009, 

§ （ （ III; M
enger, D

eutsche V
erfassungs-

geschichte der N
euzeit, 5. A

ufl. （986, Rz. （5（ ff. 

こ
ん
に
ち
、

基
本
法
に
お
い
て
保
障
さ
れ
て
い
る
司
法
保
護
請
求
権
と
の
関
係

に
つ
い
て
は
、
以
下
の
文
献
を
参
照
。Paulus, Zivilprozessrecht, 

6. A
ufl., （0（6, Rz. （5.

（
5
）　

代
表
的
な
文
献
と
し
て
以
下
の
も
の
が
あ
る
。H

abscheid, 
D

er Justizkonflikt m
it den U

SA
, （986; Schlosser, D

er 
Justizkonflikt m

it den U
SA

, （985; ders., D
ie lange 

deutsche Reise in die prozessuale M
oderne, JZ （99（, 599 

ff.; Stürner, U
S-am

erika nisches und europäisch es 
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V
erfahrensverständnis, in Festschrift für Ernst Stiefel, 

（ 987, S. 76（ ff.; M
össle, Extraterritoriale Bew

eisbeschaffung 
im

 internationalen W
irtschaftsrecht, （990; Junker, 

D
iscovery in deutsch-am

erikanischen Rechtsverkehr, 
（987; H

ess, T
ransatlantische Justizkonflikte, A

G （006, 809 
ff.; Schack, Ein unnötiger transatlantischer Justizkonflikt: 
die internationale Zustellung und das Bundesverfassungs-
gericht, A

G （006, 8（（ ff.; Elsing, Konflikte der Rechtskulturen 
bei der Beilegung internationaler Streitfälle, ZV

glRW
iss 

（007, （（（ ff.; Schw
ung, T

ransatlantische Justizkonflikte 
aus U

nternehm
enssicht, A

G （006, 8（8 ff.

（
6
）　G

ottw
ald, Grenzen zivilrechtlicher M

aßnahm
en m

it 
A

uslandsw
irkung, Festschrift für W

alther H
abscheid, 

（989, S. （（9.

（
7
）　

こ
の
方
法
論
に
つ
い
て
非
常
に
有
益
で
あ
る
の
は
、
つ
ぎ
の
文

献
で
あ
る
。G

ottwald, Com
parative Civil Procedure, Ritsum

eikan 
Law

 Review
 （（, （005, S. （ （ ff. 

（
＝http://w

w
w

.asianlii.
org/jp/journals/RitsLRev/（005/（.pdf

）.

（
8
）　

つ
ぎ
の
文
献
を
参
照
の
こ
と
。Paulus, Die Bew

eisvereitelung 
in der Struktur des deutschen Zivilprozesses, rechts-
geschichtliche  und rechtsvergleichende  Betrachtungen,  
A

cP （97, （997, S. （（6 ff.

（
9
）　

こ
の
点
に
関
す
る
基
本
的
な
文
献
と
し
て
以
下
の
も
の
が
あ
る
。

R
osenberg, D

ie Bew
eislast, 5. A

ufl., S. 8（; M
usielak/

Stadler,  Grundfragen des Bew
eisrechts, （98（, Rz. （98, 

（（（; Prütting, Gegenw
artsproblem

e der Bew
eislast, （98（, 

S. （78 ff.

（
（0
）　O

LG D
üsseldorf N

JW
 （995, 89（.

（
（（
）　O

LG D
üsseldorf （vorige Fn.

）, 89（ f.

（
（（
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
近
刊
予
定
で
あ
る
以
下
の
ベ
ル
リ
ン
・

フ
ン
ボ
ル
ト
大
学
の
博
士
論
文
を
参
照
の
こ
と
。Papanikolaou, 

D
ie sekundäre Erklärungspflicht im

 Zivilprozess. 

従
前
の

包
括
的
文
献
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
つ
ぎ
の
も
の
が
あ
る
。

A
hrens, D

er Bew
eis im

 Zivilprozess, （0（5, K
ap. （0; Lange, 

Bestreiten m
it N

ichtw
issen, N

JW
 （990, （（（（; Seutem

ann, 
D

ie A
nforderungen an den Sachvortrag der Parteien, 

M
D

R （997, 6（5; M
ünchener K

om
m

entar-ZPO
/Prütting, 5. 

A
ufl. （0（6, 

§ （86 Rz. （0（; Saenger, ZPO
-K

om
m

entar, 7. 
A

ufl. （0（7, 

§ （86 R
z. 9 （ f.; Zöller/G

reger, ZPO
-

K
om

m
entar, （（. A

ufl. （0（6, vor 

§ （8（ Rz. （（d.

（
（（
）　BGH

, ZIP （0（5, 790.

（
（（
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
判
例
も
参
照
の
こ
と
。BGH

 
N

JW
 （008, 98（; BGH

 N
JW

 （0（6, （（（0.
（
（5
）　

た
と
え
ば
、
つ
ぎ
の
文
献
を
参
照
の
こ
と
。Saenger 

（Fn. 
（（ 

）, Rz. 9（; Paulus （Fn. （ 

）, Rz. （（（.

（
（6
）　

つ
ぎ
の
文
献
の
み
を
参
照
の
こ
と
。R

osenberg/Schw
ab/
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G
ottw

ald, Zivilprozessrecht, （7. A
ufl. （0（0, 

§ （  IV
; Illm

er, 
D

er A
rglisteinw

and an der Schnittstelle von staatlicher 
Gerichtsbarkeit und Schiedsgerichtsbarkeit, （007, S. （ （ ff.

（
（7
）　

例
え
ば
、
つ
ぎ
の
文
献
を
参
照
の
こ
と
。K

opp, Fallstricke 
der T

atsachenfeststellung im
 Zivilprozess, N

JO
Z （0（7, 

（（ 0, （（（ f.

（
（8
）　

証
明
度
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
つ
ぎ
の
文
献
を
参
照
の
こ

と
。M

. H
uber, D

as Bew
eism

aß im
 Zivilprozeß, （98（; 

Leipold, Bew
eism

aß und Bew
eislast im

 Zivilprozeß, （985; 
Baum

gärtel/K
argados, D

as Bew
eism

aß, in H
abscheid/

Beys, Grundfragen des Zivilprozessrechts, （99（, S. 5（9 ff. 
bzw

. S. 58（ ff.; G
ottw

ald, D
as flexible Bew

eism
aß im

 
englischen und deutschen Zivilprozess, Festschrift für 
H

enrich, （000, pp. （65-（76; P
aulus, B

ew
eism

aß
 und 

m
aterielles Recht, in: Festschrift für W

. Gerhardt, （00（, S. 
7（7 ff.; Brinkm

ann, D
as Bew

eism
aß im

 Zivilprozess aus 
rechtvergleichender Sicht, （005; Schweizer, Bew

eisw
ürdigung 

und Bew
eism

aß – Rationalität und Intuition, （0（5.

（
（9
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
つ
ぎ
の
文
献
を
参
照
の
こ

と
。A

hrens, Parteiaussage und Parteivernehm
ung bei 

Bew
eisnot?, M

D
R （0（5, （85 ff.

（
（0
）　

注
（
（（
）
を
参
照
。

（
（（
）　Papanikolaou

は
、
説
得
力
あ
る
根
拠
と
と
も
に
、
二
次 

的
主
張
責
任
（Behauptungslast

）
で
は
な
く
主
張
義
務

（Behauptungspflicht

）
と
呼
ぶ
こ
と
を
提
唱
し
て
い
る
。

Papanikolaou, 

（Fn. （ （

） sub 

§ （  B. 

ま
た
、
以
下
の
文
献
も
参

照
。W

ieczorek/Schütze/A
hrens, ZPO

-K
om

m
entar, （. 

A
ufl. （0（（, V

or 

§ （8（ –Rz. （7.

（
（（
）　

証
明
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
主
張
が
不
可

能
で
あ
る
こ
と
に
つ
き
非
難
可
能
性
は
問
題
と
は
な
ら
な
い
と
さ

れ
る
。
そ
の
よ
う
に
説
く
の
は
、
た
と
え
ば
、Papanikolaou 

（Fn. （ （

）, 

§ 5  B II. 

同
書
は
、BGH

 N
JW

-RR （99（, 7（6, 7（7 

あ
る
い
は BGH

 M
D

R （00（, （（5, （（6

に
反
対
す
る
。

（
（（
）　

し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
た
と
え
ば
つ
ぎ
の
連
邦
通
常
裁

判
所
の
判
例
を
参
照
の
こ
と
。BGH

 N
JW

-RR （0（5, 8（9; BGH
 

N
JW

-RR （0（（, （（88.

（
（（
）　Stürner, D

ie A
ufklärungspflicht der Parteien des 

Zivilprozesses, （976. 

こ
の
文
献
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
文
献
の

代
わ
り
に
、
以
下
の
文
献
の
み
を
参
照
。J. Lang, D

ie A
uf-

klärungspflicht der Parteien des Zivilprozesse vor dem
 

H
intergrund der europäischen Rechtsvereinheitlichung, 

（999, S. 6 6 ff.; K
atzenm

eier, A
ufklärungs-/M

itw
irkungspflicht 

der nicht bew
eisbelasteten Partei im

 Zivilprozeß, JZ 
（ 00（, 5（（ ff.

（
（5
）　

た
と
え
ば
、
つ
ぎ
の
文
献
を
参
照
の
こ
と
。Paulus 

（Fn. （ 

） 
Rz. （（0.
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（
（6
）　Paulus, D

iscovery, deutsches Recht und das H
aager 

Bew
eisübereinkom

m
en, ZZP （0（, （99（, S. （97, （99 ff. 

そ
れ

以
外
の
参
考
文
献
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
以
下
の
も
の
が
あ
る
。

N
agel/G

ottw
ald, Internationales Zivilprozessrecht, 7. 

A
ufl., 

§ （ 0 I （, S. （98 f.

（
（7
）　

連
邦
民
事
訴
訟
規
則
八
条
（
ａ
）
項
（
（
）
号
お
よ
び
（
（
）

号
。

（
（8
）　

個
人
的
経
験
で
は
あ
る
が
、
ト
ラ
イ
ア
ル
手
続
に
お
け
る
要
望

と
現
実
に
は
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
と
報
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
サ
ン
タ
・
バ
ー
バ
ラ
で
の
あ
る
手
続
を
紹
介

す
る
。
陪
審
員
が
、
ド
イ
ツ
法
に
従
っ
て
判
断
す
る
義
務
を
負
っ

て
い
た
。
判
決
言
渡
し
後
に
、
陪
審
は
ド
イ
ツ
法
を
顧
慮
し
熟
考

し
た
の
か
と
の
質
問
に
、
陪
審
員
の
報
道
官
が
つ
ぎ
の
よ
う
に
答

え
た
。〝
二
度
と
ご
め
ん
だ
！
〟、
と
。

（
（9
）　

こ
の
要
求
は
、
も
ち
ろ
ん
い
つ
も
唱
え
ら
れ
て
い
る
が
、
満
た

さ
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
最
も
有
名
で
あ
る
の
は
、『
ヨ
ハ
ネ
に

よ
る
福
音
書
』
一
八
章
三
八
節
に
お
け
る
ピ
ラ
ト
（Pilatus
）
の

言
葉
〝
真
理
と
は
何
か
（W

as ist W
ahrheit?

）〟
で
あ
る
。
文
学

作
品
で
は
井
上
靖
の
『
猟
銃
』、
あ
る
い
は
黒
澤
明
の
映
画
『
羅
生

門
』
で
繰
り
返
し
出
て
く
る
。
裁
判
用
語
で
は
、
以
下
の
文
献
が

一
読
に
値
す
る
。K

üppers, D
ie w

ahre W
ahrheit über die 

Bodenreform
, （0（（.

（
（0
）　

連
邦
民
事
訴
訟
規
則
三
三
条
。

（
（（
）　

連
邦
民
事
訴
訟
規
則
三
四
条
。

（
（（
）　

連
邦
民
事
訴
訟
規
則
三
〇
条
お
よ
び
三
一
条
。

（
（（
）　

連
邦
民
事
訴
訟
規
則
三
六
条
。

（
（（
）　

連
邦
民
事
訴
訟
規
則
三
五
条
。

（
（5
）　

つ
ぎ
の
文
献
に
、
リ
ス
ト
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。H

ilgard, 
Electronic D

iscovery im
 Schiedsverfahren, SchiedsV

Z 
（008, （（（, （（（.

（
（6
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
つ
ぎ
の
文
献
を
参
照
の
こ

と
。N

olte, B
etriebliche D

okum
entation und B

ew
eis-

m
ittelvernichtung in am

erikanisch-deutschen W
irtschafts-

prozessen, （996, S. （（（ ff.

（
（7
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
つ
ぎ
の
文
献
を
参
照
の
こ

と
。Schöpflin, D

ie Bew
eiserhebung von A

m
ts w

egen im
 

Zivilprozeß, （99（.

さ
ら
に
、
つ
ぎ
の
文
献
を
参
照
の
こ
と
。

K
opp （Fn. （ 7

）, （（（ ff.

（
（8
）　

多
く
の
文
献
の
代
わ
り
に
、
つ
ぎ
の
文
献
を
参
照
。Zekoll, 

D
ie Pflicht zur V

orlage von U
rkunden im

 Zivilprozess – 
A

m
erikanische V

erhältnisse in D
eutschland?, N

JW
 （00（, 

（（（9 ff.; Steuer, Justizreform
 – von außen betrachtet, 

W
M

 （000, （889; O
berheim

, ZPO
-R

eform
 U

pdate （  - 
Grundzüge; JA

 （00（, （08 ff.
（
（9
）　

委
任
欧
州
命
令
（D

elegierte V
erordnung

） （0（7/（0（/
EU

 v. （9. O
ktober （0（6, A

Bl. L （7/（.
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（
（0
）　
「
三
三
ａ
条
一
項
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
求
め
る
請
求
権
の
提

起
に
必
要
な
証
拠
方
法
を
所
持
す
る
（im

 Besitz

）
者
は
、
損
害

賠
償
請
求
権
を
有
す
る
こ
と
を
疎
明
し
た
者
が
、
期
待
可
能
な
支

出
に
よ
っ
て
入
手
し
う
る
事
実
に
基
づ
い
て
な
す
こ
と
が
で
き
る

方
法
に
よ
っ
て
証
拠
方
法
を
詳
細
に
特
定
し
た
場
合
に
は
、
そ
の

者
に
対
し
て
証
拠
方
法
を
提
出
す
る
義
務
を
負
う
。」

（
（（
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
つ
ぎ
の
文
献
を
参
照
の
こ

と
。H

ellm
ann/Steinbrück, D

iscovery light – Inform
ations- 

und Bew
eism

ittelbeschaffung im
 Rahm

en von K
artell-

schadensersatzklagen, N
ZK

art （0（7, （6（ ff.

（
（（
）　

双
方
の
条
文
の
個
々
の
規
定
に
は
、
若
干
の
矛
盾
が
み
ら
れ
る
。

つ
ぎ
の
文
献
の
み
を
参
照
。K

lum
pe/T

hiede, A
uskunftsklagen 

nach der GW
B-N

ovelle – Gedankensplitter aus der Praxis, 
N

ZK
art （0（6, （7（ ff.

（
（（
）　

た
と
え
ば
、
つ
ぎ
の
文
献
を
参
照
の
こ
と
。W

ilhelm
, A

us-
kunftsansprüche in der Inform

ationsgesellschaft, D
Ö

V
 

（0（6, 899 ff.

（
（（
）　RGZ （（7, （（（, （（5.

（
（5
）　

た
と
え
ば
、
つ
ぎ
の
文
献
を
参
照
の
こ
と
。BGH

, N
JW

 
（995, （87; S. Lorenz, A

uskunftsansprüche im
 Bürger-

lichen Recht, JuS （995, 569, 57（ ff.

（
（6
）　

つ
ぎ
の
文
献
の
み
を
参
照
の
こ
と
。R

osenberg/Schw
ab/

G
ottw

ald （Fn. （ 6

）, 

§ （.

（
（7
）　
「
物
の
占
有
者
に
対
し
て
そ
の
物
の
検
分
を
請
求
し
、
あ
る
い

は
、
自
己
に
検
分
す
る
請
求
権
が
帰
属
す
る
か
否
か
を
確
か
め
よ

う
と
す
る
者
は
、
前
記
理
由
に
よ
る
物
の
検
分
に
つ
い
て
そ
の
者

が
利
害
を
有
す
る
場
合
に
は
、
占
有
者
が
そ
の
者
に
物
を
検
分
の

た
め
に
提
出
し
、
ま
た
は
検
分
を
認
め
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が

で
き
る
。」（
民
法
八
〇
九
条
）

（
（8
）　

以
下
の
記
述
は
、
つ
ぎ
の
文
献
を
参
照
の
こ
と
。Paulus/

R
enner, Ein w

eiteres Plädoyer für unscheinbare N
orm

en, 
JuS （00（, （05（, （05（ f.

（
（9
）　

た
と
え
ば
、
つ
ぎ
の
文
献
を
参
照
の
こ
と
。M

ünchener 
K

om
m

entar-BGB/H
abersack, 7. A

ufl. （0（7, 

§ 809 Rz. （.

さ
ら
に
、Jauernig/Stadler, （6. A

ufl. （0（5, 

§§ 809  – 8（（  RZ. 
（.

（
50
）　

つ
ぎ
の
文
献
を
参
照
の
こ
と
。M

ugdan, M
otive zu dem

 
E

ntw
urfe eines B

ürgerliches G
esetzbuches für das 

D
eutsche Reich, Band II, （888, S. （97.

「
法
律
行
為
に
対
す
る

条
件
を
付
加
し
て
提
出
請
求
の
根
拠
を
設
け
た
が
、
そ
の
本
当
の

目
的
は
技
能
や
産
業
上
の
秘
密
を
調
べ
る
た
め
で
あ
る
よ
う
な
事

態
を
排
除
し
え
な
い
だ
ろ
う
。」

（
5（
）　

た
と
え
ば
、
つ
ぎ
を
参
照
の
こ
と
。BGH

Z 9（, （9（ （（05 f.

）; 
BGH

, JZ （00（, （（（ m
it A

nm
. Schlosser; O

LG H
am

m
, 

GRU
R-RR （0（（, （06.

（
5（
）　D

ig. （0.（.（ ff.

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
つ
ぎ
を
参
照
の
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こ
と
。M

arrone, A
ctio ad exhibendum

, A
nnali del Sem

inario 
giuridico dell

’ Università di Palerm
o （ 6 （（958

）, （77 ff.

（
5（
）　D

ig. （0, （, （.
（
5（
）　W

indscheid, Lehrbuch des Pandektenrechts, （. A
ufl. 

（875, 
§ （7（.

（
55
）　

つ
ぎ
の
文
献
も
参
照
の
こ
と
。Paulus, V

erbindungslinien 
des m

odernen Insolvenzrechts, ZIP （000, （（89, （（9（.

（
56
）　V

olksw
agen A

ktiengesellschaft vs. Superior Ct., 
A

lam
eda County, （（（ Cal. A

pp. （  d 8（0, （76 Cal. Rptr 87（ 

（（98（

）.

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
文
献
を
参
照
の
こ
と
。

Schlosser, ZZP （995, （66 f.

（
57
）　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
つ
ぎ
の
文
献
を
参
照
の
こ
と
。

R
iss, D

ie Gem
einschaftlichkeit der Bew

eism
ittel: ein Beitrag 

zur Lehre von den prozessualen M
itw

irkungspflichten, 
（0（6; K

odek/M
ayr, Zivilprozessrecht, （. A

ufl., （0（（, Rz. 
8（（; R

echberger/Sim
otta, Zivilprozessrecht, 8. A

ufl., （0（0, 
Rz. 79（.

（
58
）　

前
掲
注
（
50
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
59
）　Stürner, U

rteilsanm
erkung, JZ （985, （5（, （59; Stadler, 

D
er Schutz von U

nternehm
ensgeheim

nissen im
 Zivil-

prozeß, N
JW

 （989, （（0（, （（0（; W
agner, D

atenschutz im
 

Zivilprozess, ZZP （08, （995, （9（, （（0. 

学
説
状
況
に
つ
い
て
は
、

以
下
の
文
献
を
参
照
の
こ
と
。Papanikolaou 

（Fn. （ （

）, 

§ 6  B 

III.

（
60
）　

特
殊
な
状
況
に
関
し
て
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
示
さ
れ
た
考
察

を
認
め
る
も
の
と
し
て
、
つ
ぎ
の
文
献
を
参
照
の
こ
と
。Cooper 

A
lexander, D

o the M
erits M

atter? A
 Study of Settle-

m
ents in Securities C

lass A
ctions, （ （ Stanford L.R

. 

（（99（

）, （97 ff. 

具
体
的
な
問
題
提
起
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、

つ
ぎ
の
文
献
も
参
照
の
こ
と
。Johnson/N

elson/Pritchard, D
o 

the M
erits M

atter M
ore? C

lass A
ctions U

nder the 
Private Securities Litigation Reform

 A
ct, Stanford Law

 
and Econom

ics O
lin W

orking Paper N
o. （（9.

（
6（
）　

前
掲
注
（
60
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
6（
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
つ
ぎ
の
文
献
を
参
照
の
こ

と
。B

arreis, Pflichtenkollisionen im
 transnationalen 

Bew
eisverkehr, （0（（; B

ernd/A
ggeler/T

eo, Effiziente 
Review

-Prozesse durch E-D
iscovery: V

orgehensw
eise 

und Praxisbeispiel, BB （0（（, （7（; B
olthausen, O

ffen-
legungspflichten deutscher U

nternehm
en in U

S discovery 
proceedings, M

D
R （006, （08（ ff.; Brisch/Laue, E-D

iscovery 
und D

atenschutz, RD
V

 （0（0, （  ff.; Coester-W
altjen, Einige 

Ü
berlegungen zur Beschaffung von Bew

eisurkunden aus 
dem

 A
usland, Festschrift für Schlosser, （005, S. （（7 ff.; 

H
anloser, E-discovery, datenschutzrechtliche Problem

e 
und Lösungen, D

uD
 （008, 785 ff.; Schütze, Zum

 Stand des 
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deutsch-am
erikanischen Justizkonflikts, RIW

 （00（, （6（.
（
6（
）　Societe N

ational Industrielle A
erospatiale and 

Societe de Construction d

’Avions de T
ourism

e v. U
.S. 

D
istrict Court fort he Southern D

istrict of Iow
a, （8（ U

S 
5（（ 

（（987
）. 
こ
の
判
決
に
対
す
る
意
見
表
明
は
枚
挙
に
い
と
ま
が

な
い
。
最
近
の
も
の
と
し
て
、
以
下
の
文
献
を
参
照
の
こ
と
。

Schm
idt/T

hüsing, U
S-Pre-T

rial D
iscovery and Germ

an 
Em

ployee D
ata Protection IW

RZ （0（7, （ （ ff.; T
hole/

G
nauck, Electronic D

iscovery – neue H
erausforderungen 

für grenzüberschreitende Rechtsstreitigkeiten, RIW
 

（0（（, （（7 ff.; Schaub, Zur völkerrechtlichen Zulässigkeit 
des am

erikanischen Editionsbefehls an die U
BS im

 Streit 
um

 die K
undendaten, ZaöR

V
 （0（（, 807 ff.; E

lsing, 
K

onflikte der R
echtskuturen bei der B

eilegung 
internationaler Streitfälle, ZV

erglRW
iss （007, （（（ ff.; von 

D
anw

itz, V
erfassungsfragen des deutsch-am

erikanischen 
Rechtshilfeverkehrs, D

Ö
V

 （00（, 50（ ff.

（
6（
）　

ド
イ
ツ
語
訳
は
、
以
下
の
文
献
に
よ
る
。Flägel/von G

eorg, 
E-D

isc overy nach U
S-Ziv ilverfahrensrecht und deutsc hes 

D
atenschutzrecht, RIW

 （0（（, （（9 Fn. （.

（
65
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
正
当
に
も
、
つ
ぎ
の
文
献
が
指
摘
し
て

い
る
。Flägel/von G

eorg （vorige Fn.

）, S. （（0.

（
66
）　

つ
ぎ
の
文
献
の
み
を
参
照
。EuGH

, U
rt. v. 6.9.（0（（ – C-（70/ 

（（  – Lippens, V
otron, K

ortekaas, N
JW

 （0（（, （77（; EuGH
, 

U
rt. v. （（.（.（0（（ – C-（（（/（（ – ProRail BV

, RIW
 （0（（, （80.

（
67
）　

た
と
え
ば
、
つ
ぎ
の
文
献
を
参
照
の
こ
と
。T

rue, U
.S. 

D
iscovery O

rders A
broad: Revising Restatem

ent Section 
（（（ Could H

elp Balanc e Com
pet ing N

ation al Intere sts 
and A

void C
onflicts of Law

, （ （ IntL L.N
ew

s （0（（ 

（spring

）.

そ
の
際
、
も
ち
ろ
ん
、
重
要
な
点
が
見
過
ご
さ
れ
て
は

な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
ア
メ
リ
カ
法
上
、
外
国
法
の
域
外
適
用

に
反
対
す
る
一
般
的
な
推
定
が
あ
る
。
つ
ぎ
の
連
邦
最
高
裁
判
決

を
参
照
の
こ
と
。M

orrison v. N
ational A

ustralia Bank, 56（ 
U

.S. （（7, （55 ff. 

（（0（0

）; K
iobel v. R

oyal D
utch Petroleum

 
C

o., （（（ S.Ct. （659, （66（ 

（（0（（

）; R
JR

 N
abisco Inc. v. 

E
uropean Com

m
unity, 579 U

.S. 

（（0（6

）. 

つ
ぎ
の
文
献
も
参
照

の
こ
と
。D

odge, U
nderstanding the Presum

ption against 
Extraterritoriality, （ 6 Berkeley J. Int

’l L. 85, （（0 ff. （（998

）; 
K

nox, A
 Presum

ption against Extrajurisdictionality, （0（ 
A

m
. J. Com

p. L. （5（, （86 ff. （（0（0

）. 

こ
の
ル
ー
ル
と
否
認
権
と

の
関
係
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
文
献
を
参
照
の
こ
と
。Paulus, 

Insolvenzanfechtung nach U
S-am

erikanischem
 Recht bei 

Ponzi-Schem
es, ZV

glRW
iss （0（（, （ 9 ff.

（
68
）　

つ
ぎ
の
文
献
を
参
照
の
こ
と
。U

niform
 L.R. （00（, 758, 

778.

（
69
）　

た
と
え
ば
、
つ
ぎ
の
文
献
を
参
照
の
こ
と
。Barreis 

（Fn. 
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6 （

）, S. （ 0 f.

（
70
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
つ
ぎ
の
文
献
を
参
照
の
こ

と
。Baum

ann, D
atenschutzkonflikte zw

ischen der EU
 

und den U
SA

, （0（6; K
atko/K

nöpfle/K
irschner, A

rchi-
vierung und Löschung von D

aten, ZD
 （0（（, （（8 ff.; Brisch/

Laue, E-D
iscovery und D

atenschutz, RD
V

 （0（0, （  ff.; Spies/
Schröder, Zur Frage der V

ereinbarkeit des deutschen 
D

atenschutzrechts m
it der U

S-Bew
eiserhebung, M

M
R 

（0（0, （76 ff.; R
ath/K

lug, e-D
iscovery in Germ

any?, K
&

K
 

（008, 596 ff.

（
7（
）　

文
献
等
の
詳
細
は
、Barreis （Fn. 6 （

）, S. （ 7 ff.

（
7（
）　（00（ W

L （0（9（（（ 

（D
.D

.C. （0.6.（00（

） – In re V
itam

ins 
A

ntitrust Litigation.

（
7（
）　（0（0 W

L （（8（77 

（D
.U

tah （（.（.（0（0
） – A

ccess D
ata 

Corporation v. A
LST

E T
echnologies Gm

bH
 

（RIW
 （0（0, 

（0（

に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
）.

（
7（
）　M

icrosoft Corp. v. U
SA

, 8（9 F.（d （97, （0（ 
（（nd Cir. 

（0（6

）.

（
75
）　In re Search W

arrant, – F. Supp. （d, = （0（7 W
L 

（7（56（ （E.D
. Pa. （0（7

）.

（
76
）　V

O
 （0（6/679 vom

 （7.（.（0（6. 

四
四
条
か
ら
五
〇
条
は
、
第

三
国
ま
た
は
国
際
機
関
へ
の
個
人
情
報
の
引
き
渡
し
を
取
り
扱
う
。

こ
れ
ら
の
規
定
は
、
二
〇
一
八
年
五
月
二
五
日
施
行
で
あ
る
。

（
77
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
文
献
を
参
照
の
こ
と
。M

etz/
Spittka,  D

atenw
eitergabe im

 transatlantischem
 

Rechtsraum
 – K

onflikt oder K
onsistenz?, ZD

 （0（7, （6（ ff.

（
78
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
文
献
を
参
照
の
こ
と
。

T
epper/Christophery, V

erteidigungsstrategien gegen U
S-

am
erikanische Zivilklagen in D

eutschland, RIW
 （0（6, 790 

ff.; Schütze, K
lagen vor U

S-am
erikanischen Gerichten – 

Problem
e und A

bw
ehrstrategien, RIW

 （005, 579 ff.

（
79
）　

つ
ぎ
の
文
献
を
参
照
の
こ
と
。Paulus, A

bw
ehrstrategien 

gegen unberechtigte K
lagen in den U

SA
, RIW

 （006, （58 
ff. 

（
良
俗
違
反
お
よ
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
判
決
の
適
用
可
能

性
の
問
題
に
つ
い
て
）.

（
80
）　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
文
献
を
参
照
の
こ
と
。

Paulus/M
atzke, Ersetzt T

echnik das Recht? 

（vorgesehen 
für JZ （0（8

）.

（
8（
）　

以
下
の
記
述
は
、
と
く
に
、
つ
ぎ
の
文
献
を
参
照
の
こ
と
。

B
raegelm

ann, O
nline-Streitbeilegung 

（O
nline D

ispute 
Resolution – O

D
R

） in: H
artung/Bues/H

albleib （H
gg.

）, Legal 
T

ech, K
ap. 6  （Sonstige A

kteure und Rahm
enbedingungen

）, 
（0（7, S. （（5 ff., （（6.

（
8（
）　

つ
ぎ
の
文
献
の
み
を
参
照
。G

aier, Schlichtung, Schieds-
gericht, staatliche Justiz – drei A

kteure in einem
 System

 
institutioneller Rechtsverw

irklichung, N
JW

 （0（6, （（67 ff.
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（
8（
）　

こ
のU

N
CIT

RA
L

第
三
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
が
Ｏ
Ｄ
Ｒ
モ

デ
ル
法
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
に
注
意
。
以
下
を
参
照
の
こ
と
。

http://w
w

w
.uncitral.org/uncitral/com

m
ission/w

orking_
groups/（O

nline_D
ispute_Resolution.htm

l. 

こ
れ
に
相
当
す

る
Ｅ
Ｕ
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
文
献
を
参
照
の
こ
と
。

M
eller-H

annich/H
öland/K

rausbeck, „A
D

R

“ und „O
D

R

“: 
K

reationen der europäischen Rechtspolitik. Eine kritische 
W

ürdigung, ZEuP （0（（, 8, （0f.; E
idenm

üller/E
ngel, D

ie 
Schlichtungsfalle: V

erbraucherrechtsdurchsetzu ng nach 
der A

D
R-Richtlinie und der O

D
R-V

erordnung der EU
, 

ZIP （0（（, （70（, （705 f.

（
8（
）　

つ
ぎ
の
文
献
を
参
照
の
こ
と
。Susskind, T

he Future of 
the Professions: H

ow
 T

echnology W
ill T

ranform
 the 

W
ork of H

um
an E

xperts, （0（5, S. 70; B
raegelm

ann, 
M

oderne O
nlinegerichte: Ein Reform

vorschlag aus dem
 

V
ereinigten K

önigreich- V
orbild für die D

igitalisierung 
des deutschen Insolvenzrechts?, ZInsO

 （0（6, 950 ff.; 
Zekoll, Jurisdiction in Cyberspace, in: H

andl/Zekoll/
Zum

bansen, Beyond T
erritoriality – T

ransnational Legal 
A

uthority in an A
ge of Globalization, （0（（, （（（, （57 ff. 

（bezogen auf ICA
N

N

）.

（
85
）　

た
と
え
ば
、
つ
ぎ
の
文
献
を
参
照
の
こ
と
。Lahusen, 

Rechtspositivism
us und juristische M

ethode, （0（（, S. （69.

（
86
）　

つ
ぎ
の
文
献
も
参
照
の
こ
と
。G

reger, V
om

 „K
am

pf um
s 

Recht

“ zum
 Zivilprozeß der Zukunft, JZ （997, （077 ff.

【
訳
者
あ
と
が
き
】

　

本
翻
訳
は
、
二
〇
一
七
年
一
〇
月
一
二
日
（
木
）
に
武
蔵
野
大
学 

有
明
キ
ャ
ン
パ
ス
に
お
い
て
行
わ
れ
た
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
ベ
ル 

リ
ン
・
フ
ン
ボ
ル
ト
大
学
法
学
部
ク
リ
ス
ト
フ
・
パ
ウ
ル
ス
教
授

（Professor D
r. Christoph G. Paulus

）
に
よ
る
講
演
会
の
原
稿 

で
あ
る
。
講
演
テ
ー
マ
の
原
題
は
、
“Bew

eisbeschaffung im
 

Zivilprozess-D
eutsches Recht unter rechtsvergleichendem

 
A

spekt

”で
あ
る
。
本
講
演
の
企
画
に
際
し
て
は
、
武
蔵
野
大
学
法
学

部
石
渡
哲
教
授
（
当
時
）
に
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
。
石
渡
教
授
の
ご

尽
力
に
対
し
て
特
記
し
て
感
謝
を
申
し
上
げ
た
い
。

　

講
演
者
の
パ
ウ
ル
ス
教
授
は
一
九
五
二
年
ド
イ
ツ
生
ま
れ
、
一
九
七

七
年
に
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
法
学
部
を
卒
業
、
一
九
八
一
年
に
博
士
号
取

得
、
一
九
九
一
年
に
教
授
資
格
論
文
を
提
出
し
て
い
る
（
い
ず
れ
も

ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
）。
一
九
九
四
年
よ
り
ベ
ル
リ
ン
・
フ
ン
ボ
ル
ト
大

学
法
学
部
教
授
（
民
法
、
民
事
訴
訟
法
、
倒
産
法
お
よ
び
ロ
ー
マ
法
講

座
を
担
当
）、
法
学
部
長
（
二
〇
〇
八
年
か
ら
二
〇
一
〇
年
）
な
ど
を

歴
任
し
て
お
ら
れ
る
。
な
お
、
同
教
授
は
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
法
学
部
教

授
を
し
て
お
ら
れ
た
ゴ
ッ
ト
ハ
ル
ト
・
パ
ウ
ル
ス
教
授
（Professor 

D
r. Gotthard Paulus

）（
経
済
法
、
保
険
法
お
よ
び
商
法
担
当
）
の
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8（

子
息
で
あ
る
。

　

本
翻
訳
に
際
し
て
は
、
講
演
者
の
パ
ウ
ル
ス
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
。

　

パ
ウ
ル
ス
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
名
誉
教
授
）
に
よ
る
財
政

的
支
援
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
、
平
成
三
〇
年
度
科
研
費
（（8K

0（（67

）
に
よ
る
研

究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。


