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公
平
審
査
と
審
理
指
揮

和

英

夫

田

ま
え
が
き

一
民
事
訴
訟
と
公
平
審
査
の
比
較
の
素
描

ニ
民
事
裁
判
に
お
け
る
訴
訟
指
揮
i
l
l
審
理
指
揮
の
原
型

三
公
平
審
理
に
お
け
る
審
理
指
揮

む

す

ぴ

ま

え

が

き

民
事
訴
訟
法
の
専
門
学
者
で
あ
る
小
山
教
授
の
退
官
記
念
号
に
、
憲
法
と
行
政
法
を
専
攻
す
る
私
が
論
文
を
寄
稿
す
る
の
は
は
た
し
て
適

格
性
が
あ
る
の
か
ど
う
か
、
か
り
に
何
ら
か
の
意
味
で
適
格
性
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
テ
l
マ
な
の
だ
ろ
う
か
。
執
筆
依
頼
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説

の
と
き
、
そ
う
し
た
惑
い
が
あ
っ
た
の
だ
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
、

「
公
平
審
査
と
審
理
指
揮
」
と
い
う
テ
l
マ
で
、
寄
稿
す
る
こ
と
に
し
た

の
は
、
た
ま
た
ま
、
私
が
六
年
ほ
ど
前
か
ら
東
京
都
人
事
委
員
会
の
委
員
と
し
て
(
あ
と
で
聞
い
た
と
こ
ろ
、
私
の
前
々
任
者
は
、
小
山
教

ヲE為

長岡

授
の
恩
師
で
、
わ
が
国
民
事
訴
訟
法
学
界
の
大
先
達
で
あ
る
兼
子
一
先
生
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
)
、
本
稿
の
テ
I
マ
に
か
か
わ
る
東
京
都

職
員
の
不
利
益
処
分
の
審
査
事
件
を
担
当
し
て
き
て
い
る
こ
と
と
関
連
し
て
い
る
。
し
か
も
東
京
都
人
事
委
員
会
の
場
合
は
、
多
量
の
審
査

事
件
を
か
か
え
て
い
る
た
め
、
他
の
府
県
の
場
合
と
異
な
り
、
原
則
と
し
て
、
人
事
委
員
三
人
の
合
議
体
制
に
よ
る
審
理
方
式
を
と
ら
ず
、

す
べ
て
単
独
審
理
方
式
(
た
だ
し
審
査
補
佐
員
と
し
て
審
査
課
長
も
し
く
は
審
査
担
当
副
主
幹
も
審
査
員
席
に
つ
い
て
い
る
)
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
人
事
委
員
の
一
人
一
人
は
、
必
然
的
に
当
該
担
当
審
査
事
案
に
つ
い
て
一
切
の
審
理
上
の
指
揮
(
民
事
訴
訟
上
の
訴
訟
指
揮
に
な
ぞ

っ
て
い
え
ば
、
審
理
指
揮
で
あ
る
)
を
す
る
主
宰
者
と
し
て
の
地
位
に
お
か
れ
る
こ
と
と
な
る
。
大
学
で
民
事
訴
訟
法
を
ろ
く
に
勉
強
し
な

い
わ
ん
や
民
事
訴
訟
法
の
専
門
家
で
も
な
い
私
は
、

ミ
コ

'a

、

，
刀
，

J
h

い
ろ
い
ろ
と
試
行
錯
誤
を
か
さ
ね
な
が
ら
、
今
日
に
い
た
る
ま
で
、

い
や
今

日
で
も
な
お
、
審
理
指
揮
の
む
ず
か
し
さ
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
あ
ら
た
め
て
、
そ
の
原
型
と
も
い
う
べ
き
民
事
訴
訟
に
お
け

る
訴
訟
指
揮
に
つ
い
て
関
心
を
も
た
ざ
る
を
え
な
い
し
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
こ
れ
を
主
体
的
に
勉
強
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

民
事
訴
訟
法
に
つ
い
て
の
不
勉
強
を
意
識
し
、
そ
れ
を
承
知
の
上
で
、
あ
え
て
民
事
訴
訟
法
学
者
の
小
山
教
授
退
官
記
念
号
に
こ
の
公
平
審

理
に
お
け
る
審
理
指
揮
の
一
文
を
寄
稿
す
る
こ
と
に
し
た
の
は
、
以
上
の
よ
う
な
、
私
の
現
在
の
東
京
都
人
事
委
員
と
し
て
の
実
務
的
経
験

を
率
直
に
披
漉
し
て
、
小
山
教
授
の
教
示
を
仰
ぐ
と
と
も
に
、
多
年
に
わ
た
る
友
誼
の
一
端
に
も
酬
い
た
い
と
芳
え
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の

点
で
は
本
稿
は
、
多
分
に
試
論
的
な
、
覚
書
的
な
論
稿
に
す
ぎ
な
い
。

* 

本

本
稿
は
、
ま
ず
順
序
と
し
て
、
民
事
訴
訟
と
公
平
審
査
に
つ
い
て
一
べ
つ
し
、
次
い
で
審
理
指
揮
の
原
型
と
も
い
う
べ
き
民
事
裁
判
に
お

け
る
訴
訟
指
揮
に
つ
い
て
の
民
事
訴
訟
法
学
者
の
論
説
を
紹
介
・
整
理
・
検
討
し
た
の
ち
、
こ
れ
と
の
比
較
に
お
い
て
公
平
審
理
に
お
け
る

北法31(3-4・II'210)1596 



〈

2
V

審
理
指
揮
の
諸
問
題
を
、
実
務
上
の
諸
問
題
を
も
含
め
て
検
討
し
た
い
と
芳
え
る
。

(

1

)

本
稿
は
、
今
村
成
和
教
授
退
官
記
念
論
文
集
に
寄
稿
し
た
拙
稿
「
A
A
公
平
審
査
法
V
試
論
」
と
、
あ
る
意
味
で
セ
ッ
ト
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ

る
。
な
お
、
本
稿
に
つ
い
て
は
、
私
の
「
当
事
者
主
義
と
職
権
主
義
|

i
民
事
訴
訟
と
公
平
審
査
の
場
合

l
l」
行
政
法
の
視
点
と
論
点
第
三
議
・
第

四
議
(
自
治
実
務
セ
ミ
ナ
ー
十
九
巻
四
号
・
五
号
〉
を
、
適
宜
、
利
用
し
た
こ
と
を
御
了
承
頂
き
た
い
。

(
2
〉
直
接
、
公
平
審
査
に
つ
い
て
私
の
実
務
上
の
体
験
を
ふ
ま
え
て
書
い
た
も
の
と
し
て
、
差
し
あ
た
り
次
の
二
つ
を
あ
げ
て
お
く
。
一
つ
は
「
人
事
委

員
会
の
公
平
審
理
に
関
す
る
党
書
(
上
・
下

)
l
l中
間
的
な
整
理
と
問
題
の
提
起
を
中
心
に
」
ハ
自
治
研
究
五
十
巻
十
一
号
・
十
二
号
)
、
和
回
目

島
田
「
公
平
審
査
の
法
的
構
造
と
実
務
問
題

l
l東
京
都
審
査
規
則
の
改
正
を
中
心
と
し
て
」
(
自
治
研
究
五
十
五
巻
八
号
・
十
二
号
、
五
十
六
巻
一

号
)
で
あ
る
。
本
稿
執
筆
に
あ
た
っ
て
も
、
適
宜
、
こ
れ
ら
を
利
用
し
た
。
な
お
、
本
稿
中
、
民
事
訴
訟
に
関
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
同
僚
の
鈴
木

俊
光
教
授
(
民
事
訴
訟
法
担
当
〉
の
助
言
を
得
た
が
、
執
筆
内
容
に
つ
い
て
の
責
任
は
む
ろ
ん
私
一
人
に
あ
る
。

民
事
訴
訟
と
公
平
審
査
の
比
較
の
素
描

公
平
審
理
に
お
け
る
審
理
指
揮
を
と
り
あ
げ
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
順
序
と
し
て
審
理
指
揮
の
訴
訟
法
的
原
型
を
提
供
す
る
と
も
い
う
べ

き
民
事
訴
訟
上
の
訴
訟
指
揮
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
に
先
立
っ
て
訴
訟
指
揮
と
審
理
指
揮
の
相
違
の
基
盤
を
な
す

公平審査と審理指俸

と
こ
ろ
の
、
民
事
訴
訟
と
公
平
審
査
に
つ
い
て
も
、

討
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

一
応
の
、
し
か
し
い
う
ま
で
も
な
く
本
テ

l
マ
に
必
要
な
限
り
で
の
、
素
描
を
比
較
検

民
事
訴
訟
の
意
義
な
い
し
制
度
の
目
的
に
つ
い
て
は
、
大
か
た
の
通
説
に
し
た
が
え
ば
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

制
度
と
し
て
の
民
事
訴
訟
は
、
国
家
権
力
に
基
き
恥
い
八
骨
の
生
活
関
係
上
の
紛
争
又
は
利
害
の
衝
突
の
解
決
調
整
を
図
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

こ
れ
に
基
く
私
人
の
生
活
上
の
障
害
や
危
険
を
除
去
す
る
と
共
に
、
社
会
の
秩
序
を
保
持
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
。
と
の
兼
子
博
士
の

「
国
家

北法31(3-4・II• 211) 1597 



説

所
説
は
、
一
一
一
ヶ
月
教
授
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
分
析
さ
れ
、
ふ
え
ん
さ
れ
る
。

「
私
的
紛
争
の
不
可
避
性
」
を
前

論

い
わ
く
、
民
事
訴
訟
は
、

「
如
何
な
る
場
合
で
も
利
用
で
き
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
で
一
般
的
な
紛
争
解
決
方
式
で
あ
り
、
当
事
者
が
そ
の

解
決
に
不
服
で
あ
っ
て
も
強
行
し
う
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
で
強
行
的
解
決
の
方
式
で
あ
り
、
そ
の
窮
極
の
根
拠
は
国
家
の
権
力
に
求
め

ら
れ
る
点
で
公
権
的
な
紛
争
解
決
の
方
式
」
で
あ
ぷ
。
小
山
教
授
ド
、
「
民
事
訴
訟
は
、
私
生
活
土
の
紛
争
を
強
制
的
に
解
決
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
」
が
、
そ
れ
は
「
国
家
が
強
制
的
紛
争
解
決
制
度
」
と
し
て
備
え
る
と
と
ろ
の
も
の
で
あ
る
、
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
諸
見
解

か
ら
い
え
る
こ
と
は
、
公
平
審
査
と
の
関
連
で
の
民
事
訴
訟
の
基
本
的
特
質
が
、
何
よ
り
も
私
人
間
の
紛
争
の
存
在
を
基
本
前
提
と
す
る
と

こ
ろ
の
、
公
権
力
に
よ
る
強
制
的
な
紛
争
解
決
方
式
だ
と
す
る
こ
と
で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
異
論
は
な
い
。

こ
の
よ
う
な
民
事
訴
訟
制
度
に
お
い
て
は
、
法
的
な
制
度
と
し
て
、
第
一
に
紛
争
解
決
を
行
な
う
者
、
第
二
に
こ
の
制
度
を
利
用
す
る

者
、
第
三
に
こ
の
制
度
を
利
用
す
る
形
態
の
三
つ
が
、
不
可
欠
な
基
本
構
造
を
応
付
。
第
一
の
、
紛
争
解
決
を
行
な
う
も
の
は
国
家
機
関
と

し
て
の
裁
判
所
〈
裁
判
官
)
で
あ
り
、
第
二
の
、
紛
争
解
決
の
利
用
者
は
、
当
事
者
た
る
原
告
お
よ
び
被
告
で
あ
り
、
そ
し
て
第
三
の
、
こ

の
制
度
を
利
用
す
る
形
態
と
し
て
は
訴
訟
(
方
式
)
が
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
民
事
訴
訟
の
三
面
的
な
基
本
構
造
が
現
実
に
作
動
す
る

た
め
に
は
、
私
人
間
の
紛
争
の
原
因
を
な
す
対
立
す
る
利
益
主
張
を
特
定
す
る
請
求
(
訴
訟
上
の
請
求
)
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
当

提
と
し
て
、
そ
れ
が
、

然
で
あ
る
。

右
の
民
事
訴
訟
制
度
の
法
的
な
基
本
構
造
は
、
民
事
訴
訟
法
の
全
体
を
理
論
的
・
体
系
的
に
整
序
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
ど
の
よ
う
な

内
容
の
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
で
、
三
ヶ
月
教
授
の
提
示
す
る
美
事
な
図
式
は
、
単
に
民
事
訴
訟
法
そ
の
も
の
の
ト
ー
タ
ル
な

構
造
を
体
系
的
に
把
握
す
る
た
め
に
有
効
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
本
稿
の
テ
l
マ
で
あ
る
公
平
審
査
の
問
題
に
お
い
て
も
き
わ
め
て
魅
力
的

で
あ
り
、
示
唆
に
も
富
む
。
三
ヶ
月
教
授
に
よ
払
院
、
民
事
訴
訟
法
は
、
-
訴
訟
本
質
論
、

E
訴
訟
客
体
論
、

E
訴
訟
主
体
論
、
町
訴
訟
行

為
論
、

V
訴
訟
過
程
論
の
王
部
門
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
-
訴
訟
本
質
論
は
、
私
的
紛
争
の
公
権
的
解
決
の
た
め
の
国
家
制
度
と
し
て
も

北法31(3-4・n-212)1598 



民
事
訴
訟
本
質
論
の
検
討
に
あ
て
ら
れ
、

E
訴
訟
客
体
論
は
、
審
判
の
申
立
と
審
判
の
客
体
お
よ
び
訴
訟
物
論
を
扱
い
、

E
訴
訟
主
体
論
で

は
、
訴
訟
主
体
と
し
て
の
当
事
者
と
裁
判
所
が
論
ぜ
ら
れ
、

W
H
訴
訟
行
為
論
は
、
当
事
者
の
訴
訟
行
為
(
申
立
・
主
張
・
挙
証
)
と
裁
判
所

の
訴
訟
行
為
(
裁
判
・
訴
訟
指
揮
・
送
達
等
)
を
論
ず
る
し
、
最
後
に
、

V
訴
訟
過
程
論
は
、
訴
訟
の
開
始
・
訴
訟
の
審
理
(
弁
論
の
準
備
、

口
頭
弁
論
お
よ
び
証
拠
を
含
む
)
と
訴
訟
の
停
止
・
終
了
等
を
論
ず
る
。

民
事
訴
訟
の
意
義
・
制
度
目
的
な
い
し
は
体
系
内
容
が
右
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
と
の
関
連
に
お
い
て
公
平
審
査
に
つ

い
て
は
、
ど
の
よ
う
に
問
題
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
少
し
く
検
討
し
て
み
よ
う
。

一
般
に
公
平
審
査
と
い
わ
れ
る
も
の
は
、
法
令
上
の
用
語
で
は
な
く
、
国
家
公
務
員
・
地
方
公
務
員
が
行
政
庁
か
ら
不
利
益
処
分
を

受
け
た
こ
と
に
対
す
る
事
後
審
査
と
し
て
の
救
済
制
度
を
称
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
国
家
公
務
員
法
(
八
九
条

t
九
二
条
の
二
)
で

は
「
職
員
の
意
に
反
す
る
不
利
益
な
処
分
に
関
す
る
審
査
」
、
ま
た
、
地
方
公
務
員
法
(
四
九
条
J
九
一
条
の
一
)
で
は
「
不
利
益
処
分
に

関
す
る
不
服
申
立
て
」
と
題
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
不
利
益
処
分
と
は
、
典
型
的
に
は
行
政
庁
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
懲
戒

処
分
と
し
て
の
転
職
・
停
職
・
減
給
・
戒
告
お
よ
び
分
限
処
分
と
し
て
の
免
職
・
降
任
・
休
職
・
降
給
の
処
分
類
型
を
い
う
の
で
あ
り
、
公

平
審
査
は
、
こ
れ
ら
の
い
わ
ば
第
一
次
的
行
政
処
分
に
対
し
て
そ
の
違
法
・
不
当
を
争
っ
て
不
服
申
立
て
を
す
る
こ
と
へ
の
事
後
的
な
審
査

一一
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

公平審査と審理指揮

国
家
公
務
員
法
・
地
方
公
務
員
法
に
定
め
る
右
の
公
平
審
査
の
制
度
は
、
そ
の
理
念
に
お
い
て
は
、
行
政
不
服
審
査
制
度
の
一
環
と
し
て

位
置
づ
け
ら
何
?
し
か
し
、
も
と
も
と
「
昏
臥
山
口
舟
レ
や
広
〈
行
政
庁
に
対
す
る
不
服
申
立
て
の
み
ち
を
開
〈
」

(
行
政
不
服
審
査
法
-

条
一
項
)
趣
旨
の
同
法
の
制
度
と
、
す
で
に
行
政
庁
の
組
織
機
構
の
内
部
(
い
わ
ゆ
る
特
別
権
カ
関
係
)
に
編
入
さ
れ
て
い
て
こ
れ
ら
の
公

務
員
の
身
分
の
「
保
障
」
(
国
公
法
第
三
章
第
六
節
第
三
一
款
〉
な
い
し
「
利
益
の
保
護
」
(
地
公
法
第
三
章
第
八
節
第
四
款
)
を
白
的
と
す

る
公
平
審
査
の
制
度
と
で
は
、
そ
の
制
度
的
意
義
を
異
に
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
職
員
の
公
平
審
査
に
つ
い
て
は
、
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方
で
、
国
家
公
務
員
法
九

O
条
一
項
な
い
し
地
方
公
務
員
法
四
九
条
の
二
第
一
項
で
、
そ
れ
ぞ
れ
、
人
事
院
な
い
し
人
事
委
員
会
・
公
平
委

員
会
に
対
し
て
の
み
「
行
政
不
服
審
査
法
に
よ
る
不
服
申
立
て
」
が
で
き
る
と
し
な
が
ら
も
、
他
方
に
お
い
て
、
右
の
不
服
申
立
て
の
手
続

に
関
す
る
規
定
が
、
行
政
不
服
審
査
法
で
は
そ
の
適
用
を
排
除
し
て
い
る
(
国
公
法
九

O
条
三
項
、
地
公
法
四
九
条
の
二
第
三
項
)
の
で
あ

Z命

る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
国
家
公
務
員
法
・
地
方
公
務
員
法
で
は
、
不
服
申
立
期
間
お
よ
び
調
査
な
い
し
審
査
の
方
式
に
つ
い
て
規
定
し
て

い
る
ほ
か
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
人
事
院
規
則
(
国
公
法
九

O
条
等
)

e

人
事
委
員
会
(
公
平
委
員
会
〉
規
則
(
地
公
法
五
一
条
〉
に
そ
の
細
部

の
事
項
を
委
ね
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
国
家
公
務
員
お
よ
び
地
方
公
務
員
の
不
利
益
審
査
の
手
続
に
関
す
る
規
定
に
関
し
て
は
、
右
の
よ
う
に
行
政
不
服
審
査
法
の

体
系
か
ら
適
用
排
除
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
そ
の
ほ
か
に
新
し
く
適
用
の
規
準
を
ど
こ
に
見
い
だ
す
べ
き
で
あ
ろ
う

か
。
こ
の
場
合
、
た
と
え
ば
入
公
平
審
査
法

V
と
い
っ
た
よ
う
な
、
直
接
に
公
平
審
査
の
た
め
の
単
行
法
が
存
在
し
な
い
以
上
は
、
も
っ
ぱ

ら
公
平
審
査
の
本
質
に
即
し
て
、
な
お
既
存
の
訴
訟
法
に
手
掛
り
を
得
な
が
ら
、
こ
れ
を
理
論
的
に
解
決
す
る
よ
り
ほ
か
に
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
行
政
事
件
訴
訟
法
を
い
わ
ば
媒
介
項
に
し
て
の
民
事
訴
訟
法
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
行
政
事
件
訴
訟
法
七
条
の

「
こ
の
法
律
に
定
め
が
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
民
事
訴
訟
に
依
る
」
の
規
定
が
、
こ
の
こ
と
を
示
唆
す
る
。
た
だ
し
、
民
事
訴
訟
に
対
応
す

る
行
政
事
件
訴
訟
の
本
質
は
一
面
で
、
第
一
次
的
に
、
主
観
的
に
公
権
力
の
行
使
に
対
す
る
国
民
の
権
利
利
益
の
保
護
を
目
的
と
す
る
が
、

他
面
ま
た
、
第
二
次
的
に
は
、
行
政
の
合
法
性
な
い
し
法
規
の
適
用
の
客
観
的
適
正
の
確
保
を
も
目
的
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
民
事
訴
訟

は
、
前
述
の
よ
う
に
、
私
人
相
互
聞
に
お
け
る
紛
争
の
衝
突
が
生
じ
た
場
合
に
、
こ
の
両
当
事
者
(
と
も
に
私
人
で
あ
る
原
告
と
被
告
)
が

対
等
の
立
場
で
あ
る
こ
と
を
出
発
点
と
し
て
、
こ
の
私
人
間
の
紛
争
の
解
決
の
た
め
に
、
原
告
か
ら
被
告
を
相
手
ど
っ
て
国
家
機
関
た
る
裁

判
所
に
出
訴
す
る
の
だ
か
ら
、
そ
こ
に
は
、
そ
も
そ
も
の
出
発
点
に
お
い
て
、
行
政
事
件
訴
訟
に
お
け
る
よ
う
な
、
公
権
力
の
主
体
や
行
政

処
分
の
存
在
が
前
提
と
さ
れ
て
い
な
い
。
法
制
度
的
に
は
行
政
不
服
審
査
法
・
行
政
事
件
訴
訟
法
・
民
事
訴
訟
法
の
三
者
の
、
い
わ
ば
そ
の
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怜

U

ぎ
奮

狭
間
に
位
置
す
る
と
も
い
う
べ
き
準
司
法
的
機
能
(
告
白
色
古
島

n
E
Pロ
nzcS
の
性
格
を
も
っ
公
平
審
査
に
お
い
て
、
民
事
訴
訟
の
適
用

の
有
無
を
検
討
す
る
場
合
、
ま
ず
以
上
の
よ
う
な
制
度
上
の
相
違
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
前
述
の
民
事
訴
訟
制
度
と
の

対
比
で
い
え
ば
、
第
一
に
、
処
分
の
不
服
申
立
て
に
つ
い
て
審
査
を
行
な
う
と
こ
ろ
の
人
事
院
・
人
事
委
員
会
・
公
平
委
員
会
(
審
査
機

関
)
、
第
二
に
、
こ
の
制
度
を
利
用
す
る
当
事
者
た
る
申
立
人
お
よ
び
処
分
庁
、
第
三
に
、
こ
の
制
度
を
利
用
す
る
形
態
と
し
て
の
審
理
方

式
の
三
面
的
な
基
本
構
造
(
た
だ
し
、
審
査
機
関
と
処
分
庁
が
実
質
的
に
は
と
も
に
同
一
の
国
家
・
地
方
公
共
団
体
の
機
関
で
あ
る
)
な
の

で
あ
り
、
そ
の
制
度
の
現
実
的
な
作
動
の
た
め
に
は
、
不
利
益
処
分
を
う
け
た
申
立
人
か
ら
の
不
服
申
立
て
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
不
告

不
理
の
原
則
)
。
な
お
ま
た
、
公
平
審
査
の
手
続
的
性
格
か
ら
す
れ
ば
、
人
事
院
な
い
し
人
事
委
員
会
・
公
平
委
員
会
の
行
な
う
準
司
法
的

一
般
に
民
事
訴
訟
法
の
定
め
る
司
法
手
続

Q
E
E巴
官

ona日
与
を
ば
、
そ
の
準
拠
す
べ
き
モ
デ
ル
と
す
る
こ

機
能
の
特
色
に
着
目
し
、

と
に
な
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
司
法
手
続
の
基
本
的
特
色
と
し
て
は

l
lと
く
に
行
政
手
続
(
包
包
ロ

E
S
Z
Z
胃

2
包

5
4
と
対
比
し
て
い
え
ば
1
1
1
一

般
に
、
公
開
の
審
理
守
口
芸
口
々
一
色
)
、
両
当
事
者
の
完
全
な
争
訟
対
立
手
続
(
注
4
2
8弓
官
2
2門
出
口
巴
厳
格
な
証
拠
法
則

(
E
F
O同

2
丘
四
日
開
)
、
口
頭
弁
論
主
義
(
。
『
巳

R
m
C
5
8。
、
反
対
訊
問

(nga・2
S
E
a
-。
ろ
が
あ
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
w

こ
の
よ
う
な
特
質
を

も
っ
司
法
手
続
を
中
心
と
し
て
構
成
さ
れ
る
代
表
的
な
も
の
が
民
事
訴
訟
法
と
い
え
る
が
、
そ
の
法
的
な
基
本
構
造
を
、
前
述
し
た
三
一
ヶ
月

公平審査と審理指揮

教
授
の
五
部
門

1
1
1訴
訟
本
質
論
、

E
訴
訟
客
体
論
、

E
訴
訟
主
体
論
、

w訴
訟
行
為
論
、

V
訴
訟
過
程
論

l
ー
に
よ
っ
て
体
系
的
に
整

理
す
る
こ
と
は
、
公
平
審
査
の
場
合
に
も
有
効
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
右
の
体
系
化
は
、
こ
れ
を
準
司
法
的
手
続
の
本
質
と
審
査
実
務
の
上

か
ら
多
少
の
修
正
・
加
工
を
施
し
て
再
構
成
す
る
な
ら
ば
、
公
平
審
査
の
法
的
な
全
体
系
は
、
こ
れ
を

A
公
平
審
査

V
と
し
て
構
成
し
、
次

の
よ
う
に
体
系
化
で
き
る
で
あ
久
光
。
-
審
査
の
主
体
す
な
わ
ち
、
審
査
機
関
と
当
事
者
に
関
す
る
事
項
、

E
審
査
の
客
体
す
な
わ
ち
、
審

査
対
象
と
し
て
の
不
服
申
し
立
て
に
関
す
る
事
項
、

E
審
査
の
手
続
す
な
わ
ち
審
査
の
方
式
、
答
弁
書
・
反
論
書
・
求
釈
明
・
口
頭
審
理
・
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準
備
蓄
面
・
準
備
手
続
等
、

w証
拠
調
べ
、
す
な
わ
ち
、
証
拠
出
甲
出
、
証
人
尋
問
、
供
述
書
・
鑑
定
、
証
拠
物
の
提
出
、
当
事
者
尋
問
等
、

V
審
査
の
終
了
(
裁
決
)
で
あ
る
。

論

(

1

)

兼
子
一
・
民
事
訴
訟
法
体
系
二
五
頁
。

(

2

)

三
ヶ
月
章
・
民
事
訴
訟
法
(
法
律
学
全
集
)
四
頁
。

(

3

)

小
山
昇
・
民
事
訴
訟
法
(
現
代
法
律
学
会
集
)
四
頁
。

(

4

)

小
山
・
前
掲
六
頁
。

(

5

)

こ
の
五
部
門
の
構
成
は
、
そ
の
ま
ま
三
ヶ
月
教
授
の
前
掲
、
民
事
訴
訟
法
の
目
次
を
な
し
て
い
る
。

(

6

)

公
平
審
査
の
制
度
的
意
義
と
行
政
不
服
審
査
法
・
民
事
訴
訟
法
と
の
関
係
等
に
つ
い
て
は
、
和
国
「
人
事
委
員
会
の
公
平
審
理
に
関
す
る
覚
書
」

〈
上
、
前
掲
・
自
治
研
究
五
O
巻
十
一
号
六
二
頁
以
下
)
、
和
田
H
島
国
「
公
平
審
査
の
法
的
構
造
と
実
務
問
題
(
前
掲
・
自
治
研
究
五
五
巻
八
号
五
頁

以
下
参
照
)
。

(
7〉

U
恒三
P

O
ロ
〉
弘
同

HHEUH円
S
2
0
問
、
同

AFMM司
-
z
t
E
-

(

8

)

こ
の
点
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
和
田
「
入
公
平
審
査
法
V
試
論
」
と
し
て
、
本
稿
と
は
別
に
、

l
し
か
し
内
容
的
に
は
関
連
あ
る

l
論
文
を
「
今
村

先
生
退
官
記
念
論
文
集
」
に
寄
稿
し
た
も
の
を
参
照
さ
れ
た
い
。

民
事
裁
判
に
お
け
る
訴
訟
指
揮
1

1
審
理
指
揮
の
原
型

以
上
、
民
事
訴
訟
と
公
平
審
査
に
つ
い
て
、
そ
の
制
度
お
よ
び
法
的
構
造
に
つ
い
て
の
簡
単
な
素
描
ど
検
討
を
試
み
た
が
、
次
の
問
題

は
、
裁
判
所
の
訴
訟
指
揮
、
そ
し
て
こ
れ
を
モ
デ
ル
と
し
て
検
討
さ
れ
る
べ
き
審
査
機
関
(
人
事
委
員
会
)
の
審
理
指
揮
と
は
、
ど
の
よ
う

な
も
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、
前
者
の
、
民
事
訴
訟
に
お
内
か
訴
訟
指
揮
の
位
置
づ
け
と
そ
の
意
義
、
次
い
で
訴
訟

指
揮
の
内
容
に
つ
い
て
、
語
学
者
の
見
解
を
み
て
ゆ
く
が
、
た
だ
、
以
下
述
べ
る
と
こ
ろ
は
、
民
事
訴
訟
専
門
家
に
と
っ
て
は
全
く
自
明
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の
、
教
科
書
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
民
訴
に
素
人
の
、

一
公
法
学
者
の
立
場
か
ら
す
る
、
整
理
メ
モ
と
お
考
え
願

、
宮
田
、
。

U
J
J
U
 訴

訟
指
揮
は
、
民
事
訴
訟
に
お
い
て
、
訴
訟
の
審
理
、
と
り
わ
け
訴
訟
主
体
と
し
て
の
裁
判
所
と
当
事
者
の
役
割
の
問
題
と
し
て
位

(
2
)
 

置
づ
け
ら
れ
、
検
討
さ
れ
る
。
兼
子
博
土
は
、
こ
れ
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
訴
訟
手
続
に
は
、
そ
の
主
体
と
し
て
、
裁
判
所
と
対
立
す

る
当
事
者
が
関
与
し
、
そ
の
聞
の
交
渉
と
し
て
、
種
々
の
行
為
が
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
形
式
的
に
は
訴
訟
手
続
が
進
行
し
、
実
質
的
に
は
事

件
の
審
理
が
遂
げ
ら
れ
て
行
く
の
で
あ
っ
て
、
訴
訟
は
主
体
聞
の
共
同
作
業
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
間
に
訴
訟
関
与
に
つ
い
て
の
権
能
及

び
責
任
を
ど
う
分
配
す
る
か
は
、
勝
権
主
義
と
当
事
者
主
勢
の
対
立
を
意
味
す
る
。
」
そ
し
て
、
「
現
行
法
は
、
大
体
に
お
い
て
手
続
ト
卦

宰
し
、
そ
の
迅
速
な
進
行
を
図
る
の
を
主
と
し
て
裁
判
所
の
権
能
と
し
、
事
案
を
解
明
し
、
裁
判
の
基
礎
と
な
る
訴
訟
資
料
の
供
給
は
主
と

し
て
当
事
者
に
当
ら
せ
る
」
。

「
訴
訟
主
体
の
役
割
」
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
第
一
に
基
本
的
に
は
当
事
者
主
義
と
職
権
主
義

こ
こ
で
は
、
訴
訟
指
揮
の
問
題
は
、

の
交
鈴
の
問
題
と
し
て
把
握
さ
れ
る
し
、
第
二
に
、
内
容
的
に
い
え
ば
、
手
続
の
主
宰
(
手
続
の
進
行
と
審
理
の
整
理
)
と
事
案
の
解
明
に

か
か
わ
る
問
題
と
し
て
検
討
さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
以
下
、
若
干
の
ふ
え
ん
を
し
て
お
こ
う
。

(

3

)

 

裁
判
所
の
訴
訟
指
揮
権
は
、

「
訴
訟
の
審
理
を
迅
速
且
完
全
に
達
成
す
る
た
め
に
、
裁
判
所
に
認
め
ら
れ
る
訴
訟
の
主
宰
権
能
」
で
あ

公平審査と審理指揮

る
。
そ
れ
は
「
訴
訟
の
手
続
が
法
理
に
適
合
す
る
よ
う
に
監
視
し
、
そ
の
完
全
且
つ
迅
速
な
審
理
を
行
う
よ
う
に
図
り
、
速
や
か
に
紛
争
を

解
決
す
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
裁
判
所
の
活
動
(
権
能
)
を
総
称
す
る
も
の
」
で
あ
る
。
訴
訟
指
揮
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
「
審
理
の
効
率

を
狙
う
」
と
こ
ろ
の
、
「
職
権
主
義
の
も
と
で
裁
判
所
が
も
っ
指
導
権
で
あ
る
」
と
い
え
る
し
、
主
と
し
て
手
続
の
進
行
の
面
に
関
す
る
こ
の

よ
う
な
訴
訟
指
揮
権
が
、
そ
の
範
囲
を
増
大
し
て
行
く
と
い
う
こ
と
は
、
訴
訟
制
度
の
進
化
に
伴
っ
て
共
通
的
に
み
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
、

と
い
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
訴
訟
指
揮
の
こ
う
し
た
芳
慮
が
「
審
理
の
全
般
に
亙
る
」
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
審
理
に
お
け
る
手
続
の
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画
一
化
、
段
階
付
け
を
で
き
る
だ
け
避
け
、
審
理
を
弾
力
的
な
ら
し
め
る
こ
と
が
可
能
と
な
ろ
う
。
重
要
な
こ
と
は
、
「
訴
訟
指
揮
権
の
行

使
の
巧
拙
が
個
々
の
訴
訟
の
解
決
に
止
ま
ら
ず
、
訴
訟
制
度
の
運
用
に
重
大
な
影
響
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
訴
訟

指
揮
の
問
題
は
、
民
事
訴
訟
に
お
け
る
裁
判
官
の
活
動
の
あ
る
べ
き
方
法
な
い
し
限
界
と
い
う
基
本
的
・
理
論
的
な
問
題
で
あ
る
と
と
も

戸

4
〉

に
、
他
面
、
審
理
法
廷
に
お
け
る
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
、
リ
ア
ル
な
実
務
技
術
的
問
題
で
も
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

訴
訟
指
揮
権
の
主
体
は
、
原
則
と
し
て
裁
判
所
に
属
す
る
が
、
弁
論
や
証
拠
調
中
の
訴
訟
指
揮
は
、
裁
判
長
・
裁
判
官
が
こ
れ
に
当
る
。

次
に
訴
訟
指
揮
権
の
内
容
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
を
整
理
‘
検
討
し
て
み
よ
う
。

訴
訟
指
揮
は
、
右
に
み
た
よ
う
に
、
審
理
の
全
般
に
わ
た
る
し
、
そ
の
範
囲
も
増
大
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
が
、
民
事
訴
訟
法
上
、

(
5
)
 

ほ
ぼ
次
の
よ
う
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

論

一一
そ
の
内
容
の
重
要
な
も
の
と
し
て
は
、

手
続
の
進
行
に
関
す
る
措
置
と
し
て
は
、
期
日
の
指
定
・
変
更
ハ
一
五
二
条
)
、
期
間
の
裁
定
及
び
伸
縮
(
一
五
八
条
〉
、
訴
訟
手
続

の
中
止
つ
=
二
条
)
、
中
断
手
続
の
続
行
(
一
二
九
条
)
、
送
達
の
施
行
三
六

O
条
)
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
法

文
上
は
、
訴
訟
の
促
進
の
主
導
権
を
裁
判
所
に
認
め
る
職
権
進
行
主
義
の
原
則
が
と
ら
れ
て
い
る
が
、
実
際
上
は
、
た
と
え
ば
期
日
の
指
定

権
が
裁
判
所
に
あ
る
と
は
い
え
、
当
事
者
の
合
意
が
前
提
と
な
っ
て
進
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

審
理
の
整
序
に
関
す
る
措
置
と
し
て
は
、
弁
論
の
再
開
(
一
三
三
条
)
、
弁
論
の
制
限
・
分
離
・
併
合
(
一
三
二
条
)
、
遅
滞
ま
た
は

損
害
を
避
け
る
た
め
の
移
送
(
一
一
二
条
)
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
何
れ
も
職
権
で
な
さ
れ
、
申
立
て
が
あ
っ
て
も
そ
れ
は
職
権
の
発
動

(2) 
を
促
す
だ
け
の
意
味
し
か
も
た
な
い
。

そ
れ
は
、
手
続
の
合
法
的
な
進
行
を
は
か
る
た
め
の
権
能
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
不
適
法
な
訴
訟
行
為
を
排
斥
す
る
こ
と
に
な

る
。
た
と
え
ば
訴
状
・
上
訴
状
の
却
下
(
二
二
八
条
、
三
七

O
条
、
三
九
七
条
)
、
管
轄
裁
判
所
の
移
送
(
三

O
条
)
、
不
適
法
な
訴
・
上
訴

の
却
下
等
(
二

O
一
条
、
三
八
三
条
、
三
九
六
条
等
〉
で
あ
り
、
訴
訟
手
続
に
つ
い
て
の
適
法
要
件
の
監
視
が
裁
判
所
の
役
割
で
あ
る
こ
と

(8) 

北法31(3-4・n.218)1604 



か
ら
く
る
。審

理
の
集
中
と
促
進
を
は
か
る
た
め
の
措
置
と
し
て
は
、
事
案
を
準
備
手
続
に
付
す
べ
き
か
否
か
の
裁
定
(
二
四
九
条
、
民
訴
規
一

五
条

t
一
七
条
)
、
準
備
手
続
に
お
け
る
諸
活
動
(
二
五
三
条
、
二
五
六
条
、
民
訴
規
一
九
条
・
二
一
条
・
二
五
条
)
等
の
弁
論
の
準
備
段

(4) 

一
般
に
当
事
者
の
故
意
・
怠
慢
に
よ
る
時
機
に
後
れ
た
攻
撃
防
禦
方
法
の
却
下
、
釈
明
に
応
じ
な
い
当
事
者
の

階
で
の
諸
措
置
が
あ
る
が
、

行
為
の
排
斥
(
一
三
九
条
)
が
あ
る
。

ω
無
用
な
手
続
の
避
止
を
意
図
す
る
も
の
と
し
て
、
証
拠
申
出
採
否
の
自
由
(
二
五
九
条
)
、
和
解
の
試
み
(
一
三
条
)
が
あ
る
。
当

事
者
が
審
理
の
順
序
に
つ
い
て
裁
判
所
を
拘
束
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。

訴
訟
の
審
理
に
お
い
て
、
そ
の
手
続
の
中
核
的
位
置
を
占
め
る
の
は
、
口
頭
弁
論
期
日
に
お
い
て
弁
論
を
監
視
す
る
行
為
で
あ
り
、

ハ
6
V

こ
れ
は
弁
論
の
指
揮
と
い
わ
れ
る
(
一
二
六
条
)
。

(6) 的
事
実
の
解
明
に
関
す
る
措
置
と
し
て
、
釈
明
権
が
あ
る
。
た
だ
、
右
の

ωtmwが
主
と
し
て
訴
訟
の
進
行
・
整
理
の
手
続
に
関
す
る

訴
訟
指
揮
権
の
側
面
(
外
面
的
訴
訟
指
揮
と
い
わ
れ
る
)
で
あ
る
の
に
対
し
、
釈
明
権
は
、
形
式
的
に
は
訴
訟
指
揮
権
の
一
内
容
で
は
あ
る

公平審査と審理指揮

が
、
実
質
的
に
は
、
む
し
ろ
当
事
者
の
弁
論
の
趣
旨
を
理
解
し
、
訴
訟
資
料
の
蒐
集
に
後
見
的
に
協
力
す
る
権
限
で
あ
り
(
内
面
的
訴
訟
指

揮
と
い
わ
れ
る
)
、
そ
れ
自
体
、
次
に
別
箇
に
や
や
詳
し
く
と
り
あ
げ
る
必
要
が
あ
る
。

三
す
な
わ
ち
、
釈
明
権
一
昨
、
事
案
の
解
明
に
当
つ
て
の
、
「
裁
判
所
の
協
力
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
「
弁
論
主
義

に
よ
っ
て
、
事
案
解
明
の
主
役
は
当
事
者
で
あ
る
が
、
裁
判
所
も
紛
争
解
決
者
と
し
て
の
責
任
よ
全
く
の
傍
観
者
で
は
あ
り
得
な
い
以
上
、

紛
争
解
決
の
た
め
に
必
要
な
で
き
る
だ
け
完
全
な
弁
論
を
受
取
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
裁
判
所
側
の
訴
訟
指
揮
の
形
式
で
行
う
働
ら
き

か
け
」
が
釈
明
権
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
釈
明
権
は
、
訴
訟
能
力
の
追
行
の
完
全
、
そ
の
相
互
の
平
等
な
訴
訟
主
体
の
存
在
を
予
定
す
る
「
古

典
的
な
弁
論
主
義
」
の
修
正
と
し
て
の
裁
判
所
の
後
見
的
協
力
の
要
請
を
そ
の
基
盤
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、

口
頭
弁
論
ま
た
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は
そ
の
準
備
手
続
に
お
い
て
、
訴
訟
関
係
を
明
瞭
な
ら
し
め
る
た
め
事
実
上
及
び
法
律
上
の
事
項
に
関
し
当
事
者
に
聞
を
発
し
、
ま
た
は
立

論

証
を
促
す
裁
判
官
の
権
能
で
あ
り
、
と
く
に
発
問
権
が
そ
の
主
要
な
も
の
で
あ
る
(
一
二
七
条
・
二
五
六
条
〉
。
こ
の
よ
う
に
釈
明
権
は
、
裁

判
所
の
品
格
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
適
時
適
切
な
釈
明
権
の
行
使
は
、
他
面
で
は
裁
判
所
の
責
務
で
も
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
、
札
W
肌
W
静
秒

と
も
い
わ
れ
る
。
釈
明
権
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
そ
の
行
使
と
範
囲
に
つ
い
て
若
干
の
検
討
を
加
え
て
お
く
。

第
一
に
、
釈
明
権
の
行
使
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
裁
判
長
が
こ
れ
を
行
う
が
、
当
事
者
に
対
し
、
口
頭
弁
論
期
日
前
に
あ
ら
か
じ
め

釈
明
準
備
命
令
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
ご
二
八
条
)
。
当
事
者
は
、
相
手
方
の
陳
述
の
趣
旨
を
確
か
め
る
た
め
に
、
裁
判
長
を
通
じ
て
質

問
し
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
る
(
求
問
権
一
二
七
条
三
項
)
。
当
事
者
は
釈
明
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
義
務
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

そ
れ
に
応
じ
な
い
た
め
に
不
利
な
裁
判
を
う
け
る
可
能
性
を
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
一
二
九
条
二
項
)
。

(
8〉

第
二
に
、
釈
明
権
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
二
つ
の
面
か
ら
、
問
題
が
あ
る
。

一
つ
は
、
釈
明
権
の
行
使
が
過
度
に
行
わ
れ
る
場
合
は
、
事

案
の
真
相
を
歪
曲
し
、
不
公
平
な
裁
判
を
う
け
た
と
し
て
当
事
者
〈
利
用
者
)
の
信
頼
を
失
う
危
険
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
ニ
つ
は
、
当
面

に
お
い
て
、
釈
明
権
の
行
使
を
怠
れ
ば
、
不
親
切
な
審
理
を
う
け
た
と
し
て
、
非
難
を
免
が
れ
難
い
し
、
と
く
に
、
釈
明
権
の
不
行
使
を
理

由
に
、
当
事
者
が
十
分
な
弁
論
を
す
る
機
会
を
不
当
に
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
し
て
、
上
告
理
由
に
も
な
り
か
ね
な
い
(
三
九
四
条
)
。
釈

〈

9
〉

明
権
の
行
使
の
限
界
の
問
題
と
し
て
の
、
右
の
よ
う
な
釈
明
権
と
釈
明
義
務
の
両
者
の
関
係
は
、
「
理
念
的
に
は
常
に
表
裏
」
す
る
と
は
い

う
も
の
の
、
現
実
問
題
と
し
て
は
微
妙
で
あ
り
、
事
案
や
当
事
者
(
本
人
訴
訟
と
弁
護
士
訴
訟
)
に
応
じ
て
、
慎
重
な
配
慮
が
要
求
さ
れ
よ

。
、フ

な
お
ま
た
、
裁
判
所
の
釈
明
処
分
と
し
て
、

口
頭
弁
論
の
発
問
権
の
行
使
の
ほ
か
に
、
そ
の
準
備
ま
た
は
補
充
と
し
て
、
|
|
証
拠
調
と

は
異
な
る
と
こ
ろ
の
|
|
l
裁
判
所
が
事
案
の
解
明
を
は
か
る
た
め
の
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
つ
三
一
条
)
。
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公平審査と審理指簿

(

1

)

こ
こ
で
、
も
う
一
つ
の
、
刑
事
訴
訟
法
に
お
け
る
訴
訟
指
揮
に
言
及
す
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
本
稿
の
テ
1
7
か
ら
す
れ
ば
(
前
述
の
よ
う
な
公
平

審
査
|
↓
行
政
不
服
審
査
|
↓
行
政
事
件
訴
訟
法

!
J民
事
訴
訟
法
と
い
う
一
連
の
系
列
な
い
し
脈
絡
の
な
か
で
は
〉
、
必
要
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
は
「
当
事
者
主
義
的
な
原
則
と
職
権
主
義
的
な
諸
規
定
を
も
っ
現
行
法
の
も
と
に
お
い
て
訴
訟
指
俸
は
い
か
な
る
機
能
と
内
容
と
を
有
す
る
も

の
で
あ
る
か
」
に
つ
い
て
考
察
し
た
井
戸
田
侃
「
当
事
者
主
義
と
訴
訟
指
揮
」
刑
法
雑
誌
で
ハ
巻
三
・
四
合
併
号
三
二
三
頁
以
下
が
、
公
平
審
理
に
お

け
る
審
理
指
揮
の
検
討
に
あ
た
っ
て
も
、
き
わ
め
て
示
唆
に
富
む
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
に
と
ど
め
る
。

(

2

)

兼
子
・
前
掲
一
九
一

t
一
九
二
頁
。

(

3

)

三
ヶ
月
章
・
前
掲
一
六
入
頁
、
兼
子
・
前
掲
一
九
三
頁
、
小
山
・
前
掲
二
七
八

t
二
七
九
頁
。

〈
4
)
こ
の
点
に
つ
い
て
三
ヶ
月
章
「
民
事
裁
判
に
お
け
る
訴
訟
指
揮
」
(
判
例
タ
イ
ム
ズ
三
七
一
号
五

t
一
五
頁
〉
は
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
最
近
の
、

簡
潔
な
、
理
論
的
に
も
密
度
の
濃
い
有
益
な
論
稿
(
講
演
速
記
)
で
あ
る
。

(

5

)

以
下
は
、
主
と
し
て
三
ヶ
月
・
前
掲
二
ハ
九

t
一
七

O
頁
に
よ
る
。
な
お
刑
事
訴
訟
法
に
お
け
る
訴
訟
指
揮
権
の
内
容
に
つ
い
て
は

l
l直
接
に
は

証
拠
開
示
に
関
す
る
問
題
で
は
あ
る
が

1
l最
高
裁
判
所
の
次
の
判
示
が
「
ひ
と
つ
の
考
え
方
を
示
し
て
い
る
」
と
い
わ
れ
る
(
井
戸
田
・
前
掲
三
三

一一

l
三
三
四
頁
)
。
「
裁
判
所
は
、
そ
の
訴
訟
上
の
地
位
に
か
ん
が
み
、
法
規
の
明
文
な
い
し
訴
訟
の
基
本
構
造
に
違
背
し
な
い
か
ぎ
り
、
適
切
な
裁

量
に
よ
り
公
正
な
訴
訟
指
揮
を
行
な
い
、
訴
訟
の
合
目
的
的
進
行
を
は
か
る
べ
き
権
限
と
職
責
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
の
よ
う
に
証
拠
調

の
段
階
に
入
っ
た
後
、
弁
護
人
か
ら
、
具
体
的
必
要
性
を
示
し
て
、
一
定
の
証
拠
を
弁
護
人
に
閲
覧
さ
せ
る
よ
う
検
察
官
に
命
ぜ
ら
れ
た
い
旨
の
申
出

が
な
さ
れ
た
場
合
、
事
案
の
性
質
・
審
理
の
状
況
、
閲
覧
を
求
め
る
証
拠
の
種
類
お
よ
び
内
容
、
閲
覧
の
時
期
、
程
度
お
よ
び
方
法
、
そ
の
他
諸
般
の

事
情
を
勘
案
し
、
そ
の
閲
覧
が
被
告
人
の
防
禦
の
た
め
に
特
に
重
要
で
あ
り
、
か
っ
こ
れ
に
よ
り
罪
証
隠
滅
・
証
人
威
迫
等
の
弊
害
を
招
来
す
る
お
そ

れ
が
な
く
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
訴
訟
指
揮
権
に
基
づ
き
、
検
察
官
に
対
し
、
そ
の
所
持
す
る
証
拠
を
弁
護
人
に
閲
覧
さ
せ
る
よ
う
命
ず
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」
〈
最
高
昭
和
四
四
年
四
月
二
京
日
決
定
、
判
例
時
報
五
五
四
号
三
頁
、
九
頁
〉
。
な
お
井
戸
田
教
授
は
、
刑

事
事
件
の
訴
訟
に
お
け
る
裁
判
所
の
役
割
は
「
原
則
的
に
は
、
被
告
人
の
も
つ
劣
っ
た
立
場
を
補
う
と
い
う
意
味
で
考
え
る
必
要
が
あ
る
」
と
し
、
訴

訟
指
揮
権
は
、
職
権
主
義
を
と
る
こ
と
を
徴
表
す
る
も
の
で
は
な
く
、
「
む
し
ろ
当
事
者
主
義
を
引
き
た
た
せ
、
当
事
者
対
等
の
原
則
を
充
た
す
意
味
を

も
つ
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
し
、
そ
の
前
提
に
は
「
通
常
は
あ
ら
ゆ
る
意
味
に
お
い
て
被
告
人
側
は
検
察
官
よ
り
も
劣
悪
な
地
位
に
あ
る
」
と

す
る
(
井
戸
田
、
一
二
二
七
頁
、
三
二
九
頁
)
。
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
公
平
審
査
、
と
り
わ
け
強
大
な
組
織
を
も
っ
行
政
庁
に
よ
っ
て
処
分
を
う
け
た
公

務
員
の
不
刺
益
処
分
の
審
査
に
お
い
て
も
示
唆
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
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説

(
6
〉
弁
論
の
指
揮
に
関
連
し
て
訴
訟
指
揮
権
に
含
ま
れ
る
か
ど
う
か
の
問
題
に
、
い
わ
ゆ
る
法
廷
警
察
権
の
問
題
が
あ
る
。
(
そ
れ
は
、
審
理
指
揮
権
の

場
合
に
も
、
同
様
に
問
題
と
な
ろ
う
)
。
た
だ
、
法
廷
響
察
権
は
、
開
廷
中
の
法
廷
内
の
秩
序
を
稚
持
し
、
審
判
の
妨
害
を
制
止
排
除
す
る
た
め
に
必
要

な
処
置
を
と
る
裁
判
権
の
作
用
で
あ
り
(
裁
判
所
法
七
一
条
民
事
訴
訟
規
則
一
一
条
、
な
お
法
廷
秩
序
維
持
法
参
照
)
、
特
定
事
件
の
審
理
内
容
と
は

無
関
係
で
あ
り
、
ま
た
訴
訟
と
関
係
の
な
い
傍
聴
人
等
に
対
し
て
も
行
使
さ
れ
る
点
で
、
弁
論
の
指
揮
権
を
含
め
て
の
訴
訟
指
揮
権
と
は
別
個
な
も
の

で
あ
る
と
さ
れ
る
〈
兼
子
・
前
掲
一
九
四
頁
、
小
山
・
前
掲
二
八
一
一
良
)
。

(

7

)

以
下
に
つ
い
て
は
、
兼
子
・
前
掲
二

O
一、t二

O
四
頁
。
三
ヶ
月
・
前
掲
一
六
二

t
一
六
四
頁
。
小
山
・
前
掲
二
九
O
頁。

(

8

)

新
堂
・
民
事
訴
訟
法
(
現
代
法
学
全
集
〉
二
九
四

t
二
九
六
頁
。
小
山
教
授
は
、
こ
の
問
題
を
次
の
よ
う
に
要
約
す
る
。
「
釈
明
機
の
行
使
が
行
き

過
ぎ
て
裁
判
官
が
当
事
者
の
訴
訟
助
言
者
と
な
る
に
至
る
と
き
は
『
裁
判
ノ
公
正
ヲ
妨
ク
ヘ
キ
事
情
』
(
三
七
条
一
項
)
に
該
当
す
る
で
あ
ろ
う
し
、

釈
明
義
務
の
重
大
な
悌
怠
は
い
わ
ゆ
る
審
理
不
尽
の
違
法
を
惹
起
す
る
で
あ
ろ
う
」
(
二
九
O
頁〉。

(
9
〉
三
ヶ
月
・
前
掲
一
六
四
頁
。

論

公
平
審
理
に
お
け
る
審
理
指
揮

人
事
委
員
会
の
公
平
審
理
に
お
け
る
審
査
機
関
の
行
な
う
審
理
指
揮
は
、
そ
の
原
型
な
い
し
モ
デ
ル
を
民
事
訴
訟
に
お
け
る
裁
判
所
の
訴

訟
指
揮
に
求
め
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

で
は
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
理
解
さ

れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
二
つ
の
点
か
ら
検
討
し
て
み
よ
う
。
第
一
は
、
民
事
裁
判
に
お
け
る
訴
訟
指
揮
に
な
ぞ
っ
て
、
審
理
指
揮

の
概
念
を
構
成
し
て
み
る
こ
と
で
あ
り
、
第
二
は
、
民
事
訴
訟
に
お
け
る
当
事
者
主
義
と
職
権
主
義
の
交
錯
の
問
題
は
、
公
平
審
理
に
お
い

て
、
ど
の
よ
う
な
修
正
・
変
容
を
こ
う
む
る
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
以
下
、
若
干
の
実
務
的
な
問
題
を
も
含
め
て
検
討
し
て

み
た
い
。
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公
平
審
理
に
お
け
る
審
理
指
揮
に
つ
い
て
は
、
少
く
と
も
今
日
ま
で
の
と
こ
ろ
、
そ
の
理
論
的
な
い
し
体
系
的
テ
キ
ス
ト
と
目
さ
る

べ
き
は
存
在
し
な
い
。
と
す
れ
ば
、
前
述
し
た
民
訴
法
学
者
の
説
く
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
多
く
の
示
唆
を
仰
ぐ
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ

で
差
し
当
り
、
前
述
の
兼
子
博
士
、
三
ヶ
月
・
小
山
両
教
授
の
所
説
に
拠
り
な
が
ら
、
公
平
審
理
に
お
け
る
審
理
指
揮
を
試
論
的
に
定
義
し

い
わ
く
「
審
理
指
揮
権
は
、
公
平
審
査
の
審
理
を
迅
速
か
つ
完
全
に
達
成
す
る
た
め
に
、
審

て
み
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

査
機
関
に
認
め
ら
れ
る
審
理
の
主
宰
権
能
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
審
理
の
手
続
が
法
規
に
適
合
す
る
よ
う
に
監
視
し
、
そ
の
円
滑
か
つ
迅

速
な
審
理
を
行
う
よ
う
に
は
か
り
、
速
か
に
審
査
事
案
を
解
決
す
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
審
査
機
関
の
権
能
を
総
称
す
る
」
も
の
で
あ
る
。

審
理
指
揮
は
こ
の
よ
う
に
し
て
、
「
審
理
の
効
率
を
狙
う
」
と
こ
ろ
の
、
「
職
権
主
義
の
も
と
で
審
査
機
関
が
も
っ
指
導
権
で
あ
る
」
と
い
え

る
。
審
理
指
揮
の
問
題
は
、
ま
た
「
審
査
主
体
の
役
割
」
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
第
-
に
、
基
本
的
に
は
、
当
事
者
主
義
と
職
権
主
義

の
交
錯
の
問
題
と
し
て
把
握
さ
れ
る
し
、
第
二
に
、
内
容
的
に
い
え
ば
、
手
続
の
主
宰
(
審
理
の
進
行
と
整
理
)
と
事
案
の
解
明
に
か
か
わ

る
問
題
と
し
て
検
討
さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
審
理
指
揮
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
芳
躍
が
審
理
の
全
般
に
わ
た
る
よ
う
に
な
り
、

そ
れ
に
よ
っ
て
公
平
審
理
に
お
け
る
手
続
の
画
一
化
、
段
階
付
け
を
で
き
る
だ
け
避
け
て
、
審
理
を
弾
力
的
な
ら
し
め
る
こ
と
が
可
能
と
な

ろ
う
し
、
ま
た
そ
の
よ
う
に
努
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
重
要
な
こ
と
は
、

「
審
理
指
揮
権
の
行
使
の
巧
拙
が
個
々
の
審
査
案
件
の

公平審査と審理指揮

解
決
に
と
ど
ま
ら
ず
、
公
平
審
査
制
度
の
運
用
に
重
大
な
影
響
を
も
っ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
審
理
指
揮
の
問
題
は
、

で
、
公
平
審
理
に
お
け
る
審
査
委
員
の
活
動
の
あ
る
べ
き
方
法
な
い
し
限
界
と
い
う
基
本
的
、
理
論
的
な
問
題
で
あ
る
と
と
も
に
、
他
面
、

審
理
廷
に
お
け
る

J

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
、
リ
ア
ル
な
す
ぐ
れ
て
実
務
技
術
的
問
題
で
も
あ
る
、
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
審
理
指
揮
の
主
体
は
審
査
委
員
長
・
審
査
委
員
が
こ
れ
に
当
る
が
、
裁
判
所
の
場
合
と
比
べ
て
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
相
違
点
は
、
審
査
機
関
を
構
成
す
る
人
事
委
員
会
委
員
(
例
外
的
に
事
務
局
長
)
は
、
必
ず
し
も
そ
の
す
べ
て
が
法
律
専
門
家
で
あ

る
こ
と
を
要
求
さ
れ
て
は
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
払
列
。
こ
の
こ
と
は
、
以
上
述
べ
て
き
た
公
平
審
査
の
制
度
、
と
く
に
審
理
指
揮
の
あ

一
方
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説

り
方
を
左
右
す
る
基
本
的
な
問
題
な
の
で
あ
り
、
法
改
正
を
も
含
む
今
後
の
課
題
と
な
ろ
う
。

論

公
平
審
理
に
お
け
る
審
理
指
揮
の
問
題
は
、

1
1
l
あ
た
か
も
民
事
訴
訟
に
お
け
る
訴
訟
指
揮
の
問
題
が
当
事
者
主
義
と
職
権
主
義
の

〈

2
)

交
錯
を
め
ぐ
っ
て
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
1

1
当
事
者
主
義
と
職
権
主
義
の
交
錯
な
い
し
は
、
事
柄
の
性
質
上
、
そ
の
後
者
へ
の
比
重
の
問
題

と
し
て
検
討
さ
れ
る
。
も
と
も
と
公
平
審
査
は
、
公
務
員
の
不
服
申
立
て
の
救
済
と
い
う
制
度
に
か
ん
が
み
、
民
訴
の
場
合
と
は
異
な
り
、

国
・
地
方
公
共
団
体
み
ず
か
ら
が
直
接
の
関
心
を
有
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
点
か
ら
し
て
も
審
理
手
続
に
お
い
て
、

一
般
に
職
権
主
義
の
要

素
が
当
事
者
主
義
の
要
素
に
優
越
し
う
べ
き
理
由
の
あ
る
こ
と
は
、
理
論
的
に
も
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
行
政
庁
た

る
第
三
者
的
地
位
を
も
っ
審
査
機
関
の
恋
意
的
権
力
行
使
が
許
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
こ
と
は
、
当
然
で
、
そ
れ
は
、
そ
も
そ
も
公
平
審
査
の

本
旨
が
何
よ
り
も
公
務
員
の
権
利
・
利
益
の
救
済
制
度
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
点
を
め
ぐ
り
、
当
事
者
主
義
の
一
発
現

と
し
て
の
民
事
訴
訟
の
弁
論
主
義
と
の
関
連
に
お
い
て
、
次
に
公
平
審
理
の
問
題
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
民
事
訴
訟
に
お
け
る
弁
論
主
義
(
ぐ

R
E
E
-
g
m印

s
a
E岳
、
と
り
わ
け
、
訴
訟
資
料
の
蒐
集
・
提
出
に
お
け
る
当
事
者
の
第
一

次
的
権
限
と
責
任
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
も
と
も
と
職
権
主
義
を
原
則
と
す
る
公
平
審
理
の
場
合
に
お
い
て
は
、
多
く
の
修
正
と
変
容
を

こ
う
む
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
す
な
わ
ち
、
公
平
審
理
の
場
合
に
は
、
民
事
訴
訟
の
場
合
と
異
な
り
、
本
来
、
濃
厚
に
公
益
的
要
素
を
も
含
む

た
め
、
事
案
の
客
観
的
・
実
体
的
真
実
を
解
明
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
訴
訟
資
料
の
蒐
集
が
、
理
論
的
に
も
実
際
上
も
審
査
機
関
の

権
限
と
責
任
に
帰
属
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
点
で
は
、

い
わ
ゆ
る
職
権
探
知
主
義

(
C
E
2
2
n
y
g明
日

zgm)

が
暗
黙
の
前
提
と
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
む
ろ
ん
審
査
機
関
が
一
方
的
に
当
事
者
の
意
向
を
無
視
し
て
主
張
・

立
証
活
動
を
抑
制
し
、
審
理
を
強
行
し
て
も
よ
い
と
い
う
趣
旨
で
は
な
い
。
何
よ
り
も
重
要
な
こ
と
は
、
基
本
的
な
公
平
審
理
の
あ
り
方
と

し
て
は
、
事
実
関
係
に
つ
い
て
第
一
次
的
に
、
か
つ
詳
細
に
事
案
に
つ
い
て
も
っ
と
も
知
悉
し
て
い
る
は
ず
の
当
事
者
に
対
し
て
、
ま
ず
審

査
機
関
と
し
て
は
、
審
理
に
積
極
的
に
協
力
す
る
よ
う
、
主
張
・
立
証
を
促
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
し
て
現
実
に
お
い
て
も
そ
れ
で
ス
ム
ー
ズ

北法31(3-4・II-224)1610 



に
審
理
が
進
む
場
合
が
普
通
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
な
お
充
分
な
協
力
の
姿
勢
が
み
ら
れ
な
い
と
き
に
は
審
査
事
案
の
真
相
を
究

明
す
る
必
要
か
ら
、
最
終
的
に
は
、
審
査
機
関
み
ず
か
ら
、
積
極
的
に
、
と
き
に
は
職
権
で
探
知
す
る
な
ど
の
強
い
職
権
主
義
が
許
さ
れ
る

場
合
も
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
「
弁
論
主
義
と
職
権
探
知
主
義
の
中
間
」
に
あ
る
と
い
わ
れ
る
職
権
調
査
ハ

P
E
g
m
gロ
〉
B
2
4『

mmg)

(
行
訴
法
一
一
四
条
)
は
、
職
権
探
知
主
義
よ
り
も
「
弁
論
主
義
の
原
則
を
基
調
と
し
つ
つ
、
そ
れ
を
職
権
主
義
的
に
修
正
人
向
」
も
の
と

さ
れ
る
。
そ
れ
は
具
体
的
に
は
、
当
事
者
か
ら
異
議
や
申
立
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
な
い
事
項
に
つ
い
て
も
裁
判
所
が
み
ず
か
ら
調
査
す
る
こ

と
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
職
権
調
査
は
、
公
平
審
査
の
本
質
か
ら
し
て
理
論
上
、
当
然
に
認
め
ら
れ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

次
に
、
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
訴
訟
指
揮
権
の
内
容
に
対
応
し
て
、
公
平
審
理
に
お
け
る
審
理
指
揮
権
の
内
容
と
さ
れ
る
も
の
は
ど

の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
前
述
の
民
訴
の
訴
訟
指
揮
の
検
討
に
お
い
て
列
挙
さ
れ
た
個
々
の
事
項
に
対
応
す
る
審
理
指
揮
に

〈

4
V

つ
い
て
の
個
々
の
検
討
は
せ
ず
に
、
次
の
諸
点
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
る
。

公平審査と審理指揮

第
一
に
、
公
平
審
理
に
お
け
る
審
理
指
揮
の
内
容
が
、
審
理
の
手
続
の
進
行
と
整
理
と
、
事
案
の
解
決
を
内
容
と
す
る
こ
と
は
、
民
訴
の

審
理
指
揮
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
が
、
た
だ
、
民
事
訴
訟
の
場
合
よ
り
も
、
迅
速
な
審
理
の
要
請
か
ら
し
て
職
権
進
行
主
義
が
一
一
層
強
化
さ

れ
う
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
審
査
機
関
へ
の
審
理
指
揮
権
の
行
使
の
巧
拙
は
、
個
々
の
審
理
事
案
の
解
決
に
と
ど
ま
ら
ず
、
公
平
審
理
制

度
の
運
用
に
重
大
な
影
響
が
あ
る
こ
と
は
1
1
訴
訟
指
揮
の
場
合
に
も
ま
さ
っ
て
1
1
強
調
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
く
に
、
正
式

な
訴
訟
と
は
異
な
る
準
司
法
的
機
能
と
し
て
の
公
平
審
理
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
事
案
の
性
格
、
当
事
者
の
審
理
追
行
能
力
の
、
骨
骨
骨
一
や

対
等
と
い
う
点
に
か
ん
が
み
、
手
続
の
画
一
化
や
厳
格
さ
を
い
た
ず
ら
に
目
ざ
す
べ
き
で
な
く
、
で
き
る
だ
け
、
審
理
指
揮
は
、
状
況
と
事

案
に
応
じ
て
、
適
時
適
切
に
柔
軟
か
っ
弾
力
的
・
効
果
的
に
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

第
二
に
、
民
事
訴
訟
に
お
い
て
「
古
典
的
弁
論
主
義
の
仇
時
」
と
い
わ
れ
る
釈
明
権
の
重
要
さ
は
、
実
務
よ
の
体
験
か
ら
し
て
も
、
公
平

審
査
の
場
合
に
-
段
と
強
調
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

「
釈
明
権
は
弁
論
主
義
の
機
械
的
な
適
用
に
よ
っ
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説

〈

6
)

て
生
ず
る
こ
と
の
あ
る
不
利
益
か
ら
当
事
者
を
守
る
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
と
き
、
そ
も
そ
も
処
分
庁
(
そ
れ
は
通
常
、

強
力
な
ス
タ
ッ
フ
と
費
用
を
も
っ
)
対
申
立
人
と
し
て
出
発
し
、
か
つ
審
理
遂
行
能
力
の
点
で
も
、
実
質
的
に
平
等
と
は
い
え
な
い
公
平
審

理
に
あ
っ
て
は

l
!と
り
わ
け
、
専
門
の
弁
護
士
の
つ
か
な
い
、
訴
訟
実
務
の
経
験
と
法
律
的
素
養
に
乏
し
い
本
人
訴
訟
(
審
理
)
の
場
合

ハ
7
)

に
お
い
て

l
l弁
論
主
義
を
機
械
的
に
適
用
し
、
申
立
人
の
不
完
全
な
弁
論
を
放
任
し
た
ま
ま
、
裁
決
を
下
す
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
そ

(
8〉

れ
は
「
落
し
穴
に
か
か
る
の
を
待
つ
よ
う
な
も
の
」
で
、
公
平
審
理
の
本
質
を
理
解
し
な
い
不
親
切
な
審
理
と
し
て
非
難
さ
れ
、
ひ
い
て
は

論

公
平
審
査
制
度
へ
の
信
頼
を
失
わ
せ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
に
お
け
る
釈
明
権
の
行
使
と
し
て
の
求
問
権
・
求
釈
明
権
の

あ
お
、
と
く
に
質
問
・
示
唆
雪
合
む
釈
明
権
の
範
囲
・
限
度
に
つ
い
て
は
、
公
平
審
査
制
度
の
目
的
・
理
念
に
照
ら
し
て
公
平
・
適
正

に
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
民
事
訴
訟
法
の
訴
訟
指
揮
の
場
合
に
比
較
す
れ
ば
、
事
の
性
質
上
、

極
的
な
後
見
的
な
協
力
と
主
導
的
な
姿
勢
を
と
る
こ
と
が
必
要
で
も
あ
る
し
、
そ
れ
は
当
然
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

一
般
に
、
よ
り
積

第
三
に
、
民
訴
の
訴
訟
指
揮
に
関
連
し
て
の
「
時
機
に
後
れ
た
攻
撃
防
禦
方
法
の
却
下
」
お
よ
び
証
拠
申
出
の
採
否
の
決
定
に
つ
い
て

は
、
理
論
上
も
実
務
上
も
、
公
平
審
査
の
審
理
指
揮
に
お
い
て
、
若
干
の
考
慮
が
必
要
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
た
し
か
に
審
理
の
集
中
と

そ
の
促
進
を
は
か
る
た
め
に
は
、
時
機
に
後
れ
た
攻
撃
防
禦
方
法
や
趣
旨
不
明
瞭
な
攻
撃
防
禦
方
法
の
却
下
ハ
民
訴
一
三
九
条
)
を
き
び
し

く
措
置
し
て
ゆ
く
こ
と
が
、
民
事
訴
訟
法
上
は
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
準
司
法
的
な
機
能
を
本
質
と
し
、
ま
た
、
弁
護
士
の
つ
か
な
い

本
人
審
査
請
求
の
少
く
な
い
公
平
審
理
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
訴
訟
指
揮
よ
り
も
、
あ
る
場
合
に

は
柔
軟
な
措
置
が
、
ま
た
逆
に
、
あ
る
場
合
に
は
職
権
的
に
き
び
し
く
措
置
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
証

拠
申
出
の
採
否
に
つ
い
て
も
不
必
要
と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
取
調
べ
る
必
要
は
な
い
と
さ
れ
る
が
(
民
訴
二
五
九
条
)
、
右
の

必
要
性
の
有
無
の
認
定
と
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
の
証
拠
採
否
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
公
平
審
理
に
お
い
て
は
、
も
っ
ぱ
ら
処
分
の
適
法
・
違
法

の
問
題
を
判
断
す
る
裁
判
所
の
場
合
と
異
な
り
、
処
分
の
適
法
・
違
法
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
背
景
事
実
等
に
関
連
す
る
複
雑
な
事
案
に
関
す
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る
卦
・
一
小
卦
の
問
題
を
判
断
す
る
こ
と
も
審
査
の
対
象
と
な
る
た
め
、
証
拠
採
用
の
範
囲
が
、
正
式
の
訴
訟
の
場
合
に
.
比
べ
て
、
お
の
ず
か
ら

拡
大
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
た
だ
、
そ
の
た
め
に
、
証
拠
調
べ
が
事
案
に
よ
っ
て
は
、
長
期
化
す
る
可
能
性
も
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
、

公
平
審
査
の
本
旨
と
す
る
「
迅
速
」
の
要
請
が
、
「
公
平
」
の
要
請
の
前
に
、
そ
れ
だ
け
後
退
し
か
ね
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
し
、
そ
こ
に
も

ハ
凶
)

一
定
の
限
界
が
必
要
な
の
で
あ
り
、
問
題
は
あ
る
。

公平審査と審理指揮

(

1

)

人
事
委
員
会
(
公
平
委
員
会
)
の
「
委
員
は
人
格
が
高
潔
で
、
地
方
自
治
の
本
旨
及
び
民
主
的
で
能
率
的
な
事
務
の
処
理
に
理
解
が
あ
り
、
且
つ
、

人
事
行
政
に
関
し
識
見
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
議
会
の
同
意
を
得
て
、
地
方
公
共
団
体
の
長
が
選
任
す
る
」
(
地
方
公
務
員
法
九
条
一
項
)
。
な

お
、
そ
の
ほ
か
の
選
任
要
件
と
し
て
政
治
的
中
立
性
等
の
条
項
(
同
条
四
項
・
五
項
〉
が
あ
る
こ
と
は
、
事
柄
の
性
質
上
、
当
然
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、

「
人
格
が
高
潔
」
な
る
規
定
が
具
体
的
に
い
か
な
る
内
容
の
こ
と
を
要
求
す
る
の
か
、
あ
い
ま
い
で
あ
る
が
、
人
事
官
(
国
家
公
務
員
法
五
条
)
と
人

事
委
員
や
教
育
委
員
会
の
委
員
(
地
方
教
育
行
政
の
組
織
・
運
営
法
四
条
一
項
〉
、
公
害
等
調
整
委
員
会
委
員
ハ
公
害
等
調
整
委
員
会
設
置
法
七
条
)

の
ほ
か
に
は
、
見
あ
た
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。

(
2
〉
三
ヶ
月
・
前
掲
論
文
(
判
例
タ
イ
ム
ズ
)
は
、
「
民
事
裁
判
に
お
け
る
訴
訟
指
揮
」
の
標
題
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
「
別
な
表
現
を
用
い
ま
す
な

ら
ば
、
現
在
の
民
事
訴
訟
に
お
け
る
職
権
主
義
と
当
事
者
主
義
の
交
錯
の
あ
る
べ
き
姿
を
探
る
と
い
う
問
題
と
し
て
こ
の
課
題
を
と
ら
え
直
し
」
た
も

の
で
あ
る
。

(

3

)

三
ヶ
月
・
前
掲
一
六
七
頁
。
一
二
ヶ
月
教
授
は
、
そ
こ
で
こ
の
職
権
調
査
は
、
当
事
者
の
態
度
(
申
立
の
有
無
、
合
意
の
存
在
、
査
問
権
の
放
棄
、
提

出
時
期
の
制
限
等
)
、
と
く
に
自
由
に
拘
束
さ
れ
な
い
と
い
う
点
で
は
弁
論
主
義
と
異
る
が
、
裁
判
所
が
職
権
で
事
実
を
探
知
す
る
義
務
を
負
っ
て
い

る
と
み
る
べ
き
で
な
く
、
必
要
が
あ
れ
ば
当
事
者
の
主
張
立
誌
を
求
め
う
る
に
止
ま
る
の
が
原
別
で
あ
る
点
で
、
職
維
探
知
主
義
と
も
-
応
区
別
さ
れ

る
、
と
説
く
。

(

4

)

こ
こ
で
法
廷
讐
察
権
に
対
応
す
べ
き
、
公
平
審
査
の
審
理
室
の
物
的
な
秩
序
維
持
、
い
わ
ば
審
理
室
秩
序
維
持
権
と
で
も
名
づ
け
ら
れ
る
べ
き
も
の

が
問
題
と
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
口
頭
審
理
中
の
審
理
室
内
の
秩
序
を
維
持
し
、
審
理
の
妨
害
を
制
止
な
い
し
排
除
す
る
た
め
に
必
要
な

処
置
を
と
る
公
平
審
理
に
内
在
す
る
権
限
の
一
作
用
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
が
、
特
定
事
件
の
審
理
内
容
と
は
無
関
係
で
あ
り
、
ま
た
審
理
と
関
係
の
な

い
傍
聴
者
等
に
対
し
て
も
行
使
さ
れ
る
点
で
、
本
来
の
審
理
指
揮
権
と
は
別
個
な
も
の
と
い
え
よ
う
。
た
だ
、
公
平
審
理
の
実
際
の
場
面
に
お
い
て
、
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説

数
十
人
、
な
い
し
と
き
に
は
そ
れ
以
上
の
多
数
の
傍
聴
人
が
集
団
を
な
し
て
入
室
ハ
場
)
し
、
あ
た
か
も
大
衆
団
交
の
如
き
エ
キ
サ
イ
ト
す
る
局
面
が
、

と
き
に
は
み
ら
れ
た
例
も
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
私
自
身
の
経
験
で
は
、
せ
い
ぜ
い
一
一
、
一
二

O
人
の
傍
聴
人
が
入
室
し
た
例
は
か
な
り
あ
る
と
い
っ
た
程

度
で
あ
る
。
こ
う
し
た
場
合
は
、
公
開
口
頭
審
理
の
趣
旨
を
、
審
理
開
始
に
先
立
っ
て
明
確
に
か
つ
毅
然
と
し
て
説
明
し
、
理
解
と
協
力
を
徹
底
さ
せ

る
必
要
が
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
に
先
立
つ
準
備
手
続
の
段
階
で
、
(
専
門
の
弁
護
士
の
つ
く
事
案
に
つ
い
て
は
と
く
に
法
曹
の
職
務
と
責
任
を
指
摘

し
て
事
前
に
充
分
な
意
志
疏
通
を
は
か
つ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
な
お
、
た
と
え
ば
東
京
都
の
場
合
は
、
傍
聴
券
を
交
付
し
、
入
室
の
人
員
等
の
整

理
に
あ
た
る
一
方
、
そ
こ
に
明
記
さ
れ
た
必
要
な
事
項
(
違
反
し
た
と
き
は
審
査
長
か
ら
警
告
を
発
し
、
そ
れ
で
も
な
お
従
わ
な
い
者
は
退
去
を
命
ず

る
等
〉
に
よ
っ
て
処
置
し
て
い
る
。
た
だ
、
万
が
て
こ
う
し
た
審
理
室
の
秩
序
維
持
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
、
口
頭
審
理
を
い
っ
た
ん
打
ち
切

り
、
日
を
あ
ら
た
め
て
、
事
態
の
収
拾
と
審
理
の
進
行
の
た
め
両
当
事
者
と
話
し
あ
う
こ
と
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(

5

)

(

6

)

一
一
一
ヶ
月
・
前
掲
一
六
三
頁
、
一
六
四
頁
。

(

7

)

こ
の
点
で
、
法
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
呉
な
る
刑
事
訴
訟
法
に
お
け
る
訴
訟
指
揮
に
関
し
、
弁
戸
田
教
授
が
「
被
告
人
側
は
検
察
官
よ
り
も
劣
悪
な
地
位

に
あ
る
」
し
、
し
た
が
っ
て
「
そ
の
よ
う
な
劣
っ
た
立
場
に
あ
る
被
告
人
側
の
劣
勢
を
補
い
、
こ
れ
を
補
強
す
る
と
い
う
意
味
で
こ
れ
が
行
使
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
」
(
前
掲
三
三

O
頁
〉
と
述
べ
る
と
こ
ろ
は
、
刑
事
事
件
と
は
そ
の
本
質
に
お
い
て
異
な
る
公
平
審
理
の
こ
の
よ
う
な
場
面
で
の
審
理
指

揮
に
つ
い
て
も
、
一
つ
の
示
唆
を
与
え
る
よ
う
に
息
わ
れ
る
。

〈
8
)
兼
子
・
前
掲
二

O
二
頁
。

(

9

)

公
平
審
理
の
初
期
段
階
ハ
審
理
進
行
の
主
張
段
階
)
に
お
い
て
、
不
服
申
立
人
か
ら
し
つ
よ
う
に
、
求
釈
明
が
だ
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
の
み
な
ら

ず
、
し
ば
し
ば
求
釈
明
に
名
を
か
り
た
相
手
方
〈
処
分
庁
)
の
主
張
に
対
す
る
攻
撃
処
分
の
撤
回
、
処
分
者
本
人
(
市
長
、
教
育
委
員
会
の
委
員
長
)

の
出
席
の
要
求
が
な
さ
れ
る
場
合
も
少
く
な
い
(
大
量
審
査
事
案
あ
る
い
は
「
マ
ン
モ
ス
審
理
」
と
い
わ
れ
る
場
合
に
、
そ
れ
が
甚
し
か
っ
た
よ
う
で

あ
る
可
こ
の
点
は
、
代
理
者
・
代
理
人
に
つ
い
て
の
適
正
な
制
度
化
に
よ
っ
て
措
置
で
き
る
問
題
で
あ
る
が
、
実
務
上
、
審
査
員
の
審
理
指
揮
の
巧

拙
が
具
体
的
に
も
っ
と
も
き
び
し
く
間
わ
れ
る
場
面
で
あ
ろ
う
。

(
凶
)
公
平
審
理
に
お
け
る
証
拠
調
に
お
い
て
、
ど
の
程
度
ま
で
、
ま
た
、
い
つ
の
段
階
で
、
証
拠
申
出
を
採
用
す
る
か
の
問
題
は
、
そ
れ
が
事
実
認
定
を

左
右
す
る
だ
け
に
、
審
査
機
関
と
し
て
は
、
き
わ
め
て
重
要
か
つ
微
妙
な
決
定
行
為
で
あ
る
。
過
去
に
お
け
る
審
理
の
実
務
体
験
か
ら
い
え
ば
、
一
般

的
に
は
、
と
か
く
不
必
要
と
思
わ
れ
る
証
人
が
多
数
両
当
事
者
か
ら
申
請
さ
れ
、
そ
の
取
調
べ
の
た
め
に
審
理
が
遅
延
す
る
き
ら
い
の
あ
る
こ
と
は
否

め
な
い
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
み
れ
ば
、
審
査
機
関
と
し
て
は
、
「
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
当
事
者
の
申
し
出
た
証
拠
を
調
べ
る
必
要
は
な
い
」

さ字b.

h問
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と
い
う
原
則
を
ふ
ま
え
つ
つ
も
、
処
分
の
当
否
な
い
し
変
更
を
も
含
む
公
平
審
理
の
制
度
に
か
ん
が
み
て
、
正
式
の
訴
訟
よ
り
も
柔
軟
な
配
慮
が
要
求

さ
れ
る
よ
う
で
あ
り
、
ま
た
、
当
事
者
と
り
わ
け
申
立
入
に
対
し
て
、
審
理
の
場
で
主
張
・
立
証
を
十
分
に
尽
し
た
と
い
う
一
種
の
満
足
感
を
与
え
る

こ
と
も
、
公
平
審
査
の
制
度
の
、
一
つ
の
、
し
か
し
か
な
り
重
要
な
機
能
で
あ
る
こ
と
に
想
い
を
致
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
当
事
者
の
書
証
以
外

の
人
証
の
申
出
に
つ
い
て
は
、
そ
の
申
出
し
た
審
理
の
初
期
時
点
に
お
い
て
は
必
要
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
も
、
審
理
の
進
行
に
応
じ

て
新
た
な
争
点
が
浮
び
上
っ
た
り
す
る
等
に
よ
っ
て
、
証
拠
申
出
が
必
要
も
し
く
は
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
場
合
も
生
ず
る
。
し
た
が
っ
て
、
審

理
の
最
終
段
階
な
い
し
結
審
の
時
ま
で
に
証
拠
の
採
否
の
決
定
を
延
ば
し
、
そ
の
時
点
で
審
査
機
関
と
し
て
本
件
事
案
の
裁
決
に
必
要
な
だ
け
の
心
証

が
形
成
さ
れ
た
た
め
に
、
も
は
や
託
拠
の
採
用
・
取
調
べ
の
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
に
、
審
理
終
結
の
さ
い
、
明
示
的
も
し
く
は
黙
示
的
に
却
下

す
る
と
い
う
措
置
を
と
る
こ
と
が
望
ま
し
い
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
証
拠
調
べ
に
関
し
て
、
訴
訟
法
上
論
ぜ
ら
れ
る
「
厳
格
な
証
明
」
、
「
自
由
な
証

明
」
の
問
題
も
あ
ろ
う
が
、
本
稿
で
は
そ
こ
ま
で
立
ち
入
ら
な
い
。

む

び

す

以
上
に
お
い
て
、
私
は
、
公
平
審
査
制
度
の
一
断
面
を
、
と
く
に
審
理
指
揮
と
い
う
問
題
に
し
ぼ
っ
て
、
民
事
訴
訟
法
学
者
の
業
績
に
学

び
な
が
ら
、
ま
た
多
少
の
実
務
体
験
を
反
省
し
な
が
ら
、
あ
え
て
未
熟
な
試
論
を
展
開
し
て
み
た
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
学
界
と
実
務
界
と

公平審査と審理指揮

の
あ
い
だ
の
、

い
わ
ば
谷
間
の
な
か
に
埋
も
れ
て
い
た
と
も
い
う
べ
き
公
平
審
理
の
問
題
に
、
大
か
た
の
関
心
を
喚
起
し
、
さ
ら
に
で
き
う

ぺ
く
ん
ば
、
私
の
専
攻
の
公
法
の
学
問
的
分
野
と
公
平
審
理
の
実
務
と
の
あ
い
だ
の
架
橋
の
役
割
を
は
た
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
学
界
と
実
務

界
の
両
方
に
対
し
て
い
さ
さ
か
な
り
と
も
寄
与
し
た
い
と
い
う
念
慮
か
ら
で
あ
っ
た
。
最
後
に
、
二
つ
の
点
を
、
と
く
に
付
言
し
て
結
び
に

か
え
よ
う
と
思
う
。

第
一
は
、

か
つ
て
新
堂
教
授
の
提
起
し
た
「
民
事
訴
訟
法
理
論
は
だ
れ
の
た
め
に
あ
弘
叫
」
と
い
う
命
題
に
あ
や
か
っ
て
い
う
な
ら
ば
、
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説

公
平
審
理
の
審
理
主
体
と
し
て
の
申
立
人
・
処
分
庁
・
審
査
機
関
の
三
面
的
関
係
に
お
い
て
、
何
よ
り
も
重
要
な
こ
と
は
、

「
公
平
審
査
は

論

だ
れ
の
た
め
に
あ
る
か
」
と
い
う
こ
と
か
ら
、
問
題
の
本
質
を
聞
い
な
お
す
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
そ
の
解
答
と
し

「
利
用
者
た
る
不
服
時
立
て
を
し
た
公
務
員
の
立
場
に
た
っ
て
」
、
公
平
審
査
の
基
礎
理
論
を
構
築
し
、
そ
の
あ
る
べ
き
理
念
を
探

て
は
、

究
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
現
実
を
直
視
し
て
ゆ
く
こ
と
に
つ
き
る
で
あ
ろ
う
。
本
稿
は
、
そ
の
た
め
の
試
論
的
な
一
考
察
に
す
ぎ
な
い
。

第
二
は
、
人
事
委
員
の
一
人
と
し
て
、
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
審
理
廷
に
お
い
て
公
平
審
査
の
単
独
審
理
を
主
宰
し
た
体
験
か
ら
、
自
戒
の

言
葉
と
し
て
想
起
さ
れ
る
の
は
、
か
の
一
三
世
紀
の
シ
ュ
ワ

i
ベ
ン
・
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
「
す
べ
て
の
裁
判
官
が
具
え
る

ハ
2
〉

べ
き
四
つ
の
徳
」
で
あ
る
。
い
わ
く
、
正
義
(
の
2
2
r
t
m
w
E
)、
英
知
(
者
g
r
g
c、
剛
毅

(
ω
S円
宮
)
、
節
度

(
Z
B出
)
。
厳
格
な
証
拠

法
則
、
法
廷
秩
序
の
維
持
の
下
に
行
わ
れ
る
裁
判
所
の
訴
訟
指
揮
と
は
い
く
た
の
点
で
異
な
る
も
の
が
あ
る
と
は
い
え
、
そ
の
主
張
に
お
い

て
そ
れ
ぞ
れ
正
面
か
ら
対
立
す
る
申
立
人
と
処
分
庁
の
あ
い
だ
に
立
っ
て
、
公
正
・
適
正
・
誠
実
・
迅
速
等
の
き
び
し
い
誇
要
請
の
下
に
審

理
指
揮
を
行
う
立
場
は
、
あ
る
意
味
で
裁
判
長
と
き
わ
め
て
類
似
す
る
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
問
題
は
、
し
か
し
、

具
体
的
な
事
案
と
与
え
ら
れ
た
状
況
の
下
で
、
適
時
適
切
な
審
理
指
揮
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
う
し
た
要
請
に
こ
た
え
て
ゆ
く
べ

き
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

(

1

)

新
堂
教
授
は
、
そ
の
「
民
事
訴
訟
法
」
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
本
書
を
一
貫
し
た
問
題
の
立
て
か
た
」
は
「
民
事
訴
訟
理
論
は
だ
れ

の
た
め
に
あ
る
か
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
利
用
者
の
立
場
に
立
っ
て
基
礎
浬
論
を
再
編
成
し
よ
う
と
企
て
た
」
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
そ

し
て
、
そ
の
場
合
、

ω原
告
の
立
場

ω被
告
の
立
場

ω裁
判
所
の
立
場
に
、
そ
れ
ぞ
れ
三
者
の
お
か
れ
た
立
場
を
わ
け
で
、
「
訴
訟
に
関
与
す
る

各
主
体
」
の
「
利
害
の
対
立
状
況
」
を
実
証
的
に
検
討
す
べ
き
こ
と
を
提
言
す
る
〔
は
し
が
き
、
一
一
良
、
一
七
三
頁
〉
。
こ
う
し
た
検
討
の
視
点
と
手

法
は
、
そ
の
ま
ま
、
こ
れ
か
ら
公
平
審
査
の
基
礎
理
論
を
構
築
し
て
ゆ
く
場
合
に
も
、
き
わ
め
て
示
唆
に
富
む
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(

2

)

河
内
丘

g
z
n
y
目白
p
r
E口
四
広
島

5HNonrgdigg∞
E
F
由
〉

=
2
4
5∞
尾
高
U
碧
海
訳
・
ラ

l
ト
プ
ル
フ
・
法
学
入
門
二
ハ

O
頁。
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〔附
い
一
人

間

制

一

♀

李
乞
一
由
・

審
項
下
|

駐
一
会

f
¥
一
回
貝委事人

表

東
京
都
の
審
査
規
則
に
お
け
る
審
査
事
務
の
手
続
(
口
頭
審
理
)
の
図
表

処分庁

再答弁書

日最蹴任

不眠中立て

正

反論書

代理人
選解世

描

答弁書

公平審査と審理指揮

串
東
京
都
の
審
査
規
則
に
つ
い
て
は
今
村
先
生
記
念
論
文
集
の
拙
稿
(
《
公
平
審
査
法
》
試
論
)

の

附

録

を

参

照

さ

れ

た

い

(

を

お

、

の

条

文

・

項

を

一

万

す

)
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The Trial System of the Public Official Grievance 

and the Conduct of the Trial Examination 

in Civil Service Commission 

Hideo WADA* 

The aim of this essay is to make a tentative study of the trial 

system of the pubIic official grievance and the conduct of the trial 

examination in civil service commission. 

1. The Outline of the Comparative Problems between the Civil 

Procedure and the Trial System of the Public Official Grievance. 

In order to examine the conduct of the trial system of the 

public official grievance， it is needful to describe， examine die Pro-
zessleitung of civil procedure which gives the model to that of the 

trial system of pub1ic official grievance; at the same time it seems 

also needful to make a sketch in advance keeping into the con-

sideration of the comparative study concerning the civil procedure 

and the trial system of pub1ic official grievance. 

II. The Conduct of die Prozessleitung in civil procedure-the 

Original Form modelled by the Conduct of the Trial Examination 

of Civil Service Commission. 

The problematical location of die Prozessleitung in civil proce-

dure system and the meaning， content of it are taken up in this 

chapter; in describing and examining these problems， 1 owe mainly 

to some established civil procedure law professors. 

III. The Conduct of the Examination in the Trial System of 

the Public Official Grievance. 

The conduct of the trial examination in civil service commission 

キ Professorof Constitutional Law and Administrative Law， Faculty of 
Law， Meiji University 
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Hokkaido L. Rev. 

has its original form or model in die Prozessleitung of civil proce・

dure and the approaches to this problem should be made by the 

following viewpoints: first to reconstruct the conception of the trial 

examination taking consideration into that of die Prozessleitung of 

the civil procedure and secondarily to study the mixture of Pαrtei-

prinzip and Offizialprinzip in the civil procedure and in turn， ex-

amine the modification， transformation of these principles in the 

trial system of the public official grievance. 
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