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｜
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第
一
章

当
事
者
主
義
的
訴
訟
運
営
の
基
盤
と
し
て
の
証
拠
・
情
報
の
収
集
手
続
の
実
効
化
｜

当
事
者
照
会
の

改
革
に
焦
点
を
当
て
て
｜

第
一
節

当
事
者
主
義
的
訴
訟
運
営
へ
の
移
行
の
必
要
性
｜

争
点
整
理
手
続
に
焦
点
を
当
て
て
｜

第
五
款

当
事
者
主
義
的
民
事
訴
訟
運
営
と
実
体
的
正
義
・
手
続
的
正
義
、
手
続
保
障

本
稿
で
は
こ
こ
ま
で
、
原
告
・
被
告
間
の
権
利
義
務
関
係
に
関
す
る
訴
訟
の
結
論
（
判
決
・
和
解
等
）
に
影
響
を
及
ぼ
す
部
分
、
す
な

わ
ち
、
訴
訟
に
お
け
る
実
体
形
成
の
側
面
に
お
い
て
、
従
来
の
裁
判
所
主
導
型
訴
訟
運
営
か
ら
脱
却
し
、
当
事
者
主
義
的
訴
訟
運
営
へ
の

移
行
を
図
る
べ
き
で
あ
る
旨
を
論
じ
て
き
た
。
と
こ
ろ
で
、
本
稿
で
焦
点
を
当
て
て
論
じ
る
争
点
整
理
手
続
に
お
い
て
当
事
者
主
義
的
訴

訟
運
営
へ
の
移
行
を
考
え
る
場
合
、
当
事
者
サ
イ
ド
の
主
体
性
発
揮
と
い
う
観
点
に
鑑
み
て
、
従
来
の
裁
判
所
主
導
型
争
点
整
理
手
続
に

典
型
的
に
見
ら
れ
た
、
釈
明
を
通
じ
て
の
当
事
者
サ
イ
ド
の
事
実
主
張
・
証
拠
提
出
の
後
見
的
な
補
充
に
つ
い
て
は
、
前
款
で
論
じ
た
よ

う
に
、
後
退
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
点
に
関
す
る
一
つ
の
問
題
と
し
て
、
実
体
的
正
義
と
手
続
的
正
義
の
バ
ラ
ン
ス
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
が
出

て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
裁
判
所
主
導
型
争
点
整
理
手
続
に
お
い
て
は
、
当
事
者
サ
イ
ド
が
あ
る
主
張
を
し
て
い
な
い
、

論 説

義
、
手
続
保
障
（
以
上
、
本
号
）

第
二
章

日
本
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
当
事
者
照
会
と
そ
の
問
題
点

第
三
章

ア
メ
リ
カ
連
邦
民
事
訴
訟
規
則
に
お
け
る
質
問
書
と
そ
の
実
効
化

手
段

む
す
び
に
か
え
て
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あ
る
い
は
、
あ
る
証
拠
を
提
出
し
て
い
な
い
と
い
う
状
況
で
、
当
該
の
主
張
や
証
拠
が
訴
訟
の
場
に
挙
げ
ら
れ
れ
ば
、
真
実
に
適
い
、
実

体
法
的
な
関
係
に
沿
っ
た
判
決
が
な
さ
れ
得
る
場
合
、
さ
ら
に
い
え
ば
、
当
該
当
事
者
が
実
体
法
的
に
は
勝
訴
す
べ
き
場
合
に
は
、
裁
判

所
が
積
極
的
に
釈
明
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
当
該
の
主
張
や
証
拠
の
補
充
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
意
味
で
、
実
体
的
正
義
に
適

う
結
果
は
得
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
場
合
、
問
題
の
当
事
者
サ
イ
ド
は
、
本
来
で
あ
れ
ば
そ
の
自
己
責
任
と
裏
腹

の
関
係
に
あ
る
弁
論
権
の
行
使
、
す
な
わ
ち
主
張
や
証
拠
の
提
出
を
自
発
的
に
な
す
べ
き
で
あ
り
、
当
事
者
に
訴
訟
手
続
上
弁
論
権
が
保

障
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
不
当
判
決
に
つ
い
て
の
当
事
者
の
不
利
益
・
責
任
と
が
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
そ
の
主
張

や
証
拠
が
訴
訟
の
場
に
挙
げ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
不
当
判
決
、
さ
ら
に
い
え
ば
、
実
体
法
的
に
当
該
当
事
者
に
不
利
な
判
決

が
な
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
と
こ
ろ
を
、
裁
判
所
が
積
極
的
に
釈
明
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
救
済
す
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な

場
合
、
当
該
当
事
者
サ
イ
ド
が
本
来
で
あ
れ
ば
弁
論
権
の
行
使
に
よ
っ
て
自
身
の
手
続
上
の
責
任
を
果
た
す
べ
き
で
あ
る
の
に
、
そ
こ
で

裁
判
所
が
釈
明
に
よ
る
後
見
的
な
主
張
・
証
拠
の
補
充
に
よ
っ
て
責
任
を
肩
代
わ
り
す
る
こ
と
で
、
実
体
的
正
義
の
貫
徹
が
な
さ
れ
る
反

面
で
、
両
当
事
者
が
自
ら
の
手
続
上
の
責
任
を
果
た
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
手
続
的
正
義
の
観
点
か
ら
は
、
望
ま
し
く
な
い
事
態
が
生
じ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
を
提
起
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
争
点
整
理
手
続
に
お
け
る
当
事
者
主
義
的
訴
訟
運
営
へ
の
移
行
を
図
る
、
す
な
わ
ち
、
争
点
整
理
段
階
で
の
当
事
者
サ
イ
ド
の

自
発
的
な
弁
論
権
行
使
お
よ
び
責
任
を
強
調
す
る
に
際
し
て
は
、
当
事
者
サ
イ
ド
が
適
時
に
必
要
な
主
張
・
証
拠
提
出
を
行
う
よ
う
促
す

た
め
に
、
時
機
に
後
れ
た
攻
撃
防
御
方
法
の
却
下
（
法
一
五
七
条
）
を
強
化
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
場
面
に
お
い
て
も
、
実

体
的
正
義
と
手
続
的
正
義
の
バ
ラ
ン
ス
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
が
出
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方

の
当
事
者
サ
イ
ド
が
あ
る
攻
撃
防
御
方
法
を
時
機
に
後
れ
て
、
ま
た
は
争
点
整
理
終
了
後
に
提
出
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
そ
の
攻

撃
防
御
方
法
の
提
出
を
認
め
る
か
否
か
に
よ
っ
て
、
判
決
の
実
体
法
的
な
結
論
が
当
該
当
事
者
サ
イ
ド
に
と
っ
て
有
利
に
変
わ
っ
て
く
る
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可
能
性
が
あ
る
と
い
う
場
合
が
考
え
ら
れ
得
る
。
一
方
で
、
真
実
発
見
や
実
体
的
正
義
の
貫
徹
を
重
視
す
れ
ば
、
そ
こ
で
問
題
と
な
っ
て

い
る
攻
撃
防
御
方
法
の
提
出
を
認
め
る
こ
と
に
傾
く
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
場
合
、
当
該
当
事
者
サ
イ
ド
が
本
来
な
ら
ば
攻
撃
防
御
方

法
の
提
出
の
機
会
が
保
障
さ
れ
て
い
な
が
ら
そ
れ
を
怠
っ
て
い
た
、
す
な
わ
ち
、
自
ら
の
手
続
上
の
責
任
を
十
分
に
果
た
し
て
い
な
か
っ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
時
機
に
後
れ
た
攻
撃
防
御
方
法
の
却
下
が
な
さ
れ
な
い
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
責
任
の
懈
怠
が
救
済
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
、
手
続
的
正
義
の
観
点
か
ら
は
望
ま
し
く
な
い
事
態
が
生
じ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
他
方
で
、
手
続
的
正
義
の
観
点
を
重
視
す
れ

ば
、
問
題
の
攻
撃
防
御
方
法
を
時
機
に
後
れ
た
も
の
と
し
て
却
下
す
る
こ
と
に
傾
く
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
場
合
、
当
該
当
事
者
サ
イ

ド
は
不
当
判
決
と
い
う
結
果
を
甘
受
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
真
実
発
見
や
実
体
的
正
義
の
貫
徹
と
い
う
観
点
は
背
後
に

退
く
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
当
事
者
主
義
的
訴
訟
運
営
へ
の
移
行
を
考
え
る
場
合
、
そ
こ
で
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
、
裁
判
所
の

釈
明
の
範
囲
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
と
い
う
問
題
、
時
機
に
後
れ
た
攻
撃
防
御
方
法
の
却
下
に
関
す
る
問
題
と
の
関
係
で
、
実
体
的
正

義
と
手
続
的
正
義
と
の
関
係
・
バ
ラ
ン
ス
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
よ
う
に
思
わ

73
）

れ
る
。
こ
の
問
題

に
関
し
て
は
、
一
方
で
は
、
実
体
的
正
義
と
手
続
的
正
義
と
が
対
立
す
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
本
稿

で
提
示
し
た
よ
う
な
、
当
事
者
主
義
的
訴
訟
運
営
・
当
事
者
主
義
的
争
点
整
理
手
続
へ
の
移
行
の
た
め
に
裁
判
所
の
釈
明
を
後
退
さ
せ
る

こ
と
、
お
よ
び
、
時
機
に
後
れ
た
攻
撃
防
御
方
法
の
却
下
を
強
化
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
手
続
的
正
義
を
優
先
す
る
反
面
で
実
体
的
正

義
を
後
退
さ
せ
る
も
の
と
し
て
、
批
判
的
に
捉
え
ら
れ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
得
る
。

た
だ
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
確
か
に
わ
が
国
の
現
行
の
民
事
訴
訟
法
・
民
事
訴
訟
手
続
を
前
提
と
し
て
考
え
れ
ば
、
前
記
の
よ
う
な

方
策
を
伴
っ
て
当
事
者
主
義
的
訴
訟
運
営
・
当
事
者
主
義
的
争
点
整
理
手
続
へ
の
移
行
を
図
る
こ
と
に
よ
る
、
実
体
的
正
義
と
手
続
的
正

義
と
の
対
立
が
生
じ
る
よ
う
に
一
見
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
従
来
当
事
者
主
義
的
訴
訟
運
営
へ
の
移
行
を
唱
え
て
き
た
論
者
、
お
よ
び
筆

北研46(3・ )76 632
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者
が
そ
の
た
め
の
基
盤
と
し
て
前
提
と
し
て
い
る
、
当
事
者
照
会
制
度
を
は
じ
め
と
す
る
各
種
の
証
拠
・
情
報
の
収
集
手
続
の
充
実
化
・

実
効
化
と
い
う
条
件
も
考
慮
に
入
れ
る
と
、
前
記
の
よ
う
な
実
体
的
正
義
と
手
続
的
正
義
と
の
対
立
が
生
じ
る
か
否
か
と
い
う
点
に
つ
い

て
は
、
疑
問
の
余
地
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
本
稿
で
問
題
と
し
て
き
た
現
状
の
裁
判
所
主
導
型
争
点
整

理
手
続
に
お
い
て
、
当
事
者
サ
イ
ド
に
よ
る
、
実
体
法
上
有
利
な
判
決
等
を
得
る
た
め
に
必
要
な
主
張
・
証
拠
提
出
が
な
さ
れ
ず
、
裁
判

所
の
釈
明
に
よ
る
主
張
・
証
拠
等
の
補
充
が
必
要
と
な
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
そ
の
よ
う
な
主
張
・
証
拠
提
出
が
時
機
に
後
れ
て
な
さ
れ

る
こ
と
の
要
因
と
し
て
は
、
様
々
な
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
一
つ
の
要
因
と
し
て
、
当
事
者
サ
イ
ド
が
実
体
法
上
有
利
な
判
決
等
を

得
る
た
め
に
必
要
な
主
張
を
組
み
立
て
る
た
め
に
必
要
な
情
報
や
、
立
証
の
た
め
に
必
要
な
証
拠
を
適
切
な
形
で
入
手
で
き
る
可
能
性
、

ひ
い
て
は
、
両
当
事
者
サ
イ
ド
や
裁
判
所
と
の
間
で
必
要
な
情
報
等
を
共
有
で
き
る
可
能
性
が
限
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ

る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
可
能
性
が
限
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
当
事
者
サ
イ
ド
が
必
要
な
情
報
・
証
拠
等
を
認
識
で
き
ず
、
裁
判

所
の
後
見
的
な
釈
明
に
よ
る
主
張
・
証
拠
の
補
充
、
あ
る
い
は
、
そ
の
よ
う
な
主
張
・
証
拠
の
時
機
に
後
れ
て
の
提
出
と
い
っ
た
現
象
が

生
じ
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
場
面
に
お
い
て
は
、
実
体
的
な
観
点
か
ら
は
必
要
と
さ
れ
る
主
張
・
証
拠

が
、
手
続
的
な
観
点
か
ら
は
適
切
と
は
い
え
な
い
形
で
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
を
提
出
す
べ
き
側
の
当
事
者
サ
イ
ド
が
自
身
の
手
続
上
の
責

任
を
十
分
果
た
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
形
で
提
出
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
、
実
体
的
正
義
と
手
続
的
正
義
と
の
対
立
と
い
う
見
か
け
が
生
じ

て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
筆
者
は
、
こ
の
よ
う
な
実
体
的
正
義
と
手
続
的
正
義
と
の
対
立
と
い
う
見
か
け
を
払
拭
し
、

当
事
者
サ
イ
ド
に
と
っ
て
実
体
的
な
観
点
か
ら
必
要
と
さ
れ
る
主
張
・
証
拠
が
、
そ
れ
を
必
要
と
す
る
側
の
当
事
者
サ
イ
ド
か
ら
、
そ
の

手
続
上
の
責
任
を
十
分
に
果
た
す
形
で
、
自
発
的
に
、
か
つ
適
時
に
提
出
さ
れ
る
こ
と
を
保
障
す
る
た
め
に
、
当
事
者
照
会
制
度
を
は
じ

め
と
す
る
各
種
の
証
拠
・
情
報
の
収
集
手
続
の
充
実
化
・
実
効
化
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
筆
者

は
、
伊
藤
眞
教
授
の
次
の

74
）

指
摘
に
賛
意
を
表
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
伊
藤
教
授
の
指
摘
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
双
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方
当
事
者
と
裁
判
所
の
三
者
間
で
、
紛
争
に
関
す
る
情
報
が
共
有
さ
れ
て
い
れ
ば
、
実
体
的
正
義
と
手
続
的
正
義
と
い
う
二
つ
の
目
標
が

対
立
す
る
こ
と
は
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
し
ば
し
ば
、
共
有
さ
れ
る
べ
き
情
報
の
間
に
格
差
が
出
る
た
め
、
あ
た
か
も
実
体
的
正
義
と
手

続
的
正
義
と
が
対
立
す
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
、
と
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
に
、
当
事
者
主
義
的
訴
訟
運
営
・
当
事
者
主
義
的
争
点
整
理
手
続
に
お
い
て
、
当
事
者
サ
イ
ド
が
自
発
的
に
、
か
つ

適
時
に
自
ら
の
手
続
上
の
責
任
を
尽
く
す
形
で
弁
論
権
の
行
使
、
す
な
わ
ち
、
必
要
な
主
張
や
証
拠
提
出
を
行
い
、
も
っ
て
、
実
体
的
に

も
適
切
な
形
で
判
決
等
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
考
え
る
場
合
、
そ
こ
で
考
え
ら
れ
る
手
続
保
障
の
意
義
に
つ
い
て
も
一
定
の
変
容
が
求
め
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
周
知
の
通
り
、
わ
が
国
の
民
事
訴
訟
法
学
に
お
け
る
手
続
保
障
論
の
展
開
は
、
以
下
の
よ
う
に
要
約
で

75
）

き
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
、
山
木
戸
克
己
教
授
の
当
事
者
権
の
理
論
に
代
表
さ
れ
る
流
れ
に
よ
り
、
非
訟
手
続
と
の
比
較
で
の
、
訴
訟
手

続
に
お
け
る
当
事
者
の
権
能
へ
の
着
目
が
な
さ
れ
た
。
そ
れ
に
続
き
、
新
堂
幸
司
教
授
の
争
点
効
理
論
・「
手
続
事
実
群
」
の
概
念
に
代
表

さ
れ
る
流
れ
に
よ
り
、
主
に
判
決
効
の
根
拠
を
実
質
的
に
説
明
し
正
統
化
す
る
た
め
に
解
釈
論
上
手
続
保
障
に
注
目
が
集
ま
っ
た
。
そ
し

て
、
井
上
正
三
教
授
・
井
上
治
典
教
授
を
は
じ
め
と
す
る
論
者
に
よ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
手
続
保
障
の
第
三
の
波
」
理
論
が
、
民
事
訴
訟
制

度
の
目
的
と
し
て
手
続
保
障
を
捉
え
、
手
続
保
障
を
中
核
に
民
事
訴
訟
制
度
・
民
事
訴
訟
理
論
を
組
み
立
て
、
当
事
者
に
よ
る
主
体
的
な

手
続
形
成
に
訴
訟
の
普
遍
的
価
値
を
求
め
る
と
い
う
方
向
に
向
か
っ
た
、
と
。
こ
の
よ
う
な
形
で
、
わ
が
国
の
民
事
訴
訟
法
学
に
お
い
て

論
じ
ら
れ
て
き
た
手
続
保
障
の
意
義
を
顧
み
た
場
合
、
そ
こ
で
想
定
さ
れ
て
い
る
手
続
保
障
の
意
義
と
し
て
は
、
様
々
な
も
の
が
考
え
ら

れ
る
が
、
そ
れ
で
は
、
本
稿
で
論
じ
る
当
事
者
主
義
的
訴
訟
運
営
・
当
事
者
主
義
的
争
点
整
理
手
続
に
お
い
て
、
実
体
的
正
義
と
手
続
的

正
義
を
調
和
さ
せ
る
形
で
の
制
度
設
計
を
考
え
る
場
合
、
そ
こ
で
問
題
と
な
る
手
続
保
障
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
意
義
・
内
実
を
考

え
る
こ
と
が
望
ま
し
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
筆
者
は
、
近
時
手
続
保
障
に
関
し
て
論
じ
ら
れ
た
い
く
つ
か
の
見
解
が
、

重
要
な
示
唆
を
与
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
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ま
ず
、
筆
者
は
、
伊
藤
眞
教
授
が
近
年
示
し
た
、
当
事
者
に
と
っ
て
の
証
拠
の
確
保
が
手
続
保
障
の
中
心
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
の

見
解
が
、
示
唆
に
富
む
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
こ
の
伊
藤
教
授
の
見
解
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で

76
）

あ
る
。
当
事
者
に
、
自
ら
の
請
求

を
維
持
す
る
た
め
に
十
分
な
主
張
を
す
る
機
会
が
与
え
ら
れ
、
裁
判
所
が
そ
れ
に
対
し
て
適
切
に
対
応
す
る
こ
と
は
大
切
で
あ
る
が
、
他

方
で
主
張
は
、
証
拠
さ
え
準
備
で
き
れ
ば
、
し
か
る
べ
き
構
成
は
可
能
で
あ
る
し
、
仮
に
不
適
切
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
裁
判
所
の
釈
明

に
よ
っ
て
修
正
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
証
拠
に
関
し
て
は
、
そ
れ
が
当
事
者
の
手
元
に
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
当
事
者
が
い
か
に
立
派

な
主
張
を
提
示
し
て
も
、
そ
れ
が
証
拠
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
は
意
味
が
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
民
事
訴
訟

手
続
に
お
け
る
手
続
保
障
と
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
当
事
者
が
そ
の
主
張
を
支
え
る
た
め
に
必
要
な
証
拠
を
確
保
で
き
る
手
段
を
訴
訟
法

と
し
て
用
意
で
き
る
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
集
約
さ
れ
る
、
と
。

ま
た
、
筆
者
は
、
前
記
の
伊
藤
教
授
の
見
解
を
受
け
て
、「
実
質
的
手
続
保
障
」と
い
う
鍵
概
念
を
定
立
し
た
う
え
で
手
続
保
障
の
意
義
・

内
実
を
再
考
す
る
山
本
和
彦
教
授
の

77
）

見
解
も
、
示
唆
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
山
本
和
彦
教
授
は
ま
ず
、
民
事
訴
訟
に
お
い
て

当
事
者
の
主
体
性
の
発
揮
を
最
も
重
要
な
価
値
と
し
て
位
置
づ
け
、
そ
の
価
値
が
、
対
抗
す
る
何
ら
か
の
価
値
に
抵
触
し
な
い
限
り
、
最

も
よ
く
達
成
で
き
る
よ
う
な
民
事
訴
訟
法
・
民
事
訴
訟
制
度
を
構
成
す
べ
き
で
あ
る
と
の
考
え
に
基
づ
き
、
民
事
訴
訟
制
度
が
国
家
制
度

と
し
て
正
統
性
を
有
す
る
根
拠
と
し
て
手
続
保
障
を
位
置
づ
け
る
こ
と
を
提
唱

78
）

す
る
。
こ
こ
で
の
手
続
保
障
の
位
置
づ
け
と
し
て
は
、
個

別
の
民
事
訴
訟
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
制
度
と
し
て
敗
訴
当
事
者
を
そ
の
結
果
に
拘
束
す
る
根
拠
と
な
る
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
そ
れ
を

超
え
て
、
民
事
訴
訟
制
度
・
民
事
訴
訟
手
続
の
全
体
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
を
取
得
・
確
保
す
る
た
め
の
根
拠
と
も
さ
れ
る
こ
と
に

79
）

な
る
。

と
こ
ろ
で
、
従
来
手
続
保
障
の
内
容
と
し
て
は
、
事
実
の
陳
述
や
証
拠
の
申
立
て
を
で
き
る
権
利
で
あ
る
狭
義
の
弁
論
権
と
、
そ
れ
を
十

分
に
保
障
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
審
理
手
続
へ
の
立
会
権
お
よ
び
記
録
閲
覧
権
等
（
さ
ら
に
、
こ
れ
に
上
訴
権
を
加
え
る
こ
と
も
考
え

ら
れ
る
）
が
挙
げ
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
山
本
和
彦
教
授
は
、
従
来
こ
の
よ
う
に
手
続
保
障
の
中
核
と
し
て
観
念
さ
れ
て
き
た
も
の
は
、
当
事
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者
の
主
張
・
立
証
の
妨
害
・
禁
止
が
な
さ
れ
な
い
こ
と
と
い
う
、
形
式
的
な
機
会
の
保
障
に
止
ま
っ
て
い
た
と
の
認
識
を

80
）

示
す
。
そ
し
て
、

そ
の
う
え
で
、
現
代
の
民
事
訴
訟
手
続
に
お
い
て
は
、
当
事
者
、
あ
る
い
は
国
民
一
般
か
ら
見
た
正
統
性
を
支
え
る
も
の
と
し
て
、
こ
の

よ
う
な
形
式
的
な
手
続
保
障
よ
り
も
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
と
も
に
、
当
事
者
が
十
分
な
主
張
・
立
証
を
展
開
す
る
こ
と
が
現
実
に
、
実
質

的
に
み
て
も
可
能
と
な
る
よ
う
な
環
境
の
整
備
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
旨
が
論
じ
ら

81
）

れ
る
。
こ
の
よ
う
な
実
質
的
手
続
保
障

の
内
容
と
し
て
は
、
ま
ず
、
訴
訟
手
続
に
未
だ
顕
出
さ
れ
て
い
な
い
が
、
あ
る
主
張
や
証
拠
の
当
該
訴
訟
に
お
け
る
重
要
性
を
認
識
す
る

た
め
に
必
要
な
情
報（
内
容
の
面
で
は
、
法
に
関
す
る
情
報
、
事
実
に
関
す
る
情
報
に
分
け
ら
れ
、
情
報
の
所
持
者
に
つ
い
て
の
面
で
は
、

裁
判
所
の
有
す
る
情
報
、
相
手
方
当
事
者
の
有
す
る
情
報
、
第
三
者
の
有
す
る
情
報
に
分
け
ら
れ
る
）
を
当
事
者
が
取
得
す
る
こ
と
を
可

能
に
す
る
手
続
・
制
度
の
整
備
が
挙
げ
ら

82
）

れ
る
。
ま
た
、
情
報
取
得
の
た
め
の
手
続
・
制
度
に
加
え
て
、
存
在
は
確
認
さ
れ
て
い
る
が
そ

れ
を
自
ら
の
手
中
に
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
相
手
方
当
事
者
・
第
三
者
が
所
持
す
る
）
証
拠
を
当
事
者
に
取
得
さ
せ
る
こ
と
を
可

能
に
す
る
手
続
・
制
度
の
整
備
も
、
実
質
的
手
続
保
障
の
内
容
と
し
て
、
そ
の
必
要
性
が
説
か

83
）

れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
伊
藤
眞
教
授
・
山
本
和
彦
教
授
に
よ
っ
て
近
年
示
さ
れ
た
、
手
続
保
障
に
関
す
る
見
解
を
概
観
し
た
が
、
筆
者
は
基
本

的
に
は
、
両
教
授
が
提
唱
す
る
実
質
的
な
手
続
保
障
と
い
う
方
向
性
に
賛
意
を
表
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
両
当
事
者
が
自
身
の

実
体
的
な
主
張
や
立
証
を
展
開
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
、
お
よ
び
、
そ
こ
で
の
主
張
を
根
拠
付
け
る
た
め
に
必
要
な
証
拠
を
相
手
方
当

事
者
や
第
三
者
等
か
ら
取
得
す
る
こ
と
を
現
実
に
可
能
と
し
、
も
っ
て
、
自
身
の
実
体
上
の
請
求
・
抗
弁
等
に
つ
い
て
の
主
体
的
な
主
張
・

立
証
を
可
能
に
し
、
促
進
す
る
た
め
の
手
続
・
制
度
を
整
備
し
、
そ
の
実
効
的
な
運
用
を
図
っ
て
い
く
こ
と
を
も
、
手
続
保
障
の
意
義
・

内
容
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
考
え
る
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
く
と
、
手
続
保
障
に
伴
う
、
判
決
等
の
裁
判
の
結
果
の
正
統
化
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
も
、
一
定
程

度
、
再
考
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
筆
者
は
現
在
の
と
こ
ろ
、
民
事
訴
訟
法
学
の
観
点
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か
ら
は
外
在
的
な
議
論
と
な
る
が
、
ド
イ
ツ
の
社
会
学
者N

ik
la
s L

u
h
m
a
n
n

の
手
続

84
）

理
論
の
枠
組
み
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
紛
争
当
事

者
が
よ
り
実
り
多
い
形
で
自
ら
の
行
動
期
待
を
変
更
し
て
い
く
た
め
の
「
学
習
促
進
装
置
」
と
し
て
手
続
を
位
置
づ
け
る
こ
と
を
提
唱
す

る
福
井
康
太
准
教
授
の

85
）

見
解
が
、
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
考
え
を
有
し
て
い
る
。
福
井
准
教
授
の
見
解
を
筆
者
な
り

に
整
理
す
る
と
、
以
下
の
通
り
で

86
）

あ
る
。L

u
h
m
a
n
n

の
手
続
理
論
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
て
い
る
手
続
の
機
能
に
は
、
当
事
者
の
「
期
待
の

変
更
」
と
「
コ
ン
フ
リ
ク
ト
の
吸
収
」
と
い
う
二
つ
の
側
面
が
あ
る
と
こ
ろ
、
従
来
の
理
解
で
は
、
法
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
適
合
す
る
形
で
の

コ
ン
フ
リ
ク
ト
の
吸
収
と
い
う
側
面
が
過
度
に
強
調
さ
れ
、
そ
こ
で
措
定
さ
れ
る
手
続
は
、
当
事
者
の
意
に
反
し
て
で
も
法
プ
ロ
グ
ラ
ム

を

87
）

学
習
す
る
よ
う
に
強
制
す
る
も
の
と
の
理
解
が
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
当
事
者
の
「
期
待
の
変
更
」
と
い
う
側
面
を
強
調
す
る
場

合
、
こ
の
期
待
の
変
更
は
、
必
ず
し
も
当
事
者
の
意
に
反
す
る
形
で
の
み
作
用
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
場
合
の
学
習
で
は
、
当
事
者

同
士
が
様
々
な
形
で
現
れ
る
他
者
（
人
だ
け
で
は
な
く
、
他
の
期
待
、
異
な
る
論
理
、
法
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
含
ま
れ
得
る
）
を
参
照
し
つ
つ
、

自
ら
抱
え
て
い
る
当
該
紛
争
に
ふ
さ
わ
し
い
定
義
を
各
自
で
与
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
身
の
行
動
の
指
針
た
る
体
験
加
工
の
枠
組（
期
待
）

を
、
自
己
を
回
復
し
実
現
す
る
よ
う
な
方
向
で
変
更
し
て
い
く
こ
と
も
可
能
と

88
）

な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
学
習
に
と
っ
て
は
、
当
事

者
が
相
手
方
や
利
害
関
係
人
に
よ
る
様
々
な
要
求
に
触
れ
、
ま
た
、
そ
れ
を
取
り
囲
む
社
会
の
出
来
事
に
接
す
る
こ
と
が
重
要
な
意
味
を

も
つ
。
な
ぜ
な
ら
、
当
事
者
は
、
そ
う
し
た
様
々
な
他
者
に
照
合
す
る
こ
と
で
は
じ
め
て
、
自
分
が
抱
え
て
い
る
紛
争
を
多
面
的
に
検
討

し
、
そ
れ
に
引
き
受
け
可
能
な
形
を
与
え
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
裁
判
手
続
で
は
、
当
事
者
の
攻
撃

防
御
に
お
い
て
様
々
な
主
張
や
証
拠
が
提
示
さ
れ
る
こ
と
、
ま
た
、
直
接
・
間
接
の
利
害
関
係
人
の
関
与
等
に
よ
っ
て
、
様
々
な
フ
ァ
ク

タ
ー
が
導
入
さ
れ
、
当
事
者
た
ち
は
、
そ
の
よ
う
な
様
々
な
フ
ァ
ク
タ
ー
に
照
ら
し
て
自
ら
の
置
か
れ
て
い
る
立
場
を
解
釈
し
、
そ
れ
に

ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
自
ら
の
体
験
加
工
の
枠
組
を
変
更
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
、
と
。

こ
こ
ま
で
、Lu

h
m
a
n
n

の
手
続
理
論
を
踏
ま
え
つ
つ
そ
れ
を
展
開
す
る
こ
と
を
試
み
る
福
井
准
教
授
の
見
解
を
概
観
し
た
が
、
筆
者
は
、
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訴
訟
手
続
が
、
紛
争
当
事
者
が
そ
の
中
で
相
手
方
当
事
者
の
主
張
・
立
証
、
あ
る
い
は
利
害
関
係
人
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
コ
ン
タ
ク

ト
に
接
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
該
紛
争
に
関
す
る
自
身
の
行
動
指
針
た
る
体
験
加
工
の
枠
組
（
期
待
）
の
変
更
、
す
な
わ
ち
学
習
を
行

い
、
も
っ
て
、
そ
こ
で
も
た
ら
さ
れ
る
判
決
等
の
結
果
を
受
容
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
、
促
進
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
訴
訟
手
続
を

学
習
促
進
装
置
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
に
賛
意
を
表
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
形
で
訴
訟
手
続
を
理
解
す
る
場
合
、
訴

訟
当
事
者
の
学
習
の
促
進
の
た
め
に
は
、
そ
の
重
要
な
点
と
し
て
、
当
該
紛
争
に
関
す
る
両
当
事
者
の
主
張
・
証
拠
、
あ
る
い
は
そ
れ
と

関
連
す
る
様
々
な
情
報
が
、学
習
の
た
め
の
フ
ァ
ク
タ
ー
と
し
て
手
続
の
中
に
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
、

わ
が
国
の
現
状
の
民
事
訴
訟
手
続
に
お
い
て
は
、
そ
の
た
め
の
証
拠
・
情
報
の
収
集
手
続
が
必
ず
し
も
十
分
な
形
で
整
備
さ
れ
て
い
な
い

た
め
、
訴
訟
手
続
を
通
じ
て
の
紛
争
当
事
者
の
学
習
の
促
進
が
十
分
に
図
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
筆
者

は
、
本
稿
で
論
ず
る
、
制
裁
を
備
え
る
こ
と
に
よ
る
当
事
者
照
会
制
度
の
実
効
化
を
含
む
、
証
拠
・
情
報
の
収
集
手
続
の
さ
ら
な
る
拡
充
・

実
効
化
に
よ
っ
て
、
民
事
訴
訟
手
続
が
学
習
促
進
装
置
と
し
て
よ
り
望
ま
し
い
形
で
機
能
す
る
よ
う
に
な
り
、
訴
訟
当
事
者
に
よ
る
判
決

等
の
結
果
の
受
容
、
ひ
い
て
は
正
統
化
に
と
っ
て
、
プ
ラ
ス
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
の
考
え
を
抱
い
て
い
る
。

注73
）

裁
判
所
の
釈
明
権
行
使
、
時
機
に
後
れ
た
攻
撃
防
御
方
法
の
却
下
と
い
う
二
つ
の
場
面
と
の
関
係
で
、
実
体
的
正
義
と
手
続
的
正
義
の
相
克
と
い
う
問
題

に
つ
き
検
討
す
る
文
献
と
し
て
、
伊
藤＝

加
藤＝

山
本
和
彦
・
前
掲
注
（
17
）
一
八
五
〜
一
九
六
頁
参
照
。

（
74
）

伊
藤＝

加
藤＝

山
本
和
彦
・
前
掲
注
（
17
）
一
九
九
頁
﹇
伊
藤
眞
発
言
﹈。

（
75
）

わ
が
国
の
民
事
訴
訟
法
学
に
お
け
る
手
続
保
障
論
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
眞
「
学
説
史
か
ら
み
た
手
続
保
障
」
新
堂
編
著
・
前
掲
注
（
46
）
五
一
頁
、

井
上
治
典
「
手
続
保
障
の
第
三
の
波
」
同
『
民
事
手
続
論
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
三
年
）
二
九
頁
（
新
堂
編
著
・
前
掲
注
（
46
）
七
六
頁
に
も
所
収
）、
伊
藤

＝

加
藤＝

山
本
和
彦
・
前
掲
注
（
17
）
一
七
二
頁
。
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（
76
）

伊
藤＝

加
藤＝

山
本
和
彦
・
前
掲
注
（
17
）
一
八
二
頁
﹇
伊
藤
眞
発
言
﹈。

（
77
）

山
本
和
彦
「
手
続
保
障
再
考
｜

実
質
的
手
続
保
障
と
迅
速
訴
訟
手
続
｜

」
井
上
治
典
先
生
追
悼
論
文
集
・
前
掲
注
（
17
）
一
四
六
頁
。

（
78
）

山
本
和
彦
・
前
掲
注
（
77
）
一
五
一
頁
。

（
79
）

山
本
和
彦
・
前
掲
注
（
77
）
一
五
一
頁
。

（
80
）

山
本
和
彦
・
前
掲
注
（
77
）
一
五
二
頁
。

（
81
）

山
本
和
彦
・
前
掲
注
（
77
）
一
五
二
〜
一
五
三
頁
。
そ
こ
で
は
、
た
と
え
ば
、
あ
る
主
張
・
立
証
を
す
る
必
要
性
を
認
識
で
き
て
い
な
い
当
事
者
や
、
あ

る
証
拠
を
手
中
に
で
き
ず
結
果
と
し
て
そ
れ
を
訴
訟
に
提
出
で
き
な
か
っ
た
当
事
者
に
対
し
て
、
主
張
や
証
拠
提
出
の
機
会
が
十
分
に
あ
っ
た
（
誰
か
ら
も

妨
害
さ
れ
な
か
っ
た
）
と
し
て
、
必
要
な
手
続
保
障
が
尽
く
さ
れ
て
い
る
と
す
る
こ
と
は
、
当
事
者
、
あ
る
い
は
国
民
一
般
か
ら
見
て
の
民
事
訴
訟
の
正
統

性
を
疑
わ
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
と
の
問
題
提
起
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
82
）

山
本
和
彦
・
前
掲
注
（
77
）
一
五
四
〜
一
五
五
頁
。

（
83
）

山
本
和
彦
・
前
掲
注
（
77
）
一
五
六
〜
一
五
七
頁
。

（
84
）

Ｎ
・
ル
ー
マ
ン
（
今
井
弘
道
訳
）『
手
続
を
通
し
て
の
正
統
化
（
新
装
版
）』（
風
行
社
、
二
〇
〇
三
年
）（
原
著
一
九
六
九
年
）。
と
り
わ
け
、
裁
判
手
続
に

関
す
るL

u
h
m
a
n
n

の
理
論
に
つ
い
て
は
、
同
書
六
四
〜
一
四
一
頁
。
な
お
、L

u
h
m
a
n
n

の
手
続
理
論
の
要
点
に
つ
い
て
は
、
Ｎ
・
ル
ー
マ
ン
（
村
上
淳
一＝

六
本
佳
平
訳
）『
法
社
会
学
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
七
年
）（
原
著
一
九
七
二
年
）
二
八
四
〜
二
九
一
頁
も
参
照
。

（
85
）

福
井
康
太
「『
手
続
を
通
し
て
の
正
統
化
』
論
再
考
｜

学
習
の
強
制
か
ら
学
習
促
進
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
へ
｜

」
法
社
会
学
五
一
号
（
一
九
九
九
年
）
一
七

一
〜
一
七
五
頁
。

（
86
）

以
下
の
整
理
は
、
福
井
・
前
掲
注
（
85
）
一
七
一
〜
一
七
三
頁
に
よ
る
。

（
87
）

L
u
h
m
a
n
n

の
手
続
理
論
に
お
け
る
「
学
習
（L

ern
en

）」
と
は
、
行
為
者
が
体
験
を
加
工
す
る
枠
組
（「
期
待
（E

rw
a
rtu
n
g

）」
の
構
造
）
を
変
更
す
る

こ
と
を
指
す
。
福
井
・
前
掲
注
（
85
）
一
七
四
頁
注
（
２
）
参
照
。

（
88
）

福
井
准
教
授
は
、
手
続
の
学
習
機
能
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
場
合
、Lu

h
m
a
n
n

自
身
の
意
図
か
ら
は
離
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
な
お
、

L
u
h
m
a
n
n

の
手
続
理
論
の
可
能
的
な
射
程
範
囲
を
超
え
て
は
い
な
い
と
思
わ
れ
る
旨
を
論
じ
る
。L

u
h
m
a
n
n

は
、
そ
の
手
続
理
論
の
中
で
、
ア
メ
リ
カ
合
衆

国
の
社
会
心
理
学
者
・
哲
学
者G

eo
rg
e H

erb
ert M

ea
d

の
「
役
割
引
受
（ro

ll-ta
k
in
g

）」
理
論
を
援
用
し
て
い
る
が
（
ル
ー
マ
ン
・
前
掲
注
（
84
）『
手

続
を
通
し
て
の
正
統
化
（
新
装
版
）』
八
九
〜
九
五
頁
）、
福
井
准
教
授
に
よ
れ
ば
、L

u
h
m
a
n
n

は
、
そ
こ
で
の
「
他
者
」
を
、
法
律
家
、
法
廷
と
い
う
場
の

論
理
、
法
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
引
き
寄
せ
て
理
解
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
と
い
う
。
し
か
し
、M

ea
d

自
身
は
、「
人
間
の
社
会
的
な
あ
り
方
一
般
」
を
引
き
受
け
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る
と
い
う
、
よ
り
広
い
意
味
で
「
役
割
引
受
」
理
論
を
構
想
し
て
お
り
〔
Ｇ
・
Ｈ
・
ミ
ー
ド
（
河
村
望
訳
）『
精
神
・
自
我
・
社
会
（
デ
ュ
ー
イ＝

ミ
ー
ド
著

作
集
６
）』（
人
間
の
科
学
社
、
一
九
九
五
年
）（
原
著
一
九
三
四
年
）
三
〇
九
〜
三
一
七
頁
〕、
福
井
准
教
授
は
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
手
続
理
論
に
持
ち
込
ん

だ
方
が
、
手
続
の
実
際
に
お
け
る
当
事
者
の
学
習
プ
ロ
セ
ス
を
捉
え
る
と
い
う
意
味
で
は
生
産
的
で
あ
る
旨
を
論
じ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
福
井
・
前
掲
注

（
85
）
一
七
二
頁
、
一
七
四
〜
一
七
五
頁
注
（
５
）、
福
井
康
太
『
法
理
論
の
ル
ー
マ
ン
』（
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
二
年
）
一
四
二
〜
一
四
三
頁
、
二
二
二
頁
注

（
16
）
参
照
。

※
本
稿
は
、
平
成
二
〇
年
度
北
海
学
園
学
術
研
究
助
成
金（
一
般
研
究
）「
米
国
連
邦
民
事
訴
訟
規
則
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
手
続
に
お
け
る
開
示
不
履
行
等
に
対
す
る
制

裁
手
続
に
関
す
る
基
礎
研
究
」
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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