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無
料
公
開
講
座
 

重
要
事
項
習
得
講
義
ラ
イ
ブ
 

民
事
訴
訟
法
～
弁
論
主
義
 

  

本
日
用
い
る
こ
の
レ
ジ
ュ
メ
は
，
重
要
事
項
完
成
講
座
「
知
識
編
」
テ
キ
ス
ト
の
未
確
定
の
下
書
原
稿

の
一
部
で
す
。
下
書
原
稿
で
漢
字
の
変
換
ミ
ス
や
脱
字
の
チ
ェ
ッ
ク
が
不
十
分
な
と
こ
ろ
が
あ
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
お
許
し
く
だ
さ
い
。
 

 こ
の
レ
ジ
ュ
メ
の
末
尾
に
私
が
担
当
し
て
い
る
受
験
に
役
立
つ
講
座
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。
 

 

平
成
２
８
年
８
月
２
１
日

 
 

Ｌ
Ｅ
Ｃ
専
任
講
師
 
 
矢
 
島
 
純
 
一

 
  ＊
「
知
識
編
」
の
テ
キ
ス
ト
の
重
要
度
ラ
ン
ク
の
見
方

 
 
・
記
憶
す
る
事
項
 
重
要
ラ
ン
ク

 
論
文
試
験
で
規
範
（
要
件
）
や
法
律
効
果
な
ど
と
し
て
答
案
に
書
く
こ
と
が
あ
る
事
項
の
う
ち
，
内

容
を
理
解
し
て
答
案
に
書
け
る
よ
う
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
知
識
を
重
要
度
の
高
い
も
の

か
ら
順
番
に
「
●
」，
「
◆
」，
「
▲
」
と
記
号
を
付
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
事
項
に
つ
い
て
は
重
要
度
の

高
い
も
の
か
ら
順
番
に
理
解
と
記
憶
を
し
て
規
範
と
し
て
答
案
に
書
け
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 
・
理
解
す
る
事
項
 
重
要
ラ
ン
ク

 
論
文
試
験
で
規
範
と
し
て
答
案
に
直
接
書
く
こ
と
は
通
常
は
な
い
が
，
よ
り
深
い
答
案
を
作
成
す
る

た
め
に
内
容
を
理
解
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
な
知
識
を
重
要
度
の
高
い
も
の
か
ら
順
番
に
「
○
」，

「
◇
」，
「
△
」
と
記
号
を
付
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
記
号
が
あ
る
事
項
に
つ
い
て
は
，
重
要
度
の
高
い

も
の
か
ら
読
ん
で
内
容
を
納
得
で
き
る
程
度
の
学
習
を
し
て
く
だ
さ
い
。

 
  
・
条
文
の
略
記
：
Ⅰ
＝
１
項
 
①
＝
１
号
 
本
＝
本
文
 
但
＝
た
だ
し
書
 
前
＝
前
段
 
後
＝
後
段

 
・
ナ
ン
バ
リ
ン
グ
の
大
小
関
係
：
第
１
 
１
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重

要
事

項
完

成
講

座
「

知
識

編
」

 

第
５
章
 
弁
論
主
義
 

 １
 
弁
論
主
義
の
意
義
と
根
拠
 

 

→
弁
論
主
義
と
は
，
裁
判
の
基
礎
と
な
る
訴
訟
資
料
の
提
出
を
当
事
者
の
権
能
か
つ
責
任
と
す
る
建

前
を
い
う
。
●
 

 

・
弁
論
主
義
の
根
拠
 
○
 

民
事
訴
訟
の
対
象
と
な
る
事
項
は
実
体
法
上
，
私
的
自
治
の
原
則
に
服
す
る
以
上
，
訴
訟
法
上
も

当
事
者
の
意
思
を
尊
重
す
る
の
が
望
ま
し
い
。
弁
論
主
義
は
，
私
的
自
治
の
訴
訟
法
上
の
あ
ら
わ

れ
で
あ
り
，
民
事
訴
訟
の
本
質
に
根
ざ
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
（
本
質
説
）。

 

 ２
 
弁
論
主
義
の
内
容
（
３
つ
の
原
則
）
 

 

・
弁
論
主
義
の
具
体
的
な
内
容
と
し
て
大
き
く
３
つ
の
原
則
が
あ
る
。
以
下
，
順
番
に
説
明
し
て
い
く
。
 

 
(1

) 
弁
論
主
義
の
第
１
原
則
と
関
連
事
項
 

 
ア
 
意
義
 

 

→
裁
判
所
は
，
当
事
者
が
主
張
し
な
い
主
要
事
実
を
認
定
し
て
そ
れ
を
判
決
の
基
礎
に
し
て
は
い
け

な
い
（
弁
論
主
義
の
第
１
原
則
・
第
１
テ
ー
ゼ
）。

●
 

 
・
主
要
事
実
は
法
律
効
果
の
発
生
，
変
更
，
消
滅
に
直
接
関
わ
る
事
実
で
あ
る
と
こ
ろ
，
当
事
者
が

主
張
し
な
い
主
要
事
実
を
裁
判
所
が
認
定
し
て
そ
れ
を
判
決
の
基
礎
と
す
る
と
当
事
者
に
と
っ
て

不
意
打
ち
の
裁
判
が
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
弁
論
主
義
の
第
１
原
則
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
防
止

す
る
と
い
う
意
味
で
，
当
事
者
に
対
す
る
不
意
打
ち
裁
判
の
防
止
機
能
を
果
た
し
て
い
る
。
○
 

 ・
弁
論
主
義
の
第
１
原
則
に
関
連
す
る
事
項
と
し
て
，
主
張
責
任
，
訴
訟
資
料
と
証
拠
資
料
の
峻
別
，

主
張
共
通
の
原
則
が
挙
げ
ら
れ
る
。
以
下
順
番
に
説
明
す
る
。
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イ
 
主
張
責
任
 

 

→
裁
判
所
は
，
当
事
者
が
主
張
し
な
い
主
要
事
実
を
認
定
し
て
そ
れ
を
判
決
の
基
礎
に
し
て
は
い
け

な
い
と
の
弁
論
主
義
の
第
１
原
則
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
，
当
事
者
は
自
己
に
有
利
な
法
律
効
果
を

基
礎
付
け
る
主
要
事
実
を
主
張
し
て
お
か
な
い
と
，
仮
に
証
拠
上
そ
の
事
実
が
認
め
ら
れ
る
と
し

て
も
，
裁
判
所
は
そ
の
事
実
は
な
い
も
の
と
し
て
取
り
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
，
当
事
者
は
，
そ

の
事
実
か
ら
基
礎
づ
け
ら
れ
る
法
律
効
果
を
認
め
て
も
ら
え
な
い
と
い
う
不
利
益
を
受
け
る
。
こ

の
よ
う
な
不
利
益
を
回
避
す
る
た
め
に
，
当
事
者
は
，
自
己
に
有
利
な
法
律
効
果
を
基
礎
付
け
る

主
要
事
実
を
主
張
す
る
責
任
を
負
う
（
主
張
責
任
）。

●
 

例
え
ば
，
貸
金
返
還
請
求
訴
訟
で
，
原
告
は
，
金
銭
の
授
受
，
返
還
の
約
束
，
弁
済
期
の
合
意
，

弁
済
期
の
到
来
と
い
う
自
己
の
請
求
を
基
礎
づ
け
る
主
要
事
実
を
主
張
し
な
い
と
，
原
告
は
自
己

の
請
求
が
認
め
て
も
ら
え
な
い
と
い
う
不
利
益
を
受
け
る
。
一
方
，
被
告
は
，
貸
金
を
弁
済
し
た

の
で
あ
れ
ば
，
弁
済
し
た
事
実
を
主
張
し
な
い
と
，
弁
済
に
よ
り
貸
金
債
権
が
消
滅
し
た
と
い
う

被
告
に
有
利
な
法
律
効
果
を
認
め
て
も
ら
え
な
い
。
 

 

・
ど
の
主
要
事
実
（
要
件
事
実
）
に
つ
き
ど
ち
ら
の
当
事
者
が
主
張
責
任
を
負
う
の
か
と
い
う
主
張

責
任
の
分
配
は
，
証
明
責
任
の
分
配
法
則
に
従
う
。
な
ぜ
な
ら
，
証
明
す
べ
き
事
項
は
，
そ
れ
を

証
明
す
る
前
提
と
し
て
そ
れ
を
先
に
主
張
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
，
主
張
責
任
の
分

配
を
証
明
責
任
の
分
配
に
合
わ
せ
る
の
が
自
然
だ
か
ら
で
あ
る
。
●
 

 

・
証
明
責
任
の
分
配
法
則
に
つ
い
て
は
「
証
拠
」
の
章
で
学
習
す
る
。
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重
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項
完

成
講

座
「

知
識
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」

 

ウ
 
訴
訟
資
料
と
証
拠
資
料
の
峻
別
 

 

→
裁
判
所
は
，
当
事
者
が
主
張
し
な
い
主
要
事
実
を
認
定
し
て
そ
れ
を
判
決
の
基
礎
に
し
て
は
い
け

な
い
と
の
弁
論
主
義
の
第
１
原
則
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
，
裁
判
所
は
，
証
拠
資
料
（
証
人
尋
問
，

当
事
者
尋
問
，
書
証
な
ど
の
証
拠
調
べ
か
ら
得
ら
れ
た
資
料
）
に
あ
ら
わ
れ
た
主
要
事
実
で
も
，

当
事
者
が
そ
れ
を
弁
論
で
主
張
し
な
い
限
り
，
判
決
の
基
礎
資
料
（
訴
訟
資
料
）
と
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
こ
と
に
な
る
（
訴
訟
資
料
と
証
拠
資
料
の
峻
別
）。

こ
の
よ
う
に
弁
論
主
義
の
第
１
原
則

か
ら
訴
訟
資
料
と
証
拠
資
料
を
峻
別
し
て
扱
う
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
。
●
 

 ・
弁
論
主
義
の
第
１
原
則
に
基
礎
を
置
く
訴
訟
資
料
と
証
拠
資
料
の
峻
別
は
，
当
事
者
が
主
張
し
な

い
主
要
事
実
を
判
決
の
基
礎
と
さ
れ
る
こ
と
な
い
こ
と
を
保
障
す
る
と
い
う
意
味
で
当
事
者
に
対

す
る
不
意
打
ち
裁
判
の
防
止
機
能
を
果
た
す
。
○
 

 ・
訴
訟
資
料
：
口
頭
弁
論
で
の
事
実
の
主
張
か
ら
得
ら
れ
た
資
料
 

 

・
証
拠
資
料
：
証
拠
調
べ
か
ら
得
ら
れ
た
資
料
 

 

・
な
お
，
訴
訟
資
料
と
い
う
言
葉
に
は
狭
義
の
意
味
と
広
義
の
意
味
が
あ
る
。
民
事
訴
訟
法
を
全
体

的
に
学
習
し
て
い
く
と
，
上
記
の
訴
訟
資
料
（
狭
義
の
訴
訟
資
料
）
と
証
拠
資
料
を
合
わ
せ
た
概

念
を
，
単
に
「
訴
訟
資
料
」（

広
義
の
訴
訟
資
料
）
と
か
裁
判
資
料
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ

ら
の
言
葉
の
正
確
な
意
味
は
文
脈
で
理
解
し
て
い
く
し
か
な
い
。
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主
張
共
通
の
原
則
 

 

→
弁
論
主
義
は
，
裁
判
所
と
当
事
者
と
の
間
の
役
割
分
担
を
規
律
す
る
原
理
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
あ

る
事
実
の
主
張
が
い
ず
れ
の
当
事
者
か
ら
な
さ
れ
た
の
か
と
い
う
点
ま
で
は
考
慮
さ
れ
な
い
。
し

た
が
っ
て
，
裁
判
所
は
，
当
事
者
の
一
方
が
自
己
に
不
利
益
な
事
実
を
主
張
し
た
場
合
，
相
手
方

が
そ
の
事
実
を
援
用
し
な
い
と
し
て
も
，
そ
の
事
実
を
判
決
の
基
礎
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
主

張
共
通
の
原
則
）。

●
 

関
連
問
題
：
Ｈ
25

司
法
論
文
民
事
系
第

3
問
の
設
問

3 

 

・
例
え
ば
，
原
告
が
被
告
に
対
し
て
貸
金
返
還
請
求
訴
訟
を
提
起
し
，
原
告
は
，
口
頭
弁
論
で
，「

原

告
は
被
告
に
１
０
０
万
円
を
貸
し
た
が
，
そ
の
う
ち
３
０
万
円
は
弁
済
し
て
も
ら
っ
て
い
る
の
で

残
り
の
７
０
万
円
の
支
払
い
を
求
め
た
い
。」

と
主
張
し
た
場
合
，
原
告
の
主
張
の
う
ち
３
０
万
円

の
弁
済
を
受
け
た
と
い
う
事
実
は
，
原
告
が
請
求
す
る
債
権
の
一
部
消
滅
と
い
う
効
果
を
導
く
も

の
で
，
被
告
に
有
利
な
主
要
事
実
と
し
て
被
告
に
主
張
責
任
が
あ
る
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
，

そ
の
主
要
事
実
が
当
事
者
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
変
わ
り
が
な
い
た
め
，
主
張
共
通

の
原
則
か
ら
，
裁
判
所
は
，
被
告
が
そ
の
事
実
を
援
用
し
な
い
と
し
て
も
そ
の
事
実
を
判
決
の
基

礎
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
○
 

 

・
な
お
，
上
記
か
ら
さ
ら
に
進
ん
で
，
原
告
が
主
張
し
た
，
被
告
に
よ
る
上
記
３
０
万
円
の
弁
済
が

あ
っ
た
事
実
を
，
被
告
が
援
用
す
る
と
先
行
自
白
が
成
立
し
，
裁
判
上
の
自
白
の
効
果
と
し
て
，

証
明
不
要
効
，
審
判
排
除
効
（
裁
判
所
拘
束
力
），

撤
回
制
限
効
（
当
事
者
拘
束
力
）
が
生
じ
る
。

先
行
自
白
に
つ
い
て
は
別
項
目
で
説
明
す
る
。
学
習
上
は
，
主
張
共
通
の
原
則
が
問
題
と
な
る
場

面
と
先
行
自
白
が
問
題
と
な
る
場
面
と
を
し
っ
か
り
と
区
別
し
て
お
さ
え
て
お
く
と
よ
い
。
主
張

共
通
の
原
則
が
適
用
さ
れ
る
だ
け
で
は
裁
判
上
の
自
白
の
効
果
は
生
じ
な
い
が
，
さ
ら
に
進
ん
で

先
行
自
白
が
成
立
す
る
と
裁
判
上
の
自
白
の
効
果
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
◇
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重

要
事

項
完

成
講

座
「

知
識

編
」

 

(2
) 

弁
論
主
義
の
第
２
原
則
と
関
連
事
項

 
 

ア
 
意
義
 

 

→
裁
判
所
は
，
当
事
者
間
に
争
い
が
な
い
主
要
事
実
は
そ
の
ま
ま
判
決
の
基
礎
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
（
弁
論
主
義
の
第
２
原
則
・
第
２
テ
ー
ゼ
）。

●
 

 

・
当
事
者
間
に
争
い
の
な
い
主
要
事
実
の
例
 
○
 

①
 
裁
判
上
の
自
白
が
成
立
し
た
事
実
 

②
 
擬
制
自
白
（

15
9Ⅰ

本
文
）
が
成
立
し
た
事
実
 

注
：
擬
制
自
白
に
つ
い
て
は
別
項
目
で
説
明
す
る
。
 

 

イ
 
裁
判
上
の
自
白
 

 
(ｱ
) 

裁
判
上
の
自
白
の
意
義
 

 

→
裁
判
上
の
自
白
と
は
，
相
手
方
の
主
張
す
る
自
己
に
不
利
益
な
主
要
事
実
を
認
め
て
争
わ
な
い

旨
の
陳
述
で
，
口
頭
弁
論
，
準
備
的
口
頭
弁
論
又
は
弁
論
準
備
手
続
の
期
日
に
お
い
て
な
さ
れ

た
も
の
を
い
う
。
●
 

 

・
自
己
に
不
利
益
な
主
要
事
実
と
は
，
基
準
と
し
て
明
確
で
訴
訟
手
続
の
安
定
に
資
す
る
こ
と
か

ら
，
相
手
方
が
証
明
責
任
を
負
う
事
実
を
い
う
。
こ
の
点
，
判
例
も
こ
の
こ
と
を
前
提
と
し
た

判
示
を
し
て
い
る
（
大
判
昭

8.
2.

9，
最
判
昭

54
.7

.3
1
等
）。

●
 

 

・
例
え
ば
，
貸
金
返
還
請
求
訴
訟
の
口
頭
弁
論
期
日
に
お
い
て
，
被
告
が
，
訴
訟
の
相
手
方
で
あ

る
原
告
が
証
明
責
任
を
負
う
金
銭
の
授
受
，
返
還
の
約
束
，
弁
済
期
の
合
意
等
の
主
要
事
実
に

つ
い
て
，
認
め
る
旨
の
陳
述
を
し
た
場
合
，
こ
れ
ら
事
実
は
，
相
手
方
で
あ
る
原
告
が
請
求
原

因
事
実
と
し
て
証
明
責
任
を
負
う
も
の
な
の
で
，
相
手
方
が
証
明
責
任
を
負
う
事
実
と
し
て
，

被
告
に
と
っ
て
自
己
に
不
利
益
な
主
要
事
実
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
，
被
告
が
認
め
る
旨
の

陳
述
に
か
か
る
主
要
事
実
に
つ
い
て
は
裁
判
上
の
自
白
が
成
立
す
る
。
○

 
裁
判
上
の
自
白
の
成
否
は
，
主
要
事
実
１
つ
１
つ
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
，

上
記
で
い
え
ば
，
金
銭
の
授
受
，
返
還
の
約
束
，
弁
済
期
の
合
意
に
つ
い
て
裁
判
上
の
自
白
が

成
立
す
る
。
な
お
，
貸
金
返
還
請
求
権
の
主
要
事
実
（
要
件
事
実
）
の
う
ち
弁
済
期
の
到
来
は

顕
著
な
事
実
と
し
て
，も

と
も
と
証
明
が
不
要
な
た
め
，裁

判
上
の
自
白
の
対
象
に
な
ら
な
い
。
 



7 
LE

C 
矢

島
純

一
 

(ｲ
) 

裁
判
上
の
自
白
の
効
力
 

 

→
あ
る
主
要
事
実
に
裁
判
上
の
自
白
が
成
立
す
る
と
，
①
証
明
不
要
効
，
②
審
判
排
除
効
，
③
撤

回
制
限
効
が
発
生
す
る
。
 

 

(a
) 

効
力
①
 
証
明
不
要
効
 

 

・
１
７
９
条
は
「
裁
判
所
に
お
い
て
当
事
者
が
自
白
し
た
事
実
及
び
顕
著
な
事
実
は
，
証
明
す

る
こ
と
を
要
し
な
い
。」

と
規
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
，
裁
判
上
の
自
白
が
成
立
し
た
事
実

に
つ
い
て
は
，
証
明
が
不
要
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
効
力
を
証
明
不
要
効
と
い
う
。
●
 

 注
：
証
明
が
不
要
と
な
る
顕
著
な
事
実
に
つ
い
て
は
「
第
７
章
 
証
拠
」
を
参
照
 

 

(b
) 

効
力
②
 
審
判
排
除
効
（
裁
判
所
拘
束
力
）
 

 

・
弁
論
主
義
の
第
２
原
則
か
ら
，
裁
判
所
は
，
当
事
者
に
争
い
が
な
い
主
要
事
実
は
，
そ
の
ま

ま
判
決
の
基
礎
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
，
裁
判
上
の
自
白
が
成
立
し
た
事
実
に
つ
い

て
は
，
こ
れ
に
反
す
る
事
実
を
認
定
し
て
は
い
け
な
い
。
こ
の
よ
う
な
効
力
を
審
判
排
除
効

と
い
う
。
●
 

 

・
証
明
不
要
効
と
審
判
排
除
効
の
違
い
 
○
 

証
明
不
要
効
は
，
自
白
が
成
立
し
た
事
実
に
つ
き
単
に
証
明
を
要
し
な
い
と
す
る
だ
け
で
，

裁
判
所
や
当
事
者
を
拘
束
す
る
効
力
ま
で
は
含
ま
な
い
。
証
明
不
要
効
と
審
判
排
除
効
は
自

白
が
成
立
し
た
事
実
に
つ
き
証
明
が
不
要
と
な
る
点
で
似
て
い
る
よ
う
だ
が
，
拘
束
力
が
あ

る
か
否
か
と
い
う
点
で
異
な
る
の
で
，
区
別
し
て
理
解
し
て
お
く
。
 

こ
の
２
つ
の
効
力
を
区
別
す
る
実
益
と
し
て
は
，
権
利
自
白
の
効
果
に
つ
き
，
証
明
不
要

効
は
肯
定
す
る
が
，
裁
判
所
拘
束
力
（
審
判
排
除
効
）
及
び
当
事
者
拘
束
力
（
撤
回
制
限
効
）

を
否
定
す
る
と
い
う
一
般
的
な
見
解
に
立
つ
と
き
に
意
味
が
出
て
く
る
。
 

例
え
ば
，
権
利
自
白
の
効
果
に
つ
き
証
明
不
要
効
の
み
認
め
る
と
の
一
般
的
な
見
解
に
立

つ
こ
と
を
前
提
に
す
る
と
，
裁
判
所
は
，
権
利
自
白
が
成
立
し
た
訴
訟
物
の
前
提
問
題
と
な

る
権
利
関
係
に
つ
い
て
は
，
権
利
自
白
の
証
明
不
要
効
に
よ
り
証
明
す
る
こ
と
は
必
要
と
さ

れ
な
い
が
，
権
利
自
白
に
裁
判
所
拘
束
力
や
当
事
者
拘
束
力
は
な
い
の
で
，
裁
判
所
は
証
拠

調
べ
を
し
て
前
記
権
利
関
係
が
存
在
し
な
い
と
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
（
裁
判
所
拘
束

力
の
否
定
），
当
事
者
も
権
利
自
白
の
撤
回
が
で
き
る
こ
と
に
な
る（

当
事
者
拘
束
力
の
否
定
）。
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(c)
 
効
力
③
 
撤
回
制
限
効
（
当
事
者
拘
束
力
）
 

 

・
裁
判
上
の
自
白
が
成
立
し
た
と
き
は
，
原
則
と
し
て
そ
の
自
白
の
撤
回
は
で
き
な
い
（
撤
回

制
限
効
）。

●
 

 ・
撤
回
制
限
効
の
根
拠
 
○
 

裁
判
上
の
自
白
の
撤
回
が
制
限
さ
れ
て
い
る
根
拠
は
，
主
要
事
実
に
つ
い
て
裁
判
上
の
自
白

が
成
立
し
た
こ
と
で
審
判
排
除
効
や
証
明
不
要
効
が
生
じ
て
相
手
方
に
有
利
な
地
位
を
与
え

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
，
自
白
の
撤
回
に
よ
り
一
方
的
に
そ
の
有
利
な
地
位
を
奪
う
こ
と
は
不

合
理
で
あ
り
，
裁
判
上
の
自
白
を
し
た
者
に
対
す
る
，
自
己
責
任
と
禁
反
言
に
求
め
ら
れ
る

と
解
さ
れ
る
。
 

関
連
問
題
：
H2
3
司
法
論
文
民
事
系
第

3
問
設
問

1（
撤
回
制
限
効
の
根
拠
の
探
求
）
 

  

・
H2
3
司
法
論
文
民
事
系
第

3
問
設
問

1（
出
題
の
趣
旨
・
抜
粋
）
 

事
実
の
自
白
の
撤
回
制
限
効
の
根
拠
で
あ
る
が
，
少
な
く
と
も
主
要
事
実
の
自
白
に
は
，
審
判
排
除
効
や
証

明
不
要
効
（
民
事
訴
訟
法
第
１
７
９
条
）
が
生
ず
る
こ
と
に
は
，
見
解
の
一
致
が
あ
る
。
こ
の
審
判
排
除
効

や
証
明
不
要
効
が
生
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
自
白
し
た
当
事
者
の
相
手
方
は
当
該
主
要
事
実
に
つ
い
て
証
明

を
免
れ
る
と
い
う
有
利
な
地
位
を
得
る
こ
と
に
な
る
。
自
白
の
撤
回
が
許
さ
れ
る
と
す
る
と
，
相
手
方
は
こ

の
有
利
な
地
位
を
覆
さ
れ
，
立
証
の
負
担
を
負
う
こ
と
に
な
る
。
伝
統
的
な
見
解
は
，
以
上
の
よ
う
な
観
点

か
ら
主
要
事
実
の
自
白
の
撤
回
は
制
限
さ
れ
る
と
説
い
て
き
た
。
こ
の
根
拠
論
に
お
い
て
は
，
主
要
事
実
の

自
白
の
裁
判
所
に
対
す
る
効
力
が
，
撤
回
制
限
効
の
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
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C 
矢

島
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一
 

(ｳ
) 

裁
判
上
の
自
白
の
撤
回
 

 

(a
) 

意
義
 

 

→
裁
判
上
の
自
白
が
成
立
す
る
と
，
審
判
排
除
効
や
証
明
不
要
効
が
発
生
し
て
相
手
方
に
有
利

な
地
位
を
与
え
る
こ
と
に
な
り
，
自
白
し
た
者
の
禁
反
言
に
よ
る
自
己
責
任
の
観
点
か
ら
，

自
白
の
撤
回
に
よ
り
そ
の
地
位
を
一
方
的
に
奪
う
こ
と
は
許
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
こ
と
か

ら
，
裁
判
上
の
自
白
は
，
原
則
と
し
て
撤
回
で
き
な
い
（
撤
回
制
限
効
）。

し
か
し
，
例
外

と
し
て
，
以
下
の
①
か
ら
③
の
場
合
に
は
裁
判
上
の
自
白
の
撤
回
が
許
さ
れ
る
と
解
さ
れ
て

い
る
。
○
 

 

(b
) 

裁
判
上
の
自
白
の
撤
回
の
要
件
 

 

・
①
相
手
方
の
同
意
が
あ
る
と
き
は
撤
回
に
よ
り
不
利
益
を
受
け
る
相
手
方
の
承
認
が
あ
る
の

で
禁
反
言
に
よ
る
自
己
責
任
を
負
わ
せ
る
必
要
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
，
相
手
方
の
同
意
が

あ
る
と
き
は
自
白
を
撤
回
で
き
る
。
●
 

 

・
②
自
白
の
内
容
が
真
実
に
反
し
か
つ
そ
れ
が
錯
誤
に
基
づ
く
場
合
や
（
反
真
実
か
つ
錯
誤
），

又
は
，
③
自
白
が
刑
事
上
罰
す
べ
き
他
人
の
行
為
に
よ
り
な
さ
れ
た
場
合
は
，
自
白
の
拘
束

力
に
対
す
る
自
己
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
が
酷
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
，
自
白
が
反
真
実
か

つ
錯
誤
に
よ
る
場
合
又
は
刑
事
上
罰
す
べ
き
他
人
の
行
為
に
よ
り
な
さ
れ
た
と
き
は
自
白
を

撤
回
で
き
る
。
●
 

 

・
②
に
つ
き
，
自
白
の
内
容
に
つ
き
反
真
実
の
証
明
が
あ
っ
た
場
合
は
，
自
白
が
錯
誤
に
基
づ

く
こ
と
が
事
実
上
推
定
さ
れ
る
（
最
判
昭

25
.7
.1
1）
。
◇
 

 

・
裁
判
上
の
自
白
の
撤
回
の
要
件
の
ま
と
め
 

①
 
相
手
方
の
同
意
が
あ
る
と
き
 

②
 
自
白
が
反
真
実
か
つ
錯
誤
に
よ
る
と
き
 

③
 
自
白
が
刑
事
上
罰
す
べ
き
他
人
の
行
為
に
よ
る
と
き
 

注
：
①
か
ら
③
の
い
ず
れ
か
１
つ
を
満
た
せ
ば
撤
回
可
能
。
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ウ
 
擬
制
自
白
 

 

(ｱ
) 

意
義

 
 

→
当
事
者
が
，
口
頭
弁
論
（
弁
論
準
備
手
続
に
も
準
用
・

17
0Ⅴ

）
に
お
い
て
，
相
手
方
の
主
張

し
た
事
実
を
争
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
な
い
場
合
，
そ
の
事
実
は
裁
判
上
の
自
白
を
し
た
も
の

と
み
な
さ
れ
る
（

15
9Ⅰ

本
）。

こ
れ
を
擬
制
自
白
と
い
い
，
訴
訟
に
対
し
て
不
誠
実
な
当
事
者

に
制
裁
を
課
す
趣
旨
で
あ
る
。
●

 
関
連
問
題
：
H1
9
司
法
論
文
民
事
系
第

2
問
設
問

2 

関
連
問
題
：
H2
1
司
法
論
文
民
事
系
第

1
問
設
問

1(
3)
 

 

・
た
だ
し
，
弁
論
の
全
趣
旨
に
よ
り
，
そ
の
事
実
を
争
っ
た
も
の
と
認
め
る
べ
き
と
き
は
，
擬
制

自
白
は
成
立
し
な
い
（

15
9Ⅰ

但
）。

○
 

 

・
擬
制
自
白
の
規
定
は
，
当
事
者
が
口
頭
弁
論
期
日
に
出
頭
し
な
い
場
合
に
も
準
用
さ
れ
る
（

15
9

Ⅲ
本
）。

た
だ
し
，
公
示
送
達
に
よ
る
呼
び
出
し
を
受
け
た
者
の
不
出
頭
に
ま
で
制
裁
を
課
す
趣

旨
は
妥
当
し
な
い
た
め
，
そ
の
者
に
は
擬
制
自
白
の
規
定
は
適
用
さ
れ
な
い
（

15
9Ⅲ

但
）
○
 

 

（
自
白
の
擬
制
）
 

15
9条

1項
 
当
事
者
が
口
頭
弁
論
に
お
い
て
相
手
方
の
主
張
し
た
事
実
を
争
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
な
い
場
合

に
は
，
そ
の
事
実
を
自
白
し
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
，
弁
論
の
全
趣
旨
に
よ
り
，
そ
の
事
実
を
争
っ
た

も
の
と
認
め
る
べ
き
と
き
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。

 
2
項
 
相
手
方
の
主
張
し
た
事
実
を
知
ら
な
い
旨
の
陳
述
を
し
た
者
は
，
そ
の
事
実
を
争
っ
た
も
の
と
推
定
す
る
。 

3
項
 
第
１
項
の
規
定
は
，
当
事
者
が
口
頭
弁
論
の
期
日
に
出
頭
し
な
い
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
た
だ
し
，

そ
の
当
事
者
が
公
示
送
達
に
よ
る
呼
出
し
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。

 
  

・
H2
1
司
法
論
文
民
事
系
第

1
問
設
問

1(
3)
 （

出
題
の
趣
旨
・
抜
粋
）
 

小
問
（
３
）
は
，
裁
判
所
が
釈
明
を
求
め
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
，
被
告
が
原
告
の
主
張
す
る
事
実
を
争
う
こ
と
を

明
ら
か
に
し
な
い
場
合
で
あ
り
，
擬
制
自
白
の
成
否
が
問
題
と
な
る
が
，
民
事
訴
訟
法
第
１
５
９
条
第
１
項
は
，

主
張
責
任
を
負
う
相
手
方
の
主
張
す
る
事
実
に
つ
い
て
争
う
か
ど
う
か
を
明
ら
か
に
し
な
い
場
合
を
想
定
し
た
規

定
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
主
張
責
任
を
負
う
当
事
者
が
相
手
方
の
主
張
す
る
事
実
に
つ
い
て
争
う
こ
と
を
明
ら
か
に

し
な
い
場
合
に
そ
の
ま
ま
適
用
で
き
な
い
こ
と
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。
同
項
の
趣
旨
等
も
踏
ま
え
，
証
拠
調

べ
を
要
す
る
か
ど
う
か
を
論
じ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
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(ｲ
) 

成
立
時
期
 

 

→
擬
制
自
白
の
成
否
は
，
弁
論
の
全
趣
旨
，
す
な
わ
ち
，
当
事
者
が
本
来
所
持
し
て
い
る
は
ず
の

証
拠
を
提
出
し
な
か
っ
た
り
，
供
述
内
容
を
変
遷
さ
せ
た
り
す
る
な
ど
の
訴
訟
追
行
の
態
度
も

含
む
口
頭
弁
論
に
現
れ
た
一
切
の
資
料
や
状
況
か
ら
相
手
方
の
主
張
し
た
事
実
を
争
う
こ
と

を
明
ら
か
に
し
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
か
ら
判
断
さ
れ
る
た
め
，
そ
の
成
立
時
期
は
，

事
実
審
の
口
頭
弁
論
終
結
時
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
（

15
9Ⅰ

但
書
参
照
）。

○
 

 ・
そ
の
た
め
，
通
常
の
裁
判
上
の
自
白
と
異
な
り
，
事
実
審
の
口
頭
弁
論
が
終
結
す
る
ま
で
は
擬

制
自
白
は
成
立
し
よ
う
が
な
い
の
で
，
自
白
の
撤
回
の
可
否
は
問
題
と
な
ら
ず
，
擬
制
自
白
が

成
立
す
る
こ
と
で
不
利
益
を
受
け
る
当
事
者
は
，
口
頭
弁
論
が
終
結
す
る
ま
で
な
ら
い
つ
で
も

そ
の
事
実
を
争
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
 

 

・
控
訴
審
に
お
け
る
擬
制
自
白
の
成
否
は
，
事
実
審
で
あ
る
１
審
及
び
２
審
の
当
事
者
の
態
度
を

総
合
し
て
判
断
さ
れ
る
（
最
判
昭

43
.3
.2
8）
。
な
お
，
こ
の
結
論
は
，
民
事
訴
訟
に
お
け
る
控

訴
審
が
続
審
制
で
あ
る
こ
と
と
も
整
合
す
る
。
○
 
比
較
：
刑
事
訴
訟
の
控
訴
審
は
事
後
審
制

 
 ＊
最
判
昭

43
.3

.2
8 

 
擬
制
自
白
の
成
立
時
期

 
～
弁
論
の
全
趣
旨
か
ら
相
手
方
の
主
張
し
た
事
実
を
争
っ
て
い
る
と
判
断
さ
れ
た
事
例

 
〔
事
案
〕
 

原
告
Ｘ
は
，
被
告
Ｙ
に
対
し
，
松
の
立
木
（
「
本
件
松
立
木
」
）
を
売
却
し
た
際
の
未
払
代
金
の
支
払
を
求
め
て
提
訴
し

た
。
Ｙ
は
，
目
的
物
の
数
量
不
足
を
理
由
に
支
払
済
み
の
代
金
の
一
部
返
還
を
求
め
て
反
訴
を
提
起
し
た
と
こ
ろ
，
Ｘ
は
，

Ｙ
の
主
張
を
全
面
的
に
争
っ
た
。
第
１
審
で
Ｘ
が
勝
訴
し
た
た
め
，
Ｙ
は
控
訴
し
，
新
た
に
契
約
の
錯
誤
無
効
及
び
詐
欺
取

消
し
を
抗
弁
と
し
て
主
張
し
た
が
，
Ｘ
は
控
訴
審
の
口
頭
弁
論
期
日
に
終
始
出
頭
せ
ず
，
準
備
書
面
も
提
出
し
な
か
っ
た
。

控
訴
審
は
，
Ｙ
の
抗
弁
を
排
斥
し
て
第
１
審
判
決
を
維
持
し
た
。
 

Ｙ
は
上
告
し
て
，
Ｘ
は
控
訴
審
で
何
の
訴
訟
行
為
も
し
て
い
な
い
の
だ
か
ら
Ｙ
が
控
訴
審
で
提
出
し
た
錯
誤
無
効
及
び
詐

欺
取
消
し
の
抗
弁
に
つ
き
Ｘ
の
擬
制
自
白
が
成
立
し
て
い
る
の
で
，
Ｘ
の
請
求
は
棄
却
さ
れ
る
べ
き
だ
と
主
張
し
た
。
 

〔
判
旨
〕

 
原
審
に
お
い
て
Ｙ
が
，
本
件
松
立
木
の
買
受
け
の
意
思
表
示
に
要
素
の
錯
誤
が
あ
る
か
，
ま
た
は
こ
れ
が
詐
欺
に
よ
る
意

思
表
示
で
あ
っ
て
取
り
消
さ
れ
た
旨
を
主
張
し
た
こ
と
は
，
所
論
の
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
，
Ｙ
の
意
思
表
示
に
所
論
の

錯
誤
が
あ
れ
ば
，
Ｘ
の
本
訴
請
求
に
か
か
る
売
渡
代
金
債
権
は
本
来
発
生
せ
ず
，
ま
た
こ
れ
が
詐
欺
に
よ
る
意
思
表
示
で
あ

れ
ば
，
取
消
権
の
行
使
が
本
訴
提
起
後
で
あ
る
に
せ
よ
，
右
権
利
の
発
生
に
つ
き
原
始
的
な
瑕
疵
が
存
す
る
こ
と
と
な
る
筋

合
で
あ
る
が
，こ

れ
に
対
し
，Ｘ

の
本
訴
請
求
は
右
売
買
契
約
が
有
効
に
成
立
し
た
こ
と
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
，

Ｘ
が
本
訴
を
提
起
維
持
し
て
い
る
等
弁
論
の
全
趣
旨
に
徴
す
れ
ば
，
Ｙ
の
原
審
に
お
け
る
右
の
新
た
な
主
張
を
Ｘ
に
お
い
て

争
っ
て
い
る
も
の
と
認
め
，
民
訴
法
〔
現
１
５
９
条
３
項
〕
の
適
用
を
否
定
し
た
原
審
の
判
断
は
相
当
で
あ
る
。
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エ
 
先
行
自
白
 

 

→
当
事
者
の
一
方
が
自
己
に
不
利
益
な
事
実
（
相
手
方
が
証
明
責
任
を
負
う
事
実
）
を
主
張
し
，
相

手
方
が
そ
の
事
実
を
援
用
し
た
場
合
は
先
行
自
白
が
成
立
し
，
裁
判
上
の
自
白
が
成
立
し
た
こ
と

に
な
る
。
●
 

 ・
先
行
自
白
が
問
題
と
な
り
う
る
事
例
 
○
 

例
え
ば
，
原
告
が
，
貸
金
返
還
請
求
訴
訟
に
お
い
て
被
告
か
ら
一
部
弁
済
を
受
け
た
事
実
を
主
張

し
た
場
合
，
一
部
弁
済
の
事
実
は
，
貸
金
債
権
の
一
部
消
滅
と
い
う
被
告
に
有
利
な
法
律
効
果
を

基
礎
付
け
る
主
要
事
実
と
し
て
被
告
が
主
張
立
証
す
べ
き
事
実
と
な
る
。
も
っ
と
も
，
主
張
共
通

の
原
則
か
ら
，
裁
判
所
は
，
被
告
が
そ
の
事
実
を
主
張
し
な
く
て
も
，
そ
の
事
実
を
判
決
の
基
礎

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
，
主
張
共
通
の
原
則
か
ら
裁
判
上
の
自
白
の
効
力
（
証
明
不
要

効
，
審
判
排
除
効
，
撤
回
制
限
効
）
が
生
じ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
，
仮
に
そ
の
事
実
に
争
い
が

あ
れ
ば
，
裁
判
所
は
証
拠
調
べ
に
よ
る
事
実
認
定
が
必
要
と
な
り
，
証
拠
調
べ
の
結
果
そ
の
事
実

が
認
め
ら
れ
な
い
と
き
は
，
裁
判
所
は
そ
の
事
実
を
判
決
の
基
礎
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
 

原
告
が
，
貸
金
返
還
請
求
訴
訟
に
お
い
て
被
告
か
ら
一
部
弁
済
を
受
け
た
事
実
を
主
張
し
た
場

合
に
お
い
て
，
さ
ら
に
進
ん
で
，
被
告
が
こ
の
事
実
を
援
用
し
た
場
合
は
，
こ
の
事
実
に
つ
き
原

告
に
先
行
自
白
と
し
て
裁
判
上
の
自
白
が
成
立
し
，
当
事
者
間
に
争
い
が
な
い
事
実
と
な
る
。
そ

う
す
る
と
，
裁
判
所
は
争
い
の
な
い
事
実
は
そ
の
ま
ま
判
決
の
基
礎
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

す
る
弁
論
主
義
の
第
２
原
則
に
よ
り
，
裁
判
所
は
こ
の
事
実
を
証
拠
調
べ
を
し
な
い
で
認
定
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
 

以
上
の
と
お
り
，
主
張
共
通
の
原
則
が
作
用
し
て
も
，
そ
の
事
実
に
先
行
自
白
が
成
立
せ
ず
，

か
つ
，
証
拠
調
べ
の
結
果
そ
の
事
実
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
ら
な
い
と
き
は
，
裁
判
所
は
そ
の
事

実
を
認
定
し
て
判
決
の
基
礎
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
あ
る
事
実
に
つ
き
主
張
共
通

の
原
則
が
作
用
す
る
場
面
で
あ
れ
ば
無
条
件
に
裁
判
所
が
そ
の
事
実
を
認
定
す
る
こ
と
を
意
味
す

る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
注
意
を
要
す
る
。
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オ
 
権
利
自
白
 

 

→
権
利
自
白
と
は
，
訴
訟
物
た
る
権
利
法
律
関
係
の
前
提
と
な
る
権
利
法
律
関
係
に
つ
い
て
の
自
白

を
い
う
。
●
 

 ・
例
え
ば
，
所
有
権
に
基
づ
く
返
還
請
求
権
を
訴
訟
物
と
す
る
土
地
明
渡
請
求
訴
訟
に
お
い
て
，
被

告
が
，
訴
訟
物
た
る
権
利
法
律
関
係
の
前
提
と
な
る
権
利
法
律
関
係
た
る
土
地
の
所
有
権
が
原
告

に
あ
る
こ
と
を
認
め
る
旨
の
陳
述
を
す
る
と
，
原
告
に
所
有
権
が
あ
る
こ
と
に
権
利
自
白
が
成
立

し
て
，
証
明
不
要
効
が
発
生
す
る
。
○
 

 ・
弁
論
主
義
の
対
象
は
，
事
実
で
あ
っ
て
権
利
で
は
な
い
の
で
，
訴
訟
物
た
る
権
利
法
律
関
係
の
前

提
と
な
る
権
利
法
律
関
係
を
自
白
の
対
象
と
す
る
権
利
自
白
は
，弁

論
主
義
の
問
題
で
は
な
い
が
，

自
白
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
概
念
を
ま
と
め
て
学
習
す
る
た
め
に
こ
こ
で
扱
う
こ
と
に
す
る
。
な

お
，
権
利
自
白
に
は
少
な
く
と
も
証
明
不
要
効
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
体
系
的
に
「
証
明
」

の
項
目
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
 

 
・
権
利
自
白
を
肯
定
す
る
必
要
性
 
○
 

権
利
自
白
と
い
う
も
の
を
認
め
る
か
に
つ
い
て
は
，
自
白
の
対
象
と
な
る
の
は
あ
く
ま
で
も
事
実

で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
権
利
自
白
を
否
定
す
る
見
解
も
あ
る
。
 

し
か
し
，所

有
権
関
係
の
訴
訟
で
当
事
者
の
現
在
の
所
有
権
の
存
在
を
基
礎
づ
け
る
に
あ
た
り
，

権
利
自
白
を
認
め
な
い
と
す
る
と
，
所
有
権
の
原
始
取
得
時
に
ま
で
遡
っ
て
そ
こ
か
ら
当
事
者
の

現
在
の
所
有
権
を
基
礎
づ
け
る
所
有
権
の
移
転
経
過
を
す
べ
て
主
張
立
証
す
る
必
要
が
生
じ
る
た

め
非
現
実
的
で
あ
る
。
判
例
実
務
に
お
い
て
，
所
有
権
関
係
の
訴
訟
で
は
当
然
の
よ
う
に
権
利
自

白
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
要
件
事
実
を
学
習
す
る
と
き
に
登
場
す
る
所
有
権
関
係
の
訴
訟
に
お
け

る
「
も
と
所
有
」
や
「
現
所
有
」
も
，
権
利
自
白
を
肯
定
す
る
見
解
に
立
つ
か
ら
こ
そ
認
め
ら
れ

る
概
念
で
あ
る
。
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・
権
利
自
白
の
効
果
 
●
 

権
利
自
白
は
所
有
権
な
ど
訴
訟
物
た
る
権
利
・
法
律
関
係
の
前
提
と
な
る
権
利
法
律
関
係
に
つ
い
て

の
立
証
の
困
難
性
に
配
慮
し
て
そ
の
前
提
と
な
る
権
利
法
律
関
係
の
立
証
か
ら
解
放
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
権
利
自
白
の
効
果
の
主
た
る
も
の
は
証
明
不
要
効
で
あ
る
。
こ
れ
に
と
ど

ま
ら
ず
，
権
利
自
白
に
審
判
排
除
効
〔
裁
判
所
拘
束
力
〕
や
不
撤
回
効
〔
当
事
者
拘
束
力
〕
が
あ
る

の
か
が
問
題
と
な
る
。
 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
，
権
利
自
白
に
は
審
判
排
除
効
や
不
撤
回
効
は
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
の
が

一
般
的
な
見
解
で
あ
る
。
そ
の
説
明
の
仕
方
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
権
利
自
白
の
対
象
は
訴
訟
物

た
る
権
利
法
律
関
係
の
前
提
と
な
る
権
利
法
律
関
係
と
い
う
そ
の
存
否
の
判
断
に
は
裁
判
所
に
よ
る

法
解
釈
が
必
要
な
も
の
で
あ
る
。こ

の
よ
う
な
法
の
解
釈
適
用
は
裁
判
所
の
専
権
で
あ
る
こ
と
か
ら
，

権
利
自
白
に
は
審
判
排
除
効
〔
裁
判
所
拘
束
力
〕
は
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
，
審
判
排
除
効
〔
裁

判
所
拘
束
力
〕
を
否
定
し
つ
つ
不
撤
回
効
〔
当
事
者
拘
束
力
〕
を
肯
定
す
る
と
矛
盾
が
生
じ
る
の
で
，

権
利
自
白
に
審
判
排
除
効
〔
裁
判
所
拘
束
力
〕
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
不
撤
回
効
〔
当
事
者
拘

束
力
〕
も
認
め
ら
れ
な
い
。

 

 

 
・
な
お
，
権
利
自
白
に
審
判
排
除
効
〔
裁
判
所
拘
束
力
〕
や
不
撤
回
効
〔
当
事
者
拘
束
力
〕
ま
で
認
め

る
と
い
う
見
解
も
あ
る
が
判
例
実
務
の
一
般
的
な
考
え
方
と
は
異
な
る
。
 

司
法

H
20

-6
6 

関
連
問
題
：
H2
3
司
法
論
文
民
事
系
第

3
問
設
問

1（
権
利
自
白
と
撤
回
制
限
効
）

 
 ・
平
成
２
３
年
度
司
法
試
験
論
文
試
験
（
第
３
問
・
設
問
１
）
は
，
事
実
の
自
白
の
撤
回
制
限
効
の
上
記
根
拠
論
を
権
利

自
白
に
類
推
で
き
る
か
ど
う
か
を
検
討
さ
せ
る
問
題
で
あ
っ
た
。
問
題
文
の
指
示
で
，「

被
告
側
の
権
利
自
白
の
撤
回

は
許
さ
れ
な
い
。」

と
い
う
方
向
で
党
派
的
に
立
論
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
た
の
で
，
個
人
的
に
権
利
自
白
に
は

撤
回
制
限
効
は
な
い
と
考
え
て
い
た
と
し
て
も
，
こ
の
問
題
で
は
本
問
の
権
利
自
白
に
は
撤
回
制
限
効
が
生
じ
る
と
の

立
論
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
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・
権
利
自
白
を
否
定
す
る
見
解
と
日
常
法
律
概
念
の
自
白
 
◇
 

権
利
自
白
を
否
定
す
る
立
場
か
ら
も
，
所
有
権
，
売
買
，
贈
与
な
ど
の
日
常
法
律
概
念
の
自
白
に
つ

い
て
は
，
具
体
的
な
事
実
の
陳
述
（
事
実
に
対
す
る
自
白
）
を
し
た
も
の
と
扱
い
裁
判
上
の
自
白
の

成
立
を
認
め
る
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
日
常
法
律
概
念
の
自
白
が
事
実
の
自
白
と
し
て
取
り
扱
わ
れ

る
と
，
裁
判
上
の
自
白
と
し
て
不
要
証
効
，
審
判
排
除
効
（
裁
判
所
拘
束
力
），

不
撤
回
効
（
当
事

者
拘
束
力
）
の
全
て
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
 

 

・
上
記
見
解
は
，
一
般
的
に
は
権
利
自
白
の
法
的
効
果
を
認
め
な
い
が
，
日
常
法
律
概
念
に
対
す
る
自

白
に
つ
い
て
は
事
実
の
自
白
と
同
様
に
当
事
者
が
意
味
内
容
を
理
解
し
て
な
さ
れ
て
い
る
の
で
，
事

実
の
自
白
と
同
様
の
効
果
を
認
め
よ
う
と
す
る
見
解
で
あ
る
。

 
こ
の
見
解
に
対
し
て
は
，「

所
有
権
」
が
日
常
法
律
概
念
だ
と
し
て
も
，
所
有
権
の
帰
属
は
事
案
に

よ
っ
て
は
法
律
を
熟
知
し
て
い
な
け
れ
ば
判
断
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
の
で
事
実
の
自
白
と
同
様
の

効
果
を
与
え
る
べ
き
で
は
な
い
こ
と
，「

売
買
」
や
「
過
失
」
と
い
う
概
念
も
事
案
に
よ
っ
て
は
高
度

な
法
的
判
断
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
日
常
法
律
概
念
の
自
白
を
通
常

の
権
利
自
白
と
区
別
し
て
日
常
法
律
概
念
の
自
白
に
事
実
の
自
白
と
同
様
の
効
果
を
認
め
る
べ
き
で

は
な
い
と
の
批
判
が
さ
れ
て
い
る
。
 

16
 

矢
島

の
体

系
整

理
テ

キ
ス

ト
20

16
 

サ
ン

プ
ル

テ
キ
ス

ト
 

 
重

要
事

項
完

成
講

座
「

知
識

編
」

 

カ
 
参
考
 
請
求
の
認
諾
・
権
利
自
白
・
裁
判
上
の
自
白
の
違
い

 
 

①
 
訴
訟
物
た
る
権
利
法
津
関
係
 
←
相
手
方
が
こ
れ
を
認
め
る
と
請
求
の
認
諾
 
○
 

 ②
 
①
の
前
提
と
な
る
権
利
法
律
関
係
 
←
こ
れ
を
認
め
る
と
権
利
自
白
 
○
 

 ③
 
①
や
②
を
基
礎
づ
け
る
具
体
的
事
実
 
←
こ
れ
を
認
め
る
と
裁
判
上
の
自
白
 
○
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
←
①
 
訴
訟
物
 
例
：
所
有
権
に
基
づ
く
明
渡
請
求
権
 

 

←
②
 
訴
訟
物
の
前
提
と
な
る
権
利
法
律
関
係
 
例
：
原
告
の
所
有
権
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
←
③
 
①
や
②
を
基
礎
づ
け
る
具
体
的
事
実
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③
の
例
：
原
告
が
訴
外
Ａ
か
ら
土
地
を
買
っ
た
事
実
 

  

具
体
例
 

①
 
原
告
の
被
告
に
対
す
る
所
有
権
に
基
づ
く
土
地
の
明
渡
請
求
訴
訟
に
お
い
て
，
被
告
が
，
原

告
に
訴
訟
物
た
る
所
有
権
に
基
づ
く
土
地
の
明
渡
請
求
権
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
と
請
求
の

認
諾
と
な
り
訴
訟
が
終
了
す
る
。
 

 

②
 
同
訴
訟
に
お
い
て
，
被
告
が
，
原
告
に
訴
訟
物
の
前
提
と
な
る
土
地
の
所
有
権
が
あ
る
こ
と

を
認
め
る
と
権
利
自
白
が
成
立
し
，
そ
の
点
に
つ
き
証
明
不
要
効
が
は
た
ら
く
。
権
利
自
白

が
成
立
し
て
も
訴
訟
が
終
了
す
る
わ
け
で
は
な
く
，
例
え
ば
，
被
告
は
，
原
告
に
所
有
権
が

あ
る
こ
と
を
認
め
た
上
で
賃
借
権
等
の
占
有
権
原
が
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
原
告
の
請
求
の

棄
却
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 

③
 
同
訴
訟
に
お
い
て
，
被
告
が
，
原
告
が
主
張
す
る
原
告
の
所
有
権
の
取
得
原
因
事
実
（
例
：

売
買
や
贈
与
の
事
実
）
を
認
め
る
旨
の
陳
述
を
す
る
と
，
そ
の
事
実
に
つ
い
て
裁
判
上
の
自

白
が
成
立
す
る
。
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矢
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(3
) 

弁
論
主
義
の
第
３
原
則
 

 

→
裁
判
所
は
，
当
事
者
間
に
争
い
の
あ
る
事
実
に
つ
い
て
証
拠
調
べ
を
す
る
に
は
当
事
者
が
申
し
出

た
証
拠
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
弁
論
主
義
の
第
３
原
則
・
第
３
テ
ー
ゼ
・
職
権
証
拠
調
べ

の
禁
止
）。

●
 

 

・
弁
論
主
義
の
第
１
原
則
，
第
２
原
則
，
第
３
原
則
の
関
係
 
○
 

弁
論
主
義
の
第
１
原
則
か
ら
派
生
す
る
主
張
責
任
に
基
づ
き
当
事
者
が
主
張
し
た
事
実
の
う
ち
，

当
事
者
に
争
い
の
な
い
事
実
に
つ
い
て
は
弁
論
主
義
の
第
２
原
則
に
よ
り
裁
判
所
は
そ
の
事
実

を
そ
の
ま
ま
判
決
の
基
礎
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
，
裁
判
所
が
そ
の
事
実
を
証
拠
調
べ
し

て
当
事
者
の
主
張
と
異
な
る
事
実
を
認
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
 

一
方
，
弁
論
主
義
の
第
１
原
則
か
ら
派
生
す
る
主
張
責
任
に
基
づ
き
当
事
者
が
主
張
し
た
事
実

の
う
ち
，
当
事
者
に
争
い
の
あ
る
事
実
に
つ
い
て
は
弁
論
主
義
の
第
３
原
則
に
よ
り
裁
判
所
は
当

事
者
の
申
し
出
た
証
拠
に
よ
り
証
拠
調
べ
を
し
て
そ
の
事
実
の
存
否
を
事
実
認
定
を
す
る
こ
と
に

な
る
。
 

 
・
な
お
，
当
事
者
に
争
い
の
あ
る
事
実
が
あ
る
と
き
は
，
弁
論
主
義
の
第
３
原
則
に
よ
り
，
証
拠
の

申
し
出
（
証
拠
調
べ
請
求
）
は
当
事
者
が
す
る
が
，
証
拠
調
べ
を
し
た
結
果
，
そ
の
証
拠
を
ど
の

よ
う
に
評
価
す
る
か
に
つ
い
て
は
裁
判
官
の
自
由
か
つ
合
理
的
な
判
断
に
委
ね
ら
れ
る
（
自
由
心

証
主
義
・

24
7）

。
 

18
 

矢
島

の
体

系
整

理
テ

キ
ス

ト
20

16
 

サ
ン

プ
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テ
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ト
 

 
重

要
事

項
完

成
講

座
「

知
識

編
」

 

３
 
弁
論
主
義
の
対
象
事
実
 

 

(1
) 

事
実
の
種
類
 

 
→
弁
論
主
義
の
対
象
と
な
る
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
前
提
と
し
て
，
民
事
訴
訟
法
上
の
事
実
は
，
主

要
事
実
，
間
接
事
実
，
補
助
事
実
に
分
類
で
き
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
。
各
事
実
の
意
味
は
以

下
の
と
お
り
で
あ
る
。
 

 
・
主
要
事
実
：
権
利
の
発
生
・
変
更
・
消
滅
と
い
う
法
律
効
果
の
判
断
に
直
接
必
要
な
事
実
 
●
 

 
・
間
接
事
実
：
主
要
事
実
の
存
否
を
推
認
す
る
の
に
役
立
つ
事
実
 
●
 

 
例
：
被
告
が
高
価
な
買
い
物
を
し
た
事
実
は
，
貸
金
返
還
訴
訟
に
お
け
る
金
銭
の
授
受
と

い
う
主
要
事
実
を
推
認
す
る
の
に
役
立
つ
事
実
と
い
え
る
。
 

 

・
補
助
事
実
：
証
拠
の
証
明
力
に
影
響
を
与
え
る
事
実
 
●
 

証
拠
の
信
用
性
，
文
書
の
成
立
の
真
正
に
関
わ
る
わ
る
事
実
が
こ
れ
に
当
た
る
。
 

 
例
：
目
撃
証
人
の
視
力
が
良
い
と
い
う
事
実
や
誠
実
な
人
物
（
嘘
を
つ
か
な
い
人
物
）
で

あ
る
と
い
う
事
実
，
文
書
が
偽
造
さ
れ
た
事
実
 

例
：
私
文
書
の
成
立
の
真
正
に
関
す
る
二
段
の
推
定
に
関
す
る
事
実
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(2
) 

弁
論
主
義
が
適
用
さ
れ
る
事
実
 

 

→
当
事
者
の
攻
撃
防
御
の
対
象
は
法
律
効
果
の
発
生
を
直
接
基
礎
付
け
る
主
要
事
実
に
集
中
す
る
の

で
，
弁
論
主
義
の
不
意
打
ち
防
止
機
能
を
果
た
す
た
め
に
は
，
主
要
事
実
に
つ
い
て
弁
論
主
義
を

適
用
す
れ
ば
足
り
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
●
 

 
・
間
接
事
実
や
補
助
事
実
は
，
証
拠
と
同
様
の
機
能
を
有
す
る
の
で
，
こ
れ
を
弁
論
主
義
の
対
象
と

し
て
裁
判
所
を
拘
束
す
る
と
，
事
実
認
定
に
つ
き
裁
判
所
の
自
由
心
証
に
基
づ
く
合
理
的
判
断
を

阻
害
す
る
の
で
妥
当
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
，
間
接
事
実
や
補
助
事
実
に
は
弁
論
主
義
は
適
用

さ
れ
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
。
●
 

   

 
 
 
 
 
 
 
推
認
：
証
拠
と
同
様
の
機
能
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
証
明
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
証
明
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

関
連
問
題
：
Ｈ
24

司
法
論
文
民
事
系
第

3
問
設
問

1
小
問

1 

（「
間
接
証
拠
」
に
つ
き
出
題
の
趣
旨
と
採
点
実
感
を
参
照
）

 
・
直
接
証
拠
：
主
要
事
実
を
直
接
証
明
す
る
証
拠
 
●

 
・
間
接
証
拠
：
間
接
事
実
や
補
助
事
実
を
証
明
す
る
証
拠
 
●

 

 
Ｈ
24

司
法
論
文
民
事
系
第

3
問
設
問

1
小
問

1（
採
点
実
感
・
抜
粋
）
 

あ
る
証
拠
が
直
接
証
拠
と
な
る
か
，
間
接
証
拠
と
な
る
か
は
，
立
証
趣
旨
と
の
関
係
で
定
ま
る
。
以
上
の
事
柄
は
，

司
法
試
験
の
受
験
者
で
あ
れ
ば
正
し
く
理
解
し
，
習
得
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
基
礎
的
知
識
で
あ
る
。
そ
の

上
で
，
本
問
で
は
，
こ
れ
ら
の
知
識
を
抽
象
的
に
述
べ
る
の
で
は
な
く
，
設
問
の
事
例
と
の
関
係
で
具
体
的
に
説

明
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

 

主
要
事
実

 
金
銭
の
授
受

 

直
接
証
拠

 
消
費
貸
借
契
約
書

 

間
接
事
実

 
被
告
が
高
価
な
買
い
物
し
た
事
実

 

間
接
証
拠

 
買
い
物
の
領
収
書
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サ
ン

プ
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重

要
事

項
完

成
講

座
「

知
識

編
」

 

(3
) 

不
特
定
概
念
の
主
要
事
実
～
評
価
根
拠
事
実
と
評
価
障
害
事
実
 

 

→
民
法
１
１
０
条
の
正
当
理
由
や
，
民
法
７
０
９
条
の
過
失
を
は
じ
め
と
す
る
不
特
定
概
念
が
法
律

要
件
と
な
っ
て
い
る
場
合
は
，
当
事
者
へ
の
不
意
打
ち
判
決
の
防
止
と
い
う
弁
論
主
義
の
機
能
に

か
ん
が
み
，
そ
れ
ら
不
特
定
概
念
を
基
礎
づ
け
る
評
価
根
拠
事
実
や
，
そ
れ
ら
不
特
定
概
念
を
障

害
す
る
評
価
障
害
事
実
が
，
主
要
事
実
と
し
て
弁
論
主
義
の
対
象
と
な
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
●
 

 ・「
正
当
な
理
由
」
の
有
無
の
判
断
枠
組
み
 
○
 
 

注
：
民
法
Ⅰ
の
「
代
理
」
の
章
で
学
習
済
み

 
１
１
０
条
の
表
見
代
理
の
成
立
要
件
で
あ
る
代
理
人
に
権
限
が
あ
る
と
信
ず
べ
き「

正
当
な
理
由
」

の
有
無
の
判
断
は
，
相
手
方
か
ら
見
た
事
情
だ
け
で
は
な
く
，
本
人
側
の
事
情
を
も
考
慮
し
て
総

合
判
断
さ
れ
る
。

 
１
１
０
条
の
「
正
当
な
理
由
」
は
，
事
実
に
規
範
的
な
評
価
を
加
え
て
そ
の
該
当
性
を
判
断
す

る
規
範
的
要
件
と
い
わ
れ
て
お
り
，
訴
訟
で
は
正
当
な
理
由
を
基
礎
付
け
る
評
価
根
拠
事
実
を
，

主
要
事
実
と
し
て
主
張
す
る
こ
と
に
な
る
。
１
１
０
条
の
表
見
代
理
の
成
立
を
主
張
す
る
者
に
よ

る
評
価
根
拠
事
実
の
主
張
に
対
し
て
，
そ
の
成
立
を
否
定
す
る
者
が
正
当
な
理
由
の
成
立
を
障
害

す
る
評
価
障
害
事
実
を
，
主
要
事
実
と
し
て
主
張
す
る
。
最
終
的
に
は
，
裁
判
所
が
，
評
価
根
拠

事
実
と
評
価
障
害
事
実
を
総
合
考
慮
し
て
「
正
当
な
理
由
」
が
肯
定
で
き
る
か
を
判
断
す
る
。

 
な
お
，
評
価
根
拠
事
実
と
評
価
障
害
事
実
は
，
請
求
原
因
と
抗
弁
な
ど
の
関
係
に
立
つ
の
で
，

両
者
は
両
立
し
う
る
事
実
で
あ
る
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
，
評
価
根
拠
事
実
と
し
て
主
張
さ
れ
た

事
実
に
対
し
て
，
そ
れ
と
非
両
立
の
事
実
を
主
張
し
て
反
論
す
る
場
合
は
，
評
価
障
害
事
実
の
主

張
を
し
た
の
で
は
な
く
，
単
に
積
極
否
認
（
理
由
付
け
否
認
）
を
し
た
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。

 
関
連
問
題
：

H
22

司
法
論
文
民
事
系
第

2
問
設
問

1 

 ・
不
特
定
概
念
の
よ
う
な
法
律
要
件
は
，
事
実
を
規
範
的
に
評
価
（
法
的
評
価
）
す
る
こ
と
で
そ
の

該
当
性
を
判
断
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
，
規
範
的
要
件
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
規
範
的
要
件

の
典
型
例
と
し
て
は
「
過
失
」
が
あ
る
。
例
え
ば
，
自
動
車
事
故
の
被
害
者
が
不
法
行
為
に
基
づ

く
損
害
賠
償
請
求
を
す
る
場
合
，
原
告
は
，
被
告
で
あ
る
加
害
者
に
過
失
が
あ
る
こ
と
を
主
張
す

る
た
め
に
，
被
告
が
自
動
車
を
運
転
中
に
携
帯
電
話
に
気
を
取
ら
れ
て
前
方
を
よ
く
見
て
い
な
か

っ
た
事
実
等
の
具
体
的
事
実
を
過
失
の
評
価
根
拠
事
実
と
し
て
主
張
す
る
こ
と
に
な
る
。
○
 

 

・
判
例
は
，
裁
判
所
は
当
事
者
が
特
に
民
法
９
０
条
の
主
張
を
し
な
く
て
も
同
条
違
反
に
該
当
す
る

事
実
の
陳
述
さ
え
れ
ば
そ
の
有
効
無
効
を
判
断
で
き
る
と
し
て
，
民
法
９
０
条
の
公
序
良
俗
違
反

の
要
件
を
規
範
的
要
件
と
し
て
扱
っ
て
い
る
（
最
判
昭

36
.4

.2
7）

。
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＊
規
範
的
要
件
の
具
体
例
 

・
信
義
則
（
民
法
１
Ⅱ
）

 
・
権
利
濫
用
（
民
法
１
Ⅲ
）

 
・
公
序
良
俗
違
反
（
民
法
９
０
）

 
・
正
当
な
理
由
（
民
法
１
１
０
）

 
・
正
当
の
事
由
（
借
地
借
家
６
，
２
８
）

 
・
背
信
的
行
為
と
認
め
る
に
足
り
な
い
特
段
の
事
情
（
民
法
６
１
２
Ⅱ
と
信
頼
関
係
破
壊
の
法
理
） 

・
過
失
（
民
法
７
０
９
）

 
・
背
信
的
悪
意
者
の
要
件
の
１
つ
で
あ
る
背
信
性
（
信
義
則
違
反
）

 
  

＊
評
価
根
拠
事
実
と
間
接
事
実
の
区
別
 
●
 

「
過
失
」
は
事
実
に
規
範
的
な
評
価
を
加
え
て
そ
の
該
当
性
を
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
規
範
的
要

件
で
あ
る
の
で
，
過
失
の
有
無
を
基
礎
付
け
る
具
体
的
な
事
実
で
あ
る
評
価
根
拠
事
実
や
評
価
障

害
事
実
が
主
張
事
実
と
な
る
。
 

一
方
，「

善
意
」
や
「
悪
意
」
は
，
あ
る
事
実
を
知
っ
て
い
る
か
知
ら
な
い
か
と
い
う
点
で
意

味
が
明
確
な
の
で
規
範
的
要
件
と
は
い
わ
ず
，
そ
れ
自
体
が
主
要
事
実
と
な
る
。
善
意
・
悪
意
に

つ
い
て
当
事
者
間
に
争
い
が
あ
る
と
き
は
，
裁
判
所
は
証
拠
調
べ
に
よ
っ
て
善
意
・
悪
意
の
存
否

を
認
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
善
意
・
悪
意
と
い
う
当
事
者
の
主
観
的
要
件
は
裁
判
所
が
直
接
見
る

こ
と
が
で
き
な
い
も
の
な
の
で
，当

事
者
が
主
要
事
実
た
る
善
意
・
悪
意
を
立
証
す
る
た
め
に
は
，

善
意
や
悪
意
を
推
認
さ
せ
る
間
接
事
実
を
主
張
立
証
す
る
こ
と
で
実
現
す
る
こ
と
に
な
る
。
 

  

(4
) 

間
接
事
実
の
自
白
の
撤
回
 

 掲
載
略
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重

要
事

項
完

成
講

座
「

知
識

編
」

 

４
 
事
実
の
主
張
の
要
否
が
問
題
と
な
る
事
例
 

 

(1
) 

過
失
相
殺
 

 

(ｱ
) 

民
法
４
１
８
条
の
過
失
相
殺
 

 

→
民
法
４
１
８
条
に
よ
る
過
失
相
殺
は
，
文
言
上
，「

債
権
者
に
過
失
が
あ
っ
た
と
き
は
，
裁
判
所

は
，
こ
れ
を
考
慮
し
て
，
損
害
賠
償
の
責
任
及
び
そ
の
額
を
定
め
る
」
と
さ
れ
て
お
り
当
事
者

の
主
張
が
な
く
て
も
裁
判
所
が
債
権
者
の
過
失
を
考
慮
し
て
損
害
賠
償
の
額
を
定
め
ら
れ
る
よ

う
に
読
め
る
こ
と
や
，
損
害
の
公
平
の
分
担
と
い
う
過
失
相
殺
の
制
度
の
趣
旨
を
実
現
す
る
必

要
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
，
裁
判
所
は
，
債
務
者
が
過
失
相
殺
の
主
張
を
し
な
く
て
も
，
職
権
で

過
失
相
殺
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
，
弁
論
主
義
の
建
前
か
ら
債
権

者
の
過
失
を
基
礎
づ
け
る
事
実
（
評
価
根
拠
事
実
）
に
つ
い
て
は
債
務
者
が
主
張
立
証
責
任
を

負
う
と
解
さ
れ
て
い
る
。
●
 

 

・
こ
の
よ
う
に
取
り
扱
う
こ
と
は
，
損
害
の
公
平
な
分
担
と
い
う
過
失
相
殺
の
制
度
趣
旨
に
も
適

合
す
る
。

 
 
・
判
例
も
民
法
４
１
８
条
に
よ
る
過
失
相
殺
は
，
債
務
者
の
主
張
が
な
く
て
も
，
裁
判
所
が
職
権

で
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
，
債
権
者
に
過
失
が
あ
っ
た
事
実
は
，
債
務
者
に
お
い
て
立
証
責
任

を
負
う
と
し
て
い
る
（
後
掲
最
判
昭

43
.1
2.
24
）。

 
 

（
過
失
相
殺
）
 

民
法

41
8
条
 
債
務
の
不
履
行
に
関
し
て
債
権
者
に
過
失
が
あ
っ
た
と
き
は
，裁

判
所
は
，こ

れ
を
考
慮
し
て
，

損
害
賠
償
の
責
任
及
び
そ
の
額
を
定
め
る
。
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＊
練
習
問
題
 
 
不
特
定
概
念
「
過
失
」
と
弁
論
主
義
 
 
予
備

H
26

-4
2（

司
法
共
通
）

 

 

Ｘ
は
，
Ｙ
に
対
し
，
Ｙ
の
脇
見
運
転
に
よ
る
過
失
を
原
因
と
す
る
交
通
事
故
に
よ
り
傷
害
を
受
け
，
５
０
０
万
円
の

損
害
を
被
っ
た
と
主
張
し
て
，
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
と
し
て
５
０
０
万
円
の
支
払
を
求
め
る
訴
え
を
提

起
し
た
と
こ
ろ
，
Ｙ
は
，
Ｘ
に
は
飛
び
出
し
て
き
た
不
注
意
が
あ
る
が
，
自
分
に
も
脇
見
運
転
に
よ
る
過
失
が
あ
っ
た

こ
と
を
認
め
る
と
主
張
し
た
。
Ｘ
及
び
Ｙ
か
ら
こ
れ
以
外
の
主
張
が
な
か
っ
た
と
し
て
，
次
の
ア
か
ら
ウ
ま
で
の
裁
判

所
の
判
決
に
関
す
る
後
記
１
か
ら
５
ま
で
の
各
記
述
の
う
ち
，
判
例
の
趣
旨
に
照
ら
し
正
し
い
も
の
は
ど
れ
か
。

 
 

ア
．
裁
判
所
は
，
証
拠
調
べ
の
結
果
，
Ｙ
が
Ｘ
に
対
し
て
５
０
０
万
円
の
弁
済
を
し
て
い
る
事
実
を
認
め
て
，
Ｘ
の
請
求

を
棄
却
す
る
判
決
を
し
た
。

 
 

解
説
：
こ
の
５
０
０
万
円
の
弁
済
の
主
張
は
当
事
者
が
主
張
し
て
い
な
い
主
要
事
実
で
あ
る
。
肢
ア
の
判
決
は
，

裁
判
所
が
当
事
者
の
主
張
し
な
い
主
要
事
実
を
判
決
の
基
礎
と
し
た
も
の
と
し
て
弁
論
主
義
の
第
１
原
則

に
違
反
す
る
。

 
 

イ
．
裁
判
所
は
，
証
拠
調
べ
の
結
果
，
不
法
行
為
の
成
立
を
認
め
つ
つ
，
Ｘ
の
飛
び
出
し
の
事
実
を
認
め
て
，
３
０
０
万

円
の
範
囲
で
，
Ｘ
の
請
求
を
認
容
し
た
。

 
 

解
説
：
Ｙ
が
主
張
し
て
い
る
Ｘ
の
飛
び
出
し
の
事
実
は
Ｙ
の
Ｘ
に
対
す
る
過
失
相
殺
の
主
張
に
か
か
る
Ｘ
の
過
失

を
基
礎
付
け
る
評
価
根
拠
事
実
で
あ
る
。
過
失
相
殺
に
つ
い
て
は
，
そ
の
過
失
を
基
礎
付
け
る
評
価
根
拠

事
実
の
主
張
が
あ
れ
ば
，
当
事
者
が
過
失
相
殺
を
す
る
旨
の
主
張
を
し
な
く
て
も
裁
判
所
は
過
失
相
殺
で

き
る
と
す
る
の
が
判
例
で
あ
る
（
最
判
昭

41
.6

.2
1
等
）
。
こ
れ
ら
の
こ
と
に
照
ら
す
と
，
肢
イ
の
判
決
は

特
に
違
法
な
点
は
な
い
。

 
 

ウ
．
裁
判
所
は
，
証
拠
調
べ
の
結
果
，
Ｙ
の
脇
見
運
転
に
よ
る
過
失
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
，
Ｘ
の
請
求
を
棄
却
し
た
。

 
 

解
説
：
Ｙ
が
脇
見
運
転
を
し
た
事
実
は
Ｙ
の
過
失
を
基
礎
付
け
る
評
価
根
拠
事
実
と
し
て
主
要
事
実
に
な
る
。
Ｘ

が
Ｙ
の
脇
見
運
転
の
事
実
を
主
張
し
た
の
に
対
し
，
Ｙ
が
脇
見
運
転
を
し
た
事
実
を
認
め
て
い
る
た
め
，

脇
見
運
転
の
事
実
に
つ
い
て
当
事
者
間
に
争
い
が
な
い
主
要
事
実
と
し
て
裁
判
上
の
自
白
が
成
立
す
る
。

肢
ウ
の
判
決
は
，
裁
判
所
は
当
事
者
間
に
争
い
が
な
い
事
実
は
そ
の
ま
ま
判
決
の
基
礎
と
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
す
る
弁
論
主
義
の
第
２
原
則
に
違
反
す
る
。

 
 

１
．
ア
か
ら
ウ
ま
で
の
い
ず
れ
の
判
決
も
，
弁
論
主
義
に
反
す
る
。

 
２
．
ア
か
ら
ウ
ま
で
の
い
ず
れ
の
判
決
も
，
弁
論
主
義
に
反
し
な
い
。

 
３
．
ア
の
判
決
は
弁
論
主
義
に
反
す
る
が
，
イ
及
び
ウ
の
判
決
は
弁
論
主
義
に
反
し
な
い
。

 
４
．
ア
及
び
イ
の
判
決
は
弁
論
主
義
に
反
す
る
が
，
ウ
の
判
決
は
弁
論
主
義
に
反
し
な
い
。

 
５
．
ア
及
び
ウ
の
判
決
は
弁
論
主
義
に
反
す
る
が
，
イ
の
判
決
は
弁
論
主
義
に
反
し
な
い
。
〔
正
解
 
５
〕
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事

項
完

成
講

座
「

知
識

編
」

 

＊
こ
の
レ
ジ
ュ
メ
の
３
頁
の
証
明
責
任
の
分
配
の
法
則
に
関
す
る
記
述
を
し
て
あ
り
ま
す
。

 
  第
７
章
 
証
拠

 
 １
～
５
 
略

 
 ６
 
証
明
責
任
の
機
能
 

 

(1
) 

客
観
的
証
明
責
任

 
 

→
審
理
の
結
果
，
あ
る
主
要
事
実
が
真
偽
不
明
の
事
態
に
陥
っ
た
と
し
て
も
，
裁
判
所
は
，
裁
判
回

避
は
で
き
ず
裁
判
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
，
当
事
者
が
主
張
立
証
を
尽
く
し
て
も
主

要
事
実
が
真
偽
不
明
の
と
き
に
，
裁
判
所
が
判
決
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
い
う
裁
判
回

避
の
事
態
を
防
止
す
る
趣
旨
か
ら
，
あ
る
主
要
事
実
が
真
偽
不
明
の
と
き
は
，
そ
の
主
要
事
実
の

不
存
在
を
擬
制
し
，
そ
の
主
要
事
実
を
要
件
と
す
る
法
律
効
果
が
認
め
ら
れ
な
い
と
の
扱
い
が
さ

れ
て
い
る
。
○
 

 ・
あ
る
主
要
事
実
が
真
偽
不
明
で
あ
る
場
合
に
そ
の
事
実
を
要
件
と
す
る
自
己
に
有
利
な
法
律
効
果

が
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
一
方
当
事
者
の
不
利
益
を
証
明
責
任
と
い
う
。
裁
判
所
は
，
主
要
事
実

の
存
否
を
判
断
で
き
れ
ば
請
求
認
容
又
は
請
求
棄
却
と
い
う
裁
判
を
す
る
こ
と
が
で
き
，
裁
判
回

避
の
防
止
を
実
現
で
き
る
こ
と
か
ら
，
証
明
責
任
の
対
象
は
主
要
事
実
に
限
る
と
す
れ
ば
足
り
る

と
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
，
①
証
明
責
任
の
機
能
が
裁
判
回
避
の
防
止
に
あ
る
こ
と
と
，
②

証
明
責
任
の
対
象
は
主
要
事
実
に
限
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
お
さ
え
て
お
く
。
●
 

 ・
明
責
任
を
い
ず
れ
の
当
事
者
に
負
わ
せ
る
か
は
，
個
々
の
主
要
事
実
ご
と
に
予
め
客
観
的
に
決
ま

っ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
証
明
責
任
は
，
客
観
的
証
明
責
任
と
い
わ
れ
る
。
な
お
，
単
に
「
証
明
責

任
」
と
い
う
と
き
は
客
観
的
証
明
責
任
を
意
味
す
る
の
が
通
常
で
あ
る
。
○
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(2
) 

証
明
責
任
の
分
配
の
基
準
～
法
律
要
件
分
類
説

 
 

→
基
準
と
し
て
の
明
確
性
か
ら
，
原
則
と
し
て
実
体
法
の
定
め
に
従
い
，
各
当
事
者
は
，
自
己
に
有

利
な
法
律
効
果
の
発
生
を
基
礎
づ
け
る
実
体
法
規
の
要
件
事
実
に
つ
い
て
証
明
責
任
を
負
う
（
法

律
要
件
分
類
説
）。

●
 

 

＊
実
体
法
規
の
分
類
 
●
 

 ①
 
権
利
根
拠
規
定
 

→
権
利
関
係
の
発
生
を
基
礎
づ
け
る
法
規
 

例
：
売
買
契
約
の
成
立
（
民
法

55
5）

 
 

②
 
権
利
障
害
規
定

 
→
権
利
が
当
初
か
ら
発
生
し
な
い
こ
と
を
基
礎
づ
け
る
法
規

 
例
：
錯
誤
無
効
（
民
法

95
）

 
詐
欺
取
消
し
は
そ
の
効
果
が
遡
及
的
無
効
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
権
利
障
害
規
定
と

み
て
よ
い
。

 
 

③
 
権
利
消
滅
規
定

 
→
有
効
に
発
生
し
た
権
利
の
事
後
的
な
消
滅
を
基
礎
づ
け
る
規
定

 
例
：
弁
済
，
免
除
（
民
法

51
9
等
）

 
 

④
 
権
利
阻
止
規
定

 
→
相
手
の
権
利
行
使
を
一
時
的
に
阻
止
す
る
た
め
の
要
件
の
規
定

 
例
：
留
置
権
（
民
法

29
5）

，
同
時
履
行
の
抗
弁
権
（
民
法

53
3）
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重

要
事

項
完

成
講

座
「

知
識

編
」

 

＊
以
下
は
，
２
０
１
６
年
５
月
開
講
 
重
要
事
項
完
成
講
座
「
知
識
編
」
の
民
法
Ⅱ
の
テ
キ
ス
ト
の
一
部

で
す
。
 

 ＊
こ
の
レ
ジ
ュ
メ
の
２
１
頁
の
信
頼
関
係
破
壊
の
法
理
に
関
す
る
記
述
を
し
て
あ
り
ま
す
。
 

  

(2
) 

賃
貸
者
契
約
の
解
除
を
制
限
す
る
法
理
～
信
頼
関
係
破
壊
の
法
理

 
 

→
賃
貸
借
契
約
は
当
事
者
間
の
信
頼
を
基
礎
と
す
る
継
続
的
契
約
で
あ
る
こ
と
や
，
生
活
の
本
拠
を

奪
わ
れ
る
賃
借
人
保
護
の
必
要
性
か
ら
，
わ
ず
か
な
債
務
不
履
行
が
あ
っ
た
だ
け
で
は
解
除
で
き

ず
，
当
事
者
間
の
信
頼
関
係
の
破
壊
が
認
め
ら
れ
る
と
き
に
限
り
解
除
で
き
る
と
解
さ
れ
て
い
る

（
信
頼
関
係
破
壊
の
法
理
）。

●
 

 
・
賃
料
不
払
い
の
債
務
不
履
行
解
除
の
場
合
は
，
単
に
１
回
の
賃
料
不
払
い
が
あ
っ
た
だ
け
で
は
信

頼
関
係
が
破
壊
さ
れ
た
と
は
い
え
ず
，
賃
料
不
払
い
が
あ
る
程
度
継
続
し
，
そ
れ
に
よ
り
当
事
者

間
に
信
頼
関
係
の
破
壊
が
認
め
ら
れ
た
と
き
に
解
除
権
が
発
生
す
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た

め
，
賃
料
不
払
い
を
理
由
に
解
除
す
る
と
き
は
，
解
除
を
主
張
す
る
賃
貸
人
に
お
い
て
，
賃
料
不

払
い
が
信
頼
関
係
を
破
壊
す
る
程
度
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
主
張
立
証
す
る
必
要
が
あ
る
。
●
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・
賃
借
権
の
無
断
譲
渡
，
無
断
転
貸
に
よ
る
債
務
不
履
行
解
除
の
場
合
は
，
６
１
２
条
１
項
が
，
賃

借
人
は
賃
貸
人
の
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
賃
借
権
の
譲
渡
又
は
賃
借
物
の
転
貸
を
で
き
な
い
と
規
定

し
，
同
条
２
項
が
，
賃
借
人
が
１
項
の
規
定
に
違
反
し
て
第
三
者
に
賃
借
物
を
使
用
収
益
さ
せ
た

と
き
は
賃
貸
人
は
賃
貸
借
契
約
を
解
除
で
き
る
と
規
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
，
賃
貸
人
は
，
無
断

譲
渡
，
無
断
転
貸
に
よ
り
賃
借
人
が
目
的
物
を
転
借
人
に
使
用
収
益
さ
せ
た
と
き
は
条
文
の
文
言

上
，
直
ち
に
賃
貸
借
契
約
を
解
除
で
き
る
よ
う
に
読
め
る
。
し
か
し
，
こ
こ
で
も
信
頼
関
係
の
破

壊
の
法
理
に
よ
り
解
除
権
が
制
限
さ
れ
る
。
○

 
も
っ
と
も
，
賃
借
権
の
無
断
譲
渡
，
無
断
転
貸
は
，
賃
料
不
払
い
の
ケ
ー
ス
と
比
べ
て
も
と
も

と
背
信
性
の
高
い
行
為
で
あ
る
た
め
，
解
除
を
主
張
さ
れ
た
賃
借
人
が
，
賃
借
権
の
無
断
譲
渡
・

無
断
転
貸
が
，
信
頼
関
係
を
破
壊
す
る
と
認
め
る
に
足
り
な
い
特
段
の
事
情
が
あ
る
こ
と
を
主
張

立
証
す
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
の
が
判
例
で
あ
る
（
最
判
昭

41
.1

.2
7）
。
●

 
こ
こ
で
の
特
段
の
事
情
と
は
，
例
え
ば
，
賃
借
権
の
譲
渡
や
転
貸
の
後
も
，
実
質
的
に
目
的
物

の
利
用
主
体
の
変
更
が
な
い
と
い
え
る
事
情
が
挙
げ
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
，
Ｂ
が
，
Ａ
か
ら
土

地
を
賃
借
し
て
そ
の
土
地
上
に
建
物
を
建
築
し
て
Ｂ
の
妻
Ｃ
と
同
居
し
て
い
た
と
こ
ろ
，
賃
貸
借

の
途
中
で
，
Ｂ
が
Ｃ
に
建
物
を
贈
与
し
た
場
合
，
借
地
上
の
建
物
の
所
有
権
を
移
転
さ
せ
る
と
，

形
式
的
に
は
Ｂ
か
ら
Ｃ
へ
の
土
地
賃
借
権
の
譲
渡
と
な
る
。
し
か
し
，
Ｂ
と
夫
婦
関
係
に
あ
る
Ｃ

は
も
と
も
と
土
地
の
賃
借
人
Ｂ
と
共
に
そ
の
土
地
上
の
建
物
で
共
同
生
活
を
営
ん
で
い
た
も
の
で

あ
り
，
こ
の
よ
う
な
場
合
は
実
質
的
に
目
的
物
の
利
用
主
体
に
変
更
が
な
く
，
当
該
賃
借
権
の
無

断
譲
渡
は
背
信
的
行
為
と
認
め
る
に
足
り
な
い
特
段
の
事
情
が
あ
る
も
の
と
評
価
す
る
こ
と
も
可

能
で
あ
る
。
○
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連
問
題
：
H2
0
司
法
論
文
民
事
系
第

1
問
設
問

1(
3)
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ス

ト
20

16
 

サ
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プ
ル

テ
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ス

ト
 

 
重

要
事

項
完

成
講

座
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知
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LE
C 

矢
島

純
一

 

＊
平
成
２
８
年
５
月
以
降
の
矢
島
担
当
の
主
な
新
規
製
作
講
座
 

 
①
 
重
要
事
項
完
成
講
座
「
知
識
編
」
 
必
修
７
科
目
 
 

合
格
に
必
要
な
基
本
重
要
知
識
の
イ
ン
プ
ッ
ト
用
の
講
座
 

H2
8.
5
月
か
ら
科
目
単
位
で
順
次
制
作
配
信
 

注
：
予
備
試
験
対
策
用
の
追
加
講
義
と
し
て
「
知
識
編
プ
ラ
ス
」
を
別
売
中
 

 ９
月
の
刑
訴
法
と
１
０
月
の
行
政
法
は
水
道
橋
校
で
公
開
収
録
予
定
 

本
講
座
の
受
講
生
は
予
約
な
し
で
公
開
収
録
に
参
加
で
き
ま
す
 

公
開
収
録
の
日
時
・
場
所
：
全
て
１
８
時
か
ら
２
１
時
ま
で
・
水
道
橋
本
校
 

刑
訴
法
（
全
４
回
）：

９
月
１
６
日
（
金
）
～
１
９
日
（
月
・
祝
）
 

行
政
法
（
全
４
回
）：

１
０
月
５
日
（
水
）
～
８
日
（
土
）
 

注
：
公
開
収
録
で
は
製
本
前
の
仮
レ
ジ
ュ
メ
を
配
布
し
ま
す
。
 

製
本
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
は
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
記
載
の
日
程
で
発
送
し
ま
す
。
 

 
②
 
重
要
事
項
完
成
講
座
「
論
文
過
去
問
徹
底
分
析
編
」
 
必
修
７
科
目
 

本
試
験
で
求
め
ら
れ
る
法
的
思
考
と
事
例
処
理
能
力
の
習
得
用
の
講
座
 

答
案
例
は
今
期
新
た
に
全
面
改
訂
予
定
 

H2
8.
10

月
か
ら
科
目
単
位
で
順
次
制
作
配
信
（
ラ
イ
ブ
講
義
ク
ラ
ス
も
有
・
水
道
橋
校
）
 

注
：
講
師
作
成
の
解
答
例
は
全
面
改
訂
予
定
 

注
：
答
案
添
削
を
希
望
す
る
受
講
生
は
別
途
，
答
案
添
削
オ
プ
シ
ョ
ン
有
 

 ～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～

 
 
③
 
〔
重
完
対
応
〕
矢
島
ゼ
ミ
 

論
文
対
策
か
ら
短
答
対
策
ま
で
合
格
に
必
要
な
要
素
を
凝
縮
し
た
ゼ
ミ
（
水
道
橋
校
）
 

平
成
２
９
年
１
月
７
日
か
ら
４
月
末
ま
で
毎
週
土
曜
日
１
５
時
か
ら
２
１
時
に
実
施
 

答
案
の
口
頭
添
削
は
ゼ
ミ
開
始
時
刻
前
の
個
人
ご
と
に
予
め
定
め
ら
れ
た
時
刻
に
実
施
 

 
・
ゼ
ミ
の
受
講
条
件
〔
次
の
Ａ
又
は
Ｂ
に
該
当
す
る
方
〕

 
Ａ
 
平
成
２
８
年
度
開
講
の
重
要
事
項
完
成
講
座
「
知
識
編
」
及
び
同
年
実
施
の
重
要
事
項
完
成
講

座
「
論
文
過
去
問
徹
底
分
析
編
」
を
受
講
し
た
こ
と
が
あ
る
方

 
Ｂ
 
平
成
２
８
年
度
開
講
の
重
要
事
項
完
成
講
座
「
知
識
編
」
及
び
平
成
２
７
年
度
に
実
施
し
た
「
論

文
過
去
問
徹
底
分
析
編
」
を
受
講
し
た
こ
と
が
あ
る
方
 

30
 

矢
島

の
体

系
整

理
テ

キ
ス

ト
20

16
 

サ
ン

プ
ル

テ
キ
ス

ト
 

 
重

要
事

項
完

成
講

座
「

知
識

編
」

 

④
 
選
択
科
目
総
整
理
講
座
「
労
働
法
」
 

合
格
に
必
要
な
基
本
重
要
知
識
の
イ
ン
プ
ッ
ト
用
の
講
座
 

H2
8.
4
月
制
作
 
H2
8.
5
月
か
ら
既
に
配
信
中
 

注
：
テ
キ
ス
ト
は

H2
8.
4
に
全
面
改
訂
・
講
義
も

10
0％

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

 
    ～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～

 
平
成
２
９
年
１
月
以
降
に
開
講
す
る
講
座
（
予
定
）

 
 ・
 
重
要
事
項
完
成
講
座
「
論
文
知
識
ス
ピ
ー
ド
チ
ェ
ッ
ク
講
座
」
 

平
成
２
９
年
２
月
開
講
 

憲
法
，
民
法
，
刑
法
は
通
信
ク
ラ
ス
〔
１
月
中
に
収
録
・
２
月
か
ら
配
信
〕
 

会
社
法
（
２
月
５
日
），

民
訴
法
（
２
月
１
２
日
），

刑
訴
法
（
２
月
１
９
日
），

行
政
法
（
２
月
２

６
日
）
は
水
道
橋
校
で
通
信
ク
ラ
ス
の
他
に
ラ
イ
ブ
講
義
も
実
施
（
い
ず
れ
も
日
曜
日
）
 

  
・
 
重
要
事
項
完
成
講
座
「
実
践
的
な
合
格
答
案
の
作
成
編
」（

平
成
２
８
年
度
の
司
法
試
験
の
過
去

問
が
題
材
）
 

平
成
２
９
年
２
月
下
旬
か
ら
３
月
上
旬
に
水
道
橋
校
で
ラ
イ
ブ
講
義
を
実
施
（
予
定
）

 
１
科
目
３
時
間
で
７
科
目
合
計
２
１
時
間

 
通
信
用
教
材
は
３
月
中
旬
か
下
旬
に
発
送
（
予
定
）
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