
は
じ
め
に

第
一
章
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
法

第
一
節
商
法
典
改
正
法
第
：
’
一
条
の
立
法
趣
旨

第
二
節
法
廷
地
法
説
（
プ
ト
フ
ァ
ル
ケ
ン
）

第
三
節
旗
国
法
説
（
ケ
ー
ゲ
ル
）

第
二
章
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
法

第
三
章
日
本
法
に
お
け
る
問
題

お
わ
り
に 目

次

「
船
主
責
任
制
限
の
準
拠
法
」

奥

田

安

一
五
八

弘
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船主責任制限の準拠法（奥田）

も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
る
と
、
海
事
債
権
者
は
当
該
海
産
に
し
か
執
行
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。

(
6
)
 

ィ
ナ
ヴ
ィ
ア
法
に
お
い
て
採
用
さ
れ
て
い
た
。

（三）

る
も
の
で
あ
る
。

額
主
義
に
よ
り
、
船
舶
の
積
量
ト
ン
数
あ
た
り
六

0
ド
ル
ま
で
責
任
を
負
う
、

（四）

金
額
主
義

(
S
日
n
m
e
n
h
a
f
t
u
n
g
s
s
y
s
t
e
m
)

こ
れ
は
、
船
主
の
責
任
を
事
故
毎
に
、
船
舶
の
積
量
ト
ン
数
に
応
じ
て
算
出

さ
れ
た
金
額
に
制
限
す
る
も
の
で
あ
り
、
英
国
の
一
八
五
四
年
商
船
法
に
起
源
を
有
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
委
付
主
義
・
執
行
主
義
・
船
価
主
義
は
、
船
主
の
責
任
を
、
航
海
の
終
わ
り
に
お
け
る
海
産
ま
た
は
そ

（二）
（一）

時
代
に
よ
り
異
な
っ
て
い
る
の
で
、

船
舶
所
有
者
の
責
任
制
限
は
、
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
海
商
法
独
自
の
制
度
と
い
え
る
。
そ
の
起
源
は
、
中
世
に
ま
で
遡
る
と
い
わ
れ
、
こ

(
2
)
 

の
起
源
の
古
さ
自
体
が
制
度
の
存
在
理
由
の
一
っ
と
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
し
か
し
、
責
任
制
限
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
国
に
よ
り

(
3
)
 

そ
れ
を
簡
単
に
列
挙
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

「
委
付
主
義
」

(
A
b
a
n
d
o
n
s
y
s
t
e
m
)

こ
れ
は
、
船
主
の
人
的
無
限
責
任
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
船
主
が
海
事
債
権
者
に
対

し
て
、
航
海
の
終
わ
り
に
お
け
る
海
産
（
船
舶
・
運
賃
な
ど
）
を
委
付
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
責
任
を
免
れ
う
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

(
4
)

（

5
)
 

つ
て
フ
ラ
ン
ス
法
お
よ
び
日
本
の
商
法
第
六
九

0
条
が
採
用
し
て
お
り
、
現
在
で
も
中
南
米
諸
国
に
残
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

「
執
行
主
義
」

(
E
x
e
k
u
t
i
o
n
s
s
y
s
t
e
m
)
-
こ
れ
は
、
船
主
の
責
任
を
当
然
に
、
航
海
の
終
わ
り
に
お
け
る
海
産
に
限
定
す
る

「
船
価
主
義
」
（

W
e
r
t
h
a
f
t
u
n
g
s
s
y
s
t
e
m
)

こ
れ
は
、
船
主
の
責
任
を
、
航
海
の
終
わ
り
に
お
け
る
海
産
の
価
格
に
限
定
す

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
、
原
則
と
し
て
、
こ
れ
を
採
用
し
て
い
る
が
、

は

じ

め

に

一
五
九

か

か
つ
て
ド
イ
ツ
法
お
よ
び
ス
カ
ン
デ

し
か
し
人
的
損
害
に
つ
い
て
は
、
次
に
述
べ
る
金

と
い
う
よ
う
に
一
部
修
正
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
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の
価
格
に
限
定
す
る
点
で
共
通
し
て
い
る
。

し
ば
無
価
値
に
等
し
い
こ
と
が
多
く
、

と
り
わ
け
事
故
が
起
こ
っ
た
後
な
ど
、
し
ば

(10) 

そ
の
点
で
、
海
事
債
権
者
の
保
護
に
欠
け
る
と
い
う
批
判
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
船
価
主
義
と

金
額
主
義
を
併
用
し
た
一
九
二
四
年
船
主
責
任
制
限
統
一
条
約
は
、
そ
の
複
雑
さ
も
あ
っ
て
失
敗
し
た
け
れ
ど
も
、
純
粋
な
金
額
主
義
を

(12) 

採
用
し
た
一
九
五
七
年
条
約
は
、
多
数
の
諸
国
の
批
准
を
得
て
、
一
九
六
八
年
に
発
効
し
た
。
そ
し
て
、
わ
が
国
も
ま
た
、
昭
和
五
一
年

二
月
一
日
に
一
九
五
七
年
条
約
を
批
准
し
、
同
年
九
月

□

口
か
ら
「
船
舶
所
有
者
等
の
責
任
の
制
限
に
関
す
る
法
律
」
を
施
行
し
た
こ
と

(13) 

に
よ
り
、
委
付
主
義
か
ら
金
額
主
義
へ
と
移
行
し
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
一
九
五
七
年
条
約
は
、
多
数
の
諸
国
の
批
准
を
受
け
た
と
は
い
っ
て
も
、

な
く
、

と
り
わ
け
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、

(14) 

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
、

一
九
五
七
年
条
約
の
欠
点
を
補
う
べ

<
I
M
C
O
に
よ
り
採
択
さ
れ
た
．
九
七
六
年
条
約
は
、

(15) 

だ
発
効
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
り
、
将
来
ど
れ
ほ
ど
の
成
功
を
収
め
る
か
未
確
定
の
要
素
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
船
主
責
任
制
限
法
り

祇
触
状
態
は
依
然
と
し
て
残
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
こ
こ
に
国
際
私
法
的
考
察
の
必
要
が
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、

則
主
義
）

し
か
し
、
航
海
の
終
わ
り
に
お
け
る
海
産
は
、

ギ
リ
シ
ア
、

イ
タ
リ
ア
、
パ
ナ
マ
、

も
ち
ろ
ん
全
世
界
を
カ
バ
ー
し
て
い
る
わ
け
で
は

リ
ベ
リ
ア
、

ソ
連
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
海
運
大
国
の
賛
成
を
得

わ
が
同
に
お
い
て
は
、
船
主
責
任
制
限
の
準
拠
法
の
問
題
か
実
際
の
裁
判
に
現
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
相
ま
っ
て
、
委
付

主
義
の
時
代
に
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
た
に
留
ま
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
船
主
責
任
制
限
は
海
運
業
保
護
の
目
的
か
ら
諸
国
の
法
制

t
ひ

ろ
く
認
め
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
船
、
主
責
任
の
範
囲
の
問
題
に
他
な
ら
な
い
か
ら
、
法
律
行
為
か
ら
生
じ
た
責
任
の
制
限
な
ら

ば
当
該
法
律
行
為
の
準
拠
法
に
よ
り
、
ま
た
不
法
行
為
か
ら
生
じ
た
責
任
の
制
限
な
ら
ば
不
法
行
為
の
準
拠
法
に
よ
る
べ
き
で
あ
る

と
か
、
あ
る
い
は
船
主
責
任
の
発
生
原
因
お
よ
び
通
常
の
効
力
の
問
題
と
は
区
別
し
て
、
も
っ
ぱ
ら
旗
国
法
に
よ
る
べ
き
で
あ

(16) 

る
（
異
則
主
義
）
と
い
う
よ
う
に
、
抽
象
的
に
議
論
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
一
九
五
七
年
条
約
の
国
内
法
化
に
際
し
て
準
拠

法
の
問
題
が
注
目
さ
れ
た
西
ド
イ
ツ
、
お
よ
び
現
在
も
船
価
主
義
の
ド
で
金
額
主
義
と
の
間
の
祇
触
が
判
例
上
し
ば
し
ば
問
題
と
な
っ
て

一
六
〇

（同
い
ま
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船主責任制限の準拠法（奥田）

第
三
条
に
お
い
て
、

西
ド
イ
ツ
は
、

第
一
節

こ
れ
ら
二
つ
の
国
の
例
を
参
照
し
な
が
ら
、
船
主
責
任
制
限
の
準
拠
法
を
考
え
直
し
て
み
た
い
。

商
法
典
改
正
法
第
三
条
の
立
法
趣
旨

事
配
当
手
続
法
」

国
民
と
す
る
。

一
六

こ
の
場
合
、
商
法
典
第
四
八
七
条

a

こ
れ
が
船
主
責
任
制
限
の

そ
の

一
九
七
二
年
六
月
ニ
―
日
、
前
述
の
一
九
五
七
年
条
約
を
国
内
法
化
す
る
た
め
に
、
商
法
典
等
を
改
正
し
、
同
時
に
「
海

(Die Seerechtliche V
e
r
t
e
i
l
u
n
g
s
o
r
d
n
u
n
g
,
 B
G
B
I
.
 I
S
.
 9
5
3
)

を
制
定
し
た
。

正
の
た
め
の
法
律
」

(
G
e
s
e
t
z
 z
u
r
 A
n
d
e
r
u
n
g
 d
e
s
 H
a
n
d
e
l
s
g
e
s
e
t
z
b
u
c
h
s
 u
n
d
 a
n
d
e
r
e
n
 Gesetze, B
G
B
I
.
 I
S
.
 9
6
6
)
 

に
関
す
る
一
九
五
七
年
一

0
月
一

0
日
の
国
際
条
約
の
締
約
国
国
民
で
あ
る
船
主
は
、

ま、
,1_~ 

一
九
五
七
年
条
約
の
施
行
規
定

(Ausftihrungsvorschriften
z
u
 d
e
m
 U
b
e
r
e
i
n
k
o
m
m
e
n
 v
o
m
 10
.
 
O
k
t
o
b
e
r
 

1
9
5
7
 U
b
e
r
 die B
e
s
c
h
r
a
n
k
u
n
g
 d
e
r
 H
a
f
t
u
n
g
 d
e
r
 E
i
g
e
n
t
t
i
m
e
r
 v
o
n
 Seeschiffen)

を
齊
匡
い
て
お
り
、

準
拠
法
に
波
紋
を
投
げ
か
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
改
正
法
第
三
条
に
よ
る
と
、
「
一
①
海
上
航
行
船
舶
の
所
有
者
の
責
任
制
限

ド
イ
ツ
法
に
し
た
が
っ
て
判
断
す
る
も
の
と
さ
れ

て
い
な
い
債
権
に
対
す
る
責
任
を
も
、
本
条
約
の
要
件
に
も
と
づ
い
て
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

〔
配
当
手
続
・
責
任
限
度
額
・
責
任
基
金
に
関
す
る
規
定
1
1

訳
註
〕
を
準
用
す
る
。
②
締
約
国
に
常
居
所
を
有
す
る
自
然
人
、
お
よ
び
締
約

国
に
本
拠
を
有
す
る
法
人
ま
た
は
人
的
団
体
は
、
締
約
国
国
民
と
み
な
す
。
基
本
法
に
い
う
ド
イ
ツ
人
で
あ
る
自
然
人
は
、
常
に
締
約
国

（
以
下
略
）
」

第
＿
章
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
法

い
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、

こ
の

「
商
法
典
そ
の
他
の
法
律
改
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い
う
の
は
、
そ
の
第
七
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
こ
の
条
約
は
、
船
舶
の
所
有
者
又
は
前
条
の
規
定
に
基
づ
き
所
有
者
と
同

(19) 

一
の
権
利
を
有
す
る
そ
の
他
の
者
が
、
締
約
国
の
裁
判
所
に
お
い
て
自
己
の
責
任
を
制
限
し
若
し
く
は
制
限
し
よ
う
と
し
、
又
は
締
約
国

の
管
轄
内
で
船
舶
そ
の
他
の
財
産
の
差
押
え
の
解
除
若
し
く
は
保
証
そ
の
他
の
担
保
の
取
消
し
を
求
め
る
場
合
に
適
用
す
る
。
も
っ
と
も
、

各
締
約
国
は
、
非
締
約
国
に
対
し
こ
の
条
約
の
利
益
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
与
え
ず
、
又
は
自
己
の
責
任
を
制
限
し
よ
う
と
す
る
者
若

し
く
は
第
五
条
の
規
定
に
従
い
船
舶
そ
の
他
の
財
産
の
差
押
え
の
解
除
若
し
く
は
保
証
そ
の
他
の
担
保
の
取
消
し
を
求
め
る
者
に
対
し
、

そ
れ
ら
の
者
が
そ
の
た
め
の
手
続
を
と
る
時
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
の
者
が
い
ず
れ
の
締
約
国
に
も
常
居
所
若
し
く
は
主
た
る
営
業
所
を
有

せ
ず
若
し
く
は
責
任
の
制
限
、
差
押
え
の
解
除
若
し
く
は
保
証
そ
の
他
の
担
保
の
取
消
し
に
係
る
船
舶
が
い
ず
れ
の
締
約
国
の
旗
を
も
掲

(20) 

げ
て
い
な
い
場
合
に
、
こ
の
条
約
の
利
益
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
与
え
な
い
権
利
を
有
す
る
。
」

改
正
法
第
三
条
は
、
条
約
第
七
条
の
但
書
を
採
用
し
た
よ
う
に
解
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
改
正
法
第
三
条
は
、
条
約
第
七
条
但
書
と

義
を
採
用
し
た

B
G
H
の
判
決
で
あ
り
、

も
う
一
っ
は
、

ま
た
本
法
の
理
由
書
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
本
条
は
、
ド
イ
ツ
法
を
準
拠
法
と
し
な
い
け
れ
ど
も
、
海
上
航
行
船
舶
の
所
有

者
の
責
任
制
限
に
関
す
る
一
九
五
七
年
条
約
の
適
用
を
受
け
る
べ
き
債
権
に
対
す
る
責
任
の
制
限
を
規
定
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
の

判
例
に
よ
る
と
、
ド
イ
ツ
法
を
準
拠
法
と
す
る
債
権
に
対
し
て
は
、
ド
イ
ツ
の
責
任
制
限
規
定
が
適
用
さ
れ
る

(
B
G
H
Z
B
a
n
d
 2
9
,
 
S
.
 

2
3
7
f
f
.
)

。
し
た
が
っ
て
、
商
法
典
改
正
草
案
の
第
四
八
六
条
以
下
は
、
債
権
者
お
よ
び
債
務
者
の
国
籍
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
す
べ
て
の
ド

イ
ツ
法
に
も
と
づ
く
債
権
に
適
用
さ
れ
る
。
し
か
し
条
約
は
、
さ
ら
に
外
国
法
を
準
拠
法
と
す
る
債
権
に
対
し
て
も
、
第
七
条
の
但
書
に

該
当
し
な
い
限
り
、
責
任
制
限
原
則
の
適
用
を
要
求
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
第
一
項
第
一
文
は
、
こ
の
よ
う
な
債
権
に
つ
い
て
も
、
条
約

(18) 

の
締
約
国
国
民
に
責
任
制
限
を
許
し
て
い
る
。
（
以
下
略
）
」

さ
て
以
上
の
よ
う
な
規
定
お
よ
び
理
由
書
を
み
る
と
、

そ
こ
に
は
二
つ
の
ル
ー
ル
が
結
合
さ
れ
て
い
る
と
分
か
る
。

一
九
五
七
年
条
約
の
ル
ー
ル
で
あ
る
。
こ
こ
で
一
九
五
七
年
条
約
の
ル
ー
ル
と

―
つ
は
、
同
則
主

一
六
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船主責任制限の準拠法（奥田）

る
の
で
あ
る
か
ら
、

ド
イ
ツ
以
外
の
締
約
国
の
法
に
も
と
づ
く
債
権
に
つ
い
て
は
、
非
締
約
国
の
船
主
に
も
ま
た
類
推
的
に

(24) 

a
n
a
l
o
g
i
a
m
)
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
内
法
化
の
形
態
に
応
じ
て
、
条
約
そ
れ
自
体
ま
た
は
国
内
立
法
が
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い

こ
れ
に
対
し
て
、

ケ
ー
ゲ
ル

異
な
り
、
条
約
の
適
用
を
受
け
な
い
者
を
列
挙
す
る
の
で
は
な
く
、
逆
に
条
約
の
適
用
を
受
け
る
者
と
し
て
、
「
締
約
国
国
民
」

(die
A
n
g
e
 ,
 

h
o
r
i
g
e
 eines V
 ertragsstaaten)
を
珀
m
定
し
て
い
る
た
め
、

ま
ず
プ
ト
フ
ァ
ル
ケ
ン

(H.，J
.

P
u
t
t
f
a
r
k
e
n
)
は
、
改
正
法
第
三
条
を
次
の
よ
う
に
解
す
る
。
田
ド
イ
ツ
法
に
も
と
づ
く
債
権
に
つ
い

て
は
、
責
任
制
限
も
ま
た
ド
イ
ツ
法
に
従
う
。
②
他
国
の
法
に
も
と
づ
く
債
権
に
対
し
て
も
、
締
約
国
国
民
で
あ
る
船
主
は
、
一
九
五
七

年
条
約
に
も
と
づ
い
て
責
任
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
③
非
締
約
国
国
民
で
あ
る
船
主
は
、
ド
イ
ツ
法
に
も
と
づ
く
債
権
に
対
し
て

は
、
ド
イ
ツ
法
に
よ
り
責
任
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
の
締
約
国
の
法
に
も
と
づ
く
債
権
に
対
し
て
は
、
責
任
を
制
限
す
る
こ
と

(22) 

が
で
き
な
い
。
非
締
約
国
の
法
に
も
と
づ
く
債
権
に
対
し
て
は
、
責
任
制
限
も
ま
た
、
当
該
非
締
約
国
の
法
に
従
う
。

こ
の
解
釈
の
う
ち
、
①
お
よ
び
③
の
第
一
文
•
第
三
文
は
、
B
G
H

の
判
決
に
も
と
づ
い
て
お
り
、
②
は
改
正
法
第
三
条
に
も
と
づ
い

て
い
る
。
問
題
は
、
③
の
第
二
文
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
非
締
約
国
の
船
主
は
、
い
か
な
る
法
に
よ
っ
て
も
責
任
を
制
限
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
プ
ト
フ
ァ
ル
ケ
ン
は
、
こ
れ
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
改
正
法
第
三
条
は
、
締
約
国
の
船
主
だ
け
が
直
接
に
条
約
に
も
と
づ

い
て
責
任
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
規
定
し
て
い
る
よ
う
に
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
条
約
第
七
条
但
書
の
国
内
法
化

で
あ
り
、
そ
の
条
約
第
七
条
但
書
は
、
非
締
約
国
の
船
主
を
条
約
の
適
用
範
囲
か
ら
排
除
す
る
こ
と
を
許
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
も

し
こ
の
よ
う
な
非
締
約
国
の
船
主
が
同
則
主
義
に
も
と
づ
い
て
責
任
制
限
の
利
益
を
受
け
る
の
で
あ
れ
ば
、
条
約
第
七
条
但
書
は
、
全
く

無
意
味
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
適
用
排
除
は
、
相
互
主
義
の
原
則
、
す
な
わ
ち
、
ま
だ
加
盟
し
て
い
な
い
諸
国
に
対
す

(23) 

る
制
裁
お
よ
び
圧
力
と
し
て
役
立
つ
で
あ
ろ
う
、
と
。

(G. K
e
g
e
l
)
 

一
部
の
解
釈
に
争
い
が
あ
る
。

一
六

（百
r

は
、
次
の
よ
う
に
反
論
し
て
い
る
。
ド
イ
ツ
の
立
法
者
は
、
同
則
主
義
か
ら
出
発
し
て
い
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プ
ト
フ
ァ
ル
ケ
ン
は
、

ま
ず
締
約
国
の
船
主
の
責
任
制
限
を
問
題
に
す
る
。
す
な
わ
ち
、
立
法
趣
旨
に
よ
る
と
、
締
約
国
の
船
主
は
、

ド
イ
ツ
法
に
も
と
づ
く
債
権
に
対
し
て
は
、
同
じ
く
ド
イ
ツ
法
に
よ
り
責
任
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
他
の
締
約
国
の
法
に
も
と

づ
く
債
権
に
対
し
て
は
、
条
約
自
体
に
よ
り
責
任
を
制
限
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
プ
ト
フ
ァ
ル
ケ
ン
に
よ
る
と
、
締
約
国
の
船
主

は
、
常
に
ド
イ
ツ
法
に
も
と
づ
い
て
責
任
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
に
、
署
名
議
定
書
の
第
二
項
い
は
、
各
締
約
国
に
対
し
、
条
約
に
直
接
、
法
の
効
力
を
与
え
る
か
、
も
し
く
は
国
内
立
法
に
適
す

い
。
そ
し
て
、

る
形
で
条
約
を
立
法
に
組
み
込
む
か
、
ど
ち
ら
か
の
選
択
権
を
与
え
て
い
る
が
、
締
約
国
は
、
ど
ち
ら
か
一
方
し
か
選
ぶ
こ
と
が
で
き
な

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
は
、
国
内
立
法
へ
の
組
込

(
E
i
n
a
r
b
e
i
t
u
n
g
)
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
か
ら
、
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
「
条

第
二
節
法
廷
地
法
説
（
プ
ト
フ
ァ
ル
ケ
ン
）

う
の
は
、
あ
る
条
約
に
加
盟
し
た
国
の
法
が
国
際
私
法
上
指
定
さ
れ
た
な
ら
ば
、

わ
れ
わ
れ
は
条
約
を
適
用
し
、

ま
た
条
約
が
国
内
立
法

の
形
で
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
れ
ば
、
な
お
さ
ら
当
該
国
内
立
法
を
適
用
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
プ
ト
フ
ァ
ル
ケ
ン
自
身
も
、

非
締
約
国
の
船
主
を
犠
牲
に
し
た
責
任
制
限
の
排
除
が
明
白
に
は
法
律
上
規
定
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
、
現
行
法
の
解
釈
と
し
て
は

(25) 

l
e
g
e
 lata)

行
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
分
か
る
よ
う
に
、
プ
ト
フ
ァ
ル
ケ
ン
も
、
現
行
法
の
解
釈
と
し
て
、
非
締
約
国
の
船
主
が
い
か
な
る
法
に
よ
っ
て
も
責
任
を
制

限
で
き
な
い
と
い
う
ケ
ー
ス
を
認
め
て
い
る
の
で
は
な
く
、
立
法
趣
旨
の
解
釈
と
し
て
の
み
、

に
対
し
て
、

そ
れ
を
述
べ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ

ケ
ー
ゲ
ル
は
、
立
法
趣
旨
の
解
釈
と
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、
非
締
約
国
の
船
主
は
、
当
該
締
約
国
の
法
に
も
と
づ
い

て
責
任
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
、

と
反
論
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
両
者
と
も
、
立
法
趣
旨
に
対
し
て
は
全
体
と
し
て
反
対

し
て
お
り
、
現
行
法
の
解
釈
を
別
の
形
で
打
ち
立
て
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
、
次
に
こ
れ
を
紹
介
す
る
。

一
六
四

(
d
e
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(26) 

約
」
と
い
え
ば
、
商
法
典
第
四
八
六
条
以
下
の
国
内
立
法
し
か
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

(27) 

第
二
に
、
条
約
は
、
そ
の
第
七
条
に
独
自
の
祇
触
規
定
を
置
い
た
。
こ
れ
は
、
条
約
と
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
ま

た
他
の
祇
触
規
定
に
よ
っ
て
任
意
に
補
充
、
拡
張
ま
た
は
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、
次
の
二
つ
の
理
由
に
よ
る
。
ま
ず
法

技
術
的
に
は
、
条
約
は
そ
れ
自
体
と
し
て
完
結
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
条
約
が
第
七
条
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
は

常
に
完
全
に
適
用
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
と
り
わ
け
条
約
の
核
心
の
一
っ
、
す
な
わ
ち
制
限
債
権
に
関
す
る
第
一
条
に
関
わ
っ
て
く
る
。

す
な
わ
ち
、
条
約
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
は
、
第
一
条
に
該
当
す
る
債
権
の
い
か
な
る
も
の
も
（
準
拠
法
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
）
、
責
任
制

限
は
条
約
に
従
う
。
し
た
が
っ
て
、
同
則
主
義
が
人
り
込
む
余
地
は
な
い
。
ま
た
条
約
の
第
七
条
但
書
は
、
確
か
に
条
約
の
一
部
適
用
排

除
を
認
め
て
い
る
が
、
こ
れ
は
第
一
条
の
制
限
債
権
間
の
分
割
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
第
一
条
に
該
当
す
る
債
権

の
一
部
に
対
し
て
の
み
、
責
任
制
限
を
認
め
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
も
は
や
本
条
約
に
も
と
づ
く
責
任
制
限
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ

る
。
次
に
、
条
約
の
目
的
全
体
と
の
関
連
で
は
、
船
主
責
任
制
限
の
実
質
法
を
統
一
す
る
た
め
の
条
約
は
、
同
時
に
祗
触
法
を
も
統
一
す

る
。
と
い
う
の
は
、
従
来
、
船
主
責
任
制
限
の
準
拠
法
は
、
同
則
主
義
で
あ
れ
異
則
主
義
で
あ
れ
、
明
白
で
は
な
く
、
国
際
的
に
も
統
一

ま
た
一
部
は
不
合
理
な
結
果
に
陥
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
が
一
九
五
七
年
条
約
の
祇
触
規
定
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
う
る
か

さ
れ
て
お
ら
ず
、

(28) 

ら
で
あ
る
。

以
上
の
理
由
に
よ
り
、
プ
ト
フ
ァ
ル
ケ
ン
は
、
締
約
国
の
船
主
に
つ
い
て
は
、

ツ
商
法
典
第
四
八
六
条
以
下
が
適
用
さ
れ
る
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、

ず
、
不
要
の
規
定
で
あ
り
、

一
六
五

も
は
や
同
則
主
義
が
適
用
さ
れ
ず
、
常
に
条
約
1
1

ド
イ

そ
の
結
果
、
改
正
法
第
三
条
は
、
当
然
の
こ
と
を
定
め
た
に
す
ぎ

ま
た
商
法
典
第
四
八
七
条

a
の
「
準
用
」
と
い
う
表
現
は
、
誤
ま
り
で
あ
り
、
こ
れ
は
準
用
で
は
な
く
、
当

(29) 

然
に
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
、
と
。

プ
ト
フ
ァ
ル
ケ
ン
は
、
次
に
非
締
約
国
の
船
主
に
つ
い
て
も
、
条
約
1
1

ド
イ
ツ
商
法
典
第
四
八
六
条
以
下
、
す
な
わ
ち
法
廷
地
法
を
適
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用
し
よ
う
と
す
る
。

そ
し
て
、

い
ず
れ
に
し
て
も
、
条
約
が
よ
り
良
い
解
決

(
B
e
s
s
e
r
e

そ
の
理
由
づ
け
は
、
次
の
よ
う
に
多
岐
に
わ
た
る
。

①
国
際
私
法
的
正
義
ー
ー
ー
こ
れ
は
、
法
廷
地
法
の
適
用
に
対
す
る
反
対
理
由
と
な
り
う
る
が
、
し
か
し
、
こ
こ
で
は
当
て
は
ま
ら
な
い
。

と
い
う
の
は
、
債
権
者
・
債
務
者
い
ず
れ
の
利
益
も
、
決
定
的
な
祗
触
法
上
の
解
決
を
導
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
強
い
て
い
え
ば
、
統
一

(30) 

条
約
の
適
用
が
当
事
者
共
通
の
利
益
に
合
致
す
る
で
あ
ろ
う
。

ゆ
条
約
の
原
則
|
ー
条
約
第
七
条
は
、
第
一
文
に
お
い
て
法
廷
地
法
の
適
用
を
規
定
し
、
第
二
文
に
お
い
て
例
外
を
定
め
る
。
そ
し
て
、

(31) 

ド
イ
ツ
の
立
法
者
は
、
そ
の
第
二
文
を
国
内
法
化
し
よ
う
と
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
失
敗
し
て
い
る
の
で
、
原
則
を
適
用
す
べ
き
で
あ
る
。

③
国
際
的
法
統
一
ー
~
他
の
締
約
国
に
お
い
て
、
条
約
第
七
条
但
書
を
国
内
法
化
し
た
例
は
見
当
た
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ド
イ
ツ

連
邦
共
和
国
が
こ
れ
を
国
内
法
化
す
る
な
ら
ば
、
一
般
的
な
傾
向
か
ら
外
れ
る
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
点
で
の
統
一
は
、

第
七
条
但
書
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
定
め
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
締
約
国
間
の
法
廷
地
漁
り
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
実
際
上

(32) 

望
ま
し
い
。

④
よ
り
良
い
解
決
1

条
約
が
委
付
主
義
や
執
行
主
義
よ
り
も
客
観
的
に
優
れ
た
規
定
で
あ
る
こ
と
に
は
、
争
い
が
な
い
。
こ
れ
に
対

し
て
、
船
価
主
義
に
も
と
づ
い
て
条
約
に
反
対
す
る
声
は
あ
っ
た
。
し
か
し
、

L
o
s
u
n
g
)
で
あ
る
と
判
断
し
た
か
ら
こ
そ
、

わ
れ
わ
れ
は
条
約
を
採
択
し
た
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
適
用
範
囲
は
、
合
理
的

(33) 

に
正
当
化
で
き
る
限
り
で
、
拡
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
0

• 

⑤
そ
の
他
の
祇
触
法
上
の
問
題
の
回
避
—
|
ー
も
し
条
約
の
適
用
を
一
部
排
除
し
た
と
す
る
と
、
そ
の
排
除
さ
れ
た
部
分
に
つ
い
て
、
新

た
に
抵
触
規
定
が
必
要
に
な
る
し
、
ま
た
排
除
す
る
か
し
な
い
か
の
境
界
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
船
主
責
任
制
限
は
、
通

(34) 

常
独
自
の
手
続
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ら
を
分
離
し
て
適
用
す
る
こ
と
に
は
、
非
常
な
困
難
を
伴
う
。

⑥
相
互
主
義
非
締
約
国
の
船
主
を
条
約
の
適
用
か
ら
排
除
す
る
の
は
、
相
互
主
義
の
原
則
に
よ
っ
て
弁
護
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

一
六
六
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成
を
許
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、

一
六
七

し
か
し
一
般
的
に
い
っ
て
も
、
相
互
主
義
は
、
私
法
関
係
の
条
約
の
場
合
に
正
当
化
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
ま
た
適
用
排
除
は
、
条
約

(35) 

締
結
の
当
事
者
と
な
る
べ
き
政
府
で
は
な
く
、
私
人
で
あ
る
船
主
を
対
象
と
し
て
い
る
点
で
、
誤
ま
っ
た
者
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。

⑦
債
権
者
の
法
廷
地
漁
り
法
廷
地
法
の
適
用
に
対
し
て
は
、
法
廷
地
漁
り
の
危
険
が
挙
げ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
正

当
な
根
拠
を
も
っ
た
国
際
的
裁
判
管
轄
に
も
と
づ
き
、
当
該
管
轄
裁
判
所
の
祗
触
規
定
に
も
と
づ
い
て
定
め
ら
れ
た
準
拠
法
の
適
用
に
対

ド
イ
ツ
の
裁
判
管
轄
規
定
お
よ
び
ド
イ
ツ
の
国
際
私
法
に
よ
り
、
ド
イ
ツ
法
が
適
用
さ

し
て
は
、
異
存
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
、

れ
る
べ
き
場
合
に
、

わ
れ
わ
れ
が
こ
れ
を
裁
判
管
轄
権
の
濫
用
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
困
難
で
あ
る
。
し
か
も
、
船
主
責
任
制
限
に
お
い

て
は
、
債
務
者
で
あ
る
船
主
は
、

い
ず
れ
に
し
て
も
利
益
を
受
け
て
お
り
、
債
権
者
は
不
利
益
を
被
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
債
権
者

(36) 

が
最
も
高
い
責
任
限
度
額
を
適
用
す
る
法
廷
地
を
選
ん
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
非
難
す
る
に
あ
た
ら
な
し

⑧
債
務
者
の
法
廷
地
漁
り
条
約
第
七
条
に
よ
る
と
、
船
主
が
任
意
の
締
約
国
の
裁
判
所
に
責
任
制
限
を
申
し
立
て
た
場
合
に
は
、

常
に
条
約
が
適
用
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
条
約
第
二
条
第
四
項
に
よ
る
と
、
責
任
基
金
の
形
成
後
は
、
当
該
基
金
か
ら
支
払
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
限
り
に
お
い
て
、
制
限
債
権
者
は
、
船
主
の
そ
の
他
の
財
産
に
対
し
て
、
い
か
な
る
権
利
を
も
行
使
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
、

当
該
基
金
が
ど
の
締
約
国
に
お
い
て
形
成
さ
れ
た
か
は
問
わ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
一
九
五
七
年
条
約
の
文
言
を
み
た
限
り
に
お
い
て
は
、

確
か
に
、
債
務
者
で
あ
る
船
主
に
よ
る
法
廷
地
漁
り
の
危
険
が
あ
る
。
ま
た
海
事
配
当
手
続
法
第
二
条
第
二
項
第
二
文
に
よ
っ
て
も
、
外

国
人
船
主
は
、
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
が
制
限
債
権
に
つ
い
て
管
轄
を
有
し
て
い
る
場
合
（
し
た
が
っ
て
、
実
際
に
当
該
制
限
債
権
に
つ
い
て

訴
訟
が
提
起
さ
れ
て
い
な
く
て
も
）
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
責
任
制
限
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

I
M
C
O
の
一
九

七
六
年
条
約
第
―
一
条
第
一
項
第
一
文
は
、
実
際
に
制
限
債
権
に
関
す
る
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
締
約
国
に
お
い
て
の
み
、
責
任
基
金
の
形

一
九
五
七
年
条
約
に
つ
い
て
も
適
用
す
べ
き
規
定
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
初
め
て
、
船

(37) 

主
の
法
廷
地
漁
り
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
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こ
れ
を
次
の
よ
う
に

以
上
の
理
由
に
よ
り
、
プ
ト
フ
ァ
ル
ケ
ン
は
、
非
締
約
国
の
船
主
に
つ
い
て
も
、
法
廷
地
法
の
適
用
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
が
、

し
、
か
れ
自
身
、
こ
れ
を
幾
つ
か
の
可
能
性
の
う
ち
の
―
つ
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
次
に
、

(38) 

こ
と
に
す
る
。

ま
ず
同
則
主
義
は
、
前
述
の
よ
う
に
、

ド
イ
ツ
の
立
法
者
が
意
図
す
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
締
約
国
の
船
主
に
つ
い
て

は
、
条
約
の
趣
旨
に
も
と
づ
き
否
定
さ
れ
た
。
し
か
し
、
非
締
約
国
の
船
主
に
つ
い
て
は
、
ま
た
別
の
面
か
ら
同
則
主
義
の
可
能
性
を
考

え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
改
正
法
第
三
条
の
立
法
趣
旨
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
非
締
約
国
の
船
主
は
、
ま
ず
ド
イ
ツ
法
に
も

と
づ
く
債
権
に
対
し
て
は
、
ド
イ
ツ
法
に
よ
り
責
任
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
の
締
約
国
の
法
に
も
と
づ
く
債
権
に
対
し
て
は
、

責
任
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
非
締
約
国
の
法
に
も
と
づ
く
債
権
に
対
し
て
は
、
責
任
制
限
も
ま
た
、
当
該
非
締
約
国
の
法
に
従

う
。
と
こ
ろ
が
、
船
主
責
任
制
限
制
度
は
、
一
航
海
ま
た
は
一
事
故
毎
に
複
数
の
債
権
に
適
用
さ
れ
う
る
の
で
、
同
則
主
義
に
よ
る
と
、

相
異
な
る
船
主
責
任
制
限
法
の
適
用
を
受
け
る
べ
き
債
権
が
競
合
す
る
事
態
も
生
じ
う
る
。
プ
ト
フ
ァ
ル
ケ
ン
は
、

合
を
含
む
。

分
類
し
て
検
討
す
る
。

①
ド
イ
ツ
法
に
も
と
づ
く
制
限
債
権
と
他
国
の
法
に
も
と
づ
く
無
制
限
債
権
こ
こ
に
い
う
無
制
限
債
権
と
は
、
必
ず
し
も
他
の
締

約
国
の
法
を
準
拠
法
と
す
る
た
め
に
、
そ
う
な
っ
た
場
合
だ
け
で
な
く
、
非
締
約
国
の
実
質
法
上
、
責
任
制
限
が
規
定
さ
れ
て
い
な
い
場

さ
て
、
こ
れ
に
よ
り
、
本
来
条
約
第
一
条
に
該
当
す
べ
き
債
権
が
、
無
制
限
債
権
と
し
て
責
任
制
限
手
続
か
ら
除
外
さ
れ
る

た
め
、

ド
イ
ツ
法
に
も
と
づ
く
制
限
債
権
は
、
配
当
の
増
額
と
い
う
利
益
を
受
け
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
他
国
の
法
に
も
と
づ
く
無
制
限

債
権
は
、
責
任
制
限
手
続
へ
の
参
加
か
ら
受
け
る
べ
き
種
々
の
利
益
（
簡
易
か
つ
確
実
な
救
済
な
ど
）
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
何

よ
り
も
不
利
益
を
受
け
る
の
は
、
船
主
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
船
主
は
、
ド
イ
ツ
法
に
も
と
づ
く
債
権
に
対
す
る
有
限
責
任
と
他
国
の

法
に
も
と
づ
く
債
権
に
対
す
る
無
限
責
任
と
の
二
重
の
責
任
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
り
、

、入

し
カ

そ
の
他
の
可
能
性
を
み
て
い
く

そ
の
結
果
、
条
約
の
適
用
を
全
く
受
け
な
か
っ

一
六
八
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計
算
と
支
払
を
分
離
し
た
わ
け
で
あ
る
。

た
場
合
よ
り
も
、

か
え
っ
て
不
利
な
地
位
に
置
か
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
、
同
則
主
義
は
結
果
と
し
て
支

(39) 

(in 
E
r
g
e
b
n
i
s
 u
n
h
a
l
t
b
a
r
)
。

持
で
き
な
い

②
ド
イ
ツ
法
に
も
と
づ
く
制
限
債
権
と
非
締
約
国
の
法
に
も
と
づ
く
制
限
債
権
—
ー
ー
こ
の
場
合
、
ド
イ
ツ
法
に
も
と
づ
く
責
任
制
限
手

続
と
非
締
約
国
の
法
に
も
と
づ
く
責
任
制
限
手
続
と
を
、
完
全
に
分
離
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
に
行
な
う
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
で
は
①
と
同
じ
問
題
が
生
じ
る
。
と
い
う
の
は
、
①
の
問
題
点
は
、
本
来
条
約
第
一
条
に
該
当
す
べ
き
債
権
を
、
条
約
の
責
任
制
限

手
続
か
ら
除
外
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
責
任
制
限
手
続
を
結
合
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
に
は
、
ま
ず
条
約
の
金
額
主
義
と
船
価
主
義
と
の
組
み
合
わ

(40) 

せ
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
船
価
主
義
を
採
用
し
て
い
る
国
と
し
て
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、
ギ
リ
シ
ア
、
イ
タ
リ
ア
な
ど
が
あ
る
が
、

こ
れ
ら
の
諸
国
の
責
任
制
限
制
度
に
よ
る
と
、
必
然
的
に
責
任
限
度
額
が
、
条
約
に
も
と
づ
く
場
合
と
異
な
っ
て
く
る
。

債
権
の
範
囲
も
、

し
め
て
い
る
し
、

イ
タ
リ
ア
法
は
、
船
主
自
身
の
法
律
行
為
や
船
主
自
身
の
過
失
か
ら
生
じ
た
債
権
、
な
ら
び
に
給
料
債
権
な
ど
を
含
ま

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
法
は
、

11
ニ
五

0
を
責
任
額
と
し
て
支
払
う
こ
と
に
な
り
、

一
六
九

さ
ら
に
は
制
限

そ
も
そ
も
海
事
債
権
に
限
定
し
て
い
な
い
。

ま
ず
相
異
な
る
責
任
限
度
額
の
組
み
合
わ
せ
を
取
り
上
げ
る
と
、
債
権
総
額

11五
0
0、
ド
イ
ツ
法
を
準
拠
法
と
す
る
債
権

11
ニ
五

0
、

ギ
リ
シ
ア
法
を
準
拠
法
と
す
る
債
権

11
ニ
五

0
と
す
る
。
ま
た
当
該
船
舶
に
つ
い
て
算
出
し
た
責
任
限
度
額
は
、
ド
イ
ツ
法
に
よ
る
と
三

0
0
1
1六
0
パ
ー
セ
ン
ト
、
ギ
リ
シ
ア
法
に
よ
る
と
二

0
0
11
四
0
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。
そ
う
す
る
と
、
船
主
は
、
債
権
総
額
の
半
分

そ
の
う
ち
ド
イ
ツ
法
を
準
拠
法
と
す
る
債
権
に
対
し
て
は
二
五

0
の
六

0
パ
ー
セ
ン

ト

11
一
五

0
、
ギ
リ
シ
ア
法
を
準
拠
法
と
す
る
債
権
に
対
し
て
は
二
五

0
の
四

0
パ
ー
セ
ン
ト

11
1
0
 0が
支
払
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

次
に
、
制
限
債
権
の
範
囲
が
異
な
る
た
め
に
、
ど
ち
ら
か
一
方
の
法
の
下
で
し
か
責
任
制
限
手
続
に
参
加
で
き
な
い
債
権
が
出
て
く
る
。

4-2-417 (香法'84)



fahig, 
a
b
e
r
 in G
r
e
n
z
e
n
)
。

―
つ
は
、
準
拠
法
の
変
更
で

そ
の
よ
う
な
例
と
し
て
、
第
一
に
、
ギ
リ
シ
ア
法
を
準
拠
法
と
す
る
債
権
が
、
当
該
準
拠
法
に
よ
る
と
制
限
債
権
で
あ
る
が
、

ド
イ
ツ
法

に
よ
る
と
無
制
限
債
権
で
あ
る
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、
計
算
上
、
債
権
総
額
の
中
に
、
こ
の
ギ
リ
シ
ア
法
に
も
と
づ
く
制
限

債
権
を
算
入
す
る
と
、

ド
イ
ツ
法
を
準
拠
法
と
す
る
債
権
に
対
す
る
配
当
は
、
す
べ
て
の
債
権
が
ド
イ
ツ
法
だ
け
を
準
拠
法
と
し
た
場
合

よ
り
も
少
な
く
な
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
例
に
お
い
て
は
、
債
権
総
額
を
計
算
す
る
に
あ
た
っ
て
も
、
ド
イ
ツ
法
上
制
限
債
権
と
な

り
う
る
債
権
の
総
額
と
ギ
リ
シ
ア
法
上
制
限
債
権
と
な
り
う
る
債
権
の
総
額
と
を
、
別
々
に
配
当
率
の
基
礎
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
に
、
ギ
リ
シ
ア
法
を
準
拠
法
と
す
る
債
権
が
、
当
該
準
拠
法
に
よ
る
と
無
制
限
債
権
で
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
法
に
よ
る
と
制
限
債
権

(42) 

ま
さ
し
く
前
述
①
の
ケ
ー
ス
と
同
じ
問
題
を
生
じ
る
。
そ
し
て
、
プ
ト
フ
ァ
ル
ケ
ン
は
、
こ
こ

で
あ
る
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、

で
初
め
て
国
際
私
法
上
の
調
整

(
A
n
g
l
e
i
c
h
u
n
g
)
を
問
題
と
す
る
。
こ
れ
に
は
、
二
つ
の
可
能
性
が
あ
る
。

(43) 

あ
り
、
本
来
ギ
リ
シ
ア
法
を
準
拠
法
と
す
る
債
権
が
、
ド
イ
ツ
法
を
準
拠
法
と
す
る
こ
と
に
な
る
。
も
う
一
っ
は
、
準
拠
実
質
法
の
内
容

(44) 

変
更
で
あ
り
、
本
来
ギ
リ
シ
ア
法
上
無
制
限
債
権
と
さ
れ
て
い
る
債
権
を
、
制
限
債
権
と
し
て
扱
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
国
際
私
法

一
方
の
法
に
よ
る
と
、
債
権
総
額
が
責
任
限
度
額
を
越
え
て
い
る
が
、
他
方
の
法
に
よ
る
と
、

上
の
調
整
に
は
限
界
が
あ
る
。
そ
れ
は
、

債
権
総
額
が
責
任
限
度
額
に
達
し
て
い
な
い
場
合
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
準
拠
法
の
変
更
を
行
な
い
、
す
べ
て
の
債
権
を
ド
イ
ツ

法
に
従
わ
せ
る
と
す
る
と
、

そ
れ
は
、
も
は
や
国
際
私
法
上
の
調
整
の
枠
を
越
え
て
、
法
廷
地
法
の
適
用
に
な
る
。
ま
た
準
拠
実
質
法
の

内
容
変
更
を
行
な
い
、
ギ
リ
シ
ア
法
上
責
任
限
度
額
に
達
し
て
い
な
い
債
権
総
額
に
つ
い
て
、
責
任
制
限
手
続
を
行
な
う
こ
と
は
不
可
能

で
あ
る
。
以
上
に
よ
り
、
条
約
の
金
額
主
義
と
船
価
主
義
と
の
組
み
合
わ
せ
は
、
一
定
の
範
囲
で
し
か
行
な
い
え
な
い

(der
A
n
w
e
n
d
u
n
g
 

(45) 

第
一
一
の
組
み
合
わ
せ
は
、
条
約
の
金
額
主
義
と
委
付
主
義
ま
た
は
執
行
主
義
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
全
く
不
可
能
で
あ
る
。
と
い

う
の
は
、
船
舶
の
一
部
だ
け
の
委
付
と
か
、
船
舶
の
一
．
部
だ
け
に
対
す
る
執
行
と
い
う
こ
と
は
、
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ

一
七
〇
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船主責任制限の準拠法（奥田）

ー
ス
に
か
か
っ
て
い
る
よ
う
な
ル
ー
ル
は
、

も
は
や
ル
ー
ル
で
は
な
い
、

こ
の
ケ
ー
ス
で
は
、
同
則
主
義
は
適
用
不
可
能
で
あ
り
、

(46) 

u
n
b
r
a
u
c
h
b
a
r
)
。

一七

お
よ
び
同
則
主
義
の
不
都
合
を

し
た
が
っ
て
使
う
こ
と
が
で
き
な
い

(der
A
n
w
e
n
d
u
n
g
 unfahig, also 

③
非
締
約
国
間
の
法
の
競
合
①
お
よ
び
②
で
述
べ
た
こ
と
は
、
す
べ
て
、

に
も
と
づ
く
制
限
債
権
と
他
の
非
締
約
国
の
法
に
も
と
づ
く
無
制
限
債
権
と
の
組
み
合
わ
せ
は
、
①
と
同
じ
問
題
を
生
じ
る
。
次
に
、
非

締
約
国
の
金
額
主
義
と
他
の
非
締
約
国
の
船
価
主
義
と
の
組
み
合
わ
せ
は
、

一
定
の
範
囲
で
行
な
い
う
る
。
最
後
に
、
金
額
主
義
ま
た
は

船
価
主
義
と
委
付
主
義
ま
た
は
執
行
主
義
と
の
組
み
合
わ
せ
は
、
不
可
能
で
あ
る
。

以
上
の
考
察
に
よ
り
、
プ
ト
フ
ァ
ル
ケ
ン
は
、
同
則
主
義
が
全
体
と
し
て
使
用
不
可
能

(
u
n
b
r
a
u
c
h
b
a
r
)
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
。
す

な
わ
ち
、

避
け
う
る
こ
と
、

ち、

そ
も
そ
も
適
用
で
き
る
か
ど
う
か
、

ま
た
適
用
で
き
る
と
す
れ
ば
、

ど
の
よ
う
に
適
用
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
個
々
の
ケ

(48) 

と
い
う
の
で
あ
る
。

次
に
旗
国
法
説
に
対
し
て
は
、
プ
ト
フ
ァ
ル
ケ
ン
は
、
明
白
な
見
解
を
示
し
て
い
る
と
い
え
な
い
。
そ
も
そ
も
旗
国
法
に
つ
い
て
は
、

(49) 

一
方
に
お
い
て
船
舶
を
擬
人
化
し
、
船
舶
の
属
人
法
と
し
て
扱
う
こ
と
も
可
能
で
あ
る
し
、
他
方
に
お
い
て
船
主
の
属
人
法
と
し
て
扱
う

(50) 

こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
ま
ず
船
舶
の
属
人
法
に
つ
い
て
は
、
プ
ト
フ
ァ
ル
ケ
ン
は
、
明
白
に
こ
れ
を
否
定
す
る
。
と
い
う
の
は
、
委
付
主

義
や
執
行
主
義
に
お
い
て
は
、
船
舶
自
体
が
責
任
を
負
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
、
船
主
が
船
舶
に
よ
っ
て
責
任

を
果
た
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
し

(
H
a
f
t
u
n
g
d
e
s
 R
e
e
d
e
r
s
 m
i
t
 d
e
m
 Schiff)
、
ま
し
て
や
船
価
主
義
や
金
額
主
義
に
お
い
て
は
、

(51) 

船
舶
自
体
が
責
任
を
負
う
、
と
い
う
図
式
は
成
り
立
た
な
い
。
次
に
船
主
の
属
人
法
に
つ
い
て
は
、
プ
ト
フ
ァ
ル
ケ
ン
は
、

(52) 

法
と
同
一
視
す
る
。
そ
し
て
、
船
主
責
任
制
限
の
準
拠
法
と
し
て
は
、
準
拠
法
が
明
白
に
定
ま
る
こ
と
、

(53) 

な
ど
か
ら
消
極
的
に
賛
成
し
て
い
る
。

こ
れ
を
旗
国

こ
こ
で
も
当
て
は
ま
る
。
す
な
わ
ち
、
非
締
約
国
の
法

4 -2-419 (香法'84)



第
三
節

ケ
ー
ゲ
ル
は
、
全
体
と
し
て
プ
ト
フ
ァ
ル
ケ
ン
と
は
異
な
っ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
る
。
ま
ず
締
約
国
の
船
主
に
つ
い
て
は
、
直
接
、

条
約
第
七
条
に
も
と
づ
い
て
、
商
法
典
第
四
八
六
条
以
下
が
適
用
さ
れ
る
と
す
る
。
と
い
う
の
は
、
実
質
私
法
統
一
条
約
が
国
内
法
に
組

み
込
ま
れ
る
と
い
う
形
を
取
ら
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
統
一
法
の
国
際
私
法
的
適
用
範
囲

(der
internationalprivatrechtliche 

G
e
l
t
u
n
g
s
b
e
r
e
i
c
h
)
は
、
大
抵
、
条
約
自
体
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
し
、

ド
イ
ツ
商
法
典
第
四
八
六
条
以
下
に
移
し
変
え
ら
れ
た
よ
う
に
、
統
一
実
質
法
が
国
内
法
に
移
し
変
え
ら
れ
た

(ins
L
a
n
d
e
s
r
e
c
h
t
 u
m
 ,
 

gesetzt)
場
合
に
も
、
条
約
の
国
際
私
法
規
定
は
、
直
ち
に
は
無
視
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

続
け
る
。
そ
の
点
で
は
、

プ
ト
フ
ァ
ル
ケ
ン
に
賛
成
す
る
。
し
か
し
、

な
く
、
条
約
法

(
A
b
k
o
m
m
e
n
s
r
e
c
h
t
)

そ
こ
で
、

ド
イ
ツ
の
立
法
者
が
同
則
主
義
を
意
図
し
て
い
た
と
す
る
と
、

結
や
統
一
実
質
法
の
国
内
法
化
な
ど
の
事
実
と
比
べ
る
と
、
大
し
た
こ
と
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
立
法
者
は
、
従
来
適
用
さ
れ
て
い
た
抵

(55) 

触
規
定
を
更
に
適
用
し
う
る
か
、
と
い
う
点
だ
け
で
な
く
、
そ
の
よ
う
な
祇
触
規
定
の
内
容
に
つ
い
て
ま
で
、
お
そ
ら
く
誤
認
し
て
い
た
。

と
い
う
の
は
、
同
則
主
義
に
は
問
題
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
プ
ト
フ
ァ
ル
ケ
ン
は
、
同
則
主
義
に
よ
り
相
異
な
る
責
任
制
限
制
度

が
適
用
さ
れ
、
ほ
と
ん
ど
解
決
で
き
な
い
よ
う
な
問
題
が
生
じ
る
こ
と
を
証
明
し
た
。
ま
た
同
則
主
義
は
、
国
内
的
な
判
決
の
調
和
を
妨

げ
る
。
さ
ら
に
船
主
責
任
制
限
は
、
契
約
債
権
に
も
不
法
行
為
債
権
に
も
適
用
さ
れ
る
べ
き
海
商
法
独
自
の
制
度
で
あ
る
。
以
上
の
理
由

(56) 

に
よ
り
、
異
則
主
義
が
要
請
さ
れ
る
。

さ
て
現
行
法
の
解
釈
と
し
て
は
、
も
ち
ろ
ん
非
締
約
国
と
の
関
係
に
お
い
て
の
み
、
そ
れ
が
効
果
を
及
ぼ
す
。
と
い
う
の
は
、
締
約
国

旗
国
法
説
（
ケ
ー
ゲ
ル
）

ま
た
、

そ
れ
は
、

(54) 

と
し
て
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

む
し
ろ
、

そ
れ
は
原
則
と
し
て
適
用
さ
れ

プ
ト
フ
ァ
ル
ケ
ン
が
い
う
よ
う
に
国
内
法
と
し
て
で
は

そ
れ
は
動
機
の
錯
誤

(
M
o
t
i
v
i
r
r
t
u
m
)
で
あ
り
、
条
約
の
締

一
九
五
七
年
条
約
の
第
一
条
か
ら
第
六
条
ま
で
が

一
七
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曹

と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
前
述
の
と
お
り
、
霰
条
約
の
第
七
条
が
適
用
さ
れ
、

(57) 

れ
る
か
ら
で
あ
る
。

次
に
、
非
締
約
国
と
の
関
係
で
は
、
法
廷
地
法
よ
り
も
、

用
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
契
約
責
任
や
、

そ
れ
ゆ
え
締
約
国
の
船
主
に
対
し
て
は
、
条
約
法
が
適
用
さ

一
般
に
旗
国
法
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
旗
国
法
主
義

は
、
そ
れ
が
他
国
に
お
い
て
も
採
用
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
国
際
的
な
判
決
の
調
和
を
可
能
と
す
る
し
、
ま
た
便
宜
(Opportunitat)

だ
け
を
求
め
て
ド
イ
ツ
で
訴
訟
を
行
な
う
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
防
げ
る
。
便
宜
置
籍
船
の
場
合
に
、
船
籍
港
が
連
結
点
と
な
る
べ
き

(58) 

か
ど
う
か
は
、
そ
れ
自
体
の
問
題

(eine
F
r
a
g
e
 ftir 
sich)

で
あ
る
。

(59) 

と
こ
ろ
で
、
ケ
ー
ゲ
ル
は
、
ド
イ
ツ
が
一
九
五
七
年
条
約
を
国
内
法
化
す
る
以
前
か
ら
、
旗
国
法
説
を
主
張
し
て
い
る
。
そ
こ
で
次
に
、

こ
れ
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
ケ
ー
ゲ
ル
は
、
不
法
行
為
の
要
件
事
実
と
効
果
と
が
同
一
の
法
に
従
う
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
同

則
主
義
の
理
由
づ
け
を
紹
介
し
た
後
、
こ
れ
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
反
論
す
る
。
①
国
際
私
法
に
お
い
て
は
、
要
件
事
実
と
効
果
と
が
相

(61) 

異
な
る
法
に
従
う
、
と
い
う
例
は
多
数
存
在
す
る
。
②
不
法
行
為
の
要
件
事
実
と
効
果
と
が
相
異
な
る
法
に
従
う
と
し
て
も
、
そ
れ
が
不

(62) 

合
理
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
③
何
が
許
さ
れ
、
何
が
禁
止
さ
れ
る
か
と
い
う
問
題
と
、
禁
止
に
対
す
る
違
反
の
効
果
と
は
、
相
異
な
る

正
義
の
問
題
で
あ
る
。
複
数
の
法
を
適
用
し
う
る
の
は
、
こ
の
た
め
で
あ
る
。
④
船
主
責
任
制
限
の
問
題
は
、
た
と
え
不
法
行
為
の
効
果

の
範
囲
に
入
る
と
し
て
も
、
特
殊
な
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
通
常
の
不
法
行
為
責
任
法
と
全
く
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ

の
こ
と
は
、
通
常
の
不
法
行
為
責
任
法
が
変
更
さ
れ
た
わ
け
で
も
な
い
の
に
、
委
付
主
義
か
ら
金
額
主
義
に
至
る
ま
で
、
通
常
の
責
任
原

(63) 

則
が
大
幅
に
変
更
さ
れ
て
い
る
の
を
み
て
も
分
か
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
同
則
主
義
の
理
由
づ
け
に
反
駁
し
た
後
、
次
に
異
則
主
義
の
積
極
的
理
由
づ
け
が
続
く
。
①
準
拠
法
の
統
一
を
い
う

の
で
あ
れ
ば
、
船
主
責
任
制
限
の
準
拠
法
の
統
一
も
ま
た
必
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
船
主
責
任
制
限
は
、
不
法
行
為
責
任
に
だ
け
適

(64) 

ま
た
時
に
は
海
難
救
助
の
報
酬
お
よ
び
共
同
海
損
の
分
担
金
に
も
適
用
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

一
七
三
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②
航
海
は
、
多
額
の
費
用
を
要
し
、
ま
た
船
主
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
越
え
た
多
く
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、

船
主
は
、
す
べ
て
の
責
任
を
負
う
の
で
は
な
く
、
海
産
ま
た
は
海
産
の
価
格
も
し
く
は
そ
の
一
部
に
限
定
し
て
責
任
を
負
う
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
船
主
の
責
任
は
、

そ
の
持
船
の
全
部
に
対
応
し
た
海
事
企
業
で
は
な
く
、
当
該
船
舶
だ
け
に
対
応
し
た
海
事
企
業

(l'entre-

l

.

）
に
限
定
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
船
主
は
、
国
際
私
法
に
お
い

p
n
s
e
 m
a
r
i
t
i
m
e
 c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
 a
 u
n
 s
e
u
 
navire 

て
独
自
の
連
結
が
定
め
ら
れ
た
特
別
財
産
を
形
成
す
る
法
人
お
よ
び
相
続
に
類
似
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
委
付
主
義
お
よ
び
執
行
主
義

に
お
い
て
は
、
特
別
財
産
1
1

海
産
が
形
成
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
特
別
財
産
は
、

か
ら
、
短
期
間
し
か
存
続
し
な
い
し
、

ま
た
金
額
主
義
に
お
い
て
は
、
全
く
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
主
た
る
任
務
は
共
通
し
て
い
る
。

statut personnel limite a
u
 droit m
a
r
i
t
i
m
e
)
 

す
な
わ
ち
、
船
主
の
危
険
を
一
定
の
方
法
で
制
限
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
は
、
あ
る
意
味
で
、
海
商
法
独
自
の
属
人
法
(un

が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

③
以
上
の
理
由
に
よ
り
、
船
主
責
任
制
限
独
自
の
連
結
が
正
当
化
さ
れ
る
。

籍
・
船
主
の
住
所
が
考
え
ら
れ
、
こ
れ
ら
四
つ
の
連
結
点
は
、

一
般
に
一
致
す
る
。

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
旗
国
は
、
船
主
が
自
ら
選
択
し
た
わ
け
で
あ
る
し
、

行
為
に
つ
い
て
も
、
旗
国
法
は
、

そ
し
て
、
連
結
点
と
し
て
は
、
旗
国
・
船
籍
・
船
主
の
国

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
う
ち
、
旗
国
法
が
最
も
適
切
な

ま
た
契
約
の
相
手
方
に
と
っ
て
も
容
易
に
識
別
で
き
る
。
不
法

そ
の
一
貫
性
の
ゆ
え
に
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ
と
も
、
旗
国
法
の
権
威
は
、
便
宜
置
籍
船

の
た
め
に
、
幾
分
減
少
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
法
律
回
避

(fraude
a
 la 
loi)

の
面
を
考
慮
し
て
、
例

(66) 

外
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

④
船
主
責
任
制
限
独
自
の
連
結
が
、
実
際
に
は
限
ら
れ
た
効
用
し
か
持
た
な
い
こ
と
か
ら
、
法
人
、
相
続
ま
た
は
自
然
人
の
地
位
・
能

カ
の
場
合
と
比
べ
る
と
、
そ
れ
ほ
ど
重
要
で
な
い
、
と
い
う

B
G
H
の
主
張
は
、
一
応
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
確
か
に
、
委
付

主
義
ま
た
は
執
行
主
義
を
採
用
し
た
国
の
船
主
は
、
金
額
主
義
を
採
用
し
た
国
の
領
海
で
発
生
し
た
事
故
に
つ
い
て
、
当
該
金
額
主
義
の

一
航
海
に
つ
い
て
だ
け
形
成
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る

一
七
四
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船主責任制限の準拠法（奥田）

(68) 

一
般
に
相
当
の
責
任
軽
減
を
計
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
逆
に
、
金
額
主
義
を
採
用
し
た
国
の
船
主
は
、
委
付
主
義
ま

た
は
執
行
主
義
を
採
用
し
た
国
の
領
海
で
発
生
し
た
事
故
に
つ
い
て
、
当
該
委
付
主
義
ま
た
は
執
行
主
義
の
適
用
に
よ
り
、
は
る
か
に
重

い
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る
。
他
方
、
船
主
の
責
任
が
契
約
ま
た
は
不
法
行
為
の
準
拠
法
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
損
害
の
発
生

(69) 

原
因
と
な
っ
た
船
舶
の
旗
国
法
に
よ
る
の
で
あ
れ
ば
、
相
手
方
、
と
り
わ
け
船
舶
衝
突
の
被
害
者
は
、
過
度
の
不
利
益
を
被
ら
な
く
て
す
む
。

(70) 

⑤
同
則
主
義
に
よ
る
と
、
衝
突
し
た
両
船
の
船
主
責
任
が
同
じ
方
法
で
制
限
さ
れ
る
、
と
い
う

B
G
H
の
も
う
―
つ
の
論
拠
は
、
確
か

に
双
方
過
失
の
場
合
に
は
当
て
は
ま
る
。
し
か
し
、
判
決
例
の
中
で
最
も
多
い
の
は
、

船
主
に
対
す
る
責
任
に
つ
い
て
は
、
各
船
主
は
、

合
で
も
、
旅
客
、
船
員
、
荷
主
な
ど
の
第
三
者
に
対
す
る
責
任
に
つ
い
て
は
、
旗
国
法
主
義
は
何
の
困
難
も
生
じ
な
い
。
さ
ら
に
相
手
方

(71) 

そ
れ
ぞ
れ
自
船
の
旗
国
法
に
も
と
づ
い
て
制
限
で
き
る
。

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
船
価
主
義
を
採
用
し
て
お
り
、

第
二
章
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
法

適
用
に
よ
り
、

そ
の
結
果
、

一
七
五

一
九
五
七
年
条
約
を
国
内
法
化
し
た
他
国
の
金

一
方
過
失
の
場
合
で
あ
る
。
ま
た
双
方
過
失
の
場

額
主
義
と
の
間
に
、
顕
著
な
相
違
を
見
せ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
船
舶
が
全
損
し
た
場
合
に
は
、
船
価
主
義
は
、
船
主
に
と
っ
て
有
利
と

な
り
、
債
権
者
に
と
っ
て
不
利
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
船
舶
が
残
存
し
、
し
か
も
そ
の
価
格
が
金
額
主
義
に
よ
り
算
出
し
た
責
任
限

度
額
よ
り
も
多
い
場
合
に
は
、
船
価
主
義
は
、
債
権
者
に
と
っ
て
有
利
と
な
り
、
船
主
に
と
っ
て
不
利
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
船
主
も
債

(72) 

権
者
も
、
ケ
ー
ス
毎
に
自
己
に
有
利
な
法
の
適
用
を
主
張
し
て
、
相
争
う
こ
と
に
な
る
。

事
実
、
そ
の
よ
う
な
争
い
の
朋
芽
は
、
す
で
に
前
世
紀
末
か
ら
見
え
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
は
ま
だ
、
他
国
の
船
主
が
ア
メ
リ
カ

合
衆
国
法
に
規
定
さ
れ
た
責
任
制
限
の
利
益
を
受
け
う
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
形
で
問
題
に
な
っ
て
お
り
、
積
極
的
に
他
国
の
責
任
制
限
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法
の
適
用
が
主
張
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
に
肯
定
の
答
え
を
与
え
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、

一
八
八
一
年
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
号
判
決
は
、
英
国
船
と
合
衆
国
船
と
が
公
海
上
で
衝
突
し
、
両
船
と
も
に
全
損
し
た
、

と
い
う
事
件
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
な
理
由
に
も
と
づ
き
、
英
国
船
主
は
合
衆
国
法
に
規
定

さ
れ
た
責
任
制
限
の
利
益
を
受
け
う
る
、
と
の
判
決
を
下
し
た
。
「
わ
れ
わ
れ
の
見
解
に
よ
る
と
、
合
衆
国
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
海
商
法

の
ル
ー
ル
は
、
適
切
に
行
な
い
う
る
限
り
、
す
べ
て
の
も
の
に
等
し
く
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ポ
リ

シ
ー
に
よ
り
要
求
さ
れ
て
い
る
。

た
と
し
て
も
、

す
る
方
法
は
、
す
べ
て
の
も
の
に
平
等
に
適
用
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
制
定
法
の
文
言
上
、

(73) 

に
も
限
定
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
解
釈
上
も
、
限
定
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
る
。
」
ま
た
一
九

0
七
年
の
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
号
判
決
は
、

所
は
、

し
た
が
っ
て
、
合
衆
国
法
上
、
た
と
え
外
国
人
ま
た
は
外
国
船
に
適
用
で
き
な
い
個
々
の
規
定
が
あ
っ

そ
れ
ら
は
、
責
任
制
限
に
関
す
る
一
般
規
則
の
適
用
を
妨
げ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
規
則
お
よ
び
そ
れ
を
執
行

英
国
船
と
フ
ラ
ン
ス
船
と
が
公
海
上
で
衝
突
し
、

フ
ラ
ン
ス
船
主
の
責
任
制
限
に
つ
い
て
、

こ
れ
に
対
し
て
、

フ
ラ
ン
ス
船
が
全
損
し
た
、
と
い
う
事
件
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
連
邦
最
高
裁
判

(74)（

75) 

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
号
判
決
を
確
認
し
た
。

一
九
一
四
年
の
タ
イ
タ
ニ
ッ
ク
号
判
決
は
、
ま
さ
に
同
則
主
義
か
異
則
主
義
か
の
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
以
後
の
判
決

に
多
大
の
影
饗
を
及
ぽ
し
た
。
事
件
は
、
英
国
の
豪
華
客
船
タ
イ
タ
ニ
ッ
ク
号
が
処
女
航
海
の
途
上
、
公
海
上
で
氷
山
と
衝
突
し
、
多
数

の
乗
客
お
よ
び
積
荷
等
と
共
に
沈
没
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ホ
ー
ム
ズ

(
H
o
l
m
e
s
)
判
事
は
、
連
邦
最
高
裁
判
所
の
意
見
を

る
。
し
か
し
他
方
、
法
廷
地
法
は
、
自
国
の
ポ
リ
シ
ー

(
d
o
m
e
s
t
i
c
p
o
l
i
c
y
)

を
理
由
と
し
て
、

次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

い
か
な
る
国
籍
ま
た
は
ド
ミ
サ
イ
ル

「
確
か
に
、
連
邦
議
会
の
制
定
法
は
、
公
海
に
お
け
る
英
国
船
の
行
動
を
支
配
す
る
も
の
で
は
な
い
し
、
ま
た
そ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
な

い
。
…
…
ま
た
確
か
に
、
英
国
法
に
準
拠
し
た
不
法
行
為

(
B
r
i
t
i
s
h
tort)

に
も
と
づ
く
損
害
賠
償
の
基
礎
は
、
英
国
法
上
の
義
務
に
あ

そ
の
義
務
の
強
制
執
行
を
全
く
拒
否
し

一
七
六
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と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、

定
法
が
救
済

(
r
e
m
e
d
y
)

に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、

(79) 

て
い
る
。

さ
て
、

た
り
、
自
国
に
お
い
て
認
め
う
る
範
囲
以
上
の
強
制
執
行
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
…
…
。
そ
れ
ゆ
え
連
邦
議
会
は
、
海
事
管
轄
に
属

す
る
一
定
の
事
項
に
関
し
て
、
合
衆
国
の
裁
判
所
に
訴
え
を
提
起
し
た
当
事
者
が
、
所
定
の
範
囲
ま
た
は
方
法
で
の
み
、
損
害
を
回
復
す

(76) 

べ
き
も
の
と
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
」

「
問
題
は
、
タ
イ
タ
ニ
ッ
ク
号
の
船
主
が
本
件
の
責
任
制
限
手
続
に
よ
り
、
す
べ
て
の
債
権
者
に
対
し
て
参
加
を
請
求
し
た
り
、
英
国
法

上
与
え
ら
れ
た
権
利
を
縮
減
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
、

訴
訟
を
適
当
と
思
う
者
が
、
英
国
法
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
損
害
賠
償
を
制
限
さ
れ
る
か
ど
う
か
、

す
な
わ
ち
、

し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
見
解
に
よ
る
と
、
か
れ
ら
が
そ
の
よ
う
な
制
限
を
受
け
る
こ
と
は
、
本
裁
判
所
の
従
来
の
判
決
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
。
」

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
号
判
決
や
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
号
判
決
に
お
い
て
、
責
任
制
限
が
認
め
ら
れ
た
の
は
、
当
事
者
の
行
動
が
合
衆

国
法
に
従
っ
て
い
た
か
ら
で
は
な
く
、
「
合
衆
国
の
制
定
法
が
外
国
船
に
対
し
、
合
衆
国
に
お
い
て
訴
え
ら
れ
た
場
合
に
は
、
連
邦
議
会
の

制
定
法
に
も
と
づ
く
責
任
制
度
を
許
し
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
」
連
邦
議
会
の
制
定
法
は
、
「
責
任
を
課
す
る
の
で
は
な
く
、

制
限
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
責
任
は
、
す
で
に
他
の
根
拠
に
も
と
づ
い
て
存
在
す
る
、
と
仮
定
さ
れ
て
い
る
。
重
要
な
点
は
、
外
国
船
が
合

衆
国
に
お
い
て
訴
え
ら
れ
た
場
合
に
は
、
た
と
え
合
衆
国
の
実
体
法
に
従
っ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
責
任
制
限
の
適
用
を
受
け
う
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
」
以
上
の
理
由
に
よ
り
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
英
国
法
で
は
な
く
、
合
衆
国
法
に
よ
る
責
任
制
限
を
認
め
た
の

(78) 

で
あ
る
。

こ
の
タ
イ
タ
ニ
ッ
ク
号
判
決
は
、

そ
の
解
釈
は
、

一
七
七

と
い
う
も
の
で
は
な
い
…
…
。
問
題
は
単
に
、
合
衆
国
に
お
け
る

そ
の
後
の
連
邦
裁
判
所
の
判
決
に
お
い
て
、

と
い
う
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
そ

リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ケ
ー
ス
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ

さ
ま
ざ
ま
に
分
か
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
初
期
の
下
級
審
判
決
は
、
責
任
制
限
を
認
め
た
制

そ
れ
ゆ
え
に
法
廷
地
法
が
適
用
さ
れ
る
と
し
て
、

タ
イ
タ
ニ
ッ
ク
号
判
決
を
引
用
し
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と
こ
ろ
が
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
一
九
四
九
年
、
タ
イ
タ
ニ
ッ
ク
号
判
決
の
解
釈
に
つ
い
て
、
新
た
な
問
題
を
投
げ
か
け
る
判
決
を
下

し
た
。
こ
の
判
決
は
、
合
衆
国
船
ノ
ー
ウ
ォ
ー
ク
・
ヴ
ィ
ク
ト
リ

1
号
が
ベ
ル
ギ
ー
領
水
内
に
お
い
て
英
国
船
と
衝
突
し
、
同
船
を
沈
没

せ
し
め
た
後
、
川
の
堤
防
を
も
破
損
し
た
、
と
い
う
事
件
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ノ
ー
ウ
ォ
ー
ク
・
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ー
号
の
船
主

お
よ
び
裸
傭
船
者
は
、
合
衆
国
制
定
法
に
も
と
づ
い
て
責
任
制
限
の
申
立
を
行
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
責
任
限
度
額
に
つ
い
て
は
、
ベ
ル

ギ
ー
に
よ
り
批
准
さ
れ
た
一
九
二
四
年
条
約
の
適
用
を
主
張
し
た
。
す
な
わ
ち
、
責
任
限
度
額
は
、
合
衆
国
法
に
よ
る
と
船
価
一

0
0万

一
九
二
四
年
条
約
に
よ
る
と
三
二
万
五
千
ド
ル
に
し
か
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
連
邦
地
方
裁
判
所
は
、
責
任
制
限
は
救
済
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
法
廷
地
法
に
従
う
と
し
て
、

万
ド
ル
に
満
た
な
い
基
金
に
も
と
づ
く
責
任
制
限
の
申
立
を
却
下
し
た
。
ま
た
連
邦
控
訴
裁
判
所
も
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
第
一
審
判

決
を
確
認
し
た
。
「
も
し
本
当
に
、
申
立
人
の
責
任
限
度
額
が
三
二
万
五
千
ド
ル
で
あ
り
、
船
価
が
一

0
0万
ド
ル
で
あ
る
と
し
た
ら
、
申

立
人
は
、
本
件
の
よ
う
な
責
任
制
限
手
続
を
開
始
す
る
権
利
は
全
く
持
た
ず
、
自
己
に
対
す
る
訴
訟
の
抗
弁
と
し
て
、

主
張
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
。
他
方
、

申
立
人
自
身
も
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
形
成
さ
れ
た
基
金
は
少
な
す
ぎ
る
。
」
す
な
わ
ち
、
申
立
人
の
主
張
は
相
矛
盾
す
る
、

(80) 

あ
る
。と

こ
ろ
が
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
原
審
の
審
理
が
不
十
分
で
あ
る
と
し
て
、
破
棄
・
差
戻
の
判
決
を
下
し
た
。

ー

(
F
r
a
n
k
f
u
r
t
e
r
)

判
事
は
、
多
数
意
見
を
代
表
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
も
し
本
当
に
、

び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、

な
い
。

か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

ド
ル
で
あ
る
が
、

も
し
申
吃
人
の
主
張
が
間
違
っ
て
お
り
、
責
任
限
度
額
が
三
二
万
五
千
ド
ル
を
越
え
る
と
し
た
ら
、

タ
イ
タ
ニ
ッ
ク
号
判
決
の
い
か
な
る
文
言
も
、

ベ
ル
ギ
ー
の
責
任
制
限
が
権
利
に
結

こ
の
よ
う
な
責
任
制
限
に
従
う
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は

と
い
う
の
は
、
本
裁
判
所
が
当
該
事
件
で
扱
っ
た
の
は
、
『
す
で
に
他
の
根
拠
に
も
と
づ
い
て
存
在
す
る
と
仮
定
さ
れ
た
責
任
』
だ

も
し
ベ
ル
ギ
ー
法
上
、
権
利
侵
害
か
ら
生
じ
た
責
任
が
、

一
九
二
四
年
条
約
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
責
任
以

と
い
う
の
で

フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ

こ
の
免
責
事
由
を

一
七
八

1
0
0
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に
立
つ
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

上
の
も
の
で
な
い
と
す
る
と
、
も
ち
ろ
ん
合
衆
国
の
制
定
法
が
損
害
賠
償
請
求
権
を
そ
れ
よ
り
も
拡
張
し
う
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
は
で

優
先
的
ポ
リ
シ
ー
に
反
し
な
い
限
り
、
不
法
行
為
地
の
法
に
よ
る
、

き
な
い
。
こ
れ
と
異
な
っ
た
他
の
結
論
は
、
不
法
行
為
に
も
と
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
の
存
否
お
よ
び
範
囲
が
、
立
法
化
さ
れ
た
自
国
の

(81) 

と
い
う
確
立
し
た
原
則
を
無
視
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
」

「
他
方
、
も
し
一
九
二
四
年
条
約
が
単
に
手
続
規
定
に
す
ぎ
ず
、
こ
れ
に
よ
り
、
す
で
に
存
在
す
る
債
権
が
一
同
に
集
め
ら
れ
、
責
任
制

限
基
金
に
対
す
る
割
合
に
応
じ
て
削
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
と
す
る
と
、
法
廷
は
外
国
の
手
続
規
定
に
拘
束
さ
れ
な
い
、
と
い
う
同
じ
く
確

立
し
た
原
則
が
遵
守
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
」

「
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
相
対
立
す
る
仮
説
の
い
ず
れ
を
選
ぶ
か
に
は
、
答
え
な
い
こ
と
に
す
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
明
ら
か
に

一
刀
両
断
的
な
選
択
肢
で
十
分
で
あ
る
、

そ
れ
は
言
葉
の
特
殊
な
意
味
に
お
い

て
の
み
、
『
権
利
に
結
び
つ
い
て
い
る
』
と
言
え
る
の
で
あ
る
し
、
ま
た
、
あ
る
規
則
が
債
権
者
の
回
復
し
う
る
金
額
を
削
る
よ
う
に
機
能

以
上
の
よ
う
に
、

し
た
の
か
ど
う
か
、

と
言
お
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。

一
定
の
不
法
行
為
か
ら
生
じ
た
債
権
全
体
に
結
び
つ
い
て
い
る
場
合
に
は
、

ノ
ー
ウ
ォ
ー
ク
・
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ー
号
判
決
が
加
わ
っ
た
た
め
に
、

と
い
う
点
も
新
た
に
争
点
と
な
っ
た
。

河
に
お
い
て
衝
突
し
、
合
衆
国
船
の
積
荷
が
全
損
し
た
、

『
手
続
』

し
か
し
、

一
九
五

0
年
代
の
判
例
は
、

一
七
九

こ
れ
に
関
し
て
一
般
に
否
定
的
見
解

こ
の
判
決
が
果
し
て
タ
イ
タ
ニ
ッ
ク
号
判
決
を
覆

そ
れ
は

(83) 

ま
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
」

す
る
場
合
に
は
、

と
い
う
用
語
の
ど
ん
な
定
義
に
も
当
て
は
ま
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

非
常
に
広
い
定
義
に
は
当
て
は

償
請
求
権
で
は
な
く
、

と
い
う
の
は
、
あ
る
責
任
制
限
が
個
々
人
の
損
害
賠

一
九
五
四
年
の
ウ
ェ
ス
タ
ン
・
フ
ァ
ー
マ
ー
号
判
決
は
、

ノ
ル
ウ
ェ
イ
船
と
合
衆
国
船
と
が
英
国
運

と
い
う
事
件
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
荷
主
か
ら
の
提
訴
に
対
し
て
、
被
告

ノ
ル
ウ
ェ
イ
船
主
は
、
ノ
ー
ウ
ォ
ー
ク
・
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ー
号
判
決
を
引
用
し
、
こ
れ
に
よ
る
と
、
責
任
制
限
の
準
拠
法
は
英
国
法
で
あ
る

か
ら
、
合
衆
国
裁
判
所
は
管
轄
権
を
欠
く
と
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
連
邦
控
訴
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
被
告
の
主
張

4 -2 -427 (香法'84)



を
退
け
た
。
「
こ
の
よ
う
な
制
定
法
が
救
済
(
r
e
m
e
d
y
)
の
一
部
で
あ
り
、

号
判
決
に
よ
り
、
最
終
的
に
確
定
さ
れ
た

(finally
settled)

…
…
。
」
被
告
が
ノ
ー
ウ
ォ
ー
ク
・
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ー
号
判
決
に
見
出
し
た

も
の
、
「
す
な
わ
ち
、
後
者
が
前
者
を
変
更
し
た
と
い
う
事
実
を
、
わ
れ
わ
れ
は
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
」

(85) 

か
の

J
o
n
e
s
A
c
t
に
関
す
る
連
邦
最
高
裁
判
所
判
決

(
L
a
u
r
i
t
z
e
n
v. 
L
a
r
s
e
n
)

も
、
付
随
意
見
に
お
い
て
船
主
責
任
制
限

ノ
ー
ウ
ォ
ー
ク
・
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ー
号
判
決
は
無
視
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「
船
主
責
任
制
限
に
関
す
る
合
衆

(86) 

か
つ
て
文
言
上
『
い
か
な
る
船
舶
』

(
a
n
y
vessel)
に
も
適
用
さ
れ
る
と
規
定
さ
れ
て
い
た
が
、
合
衆
国
の
裁
判
所
は
、

訴
訟
原
因
が
外
国
に
お
い
て
生
じ
た
事
件

(foreign
c
a
u
s
e
s
)
に
も
、

(

)

)

文

言

も

、

こ

の

よ

う

に

適

用

さ

れ

る

よ

う

解

釈

す

べ

き

で

あ

る

、

よ
り
、
『
い
か
な
る
船
員
も
』

a
n
y
s
e
a
m
a
n
と
し
ぅ

(87) 

い
る
。
し
か
し
、
状
況
は
全
く
逆
で
あ
る
。
責
任
制
限
法
は
、
渉
外
事
件

(foreign
transactions)

に
関
し
て
合
衆
国
に
お
け
る
訴
訟

を
選
択
し
た
者
に
対
し
て
の
み
、
前
述
の
よ
う
に
適
用
さ
れ
る
と
解
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、

れ
に
従
っ
た
原
告
に
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

て
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、

そ
れ
以
外
の
者
に
法
廷
地
法
を
押
し
つ
け
て
い
る
の
で
は
な
い
。
」
以
上
の
よ
う
に
述
べ

(88)(89) 

タ
イ
タ
ニ
ッ
ク
号
判
決
だ
け
を
引
用
し
た
。

ま
ず
一
九
六
七
年
の
ヤ
ー
マ
ス
・
キ
ャ
ッ
ス
ル
号
判
決
で
は
、
初
め
て
法
廷
地
法
で
は
な
く
、
旗
国
法
が
適
用
さ
れ
た
。
事
件
は
、

マ
の
遊
覧
船
が
公
海
上
で
炎
上
し
、
沈
没
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
船
主
は
、
合
衆
国
制
定
法
に
も
と
づ
い
て
責
任
制
限
の
申

立
を
行
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
債
権
者
側
は
、
責
任
限
度
額
に
つ
い
て
、
当
該
船
舶
の
旗
国
法
で
あ
る
パ
ナ
マ
法
の
適
用
を
主
張
し
た
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
合
衆
国
法
に
よ
る
と
、
責
任
基
金
は
、
船
舶
の
残
骸
の
価
格
お
よ
び
旅
客
運
賃
か
ら
構
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

パ
ナ
マ
法
に
よ
る
と
、

さ
ら
に
保
険
金
も
基
金
に
組
み
込
ま
れ
る
、

と
こ
ろ
が
一
九
六

0
年
代
以
降
、

と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

メ
ー
ル
テ
ン
ス

(
M
e
h
r
t
e
n
s
)
判
事

一
部
の
下
級
審
判
決
に
お
い
て
、

国
の
制
定
法
は
、

の
準
拠
法
に
触
れ
な
が
ら
、

ま
た
、

ノ
ー
ウ
ォ
ー
ク
・
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ー
号
判
決
が
見
直
さ
れ
始
め
た
。

こ
れ
を
適
用
し
て
い
た
、

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
類
推
に

そ
れ
ゆ
え
法
廷
地
法
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
は
、

タ
イ
タ
ニ
ッ
ク

と
主
張
さ
れ
て

そ
こ
で
は
法
廷
地
法
が
、
自
発
的
に
そ

パ
ナ

一
八
〇
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船主責任制限の準拠法（奥田）

で
あ
る
と
述
べ
、

ま
ず
タ
イ
タ
ニ
ッ
ク
号
判
決
に
お
い
て
、
最
高
裁
判
所
は
、
「
責
任
金
額
の
算
定

(valuation)
に
関
す
る
合
衆
国
の
制
定
法
が
手
続
法

ま
た
反
対
の
証
拠
が
な
い
限
り
、
英
国
の
責
任
制
限
法
も
同
様
に
手
続
法
で
あ
る
と
仮
定
し
た
。
そ
こ
で
、
純
粋
に
二

つ
の
国
の
祗
触
し
た
手
続
規
定
の
比
較
の
実
行
と
し
て
、
法
廷
地
法
、
す
な
わ
ち
合
衆
国
の
手
続
規
定
が
責
任
基
金
の
額
を
決
定
す
る
、

(90) 

と
判
決
し
た
わ
け
で
あ
る
…
…
。
こ
う
し
て
タ
イ
タ
ニ
ッ
ク
号
判
決
は
、
こ
の
問
題
の
有
効
な
先
例
と
な
り
、
現
在
も
な
お
そ
う
で
あ
る
。
」

し
か
し
、

ノ
ー
ウ
ォ
ー
ク
・
ヴ
ィ
ク
ト
リ

1
号
判
決
は
、
「
問
題
の
別
の
側
面
を
述
べ
て
い
る
。
」
す
な
わ
ち
、
こ
の
判
決
に
お
い
て
フ

ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
ー
判
事
が
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、
「
本
法
廷
が
第
一
に
、
パ
ナ
マ
共
和
国
の
法
は
船
主
の
責
任
制
限
を
認
め
て
い
る
か
ど

う
か
、
第
二
に
、

マ
法
を
調
べ
る
べ
き
で
あ
る
、

る
べ
き
で
あ
る
、

パ
ナ
マ
の
責
任
制
限
の
性
質
は
手
続
か
実
体
か
、

(91) 

と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
…
…
。
」

代
わ
る
べ
き
で
あ
る
、

一
八

し)

こ
れ
ら
を
確
認
す
る
た
め
に
、
当
事
者
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
パ
ナ

に
よ
る
と
、
確
か
に
パ
ナ
マ
に
は
、
船
主
責
任
制
限
に
関
す
る
立
法
が
存
在
し
、

そ
こ
で
、
専
門
家
の
証
言

(expert
testimony) 

(92) 

そ
の
性
質
は
、
手
続
と
い
う
よ
り
も
実
体
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
本
法
廷
は
、
こ
の
よ
う
な
パ
ナ
マ
法
の
適
用
を
妨
げ
る
べ
き
合
衆
国

の
優
先
的
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ポ
リ
シ
ー
を
知
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
合
衆
国
の
手
続
法
が
パ
ナ
マ
の
責
任
制
限
に
関
す
る
実
体
法
に
取
っ
て

(93) 

と
い
う
よ
う
な
合
衆
国
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ポ
リ
シ
ー
が
存
在
す
る
と
は
考
え
な
い
。
」

メ
ー
ル
テ
ン
ス
判
事
は
、
こ
れ
に
加
え
て
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
付
随
意
見
を
述
べ
て
い
る
。
「
も
し
前
述
の
タ
イ
タ
ニ
ッ
ク
号
判
決
お

よ
び
ノ
ー
ウ
ォ
ー
ク
・
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ー
号
判
決
の
分
析
が
正
し
く
な
い
と
し
た
ら
、
本
法
廷
は
、

タ
イ
タ
ニ
ッ
ク
号
判
決
が
再
検
討
さ
れ

と
考
え
る
。
」
そ
も
そ
も
タ
イ
タ
ニ
ッ
ク
号
判
決
は
、
①
合
衆
国
の
制
定
法
が
準
拠
外
国
法
に
か
か
わ
り
な
く
合
衆
国
法

の
適
用
を
要
求
し
て
い
る
こ
と
、
②
外
国
の
責
任
制
限
の
適
用
が
合
衆
国
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ポ
リ
シ
ー
に
反
す
る
こ
と
、
③
ま
た
は
、

(94) 

か
な
る
責
任
制
限
も
手
続
に
分
類
さ
れ
る
こ
と
、
以
上
の
い
ず
れ
か
を
述
べ
て
い
る
に
違
い
な
い
。

は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
債
権
者
側
の
主
張
を
認
容
し
た
。
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し
か
し
、
①
に
対
し
て
は
、
「
ア
メ
リ
カ
の
裁
判
所
は
、
ア
メ
リ
カ
の
制
定
法
の
制
限
金
額
を
、
そ
れ
が
法
選
択
規
則
に
よ
り
指
定
さ
れ

た
場
合
に
限
り
、
適
用
す
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
す
る
で
あ
ろ
う
。
祇
触
法
の
原
則
は
、
本
質
的
に
、
社
会
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
た
道

徳
的
・
社
会
的
価
値
に
対
応
し
た
正
義
の
観
念
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
人
び
と
は
、
当
該
法
律
関
係
が
事
件
発
生
の
当
時
に
最
も
重
要
な

制
度
の
円
滑
な
運
用
を
、

牽
連
関
係

(the
m
o
s
t
 significant 
c
o
n
t
a
c
t
s
)

を
持
っ
て
い
た
法
制
度
に
つ
い
て
、
期
待
を
抱
い
て
お
り
、
そ
の
国
の
法
が
当
該
法

律
関
係
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。
も
し
当
事
者
の
正
当
な
期
待
が
実
体
的
な
権
利
に
関
す
る
外
国
法
に
も
と
づ
い
て
い
る

(95) 

の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
法
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
」

ま
た
②
に
対
し
て
は
、
「
も
し
責
任
限
度
額
が
実
体
と
分
類
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
外
国
の
責
任
制
限
の
適
用
が
ア
メ
リ
カ
の

い
か
な
る
形
に
せ
よ
害
さ
な
い
限
り
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。
本
件
の
金
額
的
責
任
制
限
は
、
船
主
が
責
任
を

制
限
す
る
た
め
に
、

る
が
、

ど
の
よ
う
な
手
段
を
取
り
う
る
か
を
示
し
た
法
廷
地
の
規
定
と
祇
触
し
う
る
規
定
の
い
ず
れ
か
ら
も
、
容
易
に
分
離

で
き
る
。
た
と
え
ば
、
責
任
制
限
の
申
立
、
基
金
の
形
成
、
公
告
、
そ
の
他
の
書
類
の
提
出
の
よ
う
な
手
続
は
、
特
定
の
状
況
を
取
り
扱

う
た
め
に
制
定
法
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
法
廷
地
の
制
度
の
一
部
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
規
定
か
ら
外
れ
る
の
は
、
非
常
に
困
る
わ
け
で
あ

(96) 

し
か
し
本
件
の
金
額
的
責
任
制
限
そ
れ
自
体
の
適
用
は
、
こ
の
よ
う
な
困
難
を
生
じ
な
い
。
」

最
後
に
③
に
対
し
て
は
、
旗
国
決
の
適
用
は
、
「
ア
メ
リ
カ
法
、
英
国
法
ま
た
は
ブ
ラ
ッ
セ
ル
条
約
の
う
ち
、
い
ず
れ
が
最
初
に
訴
え
を

提
起
し
た
者
に
有
利
で
あ
る
か
に
も
と
づ
く
法
廷
地
漁
り
を
減
少
さ
せ
、
か
つ
当
事
者
の
権
利
・
義
務
を
、
事
故
の
時
点
で
確
定
す
る
。

こ
の
結
論
は
、
外
国
の
責
任
制
限
を
実
体
に
関
す
る
も
の
と
し
て
適
用
す
る
こ
と
に
抵
抗
を
感
じ
な
か
っ
た
大
多
数
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
裁

判
所
の
態
度
と
一
致
す
る
。
外
国
の
船
主
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
差
別
を
受
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

廷
に
お
け
る
の
と
同
じ
扱
い
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
し
、

(97) 

る
か
ら
で
あ
る
。
」

と
い
う
の
は
、

ま
さ
に
自
国
の
法

ま
た
相
異
な
る
諸
国
に
お
け
る
相
異
な
る
損
害
賠
償
請
求
の
危
険
が
減
少
す

一
八
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船主責任制限の準拠法（奥田）

に
埋
ま
っ
て
交
通
を
妨
害
し
た
、

る
が
、
責
任
限
度
額
に
つ
い
て
は
、

一
八

ノ
ー
ウ
ォ
ー
ク
・
ヴ
ィ
ク
ト
リ

1
号
判
決
の
見
地
か
ら
、
最
も
説
得
力
が
あ
る

こ
の
ヤ
ー
マ
ス
・
キ
ャ
ッ
ス
ル
号
判
決
は
、
連
邦
地
方
裁
判
所
に
よ
る
も
の
と
は
い
え
、
そ
れ
か
ら
約
一

0
年
後
、

前
後
し
て
、
二
つ
の
他
の
連
邦
地
方
裁
判
所
の
判
決
に
お
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
次
に
こ
れ
ら
を
見
て
お
く
。
ま
ず
―
つ
は
、

ス
チ
ー
ル
ト
ン
号
判
決
で
あ
る
。
本
件
は
、
合
衆
国
船
ス
チ
ー
ル
ト
ン
号
が
カ
ナ
ダ
運
河
に
か
か
っ
た
橋
に
衝
突
し
、
橋
の
破
片
が
運
河

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
船
主
は
、
合
衆
国
の
裁
判
所
に
責
任
制
限
の
申
立
を
行
な
っ
た
の
で
あ

カ
ナ
ダ
法
の
適
用
を
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

ク
ル
パ
ン
ス
キ
ー

(
k
r
u
p
a
n
s
k
y
)
判
事
は
、

ー
マ
ス
・
キ
ャ
ッ
ス
ル
号
判
決
を
肯
定
し
な
が
ら
も
、
結
果
的
に
は
船
主
の
主
張
を
退
け
た
。

ヤ

ま
ず
ノ
ー
ウ
ォ
ー
ク
・
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ー
号
判
決
以
前
に
お
い
て
は
、
「
船
舶
衝
突
訴
訟
に
お
け
る
船
主
の
責
任
を
制
限
す
る
制
定
法
は
、

手
続
で
あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
法
廷
地
法
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
、
異
論
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
」
し
か
し
、

そ
の
後
、

ノ
ー
ウ
ォ
ー

ク
・
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ー
号
判
決
に
お
い
て
、
「
最
高
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
以
前
の
判
決
を
変
更
し
た
。
す
な
わ
ち
、

も
し
外
国

の
責
任
制
限
が
当
該
外
国
法
の
下
に
お
い
て
発
生
し
た
権
利
に
『
結
び
つ
い
て
い
る
』
で
あ
れ
ば
、
法
廷
地
に
お
い
て
施
行
さ
れ
た
救
済

に
か
か
わ
ら
ず
、
外
国
の
責
任
制
限
が
適
用
さ
れ
る
。
」
他
方
、
外
国
の
責
任
制
限
が
単
に
手
続
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
適
用

さ
れ
な
い
。
「
そ
れ
ゆ
え
、
最
高
裁
判
所
は
、
地
方
裁
判
所
に
対
し
て
、
主
に
外
国
の
責
任
制
限
の
性
質
が
実
体
で
あ
る
か
手
続
で
あ
る
か

(98) 

を
確
認
す
る
た
め
に
、
調
査
を
行
な
う
よ
う
命
じ
た
の
で
あ
る
。
」

と
こ
ろ
が
、
本
件
に
お
い
て
は
、
カ
ナ
ダ
の
責
任
制
限
が
実
体
で
あ
る
か
手
続
で
あ
る
か
に
関
す
る
証
拠
は
、
何
も
得
ら
れ
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
、

し
て
、

ク
ル
パ
ン
ス
キ
ー
判
事
は
、
ダ
イ
シ
ー
＆
モ
リ
ス
の
第
九
版
お
よ
び
一
九
七
一
年
の
貴
族
院
判
決

(
B
o
y
s
v. C
h
a
p
l
i
n
)
を
引

用
す
る
。
こ
れ
ら
に
よ
る
と
、
損
害
の
疎
遠
性
お
よ
び
項
目

(
r
e
m
o
t
e
n
e
s
s
a
n
d
 h
e
a
d
s
 of 
d
a
m
a
g
e
)

は
、
実
体
と
し
て
原
因
債
権

(99) 

の
準
拠
法
に
よ
り
、
損
害
賠
償
額
の
算
定

(
m
e
a
s
u
r
e
o
r
 quantification of d
a
m
a
g
e
s
)

は
、
手
続
と
し
て
法
廷
地
法
に
よ
る
。
そ

こ
れ
ら
英
国
の
学
説
お
よ
び
判
例
が
、

(
m
o
s
t
 

一
九
七
六
年
に
相
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appealing)
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
基
準
を
本
件
に
当
て
は
め
て
み
る
と
、
船
主
の
責
任
限
度
額
を
船
舶
の
ト
ン
数

に
応
じ
て
定
め
た
カ
ナ
ダ
法
の
規
定
は
、
単
に
責
任
基
金
の
限
度
を
算
定
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
そ
の
性
質
は
手
続
で
あ
り
、
し

(100) 

と
結
論
づ
け
て
い
る
。

た
が
っ
て
、
合
衆
国
の
裁
判
所
に
お
い
て
は
適
用
さ
れ
な
い
、

こ
れ
に
対
し
て
、

マ
船
ユ
リ
ピ
ラ
ス
号
が
公
海
上
で
炎
上
し
、
積
荷
に
燃
え
広
が
っ
た
、

づ
い
て
責
任
制
限
の
申
立
を
行
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
債
権
者
側
は
、

パ
ナ
マ
法
に
も
と
づ
い
て
、
保
険
金
を
も
責
任
基
金
に
取
り
込
も
う
と
し
た
。

確
か
に
、

限
法
は
、

も
う
一
っ
の
ユ
リ
ピ
ラ
ス
号
判
決
は
、

ヤ
ー
マ
ス
・
キ
ャ
ッ
ス
ル
号
判
決
そ
れ
自
体
を
批
判
す
る
。
本
件
は
、
パ
ナ

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
船
主
は
、
合
衆
国
制
定
法
に
も
と

ヤ
ー
マ
ス
・
キ
ャ
ッ
ス
ル
号
判
決
を
引
用
し
、

と
こ
ろ
が
、
テ
ニ

(
T
e
n
n
e
y
)
判
事
は
、
次
の
よ
う
に
述

ヤ
ー
マ
ス
・
キ
ャ
ッ
ス
ル
号
判
決
は
、
船
主
責
任
制
限
に
関
す
る
パ
ナ
マ
法
が
手
続
と
い
う
よ
り
も
実
体
で
あ
る
こ
と
を
確

認
し
、
し
た
が
っ
て
、
船
主
に
よ
り
形
成
さ
れ
る
べ
き
基
金
を
確
定
す
る
た
め
に
、
パ
ナ
マ
法
を
適
用
し
た
。
し
か
し
、
「
こ
れ
は
、
た
と

え
当
該
外
国
船
が
外
国
の
実
体
法
に
従
お
う
と
も
、
合
衆
国
に
お
い
て
訴
訟
が
行
な
わ
れ
る
限
り
、
合
衆
国
の
責
任
制
限
法
に
も
と
づ
く

責
任
制
限
は
外
国
船
に
も
適
用
さ
れ
う
る
、

べ
て
、
債
権
者
側
の
主
張
を
退
け
た
。

と
い
う
ホ
ー
ム
ズ
判
事
の
判
決
に
反
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
」
確
か
に
、

ッ
ス
ル
号
判
決
に
よ
る
と
、
外
国
法
が
合
衆
国
の
責
任
制
限
法
よ
り
も
高
い
責
任
限
度
額
を
定
め
て
い
る
場
合
に
も
、
当
該
外
国
法
が
実

体
と
し
て
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
し
か
し
、
外
国
の
実
体
法
は
、
よ
り
低
い
責
任
限
度
額
を
定
め
て
い
る
場
合
に
限
り
、
合
衆
国
の

制
定
法
に
も
と
づ
い
て
形
成
さ
れ
る
べ
き
基
金
に
影
饗
を
与
え
る
、
と
思
わ
れ
る
。
」
と
い
う
の
は
、
合
衆
国
の
船
主
責
任
制
限
法
の
第
一

八
三
条
は
、
船
主
の
責
任
が
船
舶
お
よ
び
運
賃
に
対
す
る
船
主
の
「
権
利
の
価
格
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
」

る
。
す
な
わ
ち
、
船
主
の
責
任
は
、
場
合
に
よ
っ
て
、

ヤ
ー
マ
ス
・
キ
ャ

と
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ

そ
れ
よ
り
少
な
く
で
き
る
だ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
合
衆
国
の
船
主
責
任
制

パ
ナ
マ
の
実
体
法
が
そ
れ
よ
り
低
い
責
任
限
度
額
を
定
め
て
い
る
、

と
い
う
証
拠
が
な
い
限
り
、
責
任
基
金
に
つ
い
て
も
適
用

一
八
四
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船主責任制限の準拠法（奥田）

第
三
章

最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、

わ
が
国
は
、
昭
和
五
一
年
に
一
九
五
七
年
条
約
を
批
准
し
、

ゆ
る
船
主
責
任
制
限
法
を
施
行
し
た
が
、

も
っ
と
も
、

る
の
か
、

(IOI) 

さ
れ
る
。

か
つ
同
条
約
を
国
内
法
化
す
る
た
め
に
、

し
か
し
条
約
第
七
条
は
、
本
文
も
但
書
も
同
法
に
組
み
込
ま
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ

(102) 

ら
ず
、
わ
が
国
に
お
い
て
公
表
さ
れ
た
同
法
の
解
説
は
、
同
法
が
条
約
第
七
条
に
沿
っ
て
適
用
さ
れ
る
も
の
と
解
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

そ
う
解
し
た
と
し
て
も
、
条
約
第
七
条
が
祇
触
法
的
適
用
範
囲
を
定
め
た
も
の
か
、

め
た
に
す
ぎ
な
い
の
か
、

用
さ
れ
る
の
か
、

と
い
う
問
題
は
残
る
で
あ
ろ
う
し
、

れ
た
問
題
点
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、

ま
た
、

そ
れ
と
も
但
書
を
も
考
慮
し
て
適
用
さ
れ
る
の
か
、

一
八
五

そ
れ
と
も
実
質
法
的
適
用
範
囲
を
定

わ
が
国
の
船
主
責
任
制
限
法
が
条
約
第
七
条
の
本
文
に
沿
っ
て
適

(Jro) 

と
い
う
点
に
も
問
題
が
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
前
章
ま
で
に
提
起
さ

そ
も
そ
も
条
約
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
船
主
責
任
制
限
の
準
拠
法
が
ど
の
よ
う
に
定
め
ら
れ

と
い
う
点
に
ま
ず
問
題
が
残
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
、
以
下
で
は
、
こ
の
点
を
中
心
に
考
え
て
ゆ
き
た
い
。

ま
ず
同
則
主
義
に
よ
る
と
、
船
主
責
任
制
限
の
準
拠
法
は
原
因
債
権
の
準
拠
法
と
同
一
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
い
う
原
因
債
権
と

(104) 

は
、
不
法
行
為
債
権
で
あ
る
と
契
約
債
権
で
あ
る
と
を
問
わ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
国
際
私
法
上
は
、
不
法
行
為
債
権
と
契
約
債
権
と
で
準

拠
法
が
異
な
り
う
る
の
で
あ
る
か
ら
（
法
例
第
七
条
•
第
一
一
条
）
、
同
則
主
義
に
よ
る
と
、
相
異
な
る
準
拠
法
に
も
と
づ
く
相
異
な
る
船

主
責
任
制
限
制
度
が
競
合
す
る
事
態
も
起
こ
り
う
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
相
異
な
る
船
主
責
任
制
限
制
度
は
、
別
々
に
適
用
す
る
に

し
て
も
、
ま
た
同
時
に
適
用
す
る
に
し
て
も
、
不
都
合
な
結
果
を
招
く
か
ら
、
同
則
主
義
は
取
り
え
な
い
。
こ
の
点
を
漠
然
と
述
べ
る
の

で
は
な
く
、
具
体
的
に
例
証
し
た
こ
と
は
、
プ
ト
フ
ァ
ル
ケ
ン
の
功
績
で
あ
っ
た
。

日
本
法
に
お
け
る
問
題

い
わ
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る。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
実
際
上
、
こ
の
よ
う
に
相
異
な
る
船
主
責
任
制
限
制
度
が
競
合
し
た
例
は
、
各
国
の
判
例
上
み
ら
れ
な
い
、

（
囮
）

う
反
論
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
実
際
の
裁
判
に
お
い
て
問
題
に
な
っ
た
こ
と
が
な
い
、

能
性
ま
で
も
否
定
す
る
こ
と
は
で
ぎ
ィ
、
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
多
様
な
債
権
を
―
つ
の
手
続
の
中
で
扱
う
、
と
い
う
船
主
責
任
制
限
の
本

質
か
ら
し
て
も
、
こ
の
制
度
が
個
々
の
原
因
債
権
の
準
拠
法
に
従
う
こ
と
の
根
拠
は
薄
弱
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、
た
と
え
ば
、
わ
が
国
の

「
国
際
海
上
物
品
運
送
法
」
に
お
い
て
、
運
送
人
の
責
任
が
貨
物
一
包
ま
た
は
一
単
位
に
つ
き
一

0
万
円
に
制
限
さ
れ
て
い
る
の
と
は
、
区

別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
国
際
海
上
物
品
運
送
法
に
お
け
る
責
任
制
限
は
、

た
も
の
で
あ
り
、

ま
た
、

そ
の
対
象
も
個
々
の
貨
物
に
つ
い
て
の
個
々
の
損
害
賠
償
請
求
権
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
船

主
責
任
制
限
に
お
い
て
は
、
タ
イ
タ
ニ
ッ
ク
号
判
決
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
責
任
は
す
で
に
他
の
根
拠
に
も
と
づ
い
て
存
在
す
る
と

仮
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
そ
の
個
々
の
損
害
賠
償
請
求
に
対
す
る
責
任
の
存
否
お
よ
び
範
囲
が
原
因
債
権
の
準
拠
法
に
従
う
こ
と

（
庫
）

は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ
れ
ら
を
一
括
し
て
制
限
す
べ
き
船
主
責
任
制
限
ま
で
も
が
、
原
因
債
権
の
準
拠
に
従
う
こ
と
に
は
、
疑
問
が
あ

そ
れ
で
は
、
船
主
責
任
制
限
独
自
の
準
拠
法
が
あ
る
と
し
て
、

契
約
の
相
手
方
に
と
っ
て
も
容
易
に
識
別
で
き
る
、

そ
れ
は
、

と
い
う
こ
と
か
ら
直
ち
に
、

そ
も
そ
も
の
責
任
の
存
否
と
の
関
連
で
規
定
さ
れ

ど
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
る
の
か
。
こ
れ
に
は
、

説
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
旗
国
法
説
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
消
極
的
な
理
由
づ
け
し
か
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え

ば
、
ケ
ー
ゲ
ル
は
、
船
主
の
責
任
が
特
別
財
産
1
1

海
産
に
限
定
さ
れ
る
点
に
着
目
し
て
、
法
人
や
相
続
の
場
合
と
の
類
似
性
を
強
調
し
、

そ
の
結
果
、
船
主
ま
た
は
船
舶
の
属
人
法
と
し
て
の
旗
国
法
の
適
用
を
主
張
し
て
い
た
。
し
か
し
、
ケ
ー
ゲ
ル
自
身
も
認
め
て
い
る
よ
う

に
、
金
額
主
義
に
お
い
て
は
、
海
産
が
直
接
に
は
船
主
の
責
任
制
限
に
結
び
つ
か
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
海
産
を
根
拠
と
す
る
立
論
は
、

そ
の
点
で
、
す
で
に
破
綻
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
ケ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
と
、
旗
国
法
は
、
船
主
自
身
が
選
択
し
た
の
で
あ
る
し
、

ま
た
不
法
行
為
に
つ
い
て
も
、

そ
の
一
貫
性
の
ゆ
え
に
、
こ
れ
を
受
け
入
れ
る
こ
と

一
八
六

ヽ
~

と
し

そ
の
可

ま
ず
旗
国
法
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船主責任制限の準拠法（奥田）

が
で
き
る
、

た
ら
、
少
な
く
と
も
、

と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
海
事
に
お
け
る
旗
国
法
の
優
位
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
し

わ
が
国
に
お
い
て
は
、
海
事
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
法
律
関
係
が
原
則
と
し
て
旗
国
法
に
よ
る
、
と
い
う
意
味
で
の

旗
国
法
の
優
位
は
、

国
法
に
よ
る
、

も
は
や
否
定
さ
れ
、

む
し
ろ
国
際
私
法
の
一
般
原
則
に
よ
り
な
が
ら
、
や
む
を
得
な
い
場
合
に
限
り
、
例
外
的
に
旗

（圃）

と
い
う
説
が
多
数
を
占
め
つ
つ
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
船
主
責
任
制
限
の
準
拠
法
も
ま
た
、
他
に
適
当
な
連
結
点
が
あ
れ

ば
、
そ
れ
に
よ
る
べ
き
で
あ
り
、
あ
え
て
海
事
の
特
殊
性
を
根
拠
と
し
て
、
旗
国
法
の
適
用
を
主
張
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
法
廷
地
法
説
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
プ
ト
フ
ァ
ル
ケ
ン
は
、
法
廷
地
法
説
の
積
極
的
根
拠
と
し
て
、

で
あ
る
統
一
法
が
可
能
な
限
り
広
く
適
用
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
挙
げ
、
消
極
的
根
拠
と
し
て
、
法
廷
地
漁
り
が
不
当
な
結
果
に
な
ら
な
い

(108) 

こ
と
を
挙
げ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
統
一
法
条
約
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
も
そ
も
船
主
責
任
制
限
の
準
拠
法
が
ど
の
よ
う
に

定
め
ら
れ
る
か
を
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

プ
ト
フ
ァ
ル
ケ
ン
の
積
極
的
根
拠
は
、
考
え
方
の
順
序
と
し
て
受
け
入
れ
る

こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
、
統
一
法
だ
け
が
ベ
タ
ー
・
ロ
ー
と
し
て
広
く
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
た
ら
、
一
九
五
七
年
条
約
を
国

内
法
化
す
る
以
前
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
船
主
責
任
制
限
の
準
拠
法
が
別
の
方
法
で
定
め
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
結
局
、
法
廷
地

法
説
は
、
統
一
法
自
体
の
祇
触
規
定
に
よ
っ
て
、
初
め
て
根
拠
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
プ
ト
フ
ァ
ル
ケ
ン
に
お
い
て
も
、
積

(Ioo) 

極
的
根
拠
は
破
綻
し
て
お
り
、
法
廷
地
法
説
は
、
消
極
的
理
由
づ
け
し
か
与
え
ら
れ
て
い
な
し

次
に
、
合
衆
国
の
判
例
は
、

に
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
り
、

一
八
七

ベ
タ
ー
・
ロ
ー

タ
イ
タ
ニ
ッ
ク
号
判
決
お
よ
び
ノ
ー
ウ
ォ
ー
ク
・
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ー
号
判
決
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
区
々
に
分

か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
を
分
類
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
か
と
思
う
。
①
あ
ら
ゆ
る
船
主
責
任
制
限
法
は
、
救
済
(
r
e
m
e
d
y
)

(llo) 

そ
れ
ゆ
え
法
廷
地
法
が
適
用
さ
れ
る
。
②
外
国
の
船
主
責
任
制
限
が
手
続
で
あ
る
か
実
体
で
あ
る
か
を
調

べ
、
も
し
そ
れ
が
実
体
で
あ
り
、
権
利
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
判
断
さ
れ
た
場
合
に
は
、
責
任
限
度
額
に
つ
い
て
は
、
法
廷
地
法
で
な
く
、

(111) 

当
該
外
国
法
が
適
用
さ
れ
る
。
③
同
じ
く
外
国
の
船
主
責
任
制
限
が
手
続
で
あ
る
か
実
体
で
あ
る
か
を
調
べ
る
の
で
あ
る
が
、
た
と
え
そ
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な
制
限
は
存
在
し
な
い
。

れ
が
実
体
で
あ
る
と
し
て
も
、
責
任
限
度
額
に
つ
い
て
は
、
法
廷
地
法
と
当
該
外
国
法
と
が
両
方
と
も
適
用
さ
れ
、
結
局
ど
ち
ら
か
低
い

(m) 

限
度
額
を
定
め
て
い
る
法
に
よ
る
。

こ
れ
ら
の
う
ち
、
③
お
よ
び
③
は
、
外
国
の
船
主
責
任
制
限
が
手
続
で
あ
る
か
実
体
で
あ
る
か
を
調
べ
る
点
で
共
通
し
て
い
る
。
し
か

し
、
合
衆
国
で
公
表
さ
れ
た
幾
つ
か
の
コ
メ
ン
ト
は
、
こ
れ
ら
の
判
決
が
機
械
的
に
手
続
か
実
体
か
の
区
別
を
し
た
も
の
と
し
て
、
批
判

(113) 

し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
②
お
よ
び
③
は
、
実
質
法
上
の
区
別
が
直
接
に
抵
触
法
に
反
映
す
る
点
で
、
わ
が
国
の
国

(114) 

際
私
法
の
解
釈
と
し
て
は
、
採
用
し
難
い
し
、
ま
た
原
因
債
権
の
準
拠
法
が
適
用
さ
れ
る
可
能
性
を
残
す
点
で
、
同
則
主
義
に
対
す
る
の

と
同
じ
疑
問
が
感
じ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
①
は
比
較
的
古
い
判
決
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
国
際
私
法
的
判
断
と
し
て
法
廷
地
法

説
を
採
用
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
船
主
責
任
制
限
が
救
済
に
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
と
い
う
だ
け
で
は
、
法
廷

地
法
説
の
積
極
的
根
拠
と
し
て
不
十
分
で
あ
る
。

法
廷
地
法
に
よ
る
、

れ
自
体
の
中
に
、
法
廷
地
法
説
の
理
由
づ
け
を
捜
す
こ
と
に
な
る
。

ま
ず
タ
イ
タ
ニ
ッ
ク
号
判
決
に
お
い
て
は
、
権
利
の
存
否
そ
の
も
の
は
、
原
因
債
権
の
準
拠
法
に
よ
る
と
し
て
も
、
権
利
の
実
現
は
、

と
い
う
前
提
が
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
通
常
は
、
権
利
の
実
現
に
何
の
障
害
が
な
い
と
し
て
も
、
政
策
的
判
断
に

よ
り
、

そ
れ
を
全
く
否
定
な
い
し
制
限
す
る
こ
と
が
、
立
法
に
よ
り
可
能
で
あ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
権
利
そ
の
も
の
は
否
定
さ
れ
な

い
け
れ
ど
も
、
合
衆
国
の
裁
判
所
は
、

な
い
し
、

そ
こ
で
、

タ
イ
タ
ニ
ッ
ク
号
判
決
お
よ
び
ノ
ー
ウ
ォ
ー
ク
・
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ー
号
判
決
そ

そ
の
実
現
に
手
助
け
し
な
い
だ
け
で
あ
る
、

と
も
い
え
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
立
法
の
一
例
が
、
船

主
責
任
制
限
法
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
合
衆
国
の
船
主
責
任
制
限
法
が
合
衆
国
に
お
け
る
訴
訟
の
当
事
者
以
外
の
者
を
拘
束
す
る
こ
と
は

ま
た
逆
に
、
合
衆
国
の
裁
判
所
が
他
国
の
船
主
責
任
制
限
法
を
適
用
す
る
こ
と
も
な
い
。
た
だ
実
質
法
的
適
用
範
囲
と
し
て
、

合
衆
国
の
船
主
責
任
制
限
法
が
外
国
人
船
主
に
も
適
用
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
、
問
題
と
な
り
う
る
が
、
同
法
の
解
釈
と
し
て
、

¥
＼
 

J

J

 

そ
の
よ
う

4 --2 -436 (香法'84)



船主責任制限の準拠法（奥田）

べ
て
い
る
点
で
あ
る
。

次
に
、

ノ
ー
ウ
ォ
ー
ク
・
ヴ
ィ
ク
ト
リ

1
号
判
決
に
お
い
て
は
、
確
か
に
、
す
べ
て
の
船
主
責
任
制
限
が
手
続
で
あ
る
と
い
う
断
定
は

避
け
て
、
手
続
か
実
体
か
の
区
別
を
行
な
う
よ
う
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
実
質
法
上
の
区
別
を
そ
の
ま
ま
抵
触
法
に
お

い
て
も
採
用
せ
よ
、

一
八
九

と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
後
の
一
部
の
下
級
審
判
決
は
、
こ
れ
を
肯
定
に
解
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
ノ

ー
ウ
ォ
ー
ク
・
ヴ
ィ
ク
ト
リ
号
判
決
は
、
実
質
法
上
の
区
別
と
祇
触
法
上
の
区
別
を
分
け
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
る
。
す
な
わ
ち
、
「
あ
る

責
任
制
限
が
個
々
人
の
損
害
賠
償
請
求
権
で
は
な
く
、
一
定
の
不
法
行
為
か
ら
生
じ
た
債
権
全
体
に
結
び
つ
い
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
れ

は
言
葉
の
特
殊
な
意
味
に
お
い
て
の
み
、
『
権
利
に
結
び
つ
い
て
い
る
』
と
言
え
る
の
で
あ
る
し
、
ま
た
、
あ
る
規
則
が
債
権
者
の
回
復
し

う
る
金
額
を
削
る
よ
う
に
機
能
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
は
『
手
続
』
と
い
う
用
語
の
…
…
非
常
に
広
い
定
義
に
当
て
は
ま
り
う
る
」
と
述

以
上
は
、

タ
イ
タ
ニ
ッ
ク
号
判
決
お
よ
び
ノ
ー
ウ
ォ
ー
ク
・
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ー
号
判
決
を
部
分
的
に
取
り
上
げ
た
だ
け
で
あ
り
、
判
決
全

体
の
解
釈
は
、
合
衆
国
裁
判
所
の
み
が
行
な
い
う
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
わ
が
国
の
国
際
私
法
の
解
釈
と
し
て
、
こ
れ
ら
を
法

廷
地
法
説
の
理
由
づ
け
に
利
用
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
わ
が
国
の
実
質
法
の
解
釈
と
し
て
は
、
確
か
に
、
船
主

責
任
制
限
の
要
件
お
よ
び
効
果
、
と
り
わ
け
責
任
限
度
額
は
、
実
体
に
分
類
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
実
質
法
上
、
手
続
に
分
類
さ

(lls) 

れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
直
ち
に
法
廷
地
法
の
適
用
が
導
か
れ
な
い
よ
う
に
、
実
質
法
上
、
実
体
に
分
類
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
法
廷

地
法
の
適
用
を
拒
否
す
る
理
由
と
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
国
際
私
法
独
自
の
立
場
か
ら
み
る
と
、
船
主
責
任
制
限
は
、
法
廷
地
国
の
政

策
的
考
慮
に
よ
り
、
権
利
の
実
現
を
制
限
し
、
か
つ
特
別
の
手
続
に
導
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
実
体
と
手
続
と
を
分
け
る
こ
と
は
、
法
廷

地
国
の
立
場
か
ら
不
可
能
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
全
体
と
し
て
法
廷
地
法
に
従
う
も
の
と
解
す
る
。

こ
れ
は
、
船
主
責
任
制
限
の
存
在
理
由
か
ら
も
導
き
う
る
。
た
と
え
ば
、
わ
が
国
の
最
高
裁
判
所
は
、
昭
和
五
五
年
一
一
月
五
日
、
船

主
責
任
制
限
法
第
二
章
（
実
体
規
定
）
が
憲
法
第
二
九
条
の
財
産
権
の
保
障
に
違
反
し
な
い
、

と
の
決
定
を
下
し
た
が
、

そ
れ
は
次
の
よ
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う
な
理
由
に
基
づ
く
。
①
船
主
責
任
制
限
制
度
は
、
海
運
業
保
護
の
た
め
、
そ
の
態
様
は
と
も
か
く
、
古
く
か
ら
各
国
に
お
い
て
採
用
さ

れ
て
き
た
。
②
わ
が
国
の
船
主
責
任
制
限
法
第
二
章
は
、
一
九
五
七
年
条
約
を
国
内
法
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
国
際
的
性
格
の
強
い
海
運

業
に
つ
い
て
、
わ
が
国
だ
け
が
船
主
責
任
制
限
制
度
を
採
用
し
な
い
こ
と
は
、
実
際
上
困
難
で
あ
る
。
③
わ
が
国
に
お
い
て
も
従
前
は
商

法
に
委
付
の
制
度
が
定
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
本
法
は
、

れ
た
商
法
第
六
九

0
条
は
、
民
法
所
定
の
使
用
者
責
任
を
加
重
し
、
船
主
に
あ
る
程
度
の
無
過
失
責
任
を
認
め
て
い
る
。
以
上
の
点
を
勘

案
す
る
と
、
「
本
法
第
二
章
の
規
定
は
、
公
共
の
福
祉
に
適
合
す
る
定
め
と
し
て
是
認
す
る
こ
と
が
で
き
、
憲
法
二
九
条
一
項
、
二
項
に
違

（
郎
）

反
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
」

で
き
な
い
が
、

身
の
故
意
ま
た
は
過
失
に
よ
っ
て
発
生
し
た
場
合
の
債
権
等
、

一
定
の
債
権
は
制
限
債
権
と
せ
ず
、

ま
た
、
本
法
施
行
に
伴
っ
て
改
正
さ

こ
れ
を
金
額
主
義
に
改
め
た
も
の
で
あ
り
、

し
か
も
、
損
害
が
船
主
自

こ
の
よ
う
に
海
運
業
保
護
の
面
を
強
調
し
た
決
定
に
対
し
て
、
学
説
の
側
か
ら
は
、
結
論
に
は
反
対
し
な
い
も
の
の
、
こ
れ
だ
け
で
は

不
十
分
で
あ
る
旨
の
反
論
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
現
代
に
お
け
る
責
任
制
限
条
約
の
理
念
は
、
企
業
者
保
護
の
側
面
が
あ
る
こ
と
を
否
定

(117) 

そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
、
債
権
者
・
被
害
者
に
対
し
て
公
平
で
迅
速
か
つ
確
実
な
債
権
額
の
分
配
を
行
な
う
こ
と
に
」
あ
る
、

と
か
「
船
主
有
限
責
任
の
合
理
性
の
問
題
は
、
責
任
の
限
定
を
図
る
船
主
と
経
済
的
損
失
の
回
復
を
求
め
る
被
害
者
（
債
権
者
）
と
の
相

反
す
る
権
益
の
バ
ラ
ン
ス
が
い
か
に
合
理
的
に
と
ら
れ
て
い
る
か
に
あ
り
、
現
代
社
会
に
お
い
て
は
、
被
害
者
に
対
す
る
公
正
な
救
済
が

(118) 

ど
れ
ほ
ど
適
切
に
実
現
さ
れ
て
い
る
か
に
、
い
わ
ば
責
任
制
限
制
度
の
存
立
が
か
か
っ
て
い
る
」
、
と
か
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

船
主
責
任
制
限
制
度
は
、
船
主
と
債
権
者
と
の
間
の
微
妙
な
利
益
の
バ
ラ
ン
ス
の
上
に
立
っ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
責
任
制
限
手
続
は
、

そ
の
前
提
と
な
る
実
体
部
分
が
異
な
れ
ば
、
存
在
理
由
を
失
い
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
は
、
類
似
の
制
度
で
あ
る
破
産
の
準
拠
法
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
、
参
照
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

破
産
制
度
も
船
主
責
任
制
限
と
同
じ
く
、
実
質
法
上
は
、
手
続
と
実
体
と
に
分
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
国
際
私
法
上
は
、
破
産
債

一
九
〇
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ま
ず
外
人
法
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
破
産
法
第
二
条
が
相
互
主
義
に
も
と
づ
き
、
外
国
人
は
そ
の
本
国
法
に
お
い
て
日
本
人
が
「
同
一

な
っ
て
み
た
い
。

っ
た
解
決
が
必
要
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
、

お

わ

り

に

地
法
に
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

権
自
体
の
成
立
お
よ
び
効
力
を
除
い
て
、
概
ね
法
廷
地
法
に
よ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
但
し
、

一
九

そ
の
理
由
と
し
て
は
、
破
産
法
の
大
部
分
が

本
質
的
に
手
続
に
属
し
、
公
序
法
の
性
格
を
有
す
る
か
ら
、
と
し
か
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、

破
産
制
度
が
全
体
と
し
て
法
廷
地
法
に
従
う
こ
と
に
疑
い
が
抱
か
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
表
わ
し
て
お
り
、
た
ま
た
ま
船
主
責
任
制
限

が
か
つ
て
商
法
典
に
規
定
さ
れ
て
い
た
か
ら
と
い
っ
て
、
区
別
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
疑
い
が
抱
か
れ
る
と
す
れ
ば
、
ど

ち
ら
の
制
度
も
俎
上
に
乗
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
思
う
。
し
か
し
、
前
記
の
理
由
に
よ
り
、
少
な
く
と
も
船
主
責
任
制
限
制
度
は
、
法
廷

(121) 

思
え
ば
、
わ
が
国
の
船
主
責
任
制
限
法
は
、
立
法
の
最
初
か
ら
、
手
続
に
つ
い
て
は
、
破
産
法
を
モ
デ
ル
に
し
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
り
、

そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
「
責
任
制
限
事
件
の
実
質
は
、
制
限
債
権
者
の
制
限
債
権
額
を
確
定
し
、
基
金
を
分
配
す
る
こ
と
に
あ
る
か
ら
、
ま
さ

に
一
部
破
産
で
あ
り
、
破
産
事
件
と
同
様
の
性
質
を
有
す
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
「
し
か
し
、
こ
の
手
続
に

お
け
る
債
務
者
は
支
払
不
能
で
は
な
く
、
債
務
者
の
企
業
活
動
を
支
え
る
一
般
財
産
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
特
別
財
産
と
し
て
基
金
が
形
成

(123) 

さ
れ
る
こ
と
、
配
当
す
べ
き
金
銭
は
最
初
か
ら
純
粋
な
形
で
用
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
な
ど
の
相
違
点
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
船
主
責
任
制
限
の
準
拠
法
は
、
前
章
ま
で
の
考
察
か
ら
法
廷
地
法
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
他
の
関
連
問
題
、
す
な
わ
ち
外

人
法
上
の
問
題
お
よ
び
手
続
の
国
際
的
効
力
の
問
題
は
、
あ
る
面
で
は
破
産
法
に
お
け
る
議
論
が
参
考
に
な
る
し
、
他
の
面
で
は
全
く
違

一
応
本
稿
の
範
囲
外
で
あ
る
が
、
本
稿
を
締
め
く
く
る
に
あ
た
り
、
こ
こ
で
試
論
を
行
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の
地
位
」
を
有
す
る
と
き
に
限
り
、

日
本
の
破
産
法
に
お
い
て
日
本
人
と
同
一
の
地
位
を
有
す
る
、

地
位
」
と
い
う
文
言
に
つ
い
て
は
、
解
釈
が
分
か
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、

(124) 

本
来
削
除
す
べ
き
も
の
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
あ
え
て
船
主
責
任
制
限
法
に
お
い
て
、
相
互
主
義
を
採
用
す
べ
き
理
由
は
存

一
九
五
七
年
条
約
の
第
七
条
但
書
に
よ
る
と
、

宣
告
は
在
外
財
産
に
効
力
が
及
ば
ず
、

わ
が
国
が
こ
の
よ
う
な
相
互
主
義
を
採
用
す
る
こ
と
は
可
能
で

あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
前
述
の
よ
う
に
、
わ
が
国
の
船
主
責
任
制
限
法
は
、
条
約
第
七
条
の
本
文
も
但
書
も
取
り
込
ん
で
い
な
い
の
で

(125) 

あ
る
か
ら
、
内
外
人
平
等
の
原
則
を
貫
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
手
続
の
国
際
的
効
力
に
つ
い
て
は
、
破
産
法
第
三
条
が
属
地
主
義
を
規
定
し
て
お
り
、

そ
の
反
面
と
し
て
、
外
国
に
お
け
る
破
産
宣
告
も
、

い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
船
主
責
任
制
限
に
お
い
て
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
船
主
の
一
般
財
産
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
特
別
財
産
と
し
て
基
金

が
形
成
さ
れ
、
責
任
は
こ
の
基
金
に
限
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
破
産
法
第
三
条
の
よ
う
な
問
題
は
生
じ
な
い
。

最
後
に
、
わ
が
国
に
お
け
る
破
産
免
責
の
効
果
が
外
国
で
も
承
認
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
、
そ
の
外
国
の
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

逆
に
、

わ
が
国
に
お
い
て
は
、
外
国
で
破
産
手
続
が
開
始
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、

在
し
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、

と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
「
同
一
の

そ
れ
に
よ
る
と
、

日
本
に
お
け
る
破
産

日
本
に
所
在
す
る
財
産
に
は
効
力
が
及
ば
な

わ
が
国
に
所
在
す
る
財
産
の
差
押
お
よ
び
同
一
人
に

対
す
る
わ
が
国
の
破
産
手
続
の
開
始
が
妨
げ
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
船
主
責
任
制
限
法
は
、
そ

の
第
九
六
条
に
お
い
て
、
他
の
締
約
国
で
基
金
が
形
成
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
基
金
か
ら
支
払
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
限
り
で
、
船

主
の
基
金
以
外
の
財
産
に
対
す
る
権
利
行
使
は
で
き
な
い
と
規
定
す
る
。
こ
れ
は
、
締
約
国
間
に
お
い
て
は
、
責
任
制
限
手
続
の
効
力
を
、

(127) 

一
定
の
条
件
の
下
で
相
互
に
承
認
し
合
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
条
件
を
満
た
す
の
で
あ
れ
ば
、
責
任
制
限
手
続
の
相
互

承
認
を
締
約
国
間
に
限
定
す
る
必
要
は
な
く
、
非
締
約
国
に
お
け
る
責
任
制
限
手
続
に
つ
い
て
も
、
船
主
免
責
の
効
果
を
認
め
て
よ
い
と

(128) 

思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
相
互
承
認
の
た
め
に
は
、
新
た
に
条
約
が
必
要
と
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
相
互
承
認
に
は
、
次
の
よ
う

い
ず
れ
に
し
て
も
立
法
論
と
し
て
批
判
さ
れ
て
お
り
、

一
九
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船主責任制限の準拠法（奥田）

一
九

な
メ
リ
ッ
ト
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
①
船
主
に
と
っ
て
は
、
多
数
の
国
に
基
金
を
形
成
し
な
く
て
す
む
の
で
、
責
任
制
限
の
利
益
を
減
殺
さ

れ
る
恐
れ
が
な
く
な
る
。
②
そ
の
代
償
と
し
て
、
債
権
者
側
は
、
現
在
の
責
任
限
度
額
を
さ
ら
に
上
げ
る
よ
う
条
約
の
改
正
を
要
求
で
き

る
。
③
資
力
の
あ
る
債
権
者
だ
け
が
非
締
約
国
に
お
い
て
も
訴
え
を
提
起
し
て
、
他
の
債
権
者
よ
り
も
多
く
の
救
済
を
受
け
る
と
い
う
不

公
平
が
な
く
な
る
。
④
さ
ら
に
は
手
続
の
一
本
化
に
よ
り
、
訴
訟
経
済
が
促
進
さ
れ
る
。
以
上
の
理
由
に
よ
り
、
立
法
論
と
し
て
相
互
承

こ
れ
は
理
想
論
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
準
拠
法
の
問
題
と
合
わ
せ
て
御
教
示
頂
け
れ
ば
幸
い
で

(
l
)
石
井
照
久
『
海
商
法
（
法
律
学
全
集
30)
』
（
昭
三
九
・
有
斐
閣
）
一
四
六
頁
、
窪
田
宏
『
概
説
海
商
法
（
新
訂
）
』
（
昭
五
ニ
・
晃
洋
書
房
）
三
三
頁
、
時

岡
泰
・
谷
川
久
・
相
良
朋
紀
『
逐
条
船
主
責
任
制
限
法
・
油
濁
損
害
賠
償
法
』
（
昭
五
四
・
商
事
法
務
）
五
頁
、
原
茂
太
一
「
海
上
・
航
空
企
業
者
の
責

任
制
限
制
度
の
妥
当
根
拠
ー
憲
法
第
二
九
条
と
の
関
連
に
お
い
て
ー
ー
ー
」
『
現
代
法
の
諸
領
域
と
憲
法
理
念
（
小
林
還
暦
）
』
（
昭
五
八
・
学
陽
書
房
）

四
二
三
頁
。

(
2
)
石
井
・
前
掲
註

(
l
)
一
五
二
頁
、
時
岡
・
前
掲
註

(
l
)
七
頁
。

(
3
)
以
下
に
つ
い
て
は
、
田
中
誠
二
『
涸
商
法
詳
論
』
（
昭
四
五
・
勁
草
書
房
）
八
二
頁
以
下
、
小
町
谷
操
一
．
ー
『
海
事
条
約
の
研
究
（
海
商
法
研
究
第
七
巻
）
』

（
昭
四
四
・
有
斐
閣
）
五
頁
以
下
、
石
井
・
前
掲
註

(
1
)
一
四
七
頁
以
下
、
窪
田
・
前
掲
註

(
1
)
三
五
頁
以
下
、
時
岡
・
前
掲
註

(
l
)
五
頁
以
下
参
照
。

(
4
)
フ
ラ
ン
ス
商
法
第
ニ
―
六
条
「
す
べ
て
の
船
舶
所
有
者
は
、
船
長
の
行
為
に
つ
い
て
民
事
責
任
を
負
い
、
か
つ
船
長
が
船
舶
お
よ
び
運
送
に
つ
い
て
締
結

し
た
契
約
か
ら
生
じ
た
債
務
を
負
担
す
る
。
船
舶
所
有
者
は
、
い
か
な
る
場
合
に
も
、
船
舶
お
よ
び
運
賃
を
委
付

(l'abandon)
す
る
こ
と
に
よ
り
、

前
項
の
義
務
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
し
か
し
フ
ラ
ン
ス
は
、
・
元
凡
六
七
年
の
法
律
に
よ
り
後
述
の
一
九
五
七
年
条
約
を
国
内
法
化
し
て
、
委
付
主

義
か
ら
金
額
主
義
へ
移
行
し
た
。
詳
細
は
、
中
村
慎
澄
『
海
上
物
品
運
送
人
責
任
論
』
（
昭
四
九
・
成
文
堂
）
一
七
九
貞
以
下
。
日
本
商
法
第
六
九

0
条

「
船
舶
所
有
者
は
船
長
が
そ
の
法
定
の
権
限
内
に
お
い
て
為
し
た
る
行
為
又
は
船
長
そ
の
他
の
船
員
が
そ
の
職
務
を
行
う
に
当
た
り
他
人
に
加
え
た
る

損
害
に
つ
い
て
は
航
海
の
終
に
お
い
て
船
舶
、
運
送
賃
及
び
船
舶
所
有
者
が
そ
の
船
舶
に
つ
き
有
す
る
損
害
賠
償
又
は
報
酬
の
請
求
権
を
債
権
者
に
委

付
し
て
そ
の
責
を
免
る
る
こ
と
を
得
但
船
舶
所
有
者
に
過
失
あ
り
た
る
と
き
は
こ
の
限
に
あ
ら
ず
L

（
表
記
を
改
め
た
）
。
日
本
商
法
の
改
正
に
つ
い
て

あ
る
。

認
を
提
案
し
た
い
の
で
あ
る
が
、
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(
5
)
 

(
6
)
 

(
7
)
 

(
8
)
 

(
9
)
 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 
S
c
h
a
p
s
'
A
b
r
a
h
a
m
,
 D
a
s
 S
e
e
r
e
c
h
t
 in d
e
r
 B
u
n
d
e
s
r
e
p
u
b
l
i
k
 D
e
u
t
s
c
h
l
a
n
d
 
(4. 
A
u
f
l
.
 
1
9
7
8
)
 
V
o
r
§
4
8
6
 R
d
n
r
.
6
.
 

ド
イ
ツ
商
法
第
四
八
六
条
「
船
主
は
、
以
下
の
場
合
、
第
三
者
の
債
権
に
対
し
て
、
人
的
責
任
で
は
な
く
、
船
舶
お
よ
び
運
賃
に
よ
っ
て
の
み
責
任
を
負

う
。
＿
船
長
が
特
に
代
理
権
を
付
与
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
法
定
の
権
限
内
で
行
な
っ
た
法
律
行
為
に
、
当
該
債
権
が
基
づ
い
て
い
る
場
合
、
二
船
ヽ
CE

に
よ
り
締
結
さ
れ
た
斐
約
の
不
履
行
ま
た
は
不
完
全
履
行
に
つ
い
て
、
船
員
に
故
意
・
過
失
が
あ
っ
た
か
否
か
を
問
わ
ず
、
当
該
契
約
の
履
行
が
船
長
の

職
務
義
務
の
範
囲
内
で
あ
り
、
当
該
債
権
が
か
か
る
不
履
行
ま
た
は
不
完
全
履
行
に
基
づ
い
て
い
る
場
合
、
三
当
該
債
権
が
船
員
の
故
意
・
過
失
に
基
づ

い
て
い
る
場
合
。
前
項
の
規
定
は
、
船
主
が
哭
約
の
履
行
に
関
し
て
自
ら
故
意
・
過
失
の
責
を
負
う
場
合
、
ま
た
は
船
主
が
芙
約
の
履
行
を
待
に
保
証
し

た
場
合
に
は
、
第

1

号
•
第
一
一
号
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
な
い
。
」
ド
イ
ツ
商
法
の
改
正
に
つ
い
て
は
、
第
一
章
。

船
主
責
任
制
限
法
第

1

八
1

こ
条

(
L
i
m
i
t
a
t
i
o
n
o
f
 S
h
i
p
o
w
n
e
r
s
'
L
i
a
b
i
l
i
t
y
 A
c
t
,
 4
6
 U
.
S
.
C
.
§
1
8
3
)

「
①
船
主
の
責
任
は
、
そ
れ
が
ア
メ
リ
カ
船
で

あ
る
と
外
国
船
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
…
…
自
己
の

p
r
i
v
i
t
y
o
r
 k
n
o
¥
v
l
e
d
g
e
が
な
い
限
り
、
本
条
伽
項
に
規
定
さ
れ
た
場
合
を
除
い
て
、
当
該
船
舶

お
よ
び
未
払
運
賃
に
対
す
る
船
ヽ
E
の
権
利
り
価
格
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。
」

「
⑮
海
上
航
行
船
舶
に
つ
い
て
、
本
条
①
項
に
定
め
ら
れ
た
責
任
限
度
額
が
、
す
べ
て
の
損
害
を
完
全
に
賠
償
す
る
に
足
ら
ず
、
か
つ
人
の
死
亡
ま
た
は

傷
害
に
関
す
る
損
害
賠
償
額
に
対
す
る
配
判
が
、
胄
該
船
舶
の
積
貼
ト
ン
数
あ
た
り
六

0
ド
ル
を
越
え
な
い
場
合
に
は
、
か
か
る
配
当
は
、
人
の
死
亡
ま

た
は
傷
害
に
関
す
る
損
害
賠
償
に
つ
い
て
の
み
、
ト
ン
数
あ
た
り
六

0
ド
ル
に
等
し
い
額
ま
で
増
や
す
も
の
と
す
る
。
第

1

条
に
よ
り
増
額
さ
れ
た
配
渭

が
、
か
か
る
損
害
を
完
全
に
賠
償
す
る
に
足
ら
な
い
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
損
宙
口
賠
償
額
の
割
合
に
応
じ
て
、
支
払
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。
」

但
し
、
英
国
に
お
い
て
も
、
一
八
五
四
年
商
船
法
以
前
は
船
価
主
義
を
採
用
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
／
八
五
四
年
商
船
法
に
至
り
、
初
め
て
人
的
損
害
に

つ
い
て
の
み
金
額
主
義
を
採
用
し
、
さ
ら
に
は
．
八
六
口
年
商
船
法
に
お
い
て
、
そ
れ
を
人
的
お
よ
び
物
的
損
害
の
両
方
に
拡
張
し
た
。
小
町
谷
・
前
掲

註
(
3
)
七
頁
参
照
。

窪
田
・
前
掲
註

(
l
)二
正
六
頁
、
小
町
谷
•
前
掲
註(
3
)．
五
貞
。

石
井
・
前
掲
註

(
l
)
一
四
九
頁
以
下
、
田
中
・
前
掲
註

(
3
)
八
五
頁
以
下
参
照
。

条
約
成
立
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
時
岡
・
前
掲
註
(
l
)九
頁
以
下
、
小
町
谷
•
前
掲
註

(
3
)八
こ
貝
以
下
参
照
。

本
法
成
立
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
鴻
常
夫
「
船
主
責
任
制
限
制
度
の
改
正
問
題
の
進
展
」
海
法
会
誌
・
復
刊
一
七
号

前
掲
註

(
1
)
1
七
頁
以
下
参
照
。

重
田
晴
生
「
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
船
主
責
任
制
限
制
度
の
近
代
化
を
め
ぐ
る
動
向
」
神
奈
川
法
学
一
五
巻

は
、
後
述
。

^
•
三
合
併
号
（
昭
五
五
）

（
昭
四
九
）

一
九
四

一
四
三
頁
。

三
四
頁
以
下
、

オ)

時
岡
・
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如

盗
心

密
4
叫

さ
,

i忌
疸
S
祢
こ
出
総
’
茎
と
柑
漑
＇
涵
垣
柑
総
＇
俎
器
出
総
好
勾
~
0

こ

ゃ
'
1
I廻

S
坦

再
令

＃
霊

磐
全

心
溢

囲
如

彩
胆

ヤ
炉

J
..lJ

竺
←

后
溢

や
-lQ

t-Q 
-R
心
＇
翼
出
亜
産
如
丑
⇒
塁
や
文
涵
m
Q
縣
囲
坦
旦
吋
心
切
心
歳
!
-
<
~
.
'
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:
'

..lJ
泊
ケ
く
や
;
t-Q゚

(~
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(l)Ein Reeder, der Angehoriger eines Vertragsstaats des Internationalen U
b
e
r
e
i
n
k
o
m
m
e
n
s
 v
o
m
 10. 

O
k
t
o
b
e
r
 1957 Uber die 

B
e
s
c
h
r
a
n
k
u
n
g
 der H

a
f
t
u
n
g
 der Eigentilmer v

o
n
 Seeschiff en ist, 

k
a
n
n
 unter d

e
n
 V

 oraussetzungen dieses U
b
e
r
e
i
n
k
o
m
m
e
n
s
 

seine H
a
f
t
u
n
g
 auch filr 

solche Ansprtiche beschranken, die nicht n
a
c
h
 d
e
n
 deutschen Gesetzen zu beurteilen sind.§487a des 

Handelsgesetzbuchs ist 
entsprechend anzuwenden. 

(2)Als A
n
g
e
h
o
r
i
g
e
 eines Vertragsstaats sind natilrliche 

Personen mit g
e
w
o
h
n
l
i
c
h
e
m
 Aufenthalt u

n
d
 juristische 

Personen 

oder Personenvereinigungen mit Sitz in e
i
n
e
m
 Vetragsstaat anzusehen. Natilrliche Personen, welche Deutsche i

m
 Sinne des 

Grundgesetzes sind, gelten stets als Angehorige eines Vertragsstaats. 

心
沿
＇
涵
祖
螂
出
再
産
再
述
淀
要
祢
寓
ぐ
月
澤
蕊
(
+
(
藤
群
架
・
ば
隈
髪
走
哉
基
）
・
造
坦
ぐ
甘
謡
・
邑
戸

1
..μ 

曲
（
苦
回
兵
）

1
 1

 I
 I直
.,;;;i,,

匪゚

(~
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Seerecht
領
nderungsgesetz(Gesetzentwurf

der Bundesregierung). Deutscher Bundestag 6. 
Wahlperiode. D

r
u
c
k
s
a
c
h
e
 VI/2225. 

Begrilndung S. 44f., 
zitiert in: 

H.-J.Puttfarken, Beschrankte R
e
e
d
e
r
h
a
f
t
u
n
g
-
D
a
s
 a
n
w
e
n
d
b
a
r
e
 Recht (1981) 

S. 36f. 淀
面

~amc:

41-1潔
蕊
・

i忌
咤
均
(
~
)

1
 i(ll

湘
氏
叫
悩
淫゚

ぼ
）

掘
iく

俎
岱
＇
涵
杞
刈
匝

]
Q
Y
!
西
如
如

1"'t-Q~
勾
⇒
ゃ
＇
墜
涵
抑
’
涵
涵
~
~
継
榔
,
~
涵
赴
皿
囲
-
<
'
涵
嶼
＇
賑
遥

amc:1-\-'Q幸
Q
~

庄
抑

如
拙

:b¥-.J;t-Q゚

(~
) 

This Convention shall apply w
h
e
n
e
v
e
r
 the o

w
n
e
r
 of a

 ship, or a
n
y
 other person having b

y
 virtue of the provisions of Article 

6
 hereof the s

a
m
e
 rights as a

n
 o
w
n
e
r
 of a

 ship, limits or seeks to limit his liability before the Court of a
 Contracting State 

or seeks to procure the release of a
 ship or other property arrested or the bail or other security given within the jurisdiction 

(Voo玉迅蜘）CW_N|
＜ 

（田認）坦菜赳S竪
I

亜出｝鷺柑涵

l
兵
ば



l
兵
K

of a
n
y
 such State. 

Nevertheless, each Contacting State shall h
a
v
e
 the right to exclude wholly or partially, f

r
o
m
 the benefits of this Convention 

a
n
y
 non-Contracting State, or a

n
y
 person w

h
o
,
 at 

the time w
h
e
n
 he seeks to limit his liability 

or to secure the release of 

a
 ship or other property arrested or the bail 

or other security in 
accordance with the provisions of Article 5

 hereof, is 
not 

ordinarily resident in 
a

 Contracting State, 
or does not h

a
v
e
 his principal place of business in 

a
 Contracting State, or a

n
y
 

ship in 
respect of w

h
i
c
h
 limitation of liability 

or release is 
sought w

h
i
c
h
 does not at 

the time specified a
b
o
v
e
 fly 

the flag 

of a
 Contracting State. 

ば
）

G.Kegel, B
u
c
h
b
e
s
p
r
e
c
h
u
n
g
 (Puttfarken, a.a.o.,Anm. 

(18)), 47 
RabelsZ (1983), S. 

540 ;
 Puttfarken, a.a.O., A

n
m
.
 
(18)

、s.
40. 

啜
）

Puttfarken, a.a.O., 
A
n
m
.
 
(18), 

S. 
45. 

（笞）
Puttfarken, a.a.O., 

A
n
m
.
 
(18), 

S.44f. 

（
苫
）
榔
や
病
恨
鬱
綺

I将
竺
＇
如
造
呈
回
旦
芸
⇒
’
吾
~
,

咲
孟

旦
迅

S
姦

兵
如
.lit>

A討
心
令
,
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勾
→
囲
包
料
坦
旦
習
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心
溢
や
,
~

品
如

塁
垢

旦
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芯
改

勾
会
S
那
~
~

如
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ぼ
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Kegel, a.a.O., 
A
n
m
.
 
(21), 

S. 
538f. 

ぼ
）

Puttfarken, a.a.O., 
A
n
m
.
 
(18), 

S. 
99, 

105. 

（兵）
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Kollisionsrecht, 
-regel, 

-
n
o
r
m
 etc

竺
謡

暉
配
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(Schiffskollision)
凶

知
器

匡
如
£2'-"

⇒
＇

國
S
唸

2
庄

晦
や

4Qi-O
心
⇒

¥-.I, 
乏
兵

O
旦

"Rechtsanwendungsrecht,
-regel etc." -I<'世

信ヽ
IJ

勾
旦
⇒
-t-2°Puttfarken, a.a.O., A

n
m
.
 (18), 

l't''I'
や
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や
S
巨

S.3. 

啜
）

Puttfarken, 
a.a.O., 

A
n
m
.
 
(18), 

1
0

2
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芸
,
~
ぷ
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唸
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頌
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f
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症
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菜
ど
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□
旦
ざ
器
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弼
｛
臥
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孟
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や
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心
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~
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Puttfarken, a.a.O., 
A
n
m
.
 
(18), 

S.105. 

（忌）
Puttfarken, a.a.O., A

n
m
.
 (18), S.109f. 批

忠
ヤ

肉
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吟
ヤ
遅
途
抑
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船主責任制限の準拠法（奥田）

X
A
 

a
 

A
+
B
 

に
対
す
る
配
当

一
九
七

衝
突
に
お
い
て
は
、
債
権
者
は
そ
れ
ま
で
債
務
者
と
の
関
係
が
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
債
務
者
の
属
人
法
を
受
け
入
れ
る
べ
き
理
由
が
な
い
。
ま

た
自
船
の
積
荷
の
損
害
に
つ
い
て
は
、
契
約
準
拠
法
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
次
に
債
権
者
全
体
の
利
益
は
、
可
能
な
限
り
高
い
責
任
限
度
額
の
法

が
適
用
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
に
は
一
般
に
条
約
の
適
用
で
十
分
で
あ
り
、
個
々
の
ケ
ー
ス
で
は
不
十
分
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

そ
こ
か
ら
明
白
な
解
答
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
最
後
に
、
個
々
の
債
権
者
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
債
務
者
と
の
法
律
関
係
に
適
用
さ
れ
る
の

と
同
一
の
法
の
適
用
が
、
正
当
な
法
選
択
利
益
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
要
す
る
に
同
則
主
義
で
あ
り
、
後
述
の
よ
う
に
、
使
用
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
。

(31) 
Puttfarken ̀

 
a.a.O. `

 
A
n
m
.
 (
1
8
)
,
 
S
.
l
l
O
f
.
 

(32) 
Puttfarken, a.a.O., 
A
n
m
.
 (
1
8
)
,
 S
.
1
1
1
.
 

(33) 
Puttfarken, a.a.O. ｀
 
A
n
m
.
 (
1
8
)
,
 S
.
1
1
1
.
 

(34) 
Puttfarken, a.a.O., 
A
n
m
.
 (
1
8
)
,
 
S
.
1
1
2
.
 

(35) 
Puttfarken, a.a.O. ｀
 
A
n
m
.
 (
1
8
)
,
 
S
.
1
1
2
f
.
 

(36) 
Puttfarken ̀

 
a.a.O. `

 
A
n
m
.
 (
1
8
)
,
 
S
.
1
1
3
f
.
 

(37) 
Puttfarken, a.a.O., A
n
m
.
 (
1
8
)
,
 S
.
1
1
5
f
.
 

(38)
但
し
、
本
稿
で
は
、
従
来
か
ら
主
張
さ
れ
て
き
た
同
則
主
義
お
よ
び
旗
国
法
説
だ
け
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。
そ
の
他
に
つ
い
て
は
、

Puttfarken,

a.a.O., 
A
n
m
.
 (
1
8
)
,
 
S116ff. 

(39) 
Puttfarken, a.a.O., 
A
n
m
.
 (
1
8
)
,
 S
.
5
7
f
f
.
 

(40)
プ
ト
フ
ァ
ル
ケ
ン
は
、
船
価
主
義
を
も
広
義
の
金
額
主
義

(
G
e
l
d
s
u
m
m
e
n
s
y
s
t
e
m
)
に
含
ま
し
め
て
い
る
。

(41)
ド
イ
ツ
法
を
準
拠
法
と
す
る
債
権

(A)
、
ギ
リ
シ
ア
法
を
準
拠
法
と
す
る
債
権

(
B
、

C
)
、
ド
イ
ツ
法
上
制
限
債
権
と
な
り
う
る
債
権
の
総
額
I
I
A
+

B
、
ギ
リ
シ
ア
法
上
制
限
債
権
と
な
り
う
る
債
権
の
総
額
I
I
A
+
B
+
C
、
ド
イ
ツ
法
に
よ
る
責
任
限
度
額

(a)
、
ギ
リ
シ
ア
法
に
よ
る
責
任
限
度
額
(P)

と
す
る
。
そ
う
す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
債
権
に
対
す
る
配
当
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

ド
イ
ツ
法
を
準
拠
法
と
す
る
債
権

(A)
に
対
す
る
配
当

ギ
リ
シ
ア
法
を
準
拠
法
と
す
る
債
権

(
B
、
C
)
 

4-2-445 (香法'84)



(50) 

(44) 

(43) 

(42) 
ー

XB
↓

A
+
B
 

X
A

↓
 

a
 

A
+
B
+
c
 

無
制
限
債
権

I
I
C

|
X
B
 

A
+
B
 

p

x

 

A
+
B
+
c
 

x
 

a
 

A
+
B
+
c
 

（
配
当
を
受
け
な
い
）

(
B
+
 C
)
 

ド
イ
ツ
法
上
制
限
債
権
と
な
り
う
る
債
権
の
総
額

l
I
A
+
B
+
C、
ギ
リ
シ
ア
法
上
制
限
債
権
と
な
り
う
る
債
権
の
総
額

I
I
A
+
B
と
す
る
と
、
配
当
は

次
の
よ
う
に
な
る
。

ド
イ
ツ
法
を
準
拠
法
と
す
る
債
権

(
A
)

ギ
リ
シ
ア
法
を
準
拠
法
と
す
る
債
権

(B)

X
A
 

a
 

A
+
B
+
c
 

p

x

 

A
+
B
+
c
 

(
A
+
 C
)
 

(
B
+
 C
)
 

(45)
プ
ト
フ
ァ
ル
ケ
ン
は
、
委
付
主
義
お
よ
び
執
行
主
義
を
ま
と
め
て
、
船
舶
責
任

(Schiffshaftung)
主
義
と
呼
ん
で
い
る
。

(46)
以
上
に
つ
い
て
、

Puttfarken,
a.a.O., 
A
n
m
.
 (1
8
)
,
 
S. 
70ff. 

(47) 
Puttfarken, a.a.O., 
A
n
m
.
 (1
8
)
,
 
S. 8
2
.
 

(48) 
Puttfarken, a.a.O., 
A
n
m
.
 (1
8
)
,
 
S. 9
4
.
 

(49) 
V
 gl. A
.
 N
u
B
b
a
u
m
,
 D
e
u
t
s
c
h
e
s
 I
n
t
e
m
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 Privatrecht (
1
9
3
2
)
 S. 2
1
3
.
 
ヌ
ス
バ
ウ
ム
に
よ
る
と
、
旗
国
法
は
、
航
海
に
よ
っ
て
事
業
を
営

む
企
業

(11船
舶
）
の
準
属
人
法

(Quasi
,
 
Personalstatut) 

Puttfarken, a.a.O., 
Arnn. (1
8
)
,
 
S. 1
2
2
.
 に

対
す
る
配
当

に
対
す
る
配
当

で
あ
る
。

一
九
八

4 -2-446 (香法'84)



船主責任制限の準拠法（奥田）

(62) 

(51) 

(52) 

(53) 
p. 
403. 

ケ
ー
ゲ
ル
は
、

541 

P
u
t
t
f
a
r
k
e
n
,
 a.a.0., 
A
n
m
.
 (18), S
.
 
121. 

P
u
t
t
f
a
r
k
e
n
,
 a.a.O., 
A
n
m
.
 (18) `
 
S
.
 
122. ケ
ー
ゲ
ル
も
、

K
e
g
e
l
.
 a
.
a
.
O
・
'
A
n
m
J
2
1
)
.
 S
.
 
540. 

こ
の
点
は
、
プ
ト
フ
ァ
ル
ケ
ン
も
指
摘
し
て
い
る
。

一
九
九

し
ば

と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
意
見
を
保

制
限
償
権
が
不
法
行
為
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
れ
、

ま

プ
ト
フ
ァ
ル
ケ
ン
の
意
図
を
そ
の
よ
う
に
解
し
て
い
る
。

K
e
g
e
l
,
a.a.O., A
n
m
.
 (21) ,S. 

P
u
t
t
f
a
r
k
e
n
 ̀

 
a
.
a
.
O
 

•• 

A
n
m
.
 (18) .S. 
12lf. し
か
し
、
債
務
者
と
し
て
の
船
ヽ
E
の
属
人
払
は
、

た
芙
約
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
れ
、
正
当
化
で
き
な
い
と
し
て
い
る
。

S
.

121. 

P
u
t
t
f
a
r
k
e
n
 ̀

 
a.a.O., 
A
n
m
.
 (18), S
.
 
104. 

(54) 

(55) 

(56) 
K
e
g
e
l
,
 a.a.O., 
A
n
m
.
 (21), S
.
 
540. 

(57) 
K
e
g
e
l
,
 a.a.O., 
A
n
m
.
 (21), S
.
 
540f. 
ケ
ー
ゲ
ル
は
、
条
約
そ
れ
自
体
と
国
内
立
法
と
を
同
]
況
で
き
る
か
、

留
し
て
い
る
。

S
.

537. 

(58) 
K
e
g
e
l
,
 a.a.O., 
A
n
m
.
(
2
1
)
,
 S
.
 
541. 

(59) 
G. K
e
g
e
l
,
 L
'
a
b
o
r
d
a
g
e
 e
n
 h
a
u
t
e
 m
e
r
 e
n
 droit 
international prive, 
R
e
v
.
 crit. 
dr. i. 
p., 
1
9
6
8
 ̀

 
pp. 4
0
1
 et 
suiv. 

(60) 

(61) 
K
e
g
e
l
,
 0
 p. 
cit., 
n°(59), p. 
402. 

ケ
ー
ゲ
ル
は
、
次
の
よ
う
な
例
を
挙
げ
て
い
る
。
「

5
方
式
、
身
分
・
能
力
、
意
思
の
欠
訣
、
代
理
な
ど
は
、
同
じ
法
律
行
為
に
つ
い
て
さ
え
も
、

し
ば
別
の
連
結
点
に
よ
る
。
⑮
婚
姻
お
よ
び
一
部
に
は
養
子
に
お
い
て
も
、
要
件
事
実
と
効
果
と
は
相
異
な
る
法
に
従
う
。
」

K
e
g
e
l
,
0
 p. 
cit.. n°(59), 

こ
れ
を
次
の
よ
う
に
詳
述
す
る
。
「
①
要
件
事
実
の
法
が
不
法
行
為
の
成
立
を
認
め
な
い
場
合
に
は
、
効
果
の
法
に
よ
り
効
果
の
発
生
を

認
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
⑮
要
件
事
実
の
法
が
不
法
行
為
の
成
立
を
認
め
る
場
合
に
は
、
効
果
の
準
拠
法
に
お
い
て
何
ら
か
の
効
果
が
そ
れ
か
ら
発

生
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
効
果
は
、
要
件
事
実
の
準
拠
法
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
効
果
と
は
異
な
り
う
る
。
た
と
え
ば
、
第
三
者
の
債
権
、
と
り

わ
け
遺
族
の
そ
れ
は
、
も
っ
と
増
大
す
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
も
っ
と
抑
制
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
損
害
賠
償
額
は
、
も
っ
と
多
く
な
っ
た
り
、

も
っ
と
少
な
く
な
り
う
る

□

K
e
g
e
l
,
 op. cit., 
n°(59), 
p. 
403. 

(63)
以
上
に
つ
い
て
は
、

K
e
g
e
l
,
op. 
cit., 
n°(59), pp. 4
0
3
 et 
suiv. 

(64) 
K
e
g
e
l
,
 op. 
cit., 
n°(59), p. 
404. 

(65) 
K
e
g
e
l
,
 op. cit., 
n°(59), pp. 4
0
6
 et 
suiv. 
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(66) 
K
e
g
e
l
,
 o
p
.
 cit., 
n
°
(
5
9
)
,
 p. 407. 

(67) 
B
G
H
 v.29.1.1959, 
B
G
H
Z
 29, 
2
3
7
 (
2
4
1ー

2
4
3
)
.

(68) 
B
G
H
 v.29.1.1959, 
B
G
H
Z
 29, 
237. 本
件
の
事
案
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
一
九
五
六
年
―
一
月
一
九
日
、
カ
ナ
ダ
の
セ
ン
ト
ロ
ー
レ
ン
ス
川
に
お

い
て
、
英
国
船
と
ド
イ
ツ
船
と
が
衝
突
し
、
両
船
共
に
損
傷
を
受
け
た
。
そ
し
て
事
故
後
、
ド
イ
ツ
船
は
そ
の
ま
ま
新
た
な
航
海
に
出
発
し
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
英
国
船
船
主
は
、
ド
イ
ツ
船
側
に
一
方
的
な
過
失
が
あ
る
と
し
て
、
自
船
に
生
じ
た
損
害
ニ
ニ
万
三
千
ポ
ン
ド
を
請
求
し
て
訴
え
を
提
起
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
船
船
主
は
、
一
九
三
四
年
の

C
a
n
a
d
a
S
h
i
p
p
i
n
g
 A
c
t
第
六
五
七
条
に
よ
り
、
本
船
の
ト
ン
数
に
応
じ
て
算
出
さ
れ
た
責
任

限
度
額
四
―
―
一
万
ド
ル
（
請
求
金
額
の
五
分
の
一
）
の
適
用
を
主
張
し
た
。
そ
し
て

B
G
H
は
、
同
則
主
義
に
よ
り
、
不
法
行
為
地
法
で
あ
る
カ
ナ
ダ
法
を

適
用
し
て
、
被
告
ド
イ
ツ
船
船
主
の
主
張
を
認
容
し
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
ド
イ
ツ
商
法
典
の
旧
規
定
（
第
七
七
四
条
）
に
よ
る
と
、
船
主
は
、
当

該
船
舶
を
新
た
な
航
海
に
出
発
さ
せ
る
と
、
責
任
制
限
の
利
益
を
失
い
、
人
的
無
限
責
任
を
負
う
、
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

(69) 
K
e
g
e
l
,
 o
p
.
 cit., 
n
°
(
5
9
)
 ,
 pp
.
 4
0
7
 et suiv. 

(70) 
B
G
H
 v.29.1.1959, 
B
G
H
Z
 29, 
2
3
7
 
(243

—244). 

(71) 
K
e
g
e
l
,
 o
p
.
 
cit., 
n
°
(
5
9
)
,
 p
p
.
 4
0
8
 et suiv. 

(72) 
G
i
l
m
o
r
e
 a
n
d
 B
l
a
c
k
,
 T
h
e
 L
a
w
 o
f
 A
d
m
i
r
a
l
t
y
 (
1
9
7
5
)
,
 
a
t
 940. 

(73) 
T
h
e
 S
c
o
t
l
a
n
d
,
 1
0
5
 U
.
S
.
 2
4
 (
1
8
8
1
)
,
 at33, c
i
t
e
d
 i
n
:
 
C
o
m
p
l
a
i
n
t
 o
f
 T
a
 C
h
i
 N
a
v
i
g
a
t
i
o
n
 (
P
a
n
a
m
a
)
 C
o
r
p
.
 S
.
A
.
 (
T
h
e
 E
u
r
y
p
y
l
u
s
)
,
 4
1
6
 

F. S
u
p
p
.
3
7
1
 
(S.D.N• 

Y
.
1
9
7
6
)
,
 a
t
 3
7
5ー

6.

(74) 
L
a
 B
o
u
r
g
o
g
n
e
,
 2
1
0
 U
.
S
.
9
5
(
1
9
0
8
)
,
 a
t
 
115. 

(75)
但
し
、
下
級
審
の
判
決
で
は
、
原
因
債
権
の
準
拠
法
の
適
用
を
拒
否
し
た
と
思
わ
れ
る
例
が
あ
る
。

I
n
r
e
 S
t
a
t
e
 S.S. 
Co., 
6
0
 F. 1018(E.D.N• 

Y
.
 

1
8
9
4
)
.
 本
判
決
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
か
ら
グ
ラ
ス
ゴ
ウ
ヘ
向
か
っ
た
英
国
船
が
英
国
領
海
内
に
お
い
て
座
礁
し
、
積
荷
に
損
害
が
生
じ
た
の
で
あ
る
が
、

座
礁
後
の
海
産
は
無
価
値
で
あ
っ
た
、
と
い
う
事
件
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
英
国
船
船
主
は
合
衆
国
の
制
定
法
に
も
と
づ
い
て
責
任
制
限
を

申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
そ
れ
と
も
責
任
制
限
は
英
国
法
に
よ
る
べ
き
か
、
と
い
う
問
題
が
生
じ
た
の
で
あ
る
が
、
ベ
ニ
デ
ィ
ク
ト
(
B
e
n
e
d
i
c
t
)

判
事
は
、
船
主
の
責
任
の
範
囲

(
t
h
e
e
x
t
e
n
t
 o
f
 t
h
e
 liability 
o
f
 t
h
e
 s
h
i
p
o
w
n
e
r
)

が
英
国
法
で
は
な
く
合
衆
国
法
に
従
う
、
と
判
示
し
た
。

(76) 
O
c
e
a
n
i
c
 S
t
e
a
m
 N
 av
.
 
C
o
.
 v. 
M
e
l
l
o
r
 (
T
h
e
 T
i
t
a
n
i
c
)
,
 
2
3
3
 U
.
S
.
 7
1
8
 
(
1
9
1
4
)
,
 
a
t
 732. 

(77) 
Id., 
a
t
 7
3
2ー

3.
ホ
ー
ム
ズ
判
事
は
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。
「
わ
れ
わ
れ
は
、
タ
イ
タ
ニ
ッ
ク
号
の
船
主
が
相
異
な
る
諸
国
で
訴
え
ら
れ

た
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
が
救
済

(
r
e
m
e
d
y
)

に
関
す
る
相
異
な
っ
た
規
定
を
持
っ
て
い
る
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
訴
訟
に
お
い
て
、
当
該
国
の
規
定

二

0
0
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船主責任制限の準拠法（奥田）

二

0

が
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
た
と
し
て
も
、
不
合
理
と
は
思
わ
な
い
。
確
か
に
、
こ
の
よ
う
な
相
異
な
る
手
続
規
定
の
結
果
と
し
て
、
船
主
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
責
任
制
限
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
他
国
の
法
の
利
益
を
求
め
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
の
条
件

と
し
て
、
幾
つ
か
の
訴
訟
で
は
、
旗
国
法
の
下
で
の
責
任
額
よ
り
も
多
く
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
態
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
不

都
合
の
可
能
性
を
考
え
た
と
し
て
も
、
全
体
と
し
て
有
効
に
解
釈
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
方
法
で
本
制
定
法
を
適
用
す
る
こ
と
を
、
拒
否
す
る
理
由
は
十
分

に
存
在
し
な
い
。
」

Id.,
a
t
 734. 

(
7
8
)タ
イ
タ
ニ
ッ
ク
号
事
件
が
起
こ
し
た
セ
ン
セ
—
シ
ョ
ン
お
よ
び
生
存
者
の

f
o
品
に
つ
い
て
は
、
ウ
ィ
ノ
カ
ー
編
・
佐
藤
亮
二
訳

”
S
O
S
タ
イ
タ
ニ
ッ
ク

〔
文
庫
〕
』
（
昭
四
九
・
旺
文
社
）
c

(79)
た
と
え
ば
、

T
h
e
M
a
n
d
u
,
 1
0
2
 f. 2
d
 4
5
9
(
2
d
 Cir. 
1939) ｀
 
cert. 
d
e
n
i
e
d
,
 3
1
1
 U
.
S
.
7
1
5
(
1
9
4
0
)
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
船
と
ド
イ
ツ
船
と
が
プ
ラ
ジ
ル
の

領
海
内
に
お
い
て
衝
突
し
た
結
果
、
ド
イ
ツ
船
が
沈
没
し
、
大
部
分
の
積
荷
が
滅
失
し
た
、
と
い
う
事
件
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
バ
タ
ソ
ン

(
P
a
t
t
e
r
,
 

s
o
n
)
判
事
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
船
船
主
の
責
任
制
限
を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
「
外
国
の
領
海
内
に
お
け
る
衝
突
に
よ
っ
て
生
じ
た

不
法
行
為
責
任
は
、
当
該
国
の
法
に
従
う
。
…
…
当
該
法
は
、
責
任
の
存
否
だ
け
で
な
く
、
一
般
に
責
任
の
範
囲

(
m
e
a
s
u
r
e
)
を
も
定
め
る
。
…
・
：
し

か
し
、
海
事
事
件
に
お
け
る
責
任
の
制
限
に
関
し
て
は
、
責
任
制
限
を
認
め
た
制
定
法
が
救
済
に
関
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
、
法
廷
地
法
が
適
用
さ
れ

る。」

Id.,
at 463. ま
た

R
o
y
a
l
M
a
i
l
 S. 
P
a
c
k
e
t
 C
o
.
 v. 
C
o
m
p
a
n
h
i
a
 d
e
 N
a
v
.
 L
l
o
y
d
 Brasileiro, 31 
F. 2
d
 
757(E.D.N• 

Y
.
1
9
2
8
)
は
、
ベ

ル
ギ
ー
領
土
内
の
ツ
ェ
ル
ト
川
に
お
け
る
衝
突
に
つ
い
て
、
英
国
船
船
主
が
ブ
ラ
ジ
ル
船
船
主
に
対
し
て
損
害
賠
償
請
求
を
し
た
事
件
に
関
す
る
も
の

で
あ
る
。
キ
ャ
ン
プ
ル

(
C
a
m
p
b
e
l
l
)
判
事
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
船
船
主
の
責
任
制
限
を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
「
…
…
合
衆
国
裁

判
所
の
判
例
法
に
よ
る
と
、
た
と
え
当
事
者
の
権
利
お
よ
び
責
任
が
外
国
法
に
し
た
が
っ
て
判
断
さ
れ
よ
う
と
も
、
責
任
制
限
の
権
利
は
、
合
衆
国
の
責

任
制
限
法
に
従
う
も
の
と
思
わ
れ
る
•
…
•
•
。
合
衆
国
の
責
任
制
限
法
は
、
責
任
を
課
す
る
の
で
は
な
く
、
現
に
存
在
す
る
責
任
を
制
限
す
る
に
す
ぎ
ず
、

ま
た
一
般
海
商
法

(
g
e
n
e
r
a
l
m
a
r
i
t
i
m
e
 l
a
w
)

の
一
部
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
海
事
事
件
の
司
法
的
判
断

(
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
o
f
 justice)

に
関
す

る
合
衆
国
の

g
e
n
e
r
a
l
p
o
l
i
c
y
の
表
明
で
あ
る
。
そ
れ
は
権
利
ま
た
は
責
任
に
関
す
る
も
の
で
は
な
く
、
救
済
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
法
廷

地
法
に
従
う
。
」

Id.,
a
t
 758-9. 

(80) 
U
n
i
t
e
d
 S
t
a
t
e
s
 et al. 
v. 
R
o
b
e
r
t
 S
t
e
w
a
r
d
 &
 So
n
s
,
 Ltd., 
et 
al., 
1
6
7
 F
.
2
d
 3
0
8
 (
2
d
 Cir. 
1948). 

(81) 
B
l
a
c
k
 D
i
a
m
o
n
d
 S.S. C
o
r
p
.
 v. 
R
o
b
e
r
t
 S
t
e
w
a
r
t
 &
 S
o
n
s
 (
T
h
e
 N
o
r
w
a
l
k
 V
i
c
t
o
r
y
)
,
 3
3
6
 U
.
S
.
3
8
6
(
1
9
4
9
)
,
 at 395-6. 

(82) 
Id., 
at 396. 

(83) 
Ibid. 
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
ー
判
事
は
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。
「
実
体
的
責
任
制
限
の
準
拠
法
が
何
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
は
、
差
戻
審
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(84) 

(88) 

(89) 
に
お
い
て
、
個
々
の
債
権
の
証
明
に
先
立
っ
て
決
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
…
…
。
責
任
制
限
手
続
は
、
事
実
上
、
損
害
賠
償
を
制
限
す
る
手
続
で
あ
り
、

ま
た
船
舶
お
よ
び
運
賃
の
価
格
の
よ
う
に
、
適
用
さ
れ
る
責
任
限
度
額
は
、
損
害
賠
償
を
可
能
と
す
る
財
産
(res)
の
規
模
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
そ
の
問
題
は
、
す
べ
て
の
債
権
の
入
口
に
立
っ
て
お
り
、
す
べ
て
の
債
権
に
等
し
く
関
係
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
何
よ
り
も
ま
ず
処
理
さ
れ

る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
」

Id.,
a
t
 3
9
7ー

oo.

K
l
o
e
c
k
n
e
r
 R
e
e
d
e
r
e
i
 u
n
d
 K
o
h
l
e
n
h
a
n
d
e
l
 
v. 
A
/
S
 H
a
k
e
d
e
l
 
(
T
h
e
 W
e
s
t
e
r
n
 F
a
r
m
e
r
)
,
 2
1
0
 F
.
 
2
d
 7
5
4
 (
2
d
 
Cir. 
1
9
5
4
)
,
 
a
t
 
757, 
cer・ 

d
e
n
i
e
d
,
 3
4
8
 U
.
S
.
 8
0
1
 (
1
9
5
4
)
.
 ち
な
み
に
．
ノ
ー
ウ
ォ
ー
ク
・
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ー
号
判
決
に
お
い
て
破
棄
・
差
戻
を
さ
れ
た
原
審
は
、
同
じ
連
邦
控
訴
裁

判
所
第
二
巡
回
区
で
あ
り
、
裁
判
所
の
意
見
を
述
べ
て
い
る
の
は
、
ハ
ン
ド

(L.
H
a
n
d
)

判
事
で
あ
る
。

(85) 
3
4
5
 U
.
S
.
 5
7
1
(
1
9
5
3
)
.
 
-14*:ft
に
間
内
し
て
は
、
山
内
惟
介
「
国
際
私
法
に
お
け
る
”
便
宜
置
籍
船
＂
の
問
題
（
二
）
」
法
学
新
報
八
．
一
巻
八
・
九
合
併
号

（
昭
五
-
)
二
三
頁
以
下
も
参
照
。

(86)

一
九
三
六
年
の
改
正
に
よ
り
、
「
ア
メ
リ
カ
船
で
あ
る
と
外
国
船
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
」

(
w
h
e
t
h
e
r
A
m
e
r
i
c
a
n
 o
r
 f
o
r
e
i
g
n
)

と
い
う
文
言
が
加
え
ら

れ
た
。
な
お
註

(
7
)
も
参
照
。

(87)
本
件
の
事
案
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
原
告
の
デ
ン
マ
ー
ク
人
船
員
は
、
こ
時
的
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
滞
在
中
、
デ
ン
マ
ー
ク
人
所
有
の
デ
ン
マ
ー
ク
船
に

乗
り
込
む
こ
と
に
な
っ
た
。
雇
入
斐
約
は
、
デ
ン
マ
ー
ク
語
で
書
か
れ
、
船
員
の
権
利
は
デ
ン
マ
ー
ク
法
お
よ
び
デ
ン
マ
ー
ク
海
員
組
合
と
雇
主
と
の
間

の
協
約
に
従
う
旨
が
規
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
原
告
は
、
ハ
ヴ
ァ
ナ
港
に
停
泊
中
、
船
上
で
負
傷
し
た
た
め
に
、
合
衆
国
の

J
o
n
e
s
A
c
t
に
も
と
づ
く

訴
訟
を
提
起
し
た
の
で
あ
る
。

3
4
5
 U
.
S
.
 5
7
1
 (
1
9
5
3
)
,
 
a
t
 5
9
1ー

2.

L
a
u
r
i
t
z
e
n
 
v. 
L
a
r
s
e
n
,
 

ま
た

A
c
c
i
n
a
t
o
,
L
t
d
.
 v. C
o
s
p
m
o
p
o
l
i
t
a
n
 S
h
i
p
p
i
n
g
 Co., 1
0
0
 F
.
S
u
p
p
.
 8
2
6
(
D
.
M
d
.
 1
9
5
1
)
に
お
い
て
、
チ
ェ
ス
ナ
ッ
ト

(
C
h
e
s
n
u
t
)

判
呈
手
は
、

ノ
ー
ウ
ォ
ー
ク
・
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ー
号
判
決
を
狭
く
解
釈
し
よ
う
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ノ
ー
ウ
ォ
ー
ク
・
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ー
号
判
決
に
お
け
る
「
ア
メ
リ
カ

船
の
責
任
は
、
ベ
ル
ギ
ー
の
領
土
管
轄
内
に
お
け
る
海
事
不
法
行
為

(
m
a
r
i
t
i
m
e
tort)

か
ら
発
生
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
不
法
行
為
に
関
す
る
法
律
上

の
責
任
が
事
故
地
の
法
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
既
知
の
法
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
本
件
運
送
人
…
…
の
責
任
は
、
原
告
の
申
し
立
て

に
よ
る
と
、
合
衆
国
で
発
行
さ
れ
た
船
荷
証
券
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
た
運
送
芙
約
に
も
と
づ
い
て
い
た
。
ま
た
申
し
立
て
に
添
付
さ
れ
た
意
見
書
に
よ
る

と
、
本
件
運
送
人
の
責
任
は
、
ひ
じ
ょ
う
に
危
険
な
貨
物
を
性
質
も
よ
く
調
べ
ず
に
受
け
取
り
、
も
っ
て
船
舶
を
航
海
の
初
め
に
お
い
て
不
堪
航
に
し
た
、

と
い
う
点
の
運
送
人
の
過
失
に
求
め
ら
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
に
お
け
る
責
任
原
因
の
性
質
は
、
ノ
ー
ウ
ォ
ー
ク
・
ウ
ィ
ク
ト
リ
ー
号
判
決
に

お
け
る
そ
れ
と
全
く
異
な
っ
て
い
る
。
」
以
上
の
よ
う
に
述
べ
て
、
チ
ェ
ス
ナ
ッ
ト
判
事
は
、
ノ
ー
ウ
ォ
ー
ク
・
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ー
号
判
決
の
適
用
を
拒
否

二

0
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し
た
の
で
あ
る
。

Id.,
a
t
 828. 

(90) 
P
e
t
i
t
i
o
n
 o
f
 C
h
a
d
a
d
e
 S
t
e
a
m
s
h
i
p
 C
o
.
 (
T
h
e
 Y
a
r
m
o
u
t
h
 C
a
s
t
l
e
)
,
 2
6
6
 F
.
 S
u
p
p
.
 5
1
7
 (
S
.
D
.
F
l
a
.
 
1
9
6
7
)
,
 a
7
 520. 

(91) 
Id., 
a
t
 5
2
 0ー

l

(92) 
Id., 
a
t
 5
2
1ー

2.

(93) 
Id., 
a
t
 5
2
2
-
3
.
 

(94) 
Id., 
a
t
 523. 

(95) 
Id. ｀
 
a
t
 523. 

(96) 
Ibid. 

(97) 
Ibid. 

(98) 
I
n
 r
e
 B
e
t
h
l
e
h
e
m
 S
t
e
e
l
 C
o
r
p
.
 (
T
h
e
 S
t
e
e
l
t
o
n
)
,
 4
3
5
 F. 
S
u
p
p
.
 9
4
4
 
(N• 

D
.
O
h
i
o
 1
9
7
6
)
,
 a
t
 
946

—

7, 

a
f
f
'
d
 ̀

 
6
3
1
 F
.
 2
d
 4
4
1
 (
6
t
h
 Cir. 
1
9
8
0
)
.
 

(99)
ダ
イ
シ
ー
＆
モ
リ
ス
の
第
一

0
版
に
お
い
て
も
、
こ
の
点
は
変
更
さ
れ
て
い
な
い
。
D
i
c
e
y
a
n
d
 M
o
r
r
i
s
 o
n
 t
h
e
 C
o
n
f
l
i
c
t
 o
f
 L
a
w
s
(
l
O
t
h
 ed. 1
9
8
0
)
 ｀
 

a
t
 1
1
7
8
.
 し
か
し

B
o
y
s
v. C
h
a
p
l
i
n
 〔
1
9
7
1〕

A
・C
.
3
5
6
で
は
ヽ
五
人
の
裁
判
官
の
う
ち
三
人
が
手
続
と
実
体
の
区
別
を
明
白
と
は
考
え
て
お
ら
ず
る
e
r

L
o
r
d
 G
u
e
s
t
.
 a
t
 3
8
2
 ;
 pe
r
 L
o
r
d
 W
i
l
b
e
r
f
o
r
c
e
,
 a
t
 3
9
2
 ;
 pe
r
 L
o
r
d
 P
e
a
r
s
o
n
 ̀

 
a
t
 3
9
5
)
、
目
呑
体
的
i

に
は
、
不
↓
辻
i

符
2

注
[
に
ぉ
け
る
姑
ニ
舌
去
E

白
I

身スり

慰
藉
料

(
8l
a
t
i
u
m
)
を
算
入
す
べ
き
か
否
か
の
問
題
に
関
し
て
、
多
数
意
見
は
、
こ
れ
を
実
体
の
問
題
と
し
て
不
法
行
為
の
準
拠
法
に
よ
ら
し
め
た
も

の
の
、
少
数
意
見
は
、
こ
れ
を
手
続
の
問
題
と
し
て
法
廷
地
法
に
よ
ら
し
め
て
い
る
。

(loo) 
4
3
5
 F
.
 S
u
p
p
.
 9
4
4
,
 a
t
 9
4
7ー

9.

(101) 
C
o
m
p
l
a
i
n
t
 o
f
 T
a
 C
h
i
 N
 a
v
i
g
.
 (
P
a
n
a
m
a
)
 C
o
r
p
.
,
 S
.
A
.
 (
T
h
e
 E
u
r
y
p
y
l
u
s
)
,
 4
1
6
 F. 
S
u
p
p
.
 3
7
1
 (S.D.N• 

Y
.
 1
9
7
6
)
 

｀
 
a
t
 3
7
9ー

380.

(Hrz)
時
岡
・
前
掲
註

(
l
)
九
三
頁
以
下
。
一
九
七
六
年
条
約
を
国
内
法
化
し
た
新
法
に
つ
い
て
も
、
寺
田
・
前
掲
註

(15)
五

0
頁。

(103)
時
岡
・
前
掲
註

(
1
)
九
三
頁
以
下
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
船
主
責
任
条
約
の
締
約
国
の
船
舶
を
利
用
す
る
締
約
国
の
船
舶
の
所
有
者
等
…
…

が
わ
が
国
の
裁
判
所
に
責
任
制
限
手
続
開
始
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
問
題
が
な
い
（
条
約
七
条
前
段
）
が
、
非
締
約
国
の
船
舶
を
利
用

し
た
締
約
国
の
船
舶
の
所
有
者
等
、
締
約
国
の
船
舶
を
利
用
し
た
非
締
約
国
の
船
舶
の
所
有
者
等
又
は
非
締
約
国
の
船
舶
を
利
用
す
る
非
締
約
国
の
船

舶
の
所
有
者
等
に
つ
い
て
は
問
題
が
あ
る
。
条
約
は
、
各
締
約
国
は
、
非
締
約
国
に
対
し
、
又
は
条
約
に
よ
る
利
益
を
求
め
る
者
が
そ
の
た
め
の
手
続
を

と
る
時
に
締
約
国
に
常
居
所
、
本
店
を
有
せ
ず
、
ま
た
事
故
を
起
し
た
船
若
し
く
は
差
し
押
え
ら
れ
た
船
が
締
約
国
を
旗
国
と
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、

そ
の
者
に
対
し
、
こ
の
条
約
の
利
益
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
与
え
な
い
こ
と
が
で
き
る
旨
を
規
定
し
て
い
る
（
七
条
後
段
）
が
、
本
法
で
は
条
約
の
非

二

0
三
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(104) 

(105) 

（庫）
(107) 

(108) 

(loo) 

(110) 
締
約
国
に
つ
き
特
段
の
規
定
を
お
い
て
い
な
い
。
し
か
し
、
条
約
第
七
条
後
段
の
趣
旨
に
よ
れ
ば
、
締
約
国
の
船
舶
の
所
有
者
等
が
そ
の
住
所
又
は
本
店

を
締
約
国
に
有
す
る
限
り
、
事
故
を
起
し
た
船
舶
が
非
締
約
国
の
国
籍
を
有
す
る
場
合
で
も
、
船
舶
の
所
有
者
等
は
条
約
に
よ
っ
て
そ
の
責
任
制
限
を
求

め
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
非
締
約
国
の
船
舶
の
所
有
者
等
が
締
約
国
の
国
籍
を
有
す
る
船
舶
を
利
用
し
た
場
合
に
は
、
住
所
又
は
本
店
を
締
約
国
の

―
つ
に
有
し
な
く
て
も
、
当
該
船
舶
に
よ
る
事
故
に
つ
い
て
、
条
約
に
よ
る
責
任
制
限
を
求
め
う
る
と
解
さ
れ
る
。
」
こ
れ
に
対
し
て
、
寺
田
・
前
掲
註

(15)
五

0
頁
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
新
条
約
一
五
条
1
は
、
締
約
国
と
つ
な
が
り
を
持
た
な
い
者
又
は
船
舶
に
つ
い
て
、
条
約
の
適
用
を
排

除
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
が
、
改
正
法
も
、
現
行
法
同
様
、
対
象
と
な
る
者
及
び
船
舶
に
つ
い
て
、
締
約
国
、
非
締
約
国
の
区
別
を

し
な
い
こ
と
と
し
て
い
る
。
」
ま
た
日
本
海
法
会
は
、
万
国
海
法
会
か
ら
の
／
几
七
五
年
一
月
二
四
日
付
質
問
状
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
回
答
し
て
い

る
。
「
責
任
制
限
の
適
用
法
に
つ
い
て
は
先
例
が
な
い
が
、
次
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
責
任
制
限
の
申
立
を
す
る
船
舶
が
一
九
五
七
年
条
約

の
締
約
国
に
属
す
る
船
舶
で
あ
る
場
合
に
は
、
条
約
を
適
用
す
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
責
任
制
限
を
申
立
て
る
船
舶
が
非
締
約
国
船
舶
の
場
合
に

も
、
一
九
五
七
年
条
約
を
採
り
入
れ
た
日
本
法
に
よ
っ
て
責
任
制
限
を
認
め
る
。
」
柴
田
博
「
万
国
海
法
会
に
お
け
る
一
九
―

0
年
船
舶
衝
突
条
約
の
検

討
ー
ー
白
I

本
海
法
会
船
舶
衝
突
小
委
員
会
の
中
間
報
告
と
し
て
_
ー
_
」
海
法
会
誌
・
復
刊
二

0
号
（
昭
五
一
）
六
七
頁
。
な
お
船
主
責
任
制
限
法
制
定
の

た
め
の
海
法
会
小
委
員
会
は
、
第
七
条
但
書
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
留
保
条
項
で
は
な
い
か
ら
、
条
約
の
批
准
後
に
お
い
て
も
、
必
要
に
応
じ
て
国
内
法
で

規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
特
別
委
員
会
資
料
・
前
掲
註

(17)
六
九
頁
。

責
任
制
限
の
根
拠
に
関
し
て
は
、
不
法
行
為
債
権
と
契
約
債
権
と
で
別
に
考
え
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。
原
茂
・
前
掲
註
(
l
)
四
三
三
頁
、

石
井
・
前
掲
註

(
l
)
一
五
三
頁
。
し
か
し
、
こ
こ
で
の
考
察
に
は
影
響
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

V. aussi P
.
 
B
o
n
a
s
s
i
e
s
,
 L
a
 loi 
d
u
 p
a
v
i
l
l
o
n
 et 
les conflits d
e
 droit m
a
r
i
t
i
m
e
,
 R
e
c
.
 d
e
s
 C
o
u
r
s
 1
2
8
(
1
9
6
9ー

I
I
I
)
,
 

p. 
578. 

折
茂
豊
『
国
際
私
法
（
各
論
）
〔
新
版
〕
〔
法
律
学
全
集
60
〕
』
（
昭
四
七
・
有
斐
閣
）
一
四
七
頁
、
一
八
五
頁
以
下
参
照
。

山
内
惟
介
「
便
宜
置
籍
船
と
法
律
回
避
論
」
『
国
際
私
法
の
争
点
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
）
』
（
昭
五
五
・
有
斐
閣
）
五
一
頁
以
下
、
窪
田
・
前
掲
註

(
1
)
-

八
頁
、
木
棚
照
一
「
旗
国
法
」
『
国
際
法
辞
典
』
（
昭
五0
•
鹿
島
出
版
会
）
―
二
四
頁
、
石
黒
一
憲
『
金
融
取
引
と
国
際
訴
訟
』
（
昭
五
八
・
有
斐
閣
）

三
四
八
頁
以
下
。

V
.
 aussi 
B
o
n
a
s
s
i
e
s
,
 0
 p. 
cit., 
n°(105), pp. 5
7
9
 et 
suiv. 

そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
プ
ト
フ
ァ
ル
ケ
ン
自
身
も
、
法
廷
地
法
説
を
可
能
な
解
決
の
う
ち
の
―
つ
に
す
ぎ
な
い
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

V
gl. 
Putt ,
 

f
a
r
k
e
n
,
 a.a.O., 
A
n
m
.
 (18), 
S. 116. 

K
l
o
e
c
k
n
e
r
 R
e
e
d
e
r
e
i
 u
n
d
 K
o
h
l
e
n
h
a
n
d
e
l
 v. 
A
/
S
 H
a
k
e
d
e
l
 (
T
h
e
 W
e
s
t
e
r
n
 F
a
r
m
e
r
)
,
 2
1
0
 F. 
2
d
 7
5
4
(
2
d
 Cir. 
1
9
5
4
)
;
 
T
h
e
 M
a
n
d
u
,
 

二

0
四
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二

0
五

1
0
2
 F. 
2
d
 4
5
9
(
2
d
 Cir. 
1939) ;
 Ro
y
a
l
 M
a
i
l
 S. 
P
a
c
k
e
t
 C
o
.
 v. 
C
o
m
p
a
n
h
i
a
 d
e
 N
a
v
.
 L
l
o
y
d
 Brasiliero, 3
1
 F. 2
d
 
757(E.D.N• 

Y
.
 1928). 

(lll) 
In r
e
 B
e
t
h
l
e
h
e
m
 Steel C
o
r
p
.
 (
T
h
e
 Steelton), 4
3
5
 F. 
S
u
p
p
.
 9
4
4
 
(N• 

D
.
O
h
i
o
 1976), aff'd, 
6
3
1
 F. 
2
d
 4
4
1
 (6th Cir. 
1980) 
;
 Petition 

o
f
 C
h
a
d
a
d
e
 S
t
e
a
m
s
h
i
p
 C
o
.
 (
T
h
e
 Y
a
r
m
o
u
t
h
 Castle), 2
6
6
 F. 
S
u
p
p
.
 5
1
7
 (S.Q.Fla. 
1967). 

(112) 
C
o
m
p
l
a
i
n
t
 o
f
 T
a
 C
h
i
 N
a
v
i
g
.
(
P
a
n
a
m
a
)
C
o
r
p
.
,
 S
.
A
.
(
T
h
e
 E
u
r
y
p
y
l
u
s
)
.
 4
1
6
 F. 
S
u
p
p
.
 3
7
1
(
S
.
D
.
N
.
Y
.
 1976). 

(113)
た
と
え
ば
、

G
.
E
.
D
u
n
c
a
n
 ̀

 
L
i
m
i
t
a
t
i
o
n
 o
f
 S
h
i
p
o
w
n
e
r
s
'
L
i
a
b
i
l
i
t
y
 :
 Pa
r
t
i
e
s
 entitled t
o
 limit ;
 T
h
e
 V
e
s
s
e
l
 ;
 T

h
e
 F
u
n
d
,
 5
3
 T
u
l
a
n
e
 

L
a
w
 R
e
v
i
e
w
(
1
9
7
9
)
,
 at 1
0
5
2は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
タ
イ
タ
ニ
ッ
ク
号
判
決
に
対
す
る
ノ
—
ウ
ォ
ー
ク
・
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ー
号
判
決
の
意

味
を
中
心
問
題
と
し
た
最
高
裁
判
所
の
判
決
が
、
そ
れ
以
来
な
い
の
で
、
下
級
裁
判
所
は
、
実
体
と
手
続
と
い
う
問
題
の
ゲ
ー
ム
を
こ
れ
か
ら
も
続
け
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
幾
つ
か
の
裁
判
所
や
多
く
の
コ
メ
ン
テ
イ
タ
ー
に
と
っ
て
、
責
任
制
限
制
度
に
対
す
る
侮
辱
の
表
明
は
、
最
近
の
流

行
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
裁
判
所
は
、
『
ゲ
ー
ム
』
に
よ
っ
て
、
『
あ
い
ま
い
な
制
定
法
の
規
定
』
を
、
完
全
な
賠
償
が
支
払
わ
れ
る

よ
う
に
、
す
な
わ
ち
責
任
制
限
が
行
な
わ
れ
な
い
よ
う
に
、
解
決
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
」
ま
た
、

G
.
S
.
S
t
a
r
i
n
g
,
 
L
i
m
i
t
a
t
i
o
n
 
P
r
a
c
t
i
c
e
 
a
n
d
 

P
r
o
c
e
d
u
r
e
,
 5
3
 T
u
l
a
n
e
 L
a
w
 R
e
v
i
e
w
(
1
9
7
9
)
,
 at 
1
1
6
8
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ノ
ー
ウ
ォ
ー
ク
・
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ー
号
判
決

に
お
い
て
、
「
最
高
裁
判
所
は
、
も
し
ベ
ル
ギ
ー
法
が
実
体
で
あ
る
と
し
た
ら
、
ベ
ル
ギ
ー
領
水
内
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
船
と
英
国
船
と
の
間
の
事
故
に

適
用
さ
れ
る
、
と
い
う
結
論
を
受
け
入
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
点
で
、
祇
触
法
に
お
け
る

obligatio
ま
た
は
『
既
得
権
』
の
理
論
に
、
少
な
く
と
も

黙
示
的
に
は
大
き
な
重
点
を
置
い
て
い
た
。
」
し
か
し
、

L
a
u
r
i
t
z
e
n
v. 
L
a
r
s
e
n
,
 3
4
5
 U
.
S
.
 5
7
1
 (1953)
な
ど
の
一
連
の
判
決
は
、
「
最
高
裁
判
所
が
最

早
こ
の
よ
う
な
理
論
か
ら
離
れ
、
今
日
で
は
、
ほ
と
ん
ど
の
州
裁
判
所
が
俗
世
の
祇
触
法
問
題
に
関
し
て
行
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
牽
連
関
係
、
利
益
お

よ
び
期
待
を
分
析
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
、
示
し
て
い
る
。
」
ま
た
、

D
.
C
.
G
r
e
e
n
m
a
n
,
 L
i
m
i
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
Liability: 
A
 Critical 
A
n
a
l
y
s
i
s
 
o
f
 

U
n
i
t
e
d
 S
t
a
t
e
s
 L
a
w
 in 
a
n
 I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 Setting, 5
7
 T
u
l
a
n
e
 L
a
w
 R
e
v
i
e
w
(
1
9
8
3
)
.
 at 1
1
9
1ー

2
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
筆
者
の

見
解
に
よ
る
と
、
制
定
法
お
よ
び
最
高
裁
判
所
の
見
解
の
正
し
い
解
釈
は
、
外
国
の
責
任
制
限
が
合
衆
国
の
そ
れ
よ
り
低
い
場
合
に
だ
け
、
祇
触
法
的
解

決
を
要
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
法
選
択
が
許
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
は
、
実
体
と
手
続
を
区
別
す
る
、
と
い
う
よ
う
な
非
論
理
的

試
み
に
だ
け
、
隷
属
的
に
こ
だ
わ
る
こ
と
な
く
、
行
な
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
」
す
な
わ
ち
、
ス
チ
ー
ル
ト
ン
号
事
件
に
お
い
て
「
控
訴
裁
判
所
が
行
な

っ
た
と
思
わ
れ
る
よ
う
に
、
裁
判
所
は
、
判
断
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
他
の
要
因
も
考
鯖
す
べ
き
で
あ
る
。
」
そ
の
控
訴
審
判
決
は
、
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
本
法
廷
は
、
カ
ナ
ダ
の
責
任
制
限
法
が
手
続
で
あ
る
、
と
い
う
地
方
裁
判
所
の
結
論
を
承
認
す
る
。
こ
の
結
論
は
、
有
効
な
証

言
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
そ
れ
は
望
ま
し
い
法
選
択
上
の
判
断
で
あ
る
c

ス
チ
ー
ル
ト
ン
号
は
、
ア
メ
リ
カ
船
で
あ
る
。
本
件
の
責

任
制
限
判
決
に
よ
り
影
椰
を
受
け
る
べ
き
消
事
者
は
、
カ
ナ
ダ
の
裁
判
所
よ
り
も
合
衆
国
の
裁
判
所
に
お
い
て
、
ス
チ
ー
ル
ト
ン
号
の
船
主
を
訴
え
る
こ
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(114) 
と
に
し
た
。
船
舶
衝
突
は
カ
ナ
ダ
の
領
水
内
で
起
こ
っ
た
け
れ
ど
も
、
本
件
当
事
者
間
の
責
任
制
限
に
関
す
る
限
り
、
合
衆
国
が
自
ら
立
法
に
よ
り
定
め

た
責
任
制
限
制
度
を
適
用
す
る
利
益
の
方
が
、
カ
ナ
ダ
の
そ
れ
よ
り
も
強
い
。
こ
れ
は
、
法
廷
地
法
を
適
用
す
る
の
が
適
切
な
事
件
で
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
」

I
n
re B
e
t
h
l
e
h
e
m
 Steel C
o
r
p
.
 (
T
h
e
 Steelton), 6
3
1
 
F. 2
d
 4
4
1
 (
1
9
8
0
)
,
 
at 4
4
5
-
6
.
 

そ
れ
は
、
第
二
次
法
性
決
定
に
対
す
る
批
判
と
も
相
通
ず
る
か
も
し
れ
な
い
。
山
田
錬
一
『
国
際
私
法
〔
現
代
法
学
全
集
47
〕
』
（
昭
五
七
・
筑
摩
書
房
）

五
五
頁
、
池
原
季
雄
『
国
際
私
法
（
総
論
）
〔
法
律
学
全
集
59
〕
』
（
昭
四
八
・
有
斐
閣
）
九
六
頁
参
照
。

(115)
澤
木
敬
郎
「
『
手
続
は
法
廷
地
法
に
よ
る
』
の
原
則
に
つ
い
て
ー
|
_
国
際
民
事
訴
訟
法
上
の
証
拠
を
中
心
と
し
て
」
立
教
法
学
一
三
号
（
昭
四
九
）

三
一
頁
以
下
、
福
永
有
利
「
渉
外
訴
訟
事
件
に
お
け
る
訴
訟
追
行
権
」
『
手
続
法
の
理
論
と
実
践

[
F巻
〕
（
吉
川
追
悼
）
』
（
昭
五
六
・
法
律
文
化
社
）
八

三
頁
以
下
参
照
。

(116)
最
高
裁
昭
五
五
・
―
-
．
五
大
法
廷
決
定
・
昭
五
三
（
ク
）
七
七
号
船
舶
所
有
者
等
責
任
制
限
手
続
開
始
決
定
に
対
す
る
抗
告
棄
却
決
定
に
対
す
る
特
別
抗

告
事
件
、
民
集
一
二
四
巻
六
号
七
六
五
頁
、
判
時
九
八
六
号

:
0五
頁
、
判
夕
四

1

バ
八
号
：
八

0
頁。

(
1
1
7
)
原
茂
•
前
掲
註
(
1
)四
二
八
頁
。

(
1
1
8
)
重
田
晴
生
•
本
件
評
釈
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
六
八
号
（
昭
和
五
六
年
度
重
要
判
例
解
説
）
―
-
八
頁
。

(
1
1
9
)
そ
の
他
に
、
小
島
孝
•
本
件
評
釈
・
判
夕
四
七
二
号
（
昭
五
七
）
一
六
三
頁
、
能
勢
泰
彦
•
本
件
評
釈
・
早
稲
田
法
学
五
七
巻
→
号
（
昭
五
六
）
七
七

頁
も
参
照
。

(120)
谷
口
安
平
『
例
産
処
理
法
（
第
二
版
）
』
（
昭
五
九
・
筑
摩
書
房
）
四
二
こ
貝
、
山
戸
嘉

1

「
破
産
」
『
国
際
私
法
講
座
第
三
巻
』
（
昭
三
九
・
有
斐
閣
）
八

九
二
頁
以
下
、
三
浦
正
人
「
破
産
」
『
国
際
私
法
講
義
』
（
昭
四
五
•
青
林
書
院
新
社
）
て
五
七
頁
以
下
。

(121)
霜
島
甲
一
「
船
主
責
任
制
限
手
続
に
関
す
る
立
法
の
構
想
と
問
題
点
」
海
法
会
誌
・
復
刊
一
七
号
（
昭
四
九
）
一

0
頁。

(122)
時
岡
・
前
掲
註

(
1
)
八
四
頁
。

(123)
青
山
善
充
「
船
主
責
任
制
限
手
続
の
構
想
と
問
題
点
」
『
現
代
商
法
学
の
課
題
（
下
）
（
鈴
木
古
稀
）
』
（
昭
五

0
・
有
斐
閣
）
一
―
―

110頁
以
下
。
な
お
霜

島
・
前
掲
註

(121)
―
二
頁
以

F
も
参
照
。

(
1
2
4
)
青
山
善
充
「
倒
産
手
続
に
お
け
る
外
国
人
の
地
位
」
『
新
・
実
務
民
事
訴
訟
講
座
七
』
（
昭
五
七
・
日
本
評
論
社
）
二
六
七
頁
以
下
、
谷

D
•
前
掲
註
(
1
2
0
)

四
ニ
ニ
頁
以
下
。

(125)
前
掲

(103)
の
文
献
の
多
数
も
、
こ
の
立
場
を
取
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
な
お
民
法
第
二
条
も
参
照
。

(
1
2
6
)
谷
口
•
前
掲
註
(
1
2
0
)

四
一
八
頁
、
四
ニ
ニ
頁
。
な
お
、
青
山
善
充
「
倒
産
手
続
に
お
け
る
属
地
主
義
の
再
検
討
」
民
事
訴
訟
雑
誌
―
―
五
巻
（
昭
五
四
）

二
0
六
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船主責任制限の準拠法（奥田）

(127) 

(128) 

二

0
七

（
昭
和
五
九
年
六
月
九
日
）

こ
こ
に
感
謝
の
意
を
表
す
る

五
七
頁
以
下
も
参
照
。

―
九
五
七
年
条
約
第
ご
条
第
四
項
「
基
金
が
形
成
さ
れ
た
後
は
、
基
金
に
対
し
て
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
債
権
者
は
、
基
金
が
当
該
債
権
者
の

利
益
の
た
め
に
実
際
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
同
一
の
債
権
に
関
し
、
船
舶
の
所
有
者
の
他
の
財
産
に
対
し
て
い
か
な
る
権
利
を
も

行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
」

た
と
え
ば
、
合
衆
国
に
お
い
て
船

t
責
任
制
限

f
続
が
開
始
さ
れ
、
わ
が
国
の
債
権
者
が
そ
れ
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
、
も
し
基
金
の
配
当

が
わ
が
国
の
船
‘E
責
任
制
限
法
の

F
に
お
け
る
配
渇
よ
り
も
多
け
れ
ば
、
改
め
て
わ
が
国
に
お
い
て
船
ヽ
玉
の
基
金
以
外
の
財
産
に
対
し
て
権
利
行
使
を

さ
せ
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
合
衆
国
法
に
お
け
る
配
甘
が
日
本
法
に
お
け
る
配
当
よ
り
も
少
な
い
場
合
で
も
、
当
該
配
当
金
額
は
、
わ
が
国
に

お
け
る
権
利
行
使
ま
た
は
責
任
制
限
手
続
に
際
し
て
、
何
ら
か
の
形
で
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

付
記
ー
本
稿
の
作
成
に
あ
た
り
、
関
西
国
際
私
法
研
究
会
の
諸
先
生
方
か
ら
、
多
大
の
助
言
を
頂
戴
し
た
。

次
第
で
あ
る
。
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