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わ
が
民
事
訴
訟
法
に
は
、
弁
論
主
義
を
直
接
明
記
し
た
規
定
は
な
い
が
、
口
頭
弁
論
の
必
要
性
に
関
す
る
二
五
条
、
攻
撃
防
禦
方
法
の
提
出

時
期
に
関
す
る
二
二
七
条
、
自
白
の
拘
束
力
お
よ
び
擬
制
臼
白
を
認
め
た
二
五
七
条
お
よ
び
一
四
〇
条
、
直
接
主
義
お
よ
び
弁
論
の
更
新
に
関
す

る
一
八
七
条
、
更
に
は
、
職
権
証
拠
調
べ
に
関
す
る
旧
二
六
一
条
を
削
除
し
た
こ
と
な
ら
び
に
人
事
訴
訟
手
続
が
弁
論
主
義
を
制
限
し
（
一
〇

条
）
、
職
権
探
知
主
義
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
（
一
四
条
、
三
一
条
）
な
ど
か
ら
、
弁
論
主
義
が
わ
が
民
事
訴
訟
法
に
お
い
て
も
重
要
な
基
本
原
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
の
が
一
般
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
判
決
の
基
礎
と
な
る
べ
き
訴
訟
資
料
（
事
実
お
よ
び
証
拠
）
の
収
集
に
関
す
る
弁
論
主
義
（
＜
R
訂
＆
一
琶
α
Q
。・
ヨ
駐
ヨ
ρ
＜
R
冨
＆
ぎ
α
Q
の
－

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

＆
望
臣
お
き
α
q
ω
σ
Q
旨
＆
路
8
U
は
、
訴
訟
物
の
決
定
お
よ
び
そ
れ
に
つ
い
て
の
訴
訟
の
開
始
・
発
展
・
終
了
を
当
事
者
り
自
由
な
処
分
に
委
ね
る
処



説論

分
権
主
義
（
O
暑
o
旨
8
弩
財
馨
・
堅
喰
き
爵
S
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
も
に
訴
訟
に
お
け
る
当
事
者
支
配
（
評
琴
幕
早

　
　
　
　
　
　
（
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

。・

畠
聾
ぼ
甲
・
諺
ω
）
を
意
味
す
る
が
、
後
者
が
い
わ
ゆ
る
私
的
自
治
の
訴
訟
的
側
面
（
霞
・
N
窪
琶
＆
簿
＆
R
勺
身
器
琶
8
琶
Φ
）
で
あ
る
の
に
対
し

て
、
前
者
は
必
ず
し
も
そ
れ
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
ま
た
、
民
事
訴
訟
に
お
け
る
当
事
者
弁
論
主
義
は
、
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
当
事
者
主
義
と
は
自
ら
異
な
り
、
後
述
の
よ
う
に
、
と
も
に
実
体
的

真
実
主
義
に
連
な
る
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
、
自
白
の
評
価
そ
の
他
の
点
で
制
度
上
か
な
り
の
差
異
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
差
異

を
比
校
検
討
し
て
み
て
も
な
お
、
当
事
者
主
義
が
、
艮
事
訴
訟
・
刑
事
訴
訟
の
如
何
を
問
わ
ず
、
実
体
的
真
実
発
見
と
い
う
点
に
お
い
て
、
等
し

く
、
最
も
有
効
な
合
目
的
的
手
段
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
否
め
な
い
。

　
民
事
訴
訟
法
は
、
訴
訟
の
理
想
型
を
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
現
実
の
裁
判
制
度
に
は
幾
多
の
欠
陥
が
あ
り
、
そ
の
改
革
の
叫
ば
れ
て
い
る

昨
今
、
個
別
訴
訟
に
お
い
て
も
、
そ
の
理
想
的
運
営
に
は
か
な
り
の
支
障
が
み
ら
れ
る
。
か
く
て
、
訴
訟
の
現
実
に
目
を
向
け
つ
つ
、
最
も
有
効
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

訴
訟
法
学
が
樹
立
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
弁
論
主
義
の
概
念
の
変
遷
も
こ
の
よ
う
な
試
み
の
現
れ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

菊
井
維
大
・
現
代
法
律
学
演
習
講
座
民
事
訴
訟
法
上
巻
（
昭
和
四
↓
年
）
一
六
七
頁
。
斎
藤
秀
夫
・
民
事
訴
訟
法
概
論
（
昭
和
四
四
年
）
二
一
四
頁
。

三
ケ
月
章
・
民
事
訴
訟
法
（
昭
和
三
四
年
）
　
一
五
九
頁
。

菊
O
oo

の
5
び
Φ
『
鵬
－
Gり
o
『
！
＜
餌
ダ
N
貯
崔
℃
貝
O
N
の
器
お
o
一
p
“
一
ρ
＞
仁
ぬ
こ
一
〇
①
P
Gつ
。
Go
①
9
い
④
呉
－
］
餌
仁
o
『
a
α
Q
博
N
貯
出
℃
吋
o
N
の
ω
oo
お
o
プ
ご
一
“
。
》
q
ぬ
こ
ω
曹
①
一
。
N
α
一
一
Φ
さ
N
一
く
臨
勺
『
O
N
Φ
ω
しり
○
同
α
づ
ρ
口
α
q
》

一
ρ
＞
q
語
こ
ω
。
認
Go
。

い
①
×
弊
9
α
窃
殉
の
9
β
一
8
c。
｝
＜
目
＜
c
。
♪
9
呂
○
窪
δ
霧
巳
貰
冒
ρ
な
お
こ
こ
で
は
、
　
U
一
。り
零
。
・
露
o
篇
簿
q
。
嵐
ヨ
o
伴
く
R
ゲ
き
色
仁
轟
ω
ヨ
賃
ぼ
o
が
明
確
に
区

別
さ
れ
て
い
な
い
。

一
窪
こ
習
9
巳
α
蔓
M
欝
ρ
ω
●
㎝
o。
’

当
事
者
主
義
に
は
、
当
事
者
処
分
権
主
義
、
当
事
者
弁
論
主
義
お
よ
び
当
事
者
進
行
主
義
が
考
え
ら
れ
る
が
、
職
権
進
行
主
義
を
採
る
わ
が
法
に
お
い

て
は
、
前
二
者
を
考
え
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
。
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（
6
）
　
三
ケ
月
前
掲
書
一
五
七
頁
以
下
。

弁論主義の一考察（中村）

二
　
弁
論
主
義
の
機
能

　
訴
訟
資
料
の
収
集
は
当
事
者
の
責
任
で
あ
る
と
す
る
弁
論
主
義
は
、
職
権
で
事
実
を
探
知
し
証
拠
調
べ
を
行
う
こ
と
を
訴
訟
上
の
原
則
と
す
る

職
権
探
知
主
義
（
C
幕
雪
9
暴
α
q
馨
鉱
還
＆
歯
三
＆
緯
S
と
対
置
さ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
弁
論
主
義
が
何
故
採
用
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
か
な
り
の
論
議
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
弁
論
主
義
の
本
質
論
と
呼
ぶ
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

術
で
き
る
と
す
れ
ば
、
弁
論
主
義
は
民
事
訴
訟
の
本
質
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
と
す
る
立
場
と
実
体
的
真
実
を
発
見
す
る
た
め
の
合
目
的
的
・
技

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

的
考
慮
の
産
物
で
あ
る
と
す
る
立
場
に
わ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
者
は
、
民
事
訴
訟
は
私
益
を
め
ぐ
る
紛
争
で
あ
る
か
ら
、
関
係
当
事
者
が
自

ら
の
責
任
に
お
い
て
訴
訟
を
追
行
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
と
す
る
当
事
者
責
任
の
思
想
に
そ
の
根
拠
を
お
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う

な
説
明
に
は
、
訴
訟
を
裁
判
所
と
両
当
事
者
の
共
同
作
業
で
あ
る
と
す
る
立
場
か
ら
は
納
得
し
が
た
い
も
の
が
あ
る
。
後
者
の
立
場
に
よ
る
次
の

　
　
　
　
（
9
）

よ
う
な
説
明
は
、
艮
事
訴
訟
に
お
け
る
実
体
的
真
実
主
義
に
も
適
い
、
今
日
に
お
け
る
訴
訟
の
実
態
に
最
も
適
合
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
弁
論
主
義
が
「
何
故
に
近
代
諸
国
の
民
事
訴
訟
の
中
に
多
く
取
り
入
れ
ら
れ
た
か
と
い
え
ば
、
当
時
、
主
流
を
な
し
て
い
た
自
由
放

任
主
義
的
思
潮
に
適
合
し
た
た
め
も
あ
る
が
、
訴
訟
当
事
者
は
各
自
事
実
の
確
定
に
つ
き
利
害
関
係
を
有
す
る
か
ら
、
経
験
上
自
己
の
利
益
の
た

め
有
利
な
事
実
の
提
出
に
努
力
し
、
ま
た
当
事
者
双
方
の
陳
述
は
紛
争
現
象
の
優
秀
適
切
な
画
面
を
描
き
出
す
こ
と
を
可
能
に
し
、
か
つ
当
事
者

の
利
己
心
と
利
害
の
対
立
は
、
国
家
の
い
か
な
る
調
査
に
も
ま
し
て
、
訴
訟
資
料
の
豊
富
な
提
出
と
明
確
化
を
も
た
ら
す
結
果
を
生
み
出
す
た
め

で
あ
る
。
も
し
国
家
に
訴
訟
資
料
の
収
集
を
任
す
と
き
は
、
限
り
あ
る
裁
判
所
の
力
を
も
っ
て
し
て
は
、
は
て
し
の
な
い
事
件
の
洪
水
に
対
面
し

て
、
い
ち
い
ち
か
瓦
る
真
相
究
明
の
任
務
を
果
た
し
え
な
い
し
、
国
家
も
個
々
人
の
私
法
上
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
公
益
性
を
欠
く
た
め
、
国
家

的
調
査
の
対
象
と
し
な
い
か
ら
、
中
途
半
端
な
職
権
探
知
に
な
り
、
か
く
し
て
当
事
者
の
一
方
に
傾
斜
し
て
行
な
わ
れ
る
調
査
は
公
正
感
に
お
い

て
十
分
で
な
く
、
当
事
者
の
不
満
を
か
い
や
す
い
、
ま
た
当
事
者
の
弁
論
に
依
存
し
な
い
調
査
の
敢
行
は
、
無
用
な
困
難
と
摩
擦
を
伴
い
や
す
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説
譲ム、

lil田

く
、
か
つ
当
事
者
に
裁
判
所
に
依
存
す
る
気
持
を
抱
か
し
め
、
裁
判
所
の
負
担
に
ま
す
ま
す
重
圧
を
加
え
る
結
果
を
招
く
の
で
あ
る
。
弁
論
主
義

は
、
か
よ
う
に
、
経
験
的
に
、
合
目
的
的
見
地
・
技
術
的
考
慮
か
ら
採
用
さ
れ
た
も
の
で
、
決
し
て
打
ち
破
る
こ
と
の
で
き
な
い
主
義
で
は
な
い

し
、
こ
れ
を
も
っ
て
民
事
訴
訟
の
本
質
に
根
ざ
す
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
（
本
質
に
根
ざ
す
と
の
考
え
方
は
、
民
事
訴
訟
は
事
実
の
真
相
の
究
明

自
体
を
目
的
と
せ
ず
現
在
の
紛
争
の
解
決
を
任
務
と
す
る
見
解
と
関
連
す
る
）
。
」
と
。

　
弁
論
主
義
の
本
質
論
は
、
民
事
訴
訟
の
制
度
目
的
（
N
幕
鼻
＆
・
2
督
げ
＆
霧
穿
一
膏
・
舅
翁
）
を
如
何
に
把
握
す
る
か
に
よ
っ
て
そ
の
結
論
を
異

に
せ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
、
制
度
目
的
論
と
の
関
係
に
言
及
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
ま
ず
、
私
法
維
持
説
は
、
次
の
よ
う
に
説
く
。
国
家
は
自
力
救
済
を
禁
止
し
、
そ
の
代
償
と
し
て
、
文
化
的
使
命
を
は
た
す
た
め
紛
争
解
決
の

機
関
と
し
て
裁
判
所
を
設
け
、
裁
判
所
は
民
事
紛
争
に
つ
い
て
公
権
的
に
判
断
を
下
し
て
解
決
し
、
こ
の
判
断
に
当
事
者
双
方
が
拘
束
さ
れ
る
も

の
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
際
、
裁
判
所
が
判
断
の
基
準
と
す
る
も
の
が
私
法
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
法
適
用
に
よ
る
紛
争
の
解
決
を
通
じ
て

私
法
法
規
の
実
効
性
維
持
と
い
う
文
化
的
任
務
を
は
た
す
こ
と
が
民
事
訴
訟
制
度
の
目
的
で
あ
り
、
個
人
の
権
利
の
保
護
は
こ
の
制
度
よ
り
生
ず

る
結
果
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
も
、
法
の
支
配
の
強
調
さ
れ
る
今
日
、
こ
の
よ
う
に
理
論
構
成
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
れ
ロ

　
次
に
、
民
事
訴
訟
の
目
的
は
私
的
紛
争
の
公
権
的
解
決
で
あ
る
と
す
る
い
わ
ゆ
る
紛
争
解
決
説
は
、
民
事
に
つ
い
て
私
人
間
に
紛
争
が
起
き
て

も
、
当
事
者
自
身
ま
た
は
第
三
者
が
関
与
し
て
解
決
が
つ
け
ば
法
的
平
和
が
回
復
す
る
か
ら
そ
れ
で
よ
く
、
国
家
が
自
ら
解
決
に
乗
り
出
し
干
渉

す
る
必
要
は
な
い
が
、
か
』
る
任
意
的
解
決
が
な
り
た
』
な
い
の
に
放
置
し
て
お
い
た
の
で
は
、
社
会
の
平
和
が
乱
さ
れ
、
不
正
義
が
横
行
す
る

に
至
る
が
、
こ
こ
に
至
っ
て
は
、
私
人
閥
の
民
事
関
係
の
素
乱
は
国
家
の
関
心
事
と
な
る
の
で
、
紛
争
当
事
者
の
自
力
救
済
を
原
則
的
に
禁

じ
、
み
ず
か
ら
そ
の
解
決
に
乗
り
出
す
が
、
そ
の
た
め
国
家
が
設
営
す
る
の
が
民
事
訴
訟
で
あ
る
か
ら
、
紛
争
解
決
こ
そ
艮
事
訴
訟
の
目
的
で
あ

る
と
す
る
。

　
こ
の
紛
争
解
決
説
は
、
権
利
既
存
の
観
念
を
否
定
し
、
実
体
私
法
を
裁
判
規
範
と
み
る
立
場
の
と
る
訴
訟
目
的
観
で
あ
る
が
、
法
規
の
整
備
さ

れ
た
今
日
に
お
い
て
な
お
裁
判
の
歴
史
の
原
点
に
ま
で
立
返
っ
て
実
体
法
・
訴
訟
法
を
措
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
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漿
問
が
あ
る
上
、
そ
の
説
く
と
こ
ろ
の
裁
判
前
の
権
利
を
「
権
利
の
仮
象
」
と
す
る
考
え
方
に
も
疑
問
が
あ
る
。
裁
判
に
も
ち
こ
ま
れ
る
権
利
は

権
利
全
体
か
ら
い
え
ば
僅
か
で
あ
る
し
、
社
会
に
機
能
し
て
い
る
権
利
を
す
べ
て
仮
象
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
法
体
系
・
権
利
体
系
と
し
て
ま
こ
と

に
奇
妙
な
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
。
ま
た
、
私
的
紛
争
の
解
決
制
度
で
あ
る
民
騨
訴
訟
の
目
的
を
私
的
紛
争
の
解
決
で
あ
る
と
す
る
の
は
、
問

を
も
っ
て
問
に
答
え
る
自
家
撞
着
を
お
か
し
て
い
は
し
な
い
か
。
お
よ
そ
制
度
に
は
目
的
な
い
し
は
指
導
理
念
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
説
く

と
こ
ろ
の
「
紛
争
の
解
決
・
調
整
」
の
「
調
整
」
の
方
に
力
点
が
あ
る
と
善
解
す
れ
ば
、
こ
の
立
場
の
真
意
は
、
紛
争
を
解
決
し
、
当
事
者
問
の

実
質
的
利
益
の
調
整
を
図
る
と
こ
ろ
に
民
事
訴
訟
制
度
の
目
的
が
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
の
私
法
維
持
説
も
、
そ
の
説
く
と
こ
ろ

を
く
り
返
し
読
ん
で
み
て
も
な
お
、
目
的
と
手
段
を
取
り
違
え
て
い
る
立
場
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
私
法
法
規
は
、
や
は
り
目
的
な
の

で
は
な
く
て
手
段
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
U
窪
亀
き
の
旨
蒔
は
、
民
事
訴
訟
の
発
展
お
よ
び
存
立
は
、
私
権
の
確
保
お
よ
び
貫
徹
へ
の
要
求
す
な
わ
ち
真
の
法
的
地
位
（
零
3
邑
9。
α
Q
の
）
の
確

定
お
よ
び
実
現
へ
の
要
求
に
依
存
し
て
い
る
と
し
、
民
事
訴
訟
は
国
家
に
よ
り
規
整
さ
れ
た
裁
判
所
の
面
前
手
続
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
個
人
の
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

利
を
確
定
・
保
護
・
貫
徹
す
る
と
同
時
に
全
体
と
し
て
の
私
法
秩
序
を
確
立
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。

　
ま
た
、
寄
紹
o
び
①
お
ゆ
魯
毛
昏
は
、
国
家
は
そ
の
機
関
で
当
事
者
に
権
利
保
護
を
与
え
得
る
場
合
に
の
み
自
力
救
済
（
oo
。
一
更
琶
◎
を
禁
止
し
得

る
し
、
こ
の
権
利
保
護
こ
そ
が
国
家
の
電
要
な
任
務
で
あ
り
文
化
的
使
命
で
あ
る
と
し
、
民
事
訴
訟
の
目
的
を
権
利
の
確
定
お
よ
び
実
現
（
男
更
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
B
）

総
ぎ
夷
暮
α
＜
撃
4
詩
ぽ
ゴ
お
段
三
Φ
パ
身
段
寄
号
◎
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　
右
の
主
張
の
真
意
は
と
も
か
く
、
民
事
訴
訟
の
目
的
が
今
な
お
私
権
の
保
護
で
あ
る
こ
と
に
変
り
は
な
い
と
思
う
。
こ
の
場
合
の
私
権
は
必
ず

し
も
成
文
私
法
上
の
権
利
の
み
を
い
う
の
で
は
な
い
。
条
理
上
、
慣
習
法
上
、
判
例
法
上
の
権
利
を
も
包
摂
す
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
。
商
慣
習

法
上
の
権
利
、
各
種
約
款
上
の
権
利
な
ど
す
べ
て
を
含
め
て
考
え
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
法
の
欠
歓
」
の
間
題
は
な
く
な
る
と
い
え
よ
う
。
し
た
が

っ
て
、
民
事
訴
訟
の
制
度
目
的
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
は
、
い
わ
ゆ
る
権
利
保
護
説
に
従
い
、
「
実
体
的
真
実
の
発
見
に
よ
り
私
権
を
保
護
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

法
秩
序
を
維
持
す
る
こ
と
」
で
あ
る
と
み
た
い
。
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説芸ム
面冊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
民
事
訴
訟
制
度
の
目
的
を
ま
ず
措
定
し
て
そ
こ
か
ら
各
個
別
問
題
に
つ
い
て
の
結
論
を
導
き
出
す
こ
と
に
非
難
が
あ
る
と
は
い
え
、
単
に
私
的

紛
争
の
解
決
で
あ
る
と
す
る
立
場
か
ら
は
、
実
体
的
真
実
発
見
の
た
め
の
合
目
的
的
・
技
術
的
所
産
と
し
て
の
弁
論
主
義
を
十
分
説
明
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
既
述
の
よ
う
に
、
実
体
的
真
実
主
義
と
関
連
さ
せ
つ
」
、
私
権
の
保
護
、
次
い
で
法
秩
序
の
維
持
を
民
事
訴
訟
制
度
の
目
的
と
す

る
立
場
に
立
つ
て
は
じ
め
て
今
日
に
お
け
る
弁
論
主
義
の
体
系
的
位
置
づ
け
が
可
能
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

　
民
事
訴
訟
に
お
け
る
実
体
的
真
実
主
義
は
、
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
そ
れ
と
程
度
の
差
が
あ
る
と
は
い
え
、
直
接
主
義
、
口
頭
主
義
、
公
開
主
義

な
い
し
は
証
拠
評
価
に
お
け
る
自
由
心
証
主
義
等
の
原
則
と
綜
合
的
に
こ
れ
を
考
察
し
て
み
る
に
、
最
も
基
本
的
な
民
事
訴
訟
営
為
の
理
念
で
あ

　
　
　
　
　
（
1
6
）

る
と
思
わ
れ
る
。

　
制
度
目
的
を
実
体
的
真
実
の
発
見
に
よ
る
私
権
保
護
と
法
秩
序
維
持
で
あ
る
と
す
る
立
場
は
、
現
行
憲
法
が
国
民
の
基
本
的
人
権
を
保
障
す
る

た
め
に
国
会
・
内
閣
・
裁
判
所
に
三
権
を
分
属
さ
せ
て
い
る
こ
と
に
も
対
応
す
る
と
い
え
よ
う
。

　
（
7
）
　
兼
子
一
・
民
事
訴
訟
法
体
系
（
増
訂
版
）
一
九
八
頁
。
松
浦
馨
・
処
分
権
主
義
と
弁
論
主
義
・
法
学
教
室
四
号
七
五
頁
。

　
（
8
）
　
園
0
8
3
R
α
q
－
即
ヲ
毒
ダ
器
ρ
警
c
。
國
る
入
o
の
る
＄
）
は
、
弁
論
主
義
は
打
ち
破
る
こ
と
の
で
き
な
い
U
o
α
q
琶
餌
で
は
な
く
、
純
粋
な
合
目
的
的
考
慮
の
産

　
　
　
　
物
（
U
㊤
ω
国
お
魯
募
α
器
＝
α
需
⇒
N
幕
象
ヨ
鵠
蒔
幕
房
窪
毒
α
q
¢
轟
）
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
斎
藤
前
掲
書
二
一
三
頁
。
三
ヶ
月
前
掲
書
一
五
八
頁
。
中

　
　
　
　
村
宗
雄
・
民
事
訴
訟
原
理
第
一
冊
三
〇
頁
は
、
多
少
ニ
ュ
ー
ア
ン
ス
は
違
う
が
、
実
体
的
真
実
主
義
と
弁
論
主
義
は
矛
盾
し
な
い
と
す
る
。
小
山
昇
・

　
　
　
　
民
事
訴
訟
法
二
三
四
頁
は
、
こ
の
よ
う
な
説
明
は
弁
論
主
義
の
た
め
の
弁
明
で
あ
る
と
す
る
。

　
（
9
）
　
菊
井
前
掲
書
一
六
六
～
一
六
七
頁
。

　
（
1
0
）
　
斎
藤
前
掲
書
五
～
六
頁
。

　
（
1
1
）
　
菊
井
・
「
民
事
訴
訟
」
（
民
事
法
学
辞
典
下
巻
一
九
四
四
頁
以
下
、
特
に
一
九
四
六
頁
）
に
よ
る
。
な
お
兼
子
・
民
事
法
研
究
第
一
巻
四
七
七
頁
以
下
、

　
　
　
　
同
実
体
法
と
訴
訟
法
一
七
、
四
三
頁
な
ど
。
三
ケ
月
前
掲
書
六
頁
。
小
山
前
掲
書
四
頁
。
染
野
信
義
・
民
事
訴
訟
法
（
一
九
六
九
）
五
頁
以
下
。

　
（
1
2
）
　
■
9
こ
9。
5
琶
圃
α
Q
逼
帥
ρ
㈱
一
9
Φ
卜
気
ケ
Q
螢
訂
5
α
霧
N
三
一
賢
o
N
①
。
り
紹
の
（
ω
■
一
～
ω
）
ー

　
（
1
3
）
　
男
o
ら
・
窪
9
お
－
望
一
一
語
ダ
9。
β
。
ρ
曹
目
O
R
N
≦
9
犀
牙
の
N
三
一
℃
『
o
N
Φ
。。
ω
①
。
。
（
ω
。
P
～
ω
。
）
。
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（
1
4
）

（
1
5
）

（
1
6
）

中
村
（
宗
）
前
掲
書
二
一
～
三
三
頁
参
照
。

中
野
貞
一
郎
・
わ
が
民
訴
法
上
真
実
義
務
は
認
め
ら
れ
る
か
、

中
村
（
宗
）
前
掲
書
三
〇
頁
。

法
学
教
室
三
号
＝
…
二
頁
。

三
　
弁
論
主
義
の
修
正

弁論主義の一考察（中村）

　
力
○
紹
嘗
の
茜
－
ω
3
≦
魯
に
よ
れ
ば
、
弁
論
主
義
は
、
訴
訟
資
料
の
範
囲
お
よ
び
証
拠
の
必
要
が
当
事
者
の
行
為
に
依
存
し
て
い
る
の
で
、
形
式

的
真
実
主
義
（
駐
臣
鼠
区
R
♂
§
亀
窪
≦
帥
ぼ
ゲ
簿
）
と
呼
ば
れ
る
が
、
職
権
探
知
主
義
は
、
裁
判
所
が
無
制
限
に
訴
訟
資
料
の
真
実
性
を
探
知
す

る
こ
と
が
許
さ
れ
ま
た
探
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
実
体
的
真
実
主
義
（
駐
空
籔
且
R
墓
醇
一
。
一
巨
≦
の
ぼ
ゲ
簿
）
と
呼
ば
れ
る
。

し
か
し
、
実
際
に
は
、
形
式
的
真
実
主
義
と
実
体
的
真
実
主
義
の
区
別
は
み
か
け
だ
け
の
も
の
で
、
一
方
の
真
実
は
他
方
の
対
立
物
で
は
な
く
、

真
実
は
た
だ
一
つ
あ
る
だ
け
で
あ
り
、
こ
の
真
実
を
追
求
・
確
定
す
る
こ
と
が
弁
論
主
義
手
続
の
目
的
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
一
般
に

指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
ま
さ
し
く
両
当
事
者
の
口
頭
に
基
く
真
実
の
方
が
裁
判
所
の
探
知
に
よ
る
真
実
よ
り
も
明
確
に
な
る
か
ら
こ
そ
弁
論
主
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

は
採
用
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
し
て
い
る
。

　
弁
論
主
義
と
職
権
探
知
主
義
、
形
式
的
真
実
主
義
と
実
体
的
真
実
主
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
対
立
す
る
概
念
と
し
て
説
明
さ
れ
る
の
が
一
般
で
あ

る
が
、
右
の
力
○
紹
切
び
①
茜
－
ω
3
≦
筈
の
叙
述
か
ら
も
わ
か
る
通
り
、
こ
の
二
組
の
対
立
概
念
は
、
必
ず
し
も
両
立
し
得
な
い
も
の
で
は
な
く
、
綜

合
止
揚
で
き
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
両
者
を
区
別
す
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
、
「
公
益
性
」
な
い
し
は
「
実
体
的
真
実
の
発
見
」
が
考

え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
も
右
の
よ
う
な
事
情
か
ら
再
考
の
余
地
が
あ
る
。

　
わ
が
人
事
訴
訟
に
お
い
て
は
、
人
事
訴
訟
手
続
法
一
〇
条
、
一
四
条
、
二
六
条
お
よ
び
三
一
条
の
規
定
形
式
か
ら
、
職
権
探
知
主
義
が
と
ら
れ

て
い
る
と
さ
れ
、
あ
た
か
も
一
般
の
民
事
訴
訟
に
お
け
る
弁
論
主
義
手
続
と
本
質
的
に
異
な
る
か
の
如
く
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
適
切
で

は
な
か
ろ
う
。
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説論

　
人
事
訴
訟
手
続
法
一
〇
条
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
る
時
機
に
後
れ
た
攻
撃
防
禦
方
法
の
却
下
（
民
訴
法
一
三
九
条
）
、
擬
制
自
白
（
同
一
四
〇
条
一

項
）
、
準
備
手
続
終
結
の
効
果
（
同
二
五
五
条
）
、
当
事
者
の
文
書
不
提
出
の
効
果
（
同
三
一
六
条
）
、
当
事
者
の
文
書
使
用
妨
害
の
効
果
（
同
三
一
七

条
）
お
よ
び
裁
判
上
の
自
白
（
同
二
五
七
条
）
に
関
す
る
規
定
は
、
た
し
か
に
、
い
わ
ゆ
る
古
典
的
弁
論
主
義
や
形
式
的
真
実
主
義
の
根
拠
に
な
り

か
ね
な
い
規
定
で
あ
る
が
、
民
事
訴
訟
法
上
の
他
の
原
則
た
と
え
ば
直
接
主
義
、
口
頭
主
義
、
公
開
主
義
、
な
い
し
は
自
由
心
証
主
義
と
綜
脊
し

て
考
え
る
と
必
ず
し
も
右
の
よ
う
に
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
か
り
に
こ
の
よ
う
な
条
文
が
明
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
内
容
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

に
は
何
れ
も
弁
論
の
全
趣
旨
と
し
て
、
裁
判
官
の
心
証
形
成
に
重
大
な
影
響
を
与
え
か
ね
な
い
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
ま
た
人
事
訴
訟
手
続
法
一

四
条
（
二
六
条
）
お
よ
び
三
一
条
は
、
職
権
探
知
主
義
を
明
規
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
訴
訟
資
料
の
探
知
収
集
に
つ
い
て
の
理
想
を
定
め
た
も
の

で
あ
っ
て
、
当
該
訴
訟
の
訴
訟
物
に
つ
い
て
は
当
事
者
の
方
が
裁
判
所
よ
り
知
っ
て
い
る
の
が
現
実
で
あ
り
、
法
条
の
趣
旨
と
は
異
な
り
、
実
際

の
訴
訟
に
お
け
る
資
別
収
集
に
つ
き
当
事
者
が
主
に
な
り
裁
判
所
が
従
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
け
だ
し
当
然
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

（
1
9
）

い
。
ま
た
、
わ
が
人
事
訴
訟
に
お
け
る
職
権
探
知
主
義
は
、
処
分
権
主
義
を
全
面
的
に
否
定
し
た
も
の
で
は
な
く
、
訴
の
提
起
お
よ
び
訴
訟
物
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

決
定
は
当
事
者
に
委
ね
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
処
分
権
主
義
を
部
分
的
に
肯
定
し
、
厳
格
な
意
味
に
お
け
る
糺
問
主
義

（
ぎ
倉
毘
9
弩
鼠
還
）
と
は
異
な
り
、
弁
論
主
義
の
修
正
原
理
的
役
割
を
果
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
か
く
て
、
実
体
的
真
実
発
見
を
志
向
す
る

弁
論
主
義
と
職
権
探
知
主
義
は
、
真
実
発
見
と
い
う
点
に
お
い
て
は
い
わ
ば
同
質
的
な
も
の
に
な
る
の
で
、
人
事
訴
訟
に
お
け
る
職
権
探
知
主
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蟄
）

は
、
片
面
的
職
権
探
知
主
義
で
は
な
く
、
双
面
的
職
権
探
知
主
義
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
弁
論
主
義
と
職
権
探
知
主
義
の

質
的
差
異
を
論
ず
る
場
合
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
は
、
「
真
実
の
探
究
」
よ
り
も
「
公
益
性
」
な
い
し
は
「
公
共
の
福
祉
」
に
傾
か
ざ
る
を
得

　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

な
い
よ
う
に
思
う
。

　
次
に
、
民
事
訴
訟
上
に
お
け
る
弁
論
主
義
の
修
正
と
し
て
は
、
内
部
的
に
は
、
弁
論
主
義
の
妥
当
領
域
縮
少
の
問
題
、
訴
訟
物
論
、
主
張
共

通
・
証
拠
共
通
の
原
則
の
問
題
が
あ
り
、
外
部
的
に
は
、
釈
明
権
・
釈
明
義
務
や
真
実
義
務
の
問
題
が
あ
る
。

　
弁
論
主
義
の
妥
当
す
る
範
囲
を
主
要
事
実
に
限
定
す
れ
ば
、
必
然
的
に
裁
判
所
の
職
権
の
働
く
余
地
は
拡
大
し
、
赤
訟
追
行
面
に
お
い
て
能
力
・

一110一一
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資
力
そ
の
他
の
面
で
必
ず
し
も
対
等
で
な
い
原
告
・
被
告
の
間
に
裁
判
所
が
後
見
的
に
介
入
で
き
、
実
体
的
真
実
に
よ
り
接
近
す
る
こ
と
が
可
能

に
な
る
。
同
様
の
こ
と
は
訴
訟
物
論
に
つ
い
て
も
い
え
る
。
権
利
主
張
面
に
力
点
を
お
き
、
権
利
根
拠
面
に
お
け
る
理
由
づ
け
を
法
的
観
点
に
過

ぎ
な
い
と
す
る
立
場
に
立
て
ば
、
裁
判
所
の
自
由
裁
量
の
範
囲
は
非
常
に
拡
大
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
職
権
探
知
主
義
と
区
別
が
つ
か
な
い
こ
と

に
も
な
り
か
ね
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

　
ま
た
、
主
張
共
通
・
証
拠
共
通
の
原
則
の
適
用
も
右
と
同
様
の
結
果
を
招
く
。
も
と
よ
り
こ
れ
ら
の
原
則
は
訴
訟
の
最
終
段
階
に
お
け
る
紛
争

処
理
の
た
め
の
原
則
で
あ
り
、
訴
訟
の
当
初
か
ら
適
用
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
消
極
的
な
が
ら
、
弁
論
主
義
の
形
式
的
な
適
用
に
よ
っ
て
家

る
当
事
者
の
不
利
益
を
あ
る
程
度
未
然
に
防
ぐ
の
に
役
立
つ
。

　
次
に
、
時
間
と
と
も
に
進
展
す
る
動
態
的
な
訴
訟
に
弁
論
主
義
を
適
用
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
訴
か
ら
判
決
へ
と
い
う
動
態
的
考
察
を
必
然
的

に
要
請
し
、
主
張
責
任
・
立
証
責
任
を
単
に
判
決
時
に
お
け
る
不
利
益
の
帰
属
で
あ
る
と
す
る
静
態
的
癬
棚
的
な
主
張
・
立
証
責
任
に
留
め
置
か

な
い
で
あ
ろ
う
。
訴
訟
の
最
終
段
階
に
お
け
る
主
張
責
任
・
立
証
責
任
の
分
配
は
、
文
字
通
り
最
後
の
手
段
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を

安
易
に
行
使
し
て
は
な
ら
な
い
。
訴
か
ら
判
決
に
至
る
ま
で
時
間
の
進
展
と
と
も
に
地
道
な
真
実
探
求
の
努
力
が
十
分
な
さ
れ
た
上
で
、
最
後

の
整
理
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
主
観
的
主
張
責
任
お
よ
び
立
証
責
任
は
、
客
観
的
主
張
責
任
お
よ
び
立
証
責
任

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

の
論
理
的
前
提
を
な
す
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
把
握
し
て
は
じ
め
て
、
弁
論
主
義
と
実
体
的
真
実
主
義
の
調
和
点
に
主
張
責
任
お

よ
び
立
証
責
任
を
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
は
、
い
わ
ば
弁
論
主
義
の
枠
内
に
お
い
て
そ
の
内
実
を
変
え
て
行
く
作
用
を
し
て
い
る
修
正
原
理
で
あ
つ
た

が
、
次
に
述
べ
る
釈
明
権
と
真
実
義
務
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
弁
論
主
義
の
枠
外
に
設
け
ら
れ
た
制
度
な
い
し
は
原
理
で
あ
り
、
い
わ
ば
外

部
か
ら
弁
論
主
義
を
修
正
な
い
し
は
補
充
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
釈
明
権
は
、
弁
論
主
義
の
機
械
的
な
適
用
に
よ
っ
て
生
ず
る
不
利
益
か
ら
当
事
者
を
守
る
マ
グ
ナ
カ
ル
タ
で
あ
る
と
い
わ
れ
、
弁
論
主
義
の
例

外
を
な
す
も
の
で
は
な
く
、
こ
れ
を
補
充
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
裁
判
所
側
の
権
限
で
あ
り
、
当
事
者
に
は
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説論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

許
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
釈
明
権
の
範
囲
と
釈
明
義
務
の
範
囲
（
上
告
理
由
）
は
厳
に
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
釈
明
権
　
（
二
↓

七
条
）
も
、
も
と
よ
り
実
体
的
真
実
発
見
の
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
行
使
は
あ
く
ま
で
こ
の
目
的
に
適
う
範
囲
に
留
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
が
、
訴
訟
物
論
と
関
連
し
て
、
こ
れ
を
積
極
的
に
評
価
す
る
立
場
と
消
極
的
に
位
置
づ
け
る
立
場
が
対
立
し
て
い
る
。
実
体
的
真
実
主
義
の

面
か
ら
い
え
ば
、
こ
れ
を
余
り
に
消
極
的
に
把
握
す
る
こ
と
は
妥
当
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
次
に
、
真
実
義
務
（
≦
四
ぼ
鼠
暑
穿
即
）
は
、
わ
が
法
の
明
規
し
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
文
書
成
立
の
否
認
に
対
す
る
制
裁
を
定
め
た
三
三
一

条
や
虚
偽
陳
述
に
対
す
る
過
料
を
定
め
た
三
三
九
条
は
、
真
実
義
務
を
前
提
に
し
た
規
定
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
真
実
義
務
は
、
主
観
的
真
実
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

反
す
る
陳
述
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
不
作
為
義
務
を
意
味
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
正
直
義
務
（
霊
浮
欝
段
。・
蚤
Φ
ざ
＜
8
≦
9
。
ぼ
鼠
凝
蚕
け
）
と
も

呼
ば
れ
、
訴
訟
引
延
し
や
、
事
実
審
理
の
妨
害
の
た
め
の
対
抗
物
と
し
て
認
め
ら
れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
（
ド
イ
ッ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ァ
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

ス
イ
ス
、
イ
タ
リ
ア
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ァ
、
チ
ェ
コ
ス
・
ヴ
ァ
キ
ァ
）
に
お
い
て
明
文
化
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

　
弁
論
主
義
を
厳
格
に
解
す
る
い
わ
ゆ
る
古
典
的
弁
論
主
義
を
と
る
立
場
か
ら
は
、
真
実
義
務
は
消
極
的
に
し
か
評
価
さ
れ
な
い
が
、
弁
論
主
義

を
真
実
発
見
の
た
め
の
合
目
的
的
手
段
で
あ
る
と
す
る
立
場
か
ら
は
高
く
評
価
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
真
実
義
務
は
、
事
実
審
理
に
お
け
る
実
体

的
真
実
発
見
と
訴
訟
の
引
延
し
防
止
の
た
め
で
あ
り
、
訴
訟
に
お
け
る
相
手
方
当
事
者
の
利
益
保
護
と
国
家
司
法
の
利
益
尊
重
の
た
め
に
要
請
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

れ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
評
価
は
訴
訟
を
裁
判
所
お
よ
び
両
当
事
者
の
共
同
作
業
と
み
る
訴
訟
観
に
も
マ
ッ
チ
す
る
と
説
く
。
真
実

義
務
は
、
い
わ
ば
訴
訟
上
の
信
義
則
の
一
環
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
単
な
る
道
徳
上
の
義
務
で
は
な
く
、
法
的
義
務
に
ま
で
高
め
ら
れ
た
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

あ
る
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
か
く
て
こ
そ
民
事
訴
訟
法
三
三
一
条
お
よ
び
三
三
九
条
の
趣
旨
が
十
分
に
理
解
さ
れ
る
。

　
弁
論
主
義
は
、
訴
訟
資
料
を
実
体
的
真
実
に
か
な
う
よ
う
に
収
集
し
、
事
実
認
定
す
る
た
め
に
採
用
さ
れ
た
合
目
的
的
主
義
で
あ
る
か
ら
、
真

実
義
務
は
弁
論
主
義
に
背
反
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
れ
に
適
合
し
、
相
ま
っ
て
、
弁
論
主
義
本
来
の
目
的
の
達
成
に
協
力
す
る
も
の
で

　
（
2
9
）

あ
る
。

　
　
（
1
7
）
国
o
。り
Φ
言
R
α
q
あ
3
岳
げ
も
。
。
○
論
刈
o
。
一
」
。
（
oo
齢
ω
＄
y
な
お
署
c
。
H
φ
で
は
、
民
事
訴
訟
に
お
い
て
も
、
そ
の
対
象
が
公
益
（
岳
。
。
睾
窪
岳
3
巴
旨
窪
。ら
り

り
Φ
）
を
左
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（
1
8
）

（
1
9
）

（
2
0
）

（
2
1
）

（
2
2
）

（
2
3
）

（
2
4
）

（　（　（　（　（29　　28　　27　　26　　25

）　）　）　）　）

右
す
る
手
続
で
は
職
権
探
知
主
義
が
妥
当
す
る
の
で
あ
る
が
、
弁
論
主
義
の
領
域
に
お
い
て
さ
え
資
料
収
集
に
つ
い
て
の
裁
判
所
の
協
力
は
排
除
さ
れ

る
ど
こ
ろ
か
、
逆
に
利
用
さ
れ
、
規
定
さ
れ
て
い
る
（
つ
ま
り
、
即
お
窪
畠
ぢ
伊
嵐
浮
窪
）
。
そ
れ
故
、
資
料
収
集
の
主
た
る
負
担
（
評
呂
爵
謹
）
と
そ

れ
に
つ
い
て
の
主
た
る
責
任
（
寓
窪
讐
く
昏
p
箸
豊
§
α
Q
）
が
当
事
者
に
あ
る
場
合
で
も
な
お
、
資
料
収
集
に
関
す
る
当
事
者
と
裁
判
所
の
協
働
（
勘
げ

①
房
α
q
窪
Φ
ぎ
訂
ε
を
論
じ
得
る
と
述
べ
て
い
る
。

山
木
戸
克
己
・
人
事
訴
訟
手
続
法
（
法
律
学
全
集
）
二
九
頁
参
照
。

村
松
俊
夫
・
民
事
裁
判
の
研
究
一
二
八
頁
以
下
、
同
職
権
探
知
主
義
、
民
事
法
学
辞
典
上
巻
一
〇
一
七
頁
。

山
木
戸
前
掲
書
一
二
〇
頁
。

山
本
戸
前
掲
書
二
二
頁
。

小
山
前
掲
書
二
四
〇
頁
は
、
あ
く
ま
で
真
実
を
追
求
し
、
真
実
を
判
決
の
基
礎
と
す
べ
ぎ
場
合
に
は
職
権
探
知
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
な
お
同

二
三
四
頁
参
照
の
こ
と
。

三
ケ
月
前
掲
書
一
五
九
頁
。

三
ケ
月
前
掲
書
四
〇
八
頁
は
、
主
観
的
主
張
責
任
又
は
主
観
的
挙
証
責
任
な
る
も
の
は
客
観
的
挙
証
責
任
を
前
提
し
、
そ
こ
か
ら
流
出
す
る
も
の
で
あ

っ
て
、
い
わ
ば
客
観
的
挙
証
責
任
の
存
在
が
弁
論
主
義
を
通
し
て
特
殊
な
投
影
を
し
た
も
の
に
他
な
ら
ず
、
そ
の
独
自
性
は
乏
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と

も
率
直
に
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。

斎
藤
前
掲
書
一
二
七
頁
。
三
ケ
月
前
掲
書
一
六
四
頁
。

菊
○
ω
§
幕
お
ω
3
≦
蝉
ダ
器
ρ
ω
。
認
ρ
㈱
①
O
く
自
置
（
9
Φ
薫
帥
ぼ
ぽ
詩
℃
密
3
江
簿
蝕
の
頃
一
δ
穿
N
ξ
巽
9
Φ
ζ
写
g
≦
帥
ぼ
『
窓
α
q
ぎ
δ

菊
井
前
掲
書
一
七
五
頁
以
下
参
照
。

中
村
（
宗
）
・
民
事
訴
訟
理
論
の
再
構
成
二
五
二
頁
。
中
野
前
掲
論
文
（
前
掲
書
コ
ニ
ニ
～
二
…
一
頁
）

襯
ヨ
訂
苞
“
製
色
蔑
O
N
霧
§
拝
oo
」
G
。
O
は
、
真
実
義
務
は
実
体
的
真
実
の
利
益
に
な
る
よ
う
に
立
て
ら
れ
た
弁
論
主
義
の
補
充
で
あ
り
、
法
政
策
的
に

は
、
判
決
が
能
う
限
り
訴
訟
外
の
法
律
状
態
と
一
致
す
る
こ
と
を
保
証
す
る
目
的
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
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説論

四
　
結

び

　
実
体
私
法
を
社
会
規
範
と
み
る
べ
き
か
裁
判
規
範
と
み
る
べ
き
か
は
た
ま
た
両
規
範
の
性
格
を
併
有
す
る
も
の
と
み
る
べ
き
か
に
っ
い
て
は
、

法
哲
学
上
・
民
事
法
学
上
か
な
り
の
論
議
が
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
未
だ
帰
一
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
こ
の
何
れ
の
立
場
を
と
る
か
に
よ
っ
て
、

民
事
訴
訟
の
制
度
目
的
の
把
握
も
異
な
る
し
、
弁
論
主
義
の
本
質
に
つ
い
て
の
考
え
方
も
異
な
っ
て
来
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

　
本
稿
は
、
民
事
実
体
法
規
を
社
会
規
範
で
あ
る
と
同
時
に
裁
判
規
範
で
あ
る
と
す
る
立
場
に
賛
成
し
、
こ
れ
と
の
理
論
的
一
貫
性
を
保
つ
意
味

か
ら
、
民
事
訴
訟
の
制
度
目
的
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
は
、
い
わ
ゆ
る
権
利
保
護
説
の
立
場
に
立
っ
て
、
実
体
的
真
実
の
発
見
に
よ
り
、
私
権

を
保
護
し
、
法
秩
序
を
維
持
す
る
こ
と
で
あ
る
と
し
た
。
か
く
て
、
実
体
的
真
実
主
義
と
弁
論
主
義
は
、
い
わ
ば
目
的
と
手
段
の
関
係
に
措
定
さ

れ
、
各
項
目
は
こ
の
観
点
か
ら
考
察
さ
れ
て
い
る
。

　
時
間
と
と
も
に
進
展
す
る
連
続
体
（
訳
8
鼠
き
醤
）
と
し
て
の
訴
訟
は
、
訴
か
ら
判
決
へ
と
時
間
を
追
っ
て
動
態
的
に
考
察
さ
れ
る
必
要
が
あ

り
、
判
決
時
に
立
っ
て
訴
の
方
向
を
眺
め
、
弁
論
を
整
序
し
よ
う
と
す
る
静
態
的
考
察
で
は
、
訴
訟
の
動
的
側
面
を
的
確
に
把
握
す
る
こ
と
は
難

し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
動
態
的
考
察
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
訴
訟
の
進
行
過
程
に
お
い
て
問
題
に
さ
れ
る
主
観
的
主
張
責
任
・
立
証
責
任
の
位

置
づ
け
も
可
能
で
あ
り
、
訴
訟
の
実
休
面
に
お
い
て
作
用
し
真
実
の
形
成
（
蓄
積
）
な
い
し
は
心
証
形
成
を
よ
り
効
率
化
す
る
釈
明
権
の
位
置
づ

け
も
可
能
と
な
る
。

　
幾
多
の
不
備
を
包
含
し
て
い
る
訴
訟
制
度
を
過
信
す
る
こ
と
は
危
険
で
あ
り
、
民
事
訴
訟
理
論
も
訴
訟
の
現
実
に
目
を
覆
う
こ
と
な
く
構
築
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
民
事
訴
訟
に
お
け
る
権
利
既
存
の
観
念
の
機
能
は
、
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
罪
刑
法
定
主
義
の
機

能
に
対
比
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
権
利
は
裁
判
に
よ
っ
て
の
み
実
在
性
を
も
つ
と
な
れ
ば
、
裁
判
に
至
ら
な
い
で
機
能
し
て
い
る
大
多
数

の
権
利
は
、
い
わ
ゆ
る
権
利
の
仮
象
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
権
利
の
実
在
性
の
決
定
権
を
裁
判
所
に
専
属
さ
せ
る
こ
と
が
、
今
日
の
裁
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
田
）

制
度
上
は
た
し
て
妥
当
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
多
く
の
疑
間
を
残
し
つ
つ
、
推
敲
不
十
分
な
本
稿
を
と
じ
る
。
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