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講
　
演

民
事
裁
判
権
と
民
事
裁
判
方
式
の
改
革

播

釧
　
鋒

徐
　
治
文
訳

は
　
じ
　
め
　
　
に

　
　
　
中
国
で
は
、
一
九
八
○
年
代
末
か
ら
始
ま
っ
た
民
事
裁
判
方
式
に
関
連
す
る
諸
制
度
の
改
革
は
、
基
本
的
に
当
事
者
の
証
拠
提
出
を
強
調

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　

　
　
す
る
こ
と
か
ら
、
法
廷
に
お
け
る
審
理
方
式
の
改
革
、
そ
し
て
民
事
裁
判
方
式
の
改
革
を
行
う
と
い
う
道
筋
に
沿
っ
て
展
開
さ
れ
て
き
た
。

　
　
そ
れ
と
と
も
に
、
民
事
裁
判
方
式
の
改
革
を
き
っ
か
け
に
、
全
面
的
な
司
法
制
度
の
改
革
が
行
わ
れ
て
き
た
。
い
か
に
民
事
裁
判
方
式
の
改

　
　
革
を
行
う
べ
き
か
を
研
究
し
、
議
論
す
る
過
程
で
学
界
は
、
民
事
裁
判
方
式
の
手
続
き
様
式
と
法
廷
審
理
制
度
に
つ
い
て
、
主
と
し
て
議
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
を
行
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
民
事
裁
判
方
式
改
革
の
も
う
一
つ
の
重
要
内
容
、
つ
ま
り
民
事
裁
判
権
の
問
題
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
関
心
が

　
　
不
足
し
て
お
り
、
特
に
こ
の
問
題
に
対
し
て
は
、
深
く
て
具
体
的
な
検
討
を
行
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
民
事
裁
判
権
の
問
題
は
、
民
事
裁
判
に
お
け
る
最
も
核
心
問
題
の
一
つ
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
民
事
裁
判
は
、
当
事
者
の
訴

演
　
訟
活
動
と
人
民
法
院
の
裁
判
活
動
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
、
人
民
法
院
の
裁
判
活
動
は
、
裁
判
権
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
人
民
野

心
　
院
が
ど
の
よ
う
に
裁
判
活
動
を
行
う
べ
き
か
と
い
う
の
は
、
そ
の
有
す
る
裁
判
権
に
基
づ
い
て
お
り
、
民
事
裁
判
方
式
は
、
民
事
裁
判
権
の
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民
事
裁
判
過
程
に
お
け
る
表
現
形
式
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
民
事
裁
判
方
式
の
確
定
は
、
民
事
裁
判
権
の
性
格
及
び
特
徴
に
依
存
し
、
正

確
に
民
事
裁
判
権
の
性
質
と
特
徴
を
認
識
す
る
こ
と
は
、
民
事
裁
判
方
式
を
確
定
す
る
基
礎
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
民
事
裁
判
権
の
問
題
に
つ
い
て
の
議
論
と
研
究
は
、
民
事
裁
判
方
式
の
改
革
方
向
を
明
ら
か
に
し
、
民
事
裁
判
方
式
の
改

革
を
促
進
す
る
た
め
に
重
要
な
意
義
が
あ
る
。
ま
た
、
実
務
の
面
に
お
い
て
も
、
中
国
で
は
民
事
裁
判
方
式
の
改
革
は
、
数
年
に
わ
た
っ
て

行
わ
れ
て
い
る
が
、
最
近
の
二
年
間
の
進
展
は
緩
や
か
で
あ
り
、
そ
の
原
因
の
一
つ
は
、
民
事
裁
判
方
式
改
革
の
方
向
性
が
余
り
明
確
で
な

　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
の
中
で
、
各
地
の
人
民
法
院
に
よ
る
民
事
裁
判
方
式
の
改
革
を
妨
げ
る
具
体
的
問
題
の
一
つ
は
、
人
民
法
院
が
い
か

に
民
事
裁
判
権
を
行
使
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
問
題
も
、
同
様
に
民
事
裁
判
権
の
性
質
及
び
特
徴
に
対
す
る
認
識
に
絡
ん
で

い
る
。
そ
の
ゆ
え
に
民
事
裁
判
権
問
題
に
つ
い
て
の
議
論
と
研
究
は
、
裁
判
方
式
改
革
の
方
向
を
明
ら
か
に
し
、
効
果
的
に
裁
判
方
式
の
改

革
を
促
進
す
る
の
に
意
義
が
あ
る
だ
ろ
う
。
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一
　
民
事
裁
判
権
の
性
質
と
民
事
裁
判
方
式
の
改
革
方
向
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民
事
裁
判
権
と
は
、
人
民
法
院
が
民
事
事
件
に
つ
い
て
審
理
し
、
審
理
を
通
じ
て
事
件
に
対
し
て
判
決
を
下
す
権
力
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

国
家
司
法
権
の
構
成
要
素
で
あ
り
、
国
家
の
基
本
的
権
力
の
一
部
分
に
属
し
て
い
る
。
形
式
か
ら
い
え
ば
こ
の
権
力
は
、
憲
法
と
法
律
に
由

来
し
、
国
家
が
国
民
を
管
理
し
、
社
会
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
権
力
の
一
種
で
あ
る
。
近
代
民
主
国
家
に
お
い
て
は
、
国
民
主
権
の
原
則
に

基
づ
い
て
い
る
の
で
国
家
権
力
は
、
国
民
よ
り
生
じ
る
。
つ
ま
り
、
い
か
な
る
国
家
権
力
は
、
す
べ
て
国
民
の
権
利
か
ら
由
来
す
る
。
国
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

権
力
の
目
的
は
、
国
民
の
権
利
へ
の
奉
仕
に
あ
り
、
権
力
は
権
利
を
実
現
す
る
手
段
で
あ
る
。
国
家
の
基
本
的
権
力
の
一
部
分
と
し
て
の
民

事
裁
判
権
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
実
質
的
意
味
か
ら
い
え
ば
、
民
事
裁
判
権
は
、
当
事
者
の
訴
権
に
奉
仕
す
る
権
力
の
一
種
で

あ
り
、
当
事
者
の
訴
訟
権
利
と
実
体
法
上
の
権
利
の
実
現
を
保
障
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
る
。



民事裁判権と民事裁判方式の改革（播）

　
伝
統
的
に
人
々
は
、
比
較
的
形
式
上
の
裁
判
権
を
重
要
視
し
、
実
質
的
意
味
の
裁
判
権
を
重
要
視
し
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
の
ゆ
え
に
人
々

の
認
識
票
及
び
立
法
上
に
お
い
て
は
人
民
法
院
が
裁
判
権
の
行
使
を
行
う
際
の
管
理
権
能
が
、
よ
り
大
事
に
さ
れ
、
裁
判
権
の
当
事
者
に
対

す
る
奉
仕
権
能
は
、
軽
視
さ
れ
た
。
民
事
裁
判
方
式
改
革
の
実
践
の
中
で
は
い
か
に
人
民
法
院
の
裁
判
活
動
の
手
続
き
と
方
式
を
改
善
す
る

か
と
い
う
問
題
に
よ
り
大
い
な
注
意
が
向
け
ら
れ
、
裁
判
権
の
行
使
が
い
か
に
効
果
的
に
当
事
者
の
合
法
的
権
益
を
保
護
す
べ
き
か
に
つ
い

て
は
余
り
検
討
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
民
事
裁
判
方
式
改
革
の
議
論
の
中
に
お
い
て
裁
判
権
の
行
使
に
対
す
る
人
民
法
院
の
職
責
履
行

に
つ
い
て
の
意
義
は
、
よ
り
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
裁
判
権
の
正
当
な
行
使
が
当
事
者
の
訴
訟
法
上
の
権
利
及
び
実
体
法
上
の
権
利
の
保
障

に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
積
極
的
影
響
を
与
え
る
か
に
関
し
て
は
、
余
り
議
論
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
状
況
か
ら
見
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
民
事
裁
判
方
式
の
改
革
を
検
討
す
る
際
に
、
理
論
的
に
は
民
事
裁
判
権
の
実
質
的
意
味

に
つ
い
て
い
ま
だ
に
十
分
に
認
識
し
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
必
然
的
に
民
事
裁
判
方
式
改
革
の
方
向
の
正
確
な
確
定

を
行
う
際
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
民
事
裁
判
方
式
改
革
の
更
な
る
深
化
を
妨
げ
る
だ
ろ
う
。

　
我
々
は
、
民
事
裁
判
方
式
改
革
の
方
向
を
確
定
す
る
に
は
、
民
事
裁
判
権
が
当
事
者
の
訴
訟
法
上
の
権
利
及
び
実
体
法
上
の
権
利
を
保
障

す
る
手
段
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
民
事
裁
判
方
式
改
革
の
過
程
の
中
で
、
裁
判
活
動
方
式
の
変
革
に
関
し

て
も
、
裁
判
手
続
制
度
に
関
し
て
も
、
す
べ
て
裁
判
権
が
当
事
者
の
訴
権
に
奉
仕
す
る
こ
と
を
基
礎
と
す
べ
き
で
あ
り
、
も
し
逆
で
あ
れ
ば
、

そ
れ
は
本
末
転
倒
で
あ
ろ
う
。
そ
の
ゆ
え
に
我
々
の
結
論
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
民
事
裁
判
方
式
改
革
は
民
事
裁
判

制
度
が
よ
り
実
効
的
に
当
事
者
の
訴
訟
法
上
の
権
利
及
び
実
体
法
上
の
権
利
の
実
現
を
保
障
で
き
る
方
向
に
進
め
る
べ
き
だ
ろ
う
。
こ
の
点

に
つ
い
て
日
本
の
司
法
界
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
日
本
司
法
制
度
改
革
の
目
標
、
つ
ま
り
、
国
民
が
利
用
し
や
す
い
実
効
的
な
司
法
制
度
を
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

指
す
と
い
う
視
点
は
、
我
々
が
一
層
明
確
に
民
事
裁
判
方
式
改
革
の
方
向
を
認
識
す
る
こ
と
に
と
っ
て
非
常
に
参
考
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

＼
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二
　
民
事
裁
判
権
の
特
徴
と
民
事
裁
判
方
式
改
革
の
具
体
的
措
置
の
確
定

　
民
事
裁
判
方
式
改
革
の
目
標
の
一
つ
は
民
事
裁
判
手
続
き
と
制
度
の
変
革
を
通
じ
て
民
事
裁
判
権
が
よ
り
効
果
的
に
当
事
者
の
訴
権
の
実

現
を
保
障
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
考
え
方
に
基
づ
い
て
、
我
々
は
、
民
事
裁
判
権
の
基
本
的
特
徴
に
照
ら
し
て
民
事
裁
判

方
式
改
革
の
具
体
的
措
置
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
な
検
討
を
行
う
。

　
人
民
法
院
が
独
立
に
民
事
裁
判
権
を
行
使
す
る
こ
と
は
、
民
事
裁
判
権
の
第
一
の
基
本
的
特
徴
で
あ
る
。
我
々
は
、
民
事
裁
判
方
式
改
革

を
行
う
際
に
、
さ
ら
に
民
事
裁
判
権
の
独
立
性
を
強
調
す
べ
き
で
あ
る
。
我
が
国
の
実
際
状
況
に
つ
い
て
い
え
ば
、
民
事
裁
判
は
、
主
に
地

方
行
政
に
よ
る
干
渉
か
ら
抜
け
出
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
司
法
実
践
の
中
で
存
在
す
る
地
方
保
護
主
義
の
発
生
は
、
地
方
の
経
済
的
利
益
に
由

来
す
る
が
、
そ
の
実
現
は
、
地
方
行
政
の
力
に
依
存
す
る
。
地
方
行
政
が
民
事
裁
判
を
干
渉
し
、
そ
れ
を
左
右
す
る
こ
と
は
、
体
制
上
か
ら

言
え
ば
、
人
民
法
院
の
人
事
、
財
政
制
度
が
極
端
な
場
合
に
は
地
方
行
政
に
よ
り
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
民
事
裁
判
権
の
当
事
者
双
方
に
対
す
る
作
用
の
中
立
性
は
、
民
事
裁
判
権
の
第
二
の
基
本
的
特
徴
で
あ
る
。
民
事
裁
判
権
の
中
立
性
は
、

人
民
法
院
が
民
事
裁
判
の
過
程
の
中
で
両
当
事
者
か
ら
超
越
超
然
と
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
要
求
し
て
い
る
。
伝
統
的
に
人
民
法
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

は
、
民
事
裁
判
を
行
う
際
に
超
職
権
主
義
を
採
用
し
て
い
た
。
事
件
の
事
実
関
係
の
証
明
に
対
し
て
、
人
民
法
院
は
、
か
な
り
多
く
の
介
入

を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
人
民
法
院
の
業
務
の
量
を
増
大
さ
せ
る
一
方
、
他
方
で
は
人
々
に
人
民
法
院
の
民
事
裁
判
が
偏
向
性
を

も
つ
と
い
う
印
象
を
与
え
た
。
何
故
な
ら
ば
、
人
民
法
院
が
積
極
的
に
証
拠
を
集
め
る
こ
と
は
、
客
観
的
に
一
方
の
当
事
者
に
利
し
、
他
方

の
当
事
者
を
不
利
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に
行
わ
れ
た
民
事
裁
判
方
式
改
革
の
過
程
の
中
で
全
国
各
地
の
多
く
の
人
民
法
院
は
こ

の
問
題
に
つ
い
て
改
善
の
努
力
を
し
、
幾
つ
か
の
具
体
的
措
置
を
取
っ
て
き
た
。
例
え
ば
、
当
事
者
の
証
拠
提
出
を
強
化
し
、
尋
問
方
式
に

関
す
る
伝
統
的
法
廷
審
理
方
式
を
当
事
者
主
導
の
も
の
に
変
え
る
等
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
改
革
措
置
は
相
当
な
抵
抗
に
遭
遇
し
て

　
　
　
　

い
る
。
そ
の
原
因
は
、
主
に
当
事
者
と
裁
判
官
の
能
力
が
、
改
革
措
置
に
適
応
で
き
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
民
事
裁
判
方
式

67　（3　．98）　708



民事裁判権と民事裁判方式の改革（潜）

を
改
革
し
、
実
践
す
る
中
で
逆
流
現
象
が
発
生
し
た
。
つ
ま
り
、
裁
判
方
式
が
従
来
の
裁
判
制
度
の
軌
道
に
戻
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
逆
流

現
象
の
出
現
は
、
我
々
に
以
下
の
よ
う
な
二
つ
の
課
題
を
与
え
た
。
一
つ
は
人
民
法
院
が
採
用
し
て
い
た
改
革
措
置
は
、
あ
ら
ゆ
る
民
事
裁

判
方
式
改
革
の
方
向
性
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
も
し
そ
れ
ら
の
改
革
措
置
が
改
革
の
方
向
性
に
適
合
す

る
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
現
実
社
会
に
お
い
て
そ
れ
に
適
応
で
き
な
い
と
こ
ろ
が
あ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
ど
う
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

第
一
の
問
題
に
対
す
る
答
え
は
間
違
い
無
く
肯
定
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
第
二
の
問
題
に
対
す
る
答
え
は
、
二
つ
の
結
果
に
対
す
る

選
択
に
関
係
す
る
。
一
つ
の
選
択
肢
は
社
会
発
展
の
過
程
を
速
め
る
た
め
に
社
会
の
各
方
面
が
社
会
発
展
の
先
進
的
制
度
に
適
合
す
る
よ
う

に
要
求
す
る
こ
と
で
あ
る
。
当
然
、
そ
れ
は
社
会
の
あ
る
グ
ル
ー
プ
に
対
し
て
損
害
を
与
え
る
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
も
う
一
つ

の
選
択
肢
は
、
社
会
の
あ
る
部
分
の
現
実
に
迎
合
す
る
た
め
に
社
会
発
展
を
促
進
す
る
先
進
的
制
度
を
放
棄
す
る
こ
と
で
あ
る
。
我
々
は
断

固
と
し
て
第
一
の
選
択
肢
を
取
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
ば
第
二
の
選
択
肢
は
、
先
進
的
思
想
を
立
ち
遅
れ
の
観
念
に
屈
従
さ
せ
、
先

進
的
制
度
を
進
取
の
精
神
を
持
た
な
い
制
度
の
適
用
者
に
屈
従
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
社
会
的
後
退
、
あ
る
い
は
停
滞
を
導
く
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
第
一
の
選
択
肢
は
、
社
会
の
発
展
と
進
歩
に
非
常
に
有
利
で
あ
る
。

　
民
事
裁
判
権
行
使
の
統
一
性
は
、
民
事
裁
判
権
の
第
三
の
基
本
的
特
徴
で
あ
る
。
統
一
性
と
は
以
下
の
二
つ
の
意
味
を
含
め
る
。
一
つ
は
、

民
事
裁
判
権
は
人
民
法
院
に
よ
り
統
一
的
に
行
使
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
民
事
裁
判
権
の
行
使
が
統
一
的
基
準
に
基
づ
い
て

行
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
中
国
に
お
け
る
各
級
、
各
地
の
人
民
法
院
は
同
じ
法
律
に
基
づ
い
て
民
事
裁
判
権
を
行
使
す
る
こ
と
で

あ
る
。
長
年
に
わ
た
っ
て
中
国
で
は
、
行
政
指
導
者
の
言
葉
で
法
律
に
と
っ
て
変
わ
る
、
或
い
は
行
政
指
導
者
の
言
葉
で
法
に
圧
力
を
か
け

る
と
い
う
現
象
が
存
在
し
た
。
こ
れ
は
、
主
に
地
方
行
政
機
関
の
民
事
裁
判
に
対
す
る
干
渉
に
由
来
し
、
地
方
保
護
主
義
の
具
体
的
体
現
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
現
象
を
根
絶
す
る
た
め
に
は
、
理
論
的
に
各
政
党
、
各
級
幹
部
が
憲
法
と
法
律
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
強
調

す
る
こ
と
に
加
え
、
制
度
上
、
相
対
的
に
独
立
な
人
民
法
院
組
織
を
構
築
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
民
事
裁
判
方
式
の
改
革
に
対

し
て
民
事
裁
判
権
の
統
一
性
か
ら
提
出
さ
れ
た
具
体
的
で
な
お
か
つ
実
際
的
な
問
題
は
、
民
事
裁
判
方
式
改
革
に
お
け
る
“
実
験
地
”
、
つ
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講演

ま
り
、
モ
デ
ル
ケ
コ
ス
作
り
の
問
題
で
あ
る
。
民
事
裁
判
方
式
改
革
に
お
け
る
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
作
り
の
問
題
と
は
、
省
、
直
轄
市
の
高
級
人

民
法
院
、
或
い
は
省
轄
市
の
中
級
人
民
法
院
は
、
幾
つ
か
の
改
革
プ
ラ
ン
を
制
定
し
、
も
し
く
は
関
連
の
人
民
法
院
は
幾
つ
か
の
改
革
プ
ラ

ン
を
確
定
し
た
の
ち
、
一
つ
、
或
い
は
数
カ
所
の
人
民
法
院
を
選
定
し
て
そ
れ
ら
の
方
案
に
基
づ
い
て
民
事
裁
判
を
行
い
、
一
定
の
期
間
を

経
過
し
た
後
、
も
し
そ
れ
ら
の
プ
ラ
ン
が
実
務
の
中
で
実
行
可
能
だ
と
考
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
全
期
、
あ
る
い
は
全
市
の
各
人
民
法
院
に
お

い
て
推
し
進
め
ら
れ
、
逆
で
あ
れ
ば
推
し
進
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
の
や
り
方
は
そ
の
結
果
、
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
の
期
間
中

で
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
を
実
施
す
る
人
民
法
院
と
そ
う
で
な
い
人
民
法
院
が
民
事
事
件
を
審
理
す
る
際
に
準
拠
と
な
る
民
事
裁
判
制
度
と
手
続
き

は
異
な
り
、
、
こ
れ
に
よ
り
同
様
、
匿
い
億
類
似
の
事
件
に
関
し
て
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
を
実
施
す
る
人
民
法
院
と
そ
う
で
な
い
人
民
方
院
の
判
決

の
結
果
は
、
異
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
不
公
平
な
現
象
の
出
現
は
、
間
違
い
無
く
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
作
り
の
や
り
方
が
民
事
裁
判
権
の

統
一
性
を
破
壊
し
た
結
果
で
あ
り
、
そ
れ
と
同
時
に
大
き
く
人
民
法
院
司
法
権
の
権
威
性
と
法
執
行
の
厳
粛
性
に
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
る
。

我
々
は
全
国
範
囲
内
で
統
一
的
に
あ
る
制
度
、
或
い
は
あ
る
工
作
方
式
を
試
験
し
、
統
一
的
民
事
裁
判
権
を
切
り
崩
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ

う
。　

民
事
裁
判
権
発
動
の
受
動
性
は
、
民
事
裁
判
権
の
第
四
の
基
本
的
特
徴
で
あ
る
。
従
来
、
－
人
民
法
院
が
当
事
者
の
民
事
紛
争
を
解
決
す
る

た
め
に
能
動
的
に
奉
仕
す
る
と
い
う
や
り
方
は
、
民
事
裁
判
権
の
受
動
性
の
特
徴
に
合
致
せ
ず
、
・
今
後
の
裁
判
実
務
の
中
で
断
固
と
し
て
根

絶
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
民
事
裁
判
権
発
動
の
受
動
性
の
特
徴
に
基
づ
い
て
、
現
行
民
事
訴
訟
中
の
再
審
手
続
き
発
動
の
問
題
は
、
考
慮
す
べ

き
も
の
で
あ
る
。
現
在
で
は
民
事
訴
訟
法
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
我
が
国
に
お
け
る
民
事
訴
訟
の
再
審
手
続
き
の
発
動
は
、
当
事
者
の
再
審
申

し
立
て
、
あ
る
い
は
人
民
検
察
院
の
再
審
申
立
て
に
基
づ
い
て
で
き
れ
ば
、
関
連
の
人
民
法
院
が
能
動
的
に
提
出
す
る
こ
と
に
基
づ
い
て
も

で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
人
民
法
院
が
能
動
的
に
再
審
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
再
審
手
続
き
が
発
動
さ
れ
る
問
題
に
つ
い
て
検
討
す

る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
何
故
な
ら
ば
そ
れ
は
、
形
式
的
意
味
に
も
実
質
的
意
味
に
も
民
事
裁
判
権
発
動
の
受
動
性
と
い
う
民
事
裁
判
権
の

特
徴
を
抹
殺
し
、
不
当
に
民
事
裁
判
権
を
行
使
す
る
の
に
属
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
筆
者
は
以
下
の
よ
う
な
提
案
を
す
る
。
す
な
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民事裁判権と民事裁判方式の改革（播）

わ
ち
、
民
事
裁
判
方
式
改
革
の
過
程
の
中
で
人
民
法
院
の
提
出
で
民
事
裁
判
の
再
審
手
続
き
が
発
動
で
き
る
制
度
に
対
す
る
改
正
を
考
慮
す

べ
き
で
あ
り
、
改
革
プ
ラ
ン
を
確
定
し
た
後
、
適
切
な
時
期
に
立
法
機
関
に
対
し
て
こ
の
制
度
を
廃
止
す
べ
き
意
見
を
提
出
す
る
。

　
民
事
裁
判
権
行
使
の
手
続
き
性
は
、
民
事
裁
判
権
の
第
五
の
基
本
的
特
徴
で
あ
る
。
民
事
裁
判
方
式
改
革
の
目
標
の
一
つ
は
、
民
事
裁
判

の
効
率
を
高
め
る
事
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
我
々
は
い
か
に
民
事
裁
判
の
効
率
を
高
め
る
か
を
検
討
す
る
際
に
民
事
裁
判
権
行
使
の
手
続
性

と
言
う
特
徴
に
つ
い
て
考
慮
す
べ
き
で
あ
り
、
改
革
の
過
程
の
中
で
以
下
の
よ
う
な
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
効
率

を
高
め
る
と
い
う
名
目
で
任
意
的
に
手
続
き
を
短
縮
し
、
或
い
は
正
当
な
手
続
き
を
非
正
当
な
手
続
き
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、

簡
易
手
続
き
を
適
用
し
て
審
理
す
る
事
件
に
関
し
て
は
関
連
の
手
続
き
を
短
縮
す
る
こ
と
は
当
事
者
の
訴
訟
権
利
が
有
効
に
行
使
で
き
る
と

い
う
保
障
の
上
で
打
ち
建
て
る
べ
き
で
あ
り
、
当
事
者
の
訴
訟
法
上
の
権
利
に
対
す
る
保
護
を
考
慮
に
せ
ず
、
効
率
を
高
め
る
名
目
で
任
意

的
に
事
件
審
理
の
手
続
き
を
短
縮
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
人
民
法
院
が
事
件
に
対
し
て
即
時
に
審
理
で
き
る
と
い
う
名
義
で

被
告
に
弁
論
及
び
代
理
人
へ
の
委
任
の
準
備
時
間
を
与
え
な
い
の
は
、
事
実
上
、
当
事
者
の
合
法
的
権
益
に
大
き
な
損
害
を
与
え
た
。
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

点
に
つ
い
て
最
近
、
最
高
人
民
法
院
が
提
出
し
た
”
科
学
的
事
件
審
理
プ
ロ
セ
ス
管
理
制
度
を
構
築
す
る
”
構
想
と
北
京
市
海
馬
四
人
民
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

院
が
民
事
裁
判
方
式
改
革
の
中
で
試
み
た
普
通
手
続
き
と
簡
易
手
続
き
と
の
分
離
と
い
う
や
り
方
は
、
よ
い
構
想
と
有
益
な
試
み
で
あ
ろ
う
。

　
民
事
裁
判
権
の
強
制
力
は
、
民
事
裁
判
権
の
第
六
の
基
本
的
特
徴
で
あ
る
。
民
事
裁
判
権
の
強
制
力
を
強
調
す
る
こ
と
は
現
行
の
裁
判
制

度
を
改
革
す
べ
き
か
ど
う
か
、
ま
た
、
改
革
の
中
で
こ
れ
ま
で
に
採
用
し
た
幾
つ
か
の
改
革
措
置
が
民
事
裁
判
原
理
に
合
致
す
る
か
を
認
識

す
る
事
に
と
っ
て
十
分
に
有
益
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
現
行
の
民
事
裁
判
制
度
の
中
で
、
人
民
法
院
の
調
停
制
度
は
、
立
法
上
で
重
要
な
位
置

を
占
め
、
裁
判
実
務
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
裁
判
制
度
で
あ
る
。
民
事
裁
判
方
式
改
革
の
議
論
の
中
で
民
事
訴
訟
法
に
お

け
る
こ
の
調
停
制
度
を
改
正
、
ひ
い
て
は
廃
止
す
べ
き
か
に
関
し
て
、
学
者
達
は
多
く
の
見
解
を
発
表
し
、
最
近
こ
の
制
度
の
廃
止
を
提
案

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　

す
る
学
説
が
、
注
目
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
学
者
達
は
主
に
裁
判
方
式
及
び
裁
判
の
正
当
性
原
理
か
ら
こ
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
た
の

で
あ
り
、
そ
の
学
説
も
と
て
も
説
得
力
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。
筆
者
も
彼
ら
の
観
点
に
賛
同
し
、
さ
ら
に
一
方
進
ん
で
以
下
の
よ
う
に
考
え
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る
。
つ
ま
り
、
人
民
法
院
の
調
停
と
人
民
法
院
に
よ
る
民
事
裁
判
権
の
行
使
と
は
、
民
事
裁
判
権
行
使
の
強
制
力
と
い
う
特
徴
か
ら
見
る
と

両
者
は
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
当
事
者
の
自
由
意
思
を
前
提
条
件
と
し
て
は
じ
め
て
行
わ
れ
る
人
民
法
院
の
調
停
活
動
は
、
民
事
裁
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
　

過
程
の
中
で
人
民
法
院
が
民
事
裁
判
権
を
行
使
す
る
形
で
完
成
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
明
ら
か
に
矛
盾
で
あ
ろ
う
。
法
廷
の
外
で
成
立
し

た
“
経
済
紛
争
調
停
セ
ン
タ
ー
”
に
よ
り
受
理
さ
れ
た
事
件
は
、
民
事
訴
訟
手
続
き
に
基
づ
い
て
審
理
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
厳
格
的
に
言

え
ば
、
民
事
裁
判
活
動
に
属
す
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
務
上
、
当
該
機
構
が
人
民
法
院
よ
り
設
立
さ
れ
る
た
め
、
そ
の
職

員
の
大
半
も
人
民
法
院
の
裁
判
官
で
あ
り
、
解
決
す
る
の
も
当
事
者
の
民
事
紛
争
と
経
済
紛
争
で
あ
る
。
そ
の
ゆ
え
に
“
経
済
紛
争
調
停
セ

ン
タ
ー
”
で
展
開
さ
れ
た
活
動
は
人
民
法
院
の
裁
判
活
動
と
見
な
さ
れ
、
そ
の
活
動
の
”
実
績
”
も
人
民
法
院
が
民
事
裁
判
方
式
改
革
の
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

果
と
し
て
見
な
さ
れ
て
い
る
。
実
際
に
経
済
紛
争
調
停
セ
ン
タ
ー
の
取
得
し
た
業
績
は
、
民
事
裁
判
権
の
強
制
性
に
依
存
し
て
、
非
裁
判
の

形
式
に
裁
判
の
実
質
を
持
た
せ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
民
事
裁
判
の
厳
粛
性
に
対
す
る
破
壊
力
は
、
い
う
ま
で
も
無
く
そ
の
短
命
な

歴
史
も
、
人
々
に
、
裁
判
の
法
則
に
合
わ
な
い
制
度
は
生
命
力
の
な
い
も
の
だ
と
提
示
し
て
い
る
。

　
民
事
裁
判
権
の
対
象
は
、
民
事
事
件
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
民
事
裁
判
権
の
第
七
の
特
徴
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
民
事
裁
判
方
式
の
改
革
は
民

事
訴
訟
の
第
二
審
手
続
き
、
再
審
手
続
き
に
つ
い
て
も
改
革
し
、
現
行
の
関
連
制
度
に
焦
点
を
当
て
て
改
革
を
行
う
べ
き
と
考
え
る
。
例
え

ば
、
も
う
一
歩
進
ん
で
第
二
審
の
審
理
範
囲
を
明
確
に
し
、
再
審
請
求
の
条
件
を
厳
格
に
し
、
当
事
者
に
よ
る
再
審
申
し
立
て
の
事
由
を
原

審
の
人
民
法
院
が
事
件
の
審
理
に
つ
い
て
手
続
き
上
の
ミ
ス
が
存
在
し
た
場
合
の
み
に
限
定
す
べ
き
で
あ
る
。
他
方
で
、
我
々
は
、
民
事
裁

判
、
刑
事
裁
判
及
び
行
政
裁
判
が
と
も
に
人
民
法
院
の
裁
判
活
動
で
あ
る
た
め
、
誤
っ
て
刑
事
裁
判
や
行
政
裁
判
に
お
け
る
関
連
制
度
を
民

事
裁
判
方
式
改
革
の
中
で
借
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
は
い
け
な
い
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
あ
る
人
民
法
院
は
、
刑
事
訴
訟
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

予
審
の
概
念
を
借
用
し
て
、
民
事
裁
判
の
正
当
な
手
続
き
の
外
に
“
民
事
予
審
”
手
続
き
を
設
立
し
た
。
民
事
裁
判
権
の
対
象
は
民
事
紛
争

で
あ
る
。
こ
れ
は
民
事
裁
判
権
が
民
事
紛
争
の
解
決
と
い
う
問
題
に
お
い
て
そ
の
効
能
上
、
仲
裁
権
及
び
民
間
調
停
権
と
同
様
で
あ
る
こ
と

を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
民
事
裁
判
方
式
改
革
の
中
で
い
か
に
上
述
の
三
者
の
関
係
を
よ
く
調
和
す
る
か
に
つ
い
て
考
慮
す
べ
き
で
あ
り
、
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い
か
に
民
事
裁
判
権
の
作
用
を
十
分
に
果
た
す
と
同
時
に
仲
裁
権
、
民
間
調
停
権
の
作
用
を
も
十
分
に
発
揮
す
る
か
に
つ
い
て
も
考
え
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。

　
民
事
紛
争
を
解
決
す
る
民
事
裁
判
権
の
終
局
性
は
、
民
事
裁
判
権
の
第
八
の
特
徴
で
あ
る
。
こ
の
特
徴
は
、
民
事
紛
争
に
関
し
て
人
民
法

院
に
よ
る
民
事
裁
判
権
の
行
使
で
解
決
さ
れ
た
後
、
い
か
な
る
機
関
と
個
人
に
も
こ
の
民
事
紛
争
に
対
し
て
そ
の
他
の
方
式
で
解
決
す
る
権

限
が
無
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
民
事
裁
判
方
式
の
改
革
は
、
関
連
の
民
事
裁
判
手
続
き
を
改
革
す
る
中
で
民
事
裁
判
権
の
こ
の
特
徴
を
考
慮

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
も
う
一
歩
進
ん
で
再
審
の
条
件
を
厳
格
に
し
、
強
制
的
に
再
審
申
立
て
の
期
限
を
規
制
し
、
再
審
手
続
き
の

適
用
は
一
回
限
り
と
限
定
す
る
等
で
あ
る
。
民
事
裁
判
権
の
民
事
紛
争
を
解
決
す
る
終
局
性
を
強
調
す
る
こ
と
は
、
民
事
裁
判
の
結
果
が
法

的
真
実
で
は
な
く
客
観
的
真
実
を
追
求
す
べ
き
で
あ
る
と
言
う
我
々
の
伝
統
的
観
念
を
変
え
る
こ
と
に
と
っ
て
も
、
重
要
な
意
味
が
あ
る
だ

ろ
う
。

お
　
わ
　
り
　
に

民事裁判権と民事裁判方式の改革（播）

　
以
上
の
こ
と
を
総
括
す
る
と
、
筆
者
は
、
民
事
裁
判
権
の
幾
つ
か
の
基
本
的
特
徴
か
ら
我
が
国
で
行
わ
れ
て
い
る
民
事
裁
判
方
式
の
改
革

の
関
連
問
題
に
つ
い
て
初
歩
的
分
析
を
し
、
関
連
の
諸
問
題
に
対
す
る
私
見
を
提
出
し
た
。
民
事
裁
判
方
式
改
革
の
中
で
存
在
す
る
問
題
に

つ
い
て
民
事
裁
判
権
の
角
度
だ
け
で
検
討
す
る
事
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
不
充
分
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
視
点
は
、
確
か
に
非
常

に
重
要
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
ば
、
そ
れ
は
民
事
裁
判
に
お
け
る
最
も
核
心
で
か
つ
基
本
的
問
題
に
つ
い
て
の
議
論
を
通
じ
て
人
々
が
民
事

裁
判
方
式
改
革
に
お
け
る
各
方
面
の
問
題
に
関
し
て
聖
な
る
検
討
を
啓
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
も
筆
者
が
本
稿
を
書
く

出
発
点
と
そ
の
帰
結
で
あ
る
。
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露語

（
1
）
　
景
漢
朝
『
審
判
方
式
改
革
実
論
』
、
人
民
法
院
出
版
社
、
一
九
九
七
年
、
三
頁
。

（
2
）
　
趙
畑
「
当
今
両
大
訴
訟
結
構
重
訳
質
及
価
値
」
『
外
国
法
学
研
究
』
一
九
九
三
年
第
二
期
、
張
型
平
「
当
事
者
主
義
及
職
権
主
義
」
『
外
国
法
学
研

究
』
一
九
九
三
年
第
一
期
、
田
平
安
「
我
国
民
事
訴
訟
模
式
構
築
初
探
」
『
中
外
法
学
』
一
九
九
四
年
第
五
期
、
蘇
力
「
関
与
対
抗
制
的
几
点
法
理
学
和

法
社
会
学
思
考
」
『
法
学
研
究
』
一
九
九
五
年
第
四
期
。

（
3
）
　
前
掲
注
（
1
）
＝
七
頁
。

（
4
）
　
劉
家
興
『
民
事
訴
訟
法
学
教
程
』
北
大
出
版
社
、
一
九
九
四
年
、
八
七
頁
。

（
5
）
　
謝
輝
『
価
値
重
三
与
規
範
選
択
』
山
東
人
民
出
版
社
、
一
九
九
八
年
、
二
頁
。

（
6
）
　
日
本
の
最
高
裁
判
所
が
一
九
九
九
年
一
一
月
に
提
出
し
た
報
告
書
日
二
十
一
世
紀
司
法
制
度
に
対
す
る
思
考
－
司
法
制
度
改
革
に
関
す
る
最
高
裁
判

所
の
基
本
的
視
点
を
参
照
。

141312学9聖£旦エ
　　　　　　　　』

王
利
明
『
司
法
改
革
研
究
』
法
律
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
三
三
一
頁
。

前
掲
注
（
1
）
。

『
人
民
法
院
五
年
改
革
綱
要
』
第
八
条
。

「
改
革
民
事
審
判
方
式
新
挙
措
」
『
人
民
司
法
』
一
九
九
三
年
第
三
期
。

由
宇
『
中
国
民
事
訴
訟
法
専
論
』
第
九
章
、
中
国
政
法
大
学
出
版
社
、
一
九
九
八
年
、
王
即
興

一
九
九
四
年
第
一
期
。

通
説
に
よ
れ
ば
人
民
法
院
が
調
停
を
行
う
こ
と
は
、
人
民
法
院
に
よ
る
裁
判
権
の
行
使
で
あ
る
。

前
掲
注
（
7
）
。

前
掲
注
（
7
）
。

「
論
民
事
、
経
済
審
判
方
式
改
革
」
『
中
国
社
会
科

前
掲
注
（
1
）
二
〇
二
～
二
〇
三
頁
。
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【
付
記
】

　
本
稿
は
玉
釧
鋒
氏
（
北
京
大
学
法
学
院
助
教
授
）
が
九
州
大
学
法
政
学
会
主
催
に
よ
り
二
〇
〇
〇
年
七
月
一
七
日
に
九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
大
会

議
室
で
行
っ
た
講
演
の
翻
訳
で
あ
る
。
む
お
、
本
稿
の
翻
訳
に
際
し
て
民
事
訴
訟
法
の
専
門
用
語
の
日
本
語
訳
な
ど
に
つ
い
て
九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究

院
の
川
嶋
四
郎
教
授
か
ら
多
大
な
御
協
力
及
び
貴
重
な
御
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
心
よ
り
御
礼
を
申
し
上
げ
る
。


