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第
一
章

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

当
事
者
照
会
の

改
革
に
焦
点
を
当
て
て
｜

第
一
節

当
事
者
主
義
的
訴
訟
運
営
へ
の
移
行
の
必
要
性
｜

争
点
整
理
手
続
に
焦
点
を
当
て
て
｜

第
四
款

訴
訟
資
料
提
出
過
程
に
お
け
る
裁
判
所
の
管
理
的
権
限
と
当
事
者
自
立
支
援
的
権
限

前
款
で
は
、
当
事
者
主
義
的
争
点
整
理
手
続
に
お
け
る
当
事
者
サ
イ
ド
、
裁
判
所
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
・
権
限
・
責
任
の
検
討
に
当
た
っ

て
、
三
木
浩
一
教
授
に
よ
る
モ
デ
ル
分
析
の
枠
組
み
に
基
本
的
に
は
依
拠
し
つ
つ
も
、
特
に
裁
判
所
の
権
限
に
つ
き
、
高
度
の
管
理
的
権

限
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
高
度
の
当
事
者
自
立
支
援
的
権
限
で
あ
る
と
も
捉
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
問
題
提
起
を
行
っ
た
。
そ
こ

で
は
筆
者
は
、
当
事
者
照
会
制
度
を
は
じ
め
と
す
る
証
拠
・
情
報
の
収
集
手
続
を
実
効
化
す
る
た
め
に
裁
判
所
の
制
裁
権
限
を
強
化
す
る

こ
と
が
、
広
い
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
当
事
者
サ
イ
ド
の
自
立
的
な
弁
論
権
行
使
の
支
援
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
と
の
考
え
を
提
示
し
、

こ
の
裁
判
所
の
権
限
を
高
度
の
当
事
者
自
立
支
援
的
権
限
で
あ
る
と
捉
え
得
る
旨
を
論
じ
て
い
た
。

こ
こ
で
、
裁
判
所
の
管
理
的
権
限
と
当
事
者
自
立
支
援
的
権
限
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
の
か
と
い
う
点
が
問
題
に
な
る
と
考

え
ら
れ
る
。
裁
判
所
の
管
理
的
権
限
と
い
っ
て
も
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
多
様
な
も
の
が
あ
り
得
る
と
こ
ろ
、
争
点
整
理
手

続
に
お
け
る
管
理
的
権
限
の
例
と
し
て
は
、
争
点
整
理
の
実
効
化
の
た
め
に
時
機
に
後
れ
た
攻
撃
防
御
方
法
の
却
下
（
法
一
五
七
条
）
を

論 説

む
す
び
に
か
え
て

第
三
章

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

手
段

北研46(2・ )144 378



強
化
す
る
こ
と
の
よ
う
に
、
当
事
者
自
立
支
援
的
権
限
と
両
立
す
る
も
の
も
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
第
一
款
・
第
三
款
で
紹
介
し
、
本
稿
で
も
多
く
を
依
拠
し
て
い
る
、
山
本
和
彦
教
授
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
現
状
の

裁
判
所
主
導
型
争
点
整
理
手
続
の
姿
と
、
当
事
者
サ
イ
ド
が
裁
判
所
に
依
存
す
る
こ
と
な
く
進
め
ら
れ
る
当
事
者
主
義
的
争
点
整
理
手
続

の
イ
メ
ー
ジ
と
を
改
め
て
比
較
す
る
と
、
前
者
の
裁
判
所
主
導
型
争
点
整
理
手
続
に
お
い
て
は
、
当
事
者
サ
イ
ド
が
本
来
な
ら
ば
自
ら
の

責
任
・
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
で
な
す
べ
き
弁
論
権
行
使
を
十
分
に
行
わ
ず
、
他
方
で
、
裁
判
所
が
釈
明
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
不
足
し
て
い

る
と
思
わ
れ
る
事
実
主
張
・
証
拠
を
補
充
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
は
、
裁
判
所
が
釈
明
と
い
う
後
見
的
な
い
し
は

パ
タ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
管
理
的
権
限
を
行
使
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
後
者
の
当
事
者
主
義
的
争
点
整
理
手
続
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
が
異
な
る
法
律
構
成
や
そ
れ
に
基
づ
く
事
実
主
張
の

可
能
性
等
に
気
づ
い
て
い
る
場
合
に
そ
の
点
を
釈
明
す
る
こ
と
は
あ
り
得
る
も
の
の
、
そ
れ
以
上
の
釈
明
義
務
等
を
負
う
こ
と
は
基
本
的

に
な
く
な
る
。
そ
こ
で
は
、
当
事
者
サ
イ
ド
に
は
自
ら
の
責
任
・
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
よ
る
、
拡
充
さ
れ
た
証
拠
・
情
報
の
収
集
手
続
を

用
い
て
の
証
拠
・
情
報
の
入
手
、
お
よ
び
、
自
発
的
・
積
極
的
な
弁
論
権
行
使
が
求
め
ら
れ
、
こ
の
意
味
で
、
当
事
者
サ
イ
ド
の
高
度
の

自
治
的
権
限
が
認
め
ら
れ
る
。
他
方
で
、
裁
判
所
の
権
限
に
つ
い
て
見
る
と
、
一
方
で
、
当
事
者
サ
イ
ド
の
裁
判
所
へ
の
も
た
れ
か
か
り

を
防
ぎ
、
当
事
者
サ
イ
ド
が
自
ら
の
責
任
・
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
よ
り
主
体
的
に
事
実
主
張
・
証
拠
提
出
を
行
う
よ
う
に
す
る
た
め
に
、

釈
明
権
・
釈
明
義
務
に
つ
い
て
は
、
後
退
が
求
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
当
事
者
サ
イ
ド
が
主
体
性
を
発
揮
し
、
自
ら
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ

に
よ
り
、
自
ら
に
有
利
な
判
決
等
を
得
る
た
め
に
必
要
な
事
実
主
張
・
証
拠
提
出
を
行
え
る
よ
う
に
す
る
（
言
い
換
え
れ
ば
、
仮
に
当
事

者
の
側
か
ら
見
て
「
不
当
判
決
」
と
い
え
る
よ
う
な
結
果
に
至
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
当
該
当
事
者
の
自
己
責
任
を
問
い

得
る
条
件
を
整
え
る
）と
い
う
観
点
か
ら
見
る
と
、
裁
判
所
の
釈
明
権
限
を
後
退
さ
せ
る
こ
と
だ
け
で
は
適
切
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
当
事
者
サ
イ
ド
が
裁
判
所
の
釈
明
に
頼
ら
ず
と
も
、
必
要
な
事
実
主
張
・
証
拠
提
出
を
行
え
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
両
当
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事
者
サ
イ
ド
が
証
拠
・
情
報
の
収
集
手
続
に
よ
っ
て
事
件
に
関
す
る
必
要
な
訴
訟
資
料
を
入
手
・
共
有
し
、
必
要
な
事
実
主
張
・
証
拠
提

出
を
自
ら
の
責
任
・
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
よ
っ
て
行
う
機
会
が
保
障
さ
れ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
裁
判
所
の
制
裁
権

限
に
よ
る
証
拠
・
情
報
の
収
集
手
続
の
実
効
化
、
お
よ
び
、
そ
れ
を
通
じ
て
の
当
事
者
サ
イ
ド
の
自
立
的
な
弁
論
権
行
使
の
下
支
え
が
求

め
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
裁
判
所
主
導
型
争
点
整
理
手
続
と
当
事
者
主
義
的
争
点
整
理
手
続
と
を
比
較
す
る
と
、
後
者
に
お
い
て
は
、
釈
明
と
い

う
裁
判
所
の
管
理
的
権
限
の
後
退
と
、
証
拠
・
情
報
の
収
集
手
続
に
お
け
る
制
裁
権
限
と
い
う
裁
判
所
の
当
事
者
自
立
支
援
的
権
限
の
拡

充
と
い
う
現
象
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
得
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
筆
者
は
現
在
の
と
こ
ろ
、
民
事
訴
訟
に
よ
る
私
人

間
の
紛
争
処
理
に
お
け
る
裁
判
所
、
ひ
い
て
は
国
家
の
役
割
の
あ
る
べ
き
変
容
の
姿
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て

い
る
。
以
下
で
は
、
筆
者
の
能
力
の
点
か
ら
、
は
な
は
だ
未
熟
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
、
主
に
釈
明
の
思
想
的
・
理
念
的
背
景

に
関
す
る
従
来
の
議
論
を
概
観
し
、
考
察
を
加
え
た
う
え
で
、
釈
明
と
当
事
者
照
会
に
お
け
る
裁
判
所
の
制
裁
権
限
の
関
係
に
つ
い
て
の

若
干
の
試
論
を
提
示
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

わ
が
国
に
お
け
る
釈
明
の
思
想
的
・
理
念
的
背
景
を
考
察
す
る
に
際
し
て
は
、
と
り
わ
け
、
釈
明
権
行
使
・
釈
明
義
務
に
関
す
る
大
審

院
・
最
高
裁
の
判
例
の
変
遷
を
た
ど
る
こ
と
が
有
益
で
あ
る
と
考
え
ら

46
）

れ
る
。
戦
前
の
大
審
院
判
例
で
は
、
と
り
わ
け
昭
和
初
期
に
、
釈

明
義
務
違
反
を
理
由
に
下
級
審
判
決
を
破
棄
す
る
事
例
が
相
当
数
存
在
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
戦
後
の
最
高
裁
判
所
発
足
（
昭
和
二
二

年
）
後
昭
和
二
〇
年
代
末
期
頃
ま
で
は
、
最
高
裁
判
例
で
は
釈
明
の
不
行
使
を
理
由
と
す
る
破
棄
事
例
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、
む
し
ろ

釈
明
義
務
を
否
定
す
る
よ
う
な
態
度
を
示
す
判
例
も
見
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
昭
和
三
〇
年
前
後
か
ら
は
、
釈
明
義
務
の
不
存
在
を
明
言
す

る
最
高
裁
判
例
は
姿
を
消
し
、
か
え
っ
て
釈
明
権
不
行
使
を
理
由
と
す
る
破
棄
判
例
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
も
の
の
、
昭
和
四
〇
年
前

後
ま
で
は
、
こ
れ
ら
の
破
棄
判
例
で
問
題
と
さ
れ
た
の
は
、
ほ
と
ん
ど
が
当
事
者
の
申
立
て
・
主
張
等
の
不
明
瞭
を
正
す
消
極
的
釈
明
に
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と
ど
ま
る
。
そ
し
て
、
昭
和
四
〇
年
前
後
を
境
と
し
て
、
そ
れ
以
降
、
釈
明
義
務
の
違
反
を
明
言
す
る
破
棄
判
例
が
再
び
現
れ
、
か
つ
、

釈
明
の
内
容
に
関
し
て
も
、
そ
れ
ま
で
の
判
例
と
比
較
し
て
格
段
の
積
極
性
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
消
極
的
釈
明
に
と
ど
ま
ら
ず
、

当
事
者
が
適
切
な
申
立
て
・
主
張
等
を
し
な
い
場
合
に
裁
判
所
が
積
極
的
に
そ
れ
を
示
唆
・
指
摘
す
る
積
極
的
釈
明
に
つ
い
て
も
、
そ
の

適
法
た
る
こ
と
を
判
示
し
、
あ
る
い
は
こ
れ
に
つ
い
て
の
釈
明
権
不
行
使
の
違
法
（
釈
明
義
務
違
反
）
を
認
め
る
判
例
も
少
な
か
ら
ず
見

ら
れ
る
よ
う
に
な

47
）

っ
た
。
こ
の
昭
和
四
〇
年
前
後
以
降
の
流
れ
が
、
基
本
的
に
現
在
ま
で
続
く
最
高
裁
判
例
の
流
れ
で
あ
る
と
い
っ
て
よ

い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら

48
）

れ
る
。

大
審
院
時
代
か
ら
現
在
の
最
高
裁
に
至
る
こ
の
よ
う
な
釈
明
権
行
使
・
釈
明
義
務
に
関
す
る
判
例
の
変
遷
が
思
想
的
に
意
味
す
る
も
の

に
つ
い
て
の
指
摘
と
し
て
、
ま
ず
、
小
島
武
司
教
授
の
見
解
が
挙
げ
ら

49
）

れ
る
。
小
島
教
授
の
見
解
を
筆
者
な
り
に
整
理
す
る
と
、
ま
ず
、

①
大
審
院
時
代
の
積
極
的
釈
明
の
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
は
、
職
権
証
拠
調
べ
（
昭
和
二
三
年
改
正
前
の
旧
法
二
六
一
条
）
や
裁
判
官
尋
問
の
原

則
（
昭
和
二
三
年
改
正
前
の
旧
法
二
九
九
条
）
と
い
っ
た
濃
厚
な
職
権
主
義
的
制
度
を
基
盤
と
し
て
、
当
時
の
権
威
主
義
的
社
会
思
潮
の

影
響
を
受
け
て
定
着
し
た
「
職
権
主
義
的
積
極
釈
明
モ
デ
ル
」
と
解
さ

50
）

れ
る
。
次
に
、
②
戦
後
の
最
高
裁
発
足
後
昭
和
二
〇
年
代
末
期
頃

ま
で
の
釈
明
に
対
す
る
消
極
的
態
度
は
、
職
権
証
拠
調
べ
の
規
定
の
削
除
、
交
互
尋
問
制
の
採
用
（
旧
法
二
九
四
条
、
現
行
法
二
〇
二
条

一
項
、
現
行
規
則
一
一
三
条
・
一
一
五
条
）
と
い
っ
た
英
米
法
系
の
制
度
の
導
入
に
伴
う
、
当
事
者
主
義
の
図
式
的
理
解
、
お
よ
び
そ
の

強
調
の
反
映
で

51
）

あ
り
、「
古
典
弁
論
主
義
的
消
極
釈
明
モ
デ
ル
」と
解
さ
れ
る
。
最
後
に
、
③
昭
和
四
〇
年
前
後
以
降
現
在
に
至
る
最
高
裁

の
積
極
的
釈
明
の
ポ
リ
シ
ー
は
、
当
事
者
主
義
を
制
度
基
盤
と
し
な
が
ら
、
当
事
者
間
に
真
の
対
等
性
を
回
復
し
よ
う
と
す
る
理
念
や
活

力
あ
る
対
論
こ
そ
適
正
な
手
続
の
中
核
的
要
素
で
あ
る
と
す
る
手
続
保
障
の
理
念
と
根
底
で
つ
な
が
っ
て
い
る
、「
手
続
保
障
志
向
積
極
釈

明
モ
デ
ル
」
と
解
さ
れ
る
が
、
こ
の
モ
デ
ル
は
、
実
質
的
手
続
保
障
を
指
導
理
念
と
し
て
裁
判
官
と
両
当
事
者
と
の
間
の
活
発
な
情
報
伝

達
に
よ
っ
て
法
的
討
論
の
実
を
挙
げ
よ
う
と
す
る
ね
ら
い
を
内
に
秘
め
た
も
の
で
あ
り
、
民
事
訴
訟
の
理
念
に
根
ざ
す
も
の
で
あ
る
と
述

北研46(2・ )147 381

当事者主義的民事訴訟運営と制裁型スキームに関する一考察 ㈡



べ
ら
れ
て
い
る
。

次
に
、
前
記
の
小
島
教
授
の
見
解
を
意
識
し
つ
つ
、
裁
判
所（
裁
判
官
）、
ひ
い
て
は
国
家
の
役
割
を
前
面
に
押
し
出
し
た
形
で
、
釈
明

制
度
の
思
想
的
背
景
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
山
本
和
彦
教
授
の
見
解
が

52
）

あ
る
。
山
本
和
彦
教
授
の
見
解
を
筆
者
な
り
に
整
理
す
る
と
、

釈
明
制
度
の
思
想
的
背
景
と
し
て
、
ま
ず
、
⑴
国
家
の
公
益
を
強
調
し
、
民
事
訴
訟
の
目
的
も
法
秩
序
の
維
持
に
あ
る
と
の
理
解
を
前
提

に
、
裁
判
官
に
積
極
的
介
入
を
求
め
る
、
一
種
の
全
体
国
家
的
な
理
念
が
考
え
ら
れ
、
こ
の
よ
う
な
思
想
は
、
戦
前
（
昭
和
初
期
）
の
大

審
院
判
例
の
釈
明
強
化
に
見
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら

53
）

れ
る
。
次
に
、
⑵
国
民
の
幸
福
・
保
護
と
い
う
観
点
を
強
調
し
、
国
家

が
そ
の
た
め
に
積
極
的
に
介
入
す
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
、
一
種
の
福
祉
国
家
・
社
会
国
家
的
な
理
念
が
考
え
ら
れ
、
こ
の
よ
う
な
思
想

は
、
ワ
イ
マ
ー
ル
期
ド
イ
ツ
に
お
け
る
釈
明
強
化
等
に
見
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら

54
）

れ
る
。
最
後
に
、
⑶
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を

排
し
た
国
民
の
自
律
を
基
礎
と
す
る
理
念
を
背
景
に
し
な
が
ら
、
そ
の
自
律
性
を
確
保
す
る
た
め
の
最
小
限
度
の
措
置
を
図
る
役
割
を
国

家
に
認
め
、
国
民
が
情
報
に
基
づ
く
決
断
（inform

ed decision

）
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
イ
ン
フ
ラ
を
国
家
が
整
備
す
る
責
任
が
あ
る

と
す
る
、
自
由
主
義
的
な
理
念
が
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
一
九
七
〇
年
代
の
ド
イ
ツ
や
、
昭
和
四
〇
年
前
後
以
降
現
在
に
至
る
日
本
の
最

高
裁
の
釈
明
に
対
す
る
積
極
的
な
考
え
方
が
、
前
記
の
⑵
・
⑶
の
い
ず
れ
の
潮
流
に
属
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で

あ
る
と
述
べ
ら
れ
て

55
）

い
る
。
そ
の
う
え
で
山
本
和
彦
教
授
は
、
将
来
の
釈
明
制
度
の
向
か
う
べ
き
方
向
と
し
て
、
⑴
の
方
向
が
相
当
で
な

い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
し
て
も
、
⑵
の
方
向
を
ど
の
程
度
重
視
す
る
か
は
一
つ
の
問
題
で
あ
り
、
近
時
の
世
界
的
潮
流
が
国
の
役
割

を
で
き
る
だ
け
限
定
し
て
い
こ
う
と
す
る
方
向
に
向
か
っ
て
い
る
点
か
ら
す

56
）

れ
ば
、
こ
の
点
の
過
度
の
重
視
は
必
ず
し
も
相
当
で
な
い
と

も
考
え
ら
れ
、
将
来
的
に
は
⑶
の
方
向
が
中
心
と
な
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
の
認
識
を

57
）

示
す
。

と
こ
ろ
で
、
わ
が
国
の
民
事
訴
訟
法
の
母
法
国
で
あ
る
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
釈
明
制
度
に
相
当
す
る
制
度
は
、
二
〇
〇
二
年
改
正
後

の

58
）

Ｚ
Ｐ
Ｏ
で
は
、
一
三
九
条
で
実
体
的
訴
訟
指
揮
（m

aterielle P
rozessleitung

）
と
い
う
形
で
規
定
が
な
さ
れ
て

59
）

い
る
。
Ｚ
Ｐ
Ｏ
に
つ
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い
て
の
注
釈
書
・
体
系
書
の
中
か
ら
、
筆
者
の
能
力
上
は
な
は
だ
不
十
分
で
は
あ
る
が
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
三
九
条
の
背
後
に
あ
る
思
想
・
理
念

に
関
し
て
言
及
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
部
分
を
若
干
抽
出
し
て
み
る
と
、
ま
ず
、
こ
の
規
定
に
よ
る
指
摘
義
務
（H

inw
eispflicht

）
に
つ

き
、
そ
れ
が
社
会
的
法
治
国
家
（soziale R

echtsstaat

）
の
現
れ
で
あ
り
、
か
つ
、
訴
訟
資
料
の
完
全
化
の
た
め
の
最
も
重
要
な
訴
訟

指
揮
の
手
段
で
あ
る
旨
を
明
言
す
る
も
の
が

60
）

あ
る
。
次
に
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
三
九
条
の
釈
明
（A

ufk
larung

）
が
、
当
事
者
が
誤
解
や
過
失
に

よ
っ
て
、
そ
の
実
体
権
に
お
い
て
回
避
で
き
る
不
利
益
を
被
る
こ
と
を
防
ぐ
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
理
念
は
、
当
事
者
の
援
助
と
武
器

平
等
に
あ
る
旨
を
述
べ
る
も
の
が

61
）

あ
る
。
ま
た
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
三
九
条
に
よ
り
、
裁
判
官
は
、
事
案
解
明
の
際
に
も
、
さ
ら
に
は
法
的
な「
方

向
設
定
」
の
際
に
も
、
十
分
に
援
助
し
、
指
導
す
る
形
で
介
入
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
し
、
ま
た
、
介
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
を
述

べ
る

62
）

も
の
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
三
九
条
が
裁
判
所
に
、
公
平
な
、
自
由
意
志
に
基
づ
く
、
か
つ
、
で
き
る
だ
け
真
実
の
探
知
に
向
け
ら
れ
た
手
続

の
た
め
の
、
補
充
や
修
正
に
関
す
る
配
慮
義
務
と
共
同
責
任
を
負
わ
せ
、
こ
こ
で
正
当
に
理
解
さ
れ
た
裁
判
官
の
能
動
性
は
、
裁
判
官
の

援
助
の
提
供
の
要
請
の
み
に
よ
っ
て
弁
論
主
義
を
修
正
す
る
旨
を
述
べ
る

63
）

も
の
が
あ
る
。

こ
こ
ま
で
、
釈
明
の
思
想
的
・
理
念
的
背
景
に
関
し
て
見
て
き
た
が
、
現
在
の
わ
が
国
の
民
事
訴
訟
に
お
け
る
裁
判
所
の
釈
明
の
あ
り

方
は
、
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
と
関
連
し
て
、
現
在
の
わ
が
国
の
民
事
訴
訟
に
お
け
る
裁
判
官
の
役
割
に
つ

い
て
、
一
般
に
大
陸
法
系
の
訴
訟
手
続
の
下
で
は
、
裁
判
官
こ
そ
が
事
案
解
明
の
主
体
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
の
た
め
、
大
陸
法
系
の
裁
判

官
は
通
常
、
不
明
瞭
な
主
張
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
自
ら
積
極
的
に
当
事
者
に
釈
明
を
求
め
る
こ
と
や
、
事
案
の
解
明
に
不
可
欠
と
考

え
る
証
拠
の
提
出
を
当
事
者
に
促
す
こ
と
な
ど
を
さ
ほ
ど
躊
躇
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
純
粋
に
は
大
陸
法
系
の
手
続
と
は
い
え

な
い
民
事
訴
訟
手
続
を
も
つ
現
在
の
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
裁
判
官
・
弁
護
士
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
に
は
、
依
然
と
し
て
大
陸
法
系
の
色
彩

が
色
濃
く
残
っ
て
い

64
）

る
旨
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
に
加
え
て
、
わ
が
国
の
民
事
訴
訟
に
お
い
て
、
裁
判
官
が
パ
タ
ー
ナ
リ
ス

テ
ィ
ッ
ク
な
後
見
人
の
役
割
を
志
向
し
、
当
事
者
や
弁
護
士
は
、
そ
の
庇
護
を
当
然
の
こ
と
と
し
て
受
け
止
め
る
傾
向
が
あ

65
）

る
旨
も
指
摘
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さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
わ
が
国
の
民
訴
法
の
母
法
国
で
あ
り
、
法
律
上
明
文
で
裁
判
所
の
釈
明
の
義
務
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
ド
イ
ツ
に

お
い
て
、
釈
明
制
度
に
社
会
的
法
治
国
家
の
現
れ
を
見
出
し
た
り
、
釈
明
制
度
が
事
案
解
明
の
際
の
当
事
者
へ
の
援
助
・
介
入
の
た
め
の

も
の
で
あ
る
と
い
う
理
解
が
見
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
な
ど
も
、
前
に
見
て
き
た
通
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
現
在
の
わ
が

国
の
民
事
訴
訟
に
お
け
る
釈
明
の
あ
り
方
は
、
裁
判
所
が
事
案
解
明
の
た
め
に
積
極
的
に
当
事
者
サ
イ
ド
に
介
入
す
る
と
い
う
意
味
に
お

い
て
、
山
本
和
彦
教
授
が
論
じ
る
と
こ
ろ
の
、
国
家
の
積
極
的
介
入
の
必
要
性
を
強
調
す
る
福
祉
国
家
・
社
会
国
家
的
な
理
念
と
パ
ラ
レ

ル
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
第
一
款
で
も
見
て
き
た
よ
う
に
、
現
在
の
わ
が
国
の
争
点
整
理
手

続
の
現
状
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
裁
判
所
主
導
型
争
点
整
理
手
続
に
お
い
て
、
裁
判
所
が
積
極
的
、
あ
る
い
は
パ
タ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ

ク
に
釈
明
を
行
う
こ
と
の
反
面
と
し
て
、
当
事
者
サ
イ
ド
の
裁
判
所
へ
の
も
た
れ
か
か
り
が
生
じ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
当
事
者
へ
の
弁
論

権
の
保
障
と
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
と
こ
ろ
の
、
不
当
判
決
に
対
す
る
当
事
者
の
自
己
責
任
と
い
う
理
念
と
の
齟
齬
が
見
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
訴
訟
資
料
提
出
過
程
に
お
い
て
、
裁
判
所
・
国
家
の
当
事
者
へ
の
積
極
的
な

介
入
の
反
面
と
し
て
の
、
当
事
者
の
裁
判
所
・
国
家
へ
の
依
存
と
い
う
現
象
が
生
じ
て
い
る
と
評
価
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

る
。
し
た
が
っ
て
、
当
事
者
サ
イ
ド
の
自
立
的
な
弁
論
権
行
使
を
促
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
事
者
の
責
任
の
伴
っ
た
、
真
の
意
味
で
の
当

事
者
主
義
を
目
指
す
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
筆
者
は
、
当
事
者
へ
の
弁
論
権
保
障
と
い
う
観
点
か
ら
の
裁
判
所
の
釈
明
の
余
地
は
残
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
が
、
現
状
の
よ
う
な
後
見
的
な
、
あ
る
い
は
パ
タ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
意
味
で
の
釈
明
に
つ
い
て
は
、
当

事
者
主
義
的
訴
訟
運
営
の
た
め
の
様
々
な
基
盤
が
整
う
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
す
れ
ば
、
後
退
を
認
め
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え

る
。そ

れ
で
は
、
あ
る
べ
き
当
事
者
主
義
的
争
点
整
理
手
続
に
お
い
て
、
裁
判
所
の
釈
明
が
一
定
程
度
後
退
す
る
こ
と
を
認
め
る
と
し
て
、

そ
こ
で
の
釈
明
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
は
、
現
行
民
訴
法
に
お
け
る
裁
判
所
の
釈
明
権
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行
使
に
関
し
て
検
討
を
加
え
る
石
田
秀
博
教
授
の

66
）

見
解
が
、
こ
の
点
に
関
す
る
一
定
の
示
唆
を
与
え
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

石
田
教
授
は
、
裁
判
所
の
釈
明
権
行
使
を
、
裁
判
所
｜
当
事
者
間
、
お
よ
び
、
両
当
事
者
間
の
ベ
ク
ト
ル
に
着
目
し
て
分
類
し
、
ま
ず
、

前
者
の
裁
判
所
｜
当
事
者
間
の
縦
の
ベ
ク
ト
ル
を
中
心
に
指
向
す
る
釈
明
権
行
使
の
あ
り
方
を
、
当
事
者
の
従
前
の
申
立
て
・
主
張
な
ど

が
裁
判
官
か
ら
見
た
事
案
の
真
相
に
合
致
し
な
い
場
合
に
、
そ
れ
ら
を
裁
判
官
か
ら
見
た
適
切
な
申
立
て
・
主
張
・
立
証
に
変
換
す
る
「
変

換
機
能
」
で
あ
る
と

67
）

す
る
。
次
に
、
後
者
の
当
事
者
間
の
横
の
ベ
ク
ト
ル
に
一
定
程
度
配
慮
し
た
釈
明
権
行
使
の
あ
り
方
は
、
裁
判
官
と

当
事
者
間
、
お
よ
び
、
当
事
者
間
で
の
事
実
評
価
・
法
的
評
価
の
食
い
違
い
を
是
正
し
、
弁
論
・
対
論
を
活
性
化
す
る
前
提
を
作
り
出
す

「
意
思
疎
通
機
能
」で
あ
る
と
さ

68
）

れ
る
。
こ
の
意
思
疎
通
機
能
は
、
釈
明
が
あ
く
ま
で
も
裁
判
官
の
発
問
の
形
で
行
わ
れ
る
点
に
鑑
み
る
と
、

当
事
者
相
互
間
の
意
志
疎
通
を
直
接
に
目
指
す
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
こ
で
の
裁
判
官
の
役
割
は
、
当
事
者
間
の
弁
論
を
活
性
化
す
る
た

め
の
、
す
な
わ
ち
、
当
事
者
間
の
横
の
ベ
ク
ト
ル
間
で
の
や
り
と
り
の
た
め
の
触
媒
的
役
割
で
あ
る
と
い
え
る
と
さ

69
）

れ
る
。
な
お
、
こ
れ

ら
の
二
つ
の
機
能
の
前
提
と
し
て
、
当
事
者
の
申
立
て
・
事
実
主
張
・
立
証
が
多
義
的
で
あ
る
場
合
に
、
そ
の
行
為
に
よ
り
当
事
者
が
意

図
す
る
と
こ
ろ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
「
明
確
化
機
能
」
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
機
能
は
、
意
思
疎
通
の
前
提
と
し
て
当
事
者

の
意
思
・
意
図
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
尽
き
る
と
さ

70
）

れ
る
。

そ
し
て
、
石
田
教
授
は
前
記
の
釈
明
権
の
変
換
機
能
・
意
思
疎
通
機
能
を
論
じ
る
前
提
と
し
て
、
現
行
民
訴
法
に
お
い
て
訴
訟
の
迅
速

化
・
効
率
化
の
た
め
に
当
事
者
に
重
要
な
役
割
が
課
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
当
事
者
相
互
間
の
関
係
が
重
視
さ
れ
て
い
る

71
）

こ
と
を
主
な
理
由

と
し
て
、
裁
判
所
か
ら
当
事
者
へ
の
縦
ベ
ク
ト
ル
を
指
向
す
る
釈
明
権
行
使
の
あ
り
方
（
↓
変
換
機
能
）
の
み
な
ら
ず
、
裁
判
所
と
当
事

者
間
な
い
し
当
事
者
相
互
間
の
双
方
向
を
指
向
す
る
水
平
ベ
ク
ト
ル
と
し
て
の
釈
明
権
行
使
の
あ
り
方
（
↓
意
思
疎
通
機
能
）
が
重
視
さ

れ
る
べ
き
旨
を
論

72
）

じ
る
。
筆
者
は
、
当
事
者
の
主
体
的
な
弁
論
権
行
使
や
両
当
事
者
間
で
の
主
体
的
な
対
論
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
べ
き
当

事
者
主
義
的
争
点
整
理
手
続
の
た
め
に
は
、
石
田
教
授
の
論
じ
る
と
こ
ろ
の
意
思
疎
通
機
能
を
重
視
し
た
釈
明
に
関
し
て
は
、
そ
の
余
地
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は
認
め
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
石
田
教
授
も
論
じ
る
よ
う
に
、
釈
明
は
あ
く
ま
で
も
裁
判
官
の
発
問
の
形
で
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、

お
よ
び
、
両
当
事
者
サ
イ
ド
が
基
本
的
に
は
裁
判
所
に
依
存
せ
ず
、
自
発
的
・
主
導
的
に
争
点
整
理
に
取
り
組
む
と
い
う
当
事
者
主
義
的

争
点
整
理
手
続
の
あ
る
べ
き
姿
か
ら
考
え
る
と
、
両
当
事
者
サ
イ
ド
の
間
で
の
意
思
疎
通
の
た
め
に
は
、
釈
明
よ
り
も
む
し
ろ
、
両
当
事

者
間
で
の
直
接
の
情
報
等
の
や
り
取
り
に
よ
っ
て
訴
訟
関
係
等
を
明
確
化
す
る
こ
と
に
資
す
る
制
度
で
あ
る
当
事
者
照
会
の
役
割
が
重
視

さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
当
事
者
照
会
を
用
い
た
当
事
者
サ
イ
ド
の
自
立
的
な
情
報
等
の
収
集
・
交
換
、
争

点
整
理
を
下
支
え
す
る
も
の
と
し
て
、
当
事
者
照
会
に
お
け
る
裁
判
所
の
制
裁
権
限
を
考
え
て
い
く
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
と
筆

者
は
考
え
る
。
ま
た
、
裁
判
所
と
当
事
者
間
・
当
事
者
相
互
間
で
の
意
思
疎
通
機
能
に
資
す
る
釈
明
は
、
従
来
の
後
見
的
・
パ
タ
ー
ナ
リ

ス
テ
ィ
ッ
ク
な
釈
明
と
は
異
な
り
、
あ
く
ま
で
も
、
自
立
的
な
情
報
等
の
収
集
・
交
換
を
前
提
と
す
る
両
当
事
者
間
で
の
自
立
的
な
争
点

整
理
の
場
面
で
、
裁
判
所
が
別
の
法
律
上
・
事
実
上
の
観
点
を
両
当
事
者
に
示
唆
す
る
等
の
形
で
、
事
案
に
関
す
る
両
当
事
者
間
の
共
通

理
解
の
形
成
を
促
進
す
る
な
ど
し
て
、
両
当
事
者
の
争
点
整
理
の
た
め
の
活
動
を
支
援
す
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
あ
り
方
が
考
え
ら
れ
る

べ
き
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

注46
）

以
下
の
記
述
に
つ
い
て
は
、
中
野
貞
一
郎
「
弁
論
主
義
の
動
向
と
釈
明
権
」
同
『
過
失
の
推
認
』（
弘
文
堂
、
一
九
七
八
年
）
二
一
五
〜
二
二
〇
頁
（
初
出

一
九
七
二
年
）、
同
「
釈
明
権
」
小
山
昇＝

中
野
貞
一
郎＝

松
浦
馨＝

竹
下
守
夫
編
『
演
習
民
事
訴
訟
法
』（
青
林
書
院
、
一
九
八
七
年
）
三
九
〇
〜
三
九
二

頁
、
小
島
武
司
「
釈
明
権
行
使
の
基
準
」
新
堂
幸
司
編
著
『
特
別
講
義
民
事
訴
訟
法
』（
有
斐
閣
、
一
九
八
八
年
）
三
三
三
〜
三
三
四
頁
に
多
く
を
負
う
。

47
）

最
（
一
小
）
判
昭
和
四
五
年
六
月
一
一
日
（
民
集
二
四
巻
六
号
五
一
六
頁
）
は
、
原
審
裁
判
所
が
別
個
の
法
律
構
成
に
基
づ
く
新
た
な
請
求
原
因
を
具
体

的
に
示
唆
す
る
釈
明
を
行
っ
た
こ
と
の
是
非
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
で
、「
釈
明
の
制
度
は
、
弁
論
主
義
の
形
式
的
な
適
用
に
よ
る
不
合
理
を
修
正
し
、
訴
訟
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関
係
を
明
ら
か
に
し
、
で
き
る
だ
け
事
案
の
真
相
を
き
わ
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
事
者
間
に
お
け
る
紛
争
の
真
の
解
決
を
は
か
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設

け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
」
と
の
判
示
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
最
（
三
小
）
判
昭
和
四
四
年
六
月
二
四
日
（
民
集
二
三
巻
七
号
一
一
五
六
頁
）
は
、
原
審
裁

判
所
の
釈
明
権
不
行
使
を
理
由
と
す
る
破
棄
事
例
の
一
つ
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
、「
当
事
者
の
主
張
が
、
法
律
構
成
に
お
い
て
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
る
場
合

に
お
い
て
も
、
そ
の
主
張
事
実
を
合
理
的
に
解
釈
す
る
な
ら
ば
正
当
な
主
張
と
し
て
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
、
当
事
者
の
提
出
し
た
訴
訟
資
料
の
う
ち
に
も

こ
れ
を
裏
付
け
う
る
資
料
が
存
す
る
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
請
求
を
排
斥
す
る
こ
と
な
く
、
当
事
者
ま
た
は
そ
の
訴
訟
代
理
人
に
対
し
て
そ
の
主
張
の
趣
旨

を
釈
明
し
た
う
え
、
こ
れ
に
対
す
る
当
事
者
双
方
の
主
張
・
立
証
を
尽
く
さ
せ
、
も
っ
て
事
案
の
真
相
を
き
わ
め
、
当
事
者
の
真
の
紛
争
を
解
決
す
る
こ
と

が
公
正
を
旨
と
す
る
民
事
訴
訟
制
度
の
目
的
に
も
合
す
る
も
の
と
い
う
べ
」
き
旨
の
判
示
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
判
示
は
、
最
高
裁
の
釈
明
制
度
に

対
す
る
基
本
的
理
解
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
（
中
野
・
前
掲
注
（
46
）『
過
失
の
推
認
』
二
一
六
頁
、
同
・
前
掲
注
（
46
）

『
演
習
民
事
訴
訟
法
』
三
九
一
頁
、
三
九
五
頁
注
（
10
））。

48
）

戦
後
の
最
高
裁
発
足
以
降
近
年
に
至
る
ま
で
の
、
釈
明
権
行
使
に
関
す
る
最
高
裁
判
例
を
簡
潔
に
ま
と
め
た
も
の
と
し
て
、
八
木
一
洋
「
釈
明
権
の
行
使

に
関
す
る
最
高
裁
判
所
の
裁
判
例
に
つ
い
て
」
民
事
訴
訟
雑
誌
五
六
号
（
二
〇
一
〇
年
）
一
〇
九
〜
一
三
一
頁
。

49
）

小
島
・
前
掲
注
（
46
）
三
三
四
〜
三
三
五
頁
。

50
）

こ
の
点
に
つ
き
、
安
井
光
雄
「
釈
明
権
に
つ
い
て
（
一
）」
法
学
二
三
巻
三
号
（
一
九
五
九
年
）
一
二
頁
も
、
民
訴
法
の
大
正
改
正
に
よ
る
職
権
証
拠
調
べ

の
導
入
に
よ
り
弁
論
主
義
が
緩
ん
で
き
た
こ
と
、
個
人
よ
り
も
国
家
や
社
会
に
重
き
を
置
く
当
時
の
社
会
思
想
の
反
映
と
考
え
ら
れ
る
旨
を
論
じ
る
。

51
）

こ
の
点
に
つ
き
、
安
井
・
前
掲
注
（
50
）
二
三
頁
、
中
野
・
前
掲
注
（
46
）『
過
失
の
推
認
』
二
一
六
頁
、
同
・
前
掲
注
（
46
）『
演
習
民
事
訴
訟
法
』
三

九
〇
頁
。

52
）

山
本
和
彦
「
基
本
的
な
考
え
方
｜

研
究
者
の
視
点
｜

」
大
江
忠＝

加
藤
新
太
郎＝

山
本
和
彦
編
『
手
続
裁
量
と
そ
の
規
律
｜

理
論
と
実
務
の
架
橋
を

め
ざ
し
て
｜

』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
五
年
）
二
二
〜
二
四
頁
。

53
）

山
本
和
彦
・
前
掲
注
（
52
）
二
三
頁
注
（
11
）
は
、
小
島
教
授
の
見
解
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
職
権
主
義
的
積
極
釈
明
モ
デ
ル
」
を
、
こ
の
思
想
に
基
づ
く

も
の
と
し
て
い
る
。

54
）

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
山
本
弘＝

山
本
和
彦
・
前
掲
注
（
17
）
一
六
三
頁
﹇
山
本
和
彦
発
言
﹈
も
参
照
。

55
）

山
本
和
彦
・
前
掲
注
（
52
）
二
三
頁
注
（
12
）
は
、
小
島
教
授
が
日
本
の
最
高
裁
の
昭
和
四
〇
年
前
後
以
降
現
在
に
至
る
傾
向
を
「
手
続
保
障
志
向
積
極

釈
明
モ
デ
ル
」
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
を
指
し
て
、
前
記
の
⑶
の
思
想
に
た
つ
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
得
る
旨
を
論
じ
、
ま
た
、
二
〇
〇
二
年
の
ド
イ
ツ
の
Ｚ

Ｐ
Ｏ
改
正
に
お
け
る
釈
明
強
化
に
つ
い
て
も
、
⑶
の
思
想
で
説
明
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
と
の
認
識
を
示
し
て
い
る
。
他
方
で
、
山
本
弘＝

山
本
和
彦
・
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前
掲
注
（
17
）
一
六
三
頁
﹇
山
本
和
彦
発
言
﹈
は
、
一
九
七
〇
年
代
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
釈
明
強
化
の
方
向
に
つ
い
て
、
福
祉
国
家
の
議
論
が
背
景
に
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
の
認
識
を
示
す
。

56
）

大
江
忠
（
司
会
）＝

伊
藤
眞＝

加
藤
新
太
郎＝

田
中
成
明＝

山
本
和
彦
「（
座
談
会
）
民
事
訴
訟
審
理
に
お
け
る
裁
量
の
意
義
と
そ
の
規
律
」
大
江＝

加
藤

＝

山
本
和
彦
編
・
前
掲
注
（
52
）
三
五
七
頁
﹇
山
本
和
彦
発
言
﹈。

57
）

山
本
弘＝
山
本
和
彦
・
前
掲
注
（
17
）
一
六
四
頁
﹇
山
本
弘
発
言
﹈
も
、
こ
の
よ
う
な
趣
旨
で
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
考
え
る
。

58
）

二
〇
〇
一
年
に
成
立
し
、
二
〇
〇
二
年
よ
り
施
行
さ
れ
て
い
る
現
行
Ｚ
Ｐ
Ｏ
の
改
正
経
緯
・
概
要
に
関
す
る
邦
語
文
献
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
八
田
卓
也

「
二
〇
〇
一
年
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
改
正
に
つ
い
て
｜

概
要
の
紹
介
と
若
干
の
検
討
を
兼
ね
て
｜

」
法
政
研
究
七
〇
巻
三
号
（
二
〇
〇
三
年
）
一
五
一
〜
一

六
五
頁
、
ア
ス
ト
リ
ッ
ド
・
シ
ュ
タ
ッ
ト
ラ
ー
（
本
間
靖
規
訳
）「
現
代
民
事
訴
訟
に
お
け
る
裁
判
所
と
弁
護
士
の
役
割
分
担
｜

改
正
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法

を
例
と
し
て
｜

」
民
事
訴
訟
雑
誌
五
〇
号
（
二
〇
〇
四
年
）
一
五
七
〜
一
八
二
頁
、
勅
使
川
原
和
彦
『
民
事
訴
訟
法
理
論
と
「
時
間
」
的
価
値
』（
成
文
堂
、

二
〇
〇
九
年
）
三
九
〜
一
一
七
頁
等
。

59
）

現
行
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
三
九
条
の
翻
訳
を
示
す
と
、
次
の
通
り
で
あ
る（
訳
は
筆
者
の
作
成
に
よ
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
は
一
項
、
二
項
の
み
を
訳
出
し
、
三
項
〜
五

項
に
つ
い
て
は
割
愛
す
る
）。

一
項：

裁
判
所
は
必
要
な
限
り
、
事
実
上
・
法
律
上
の
観
点
か
ら
、
当
事
者
と
事
実
関
係
お
よ
び
訴
訟
関
係
を
討
論
し
、
問
い
を
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

裁
判
所
は
、
当
事
者
が
全
て
の
重
要
な
事
実
に
つ
い
て
適
時
に
、
か
つ
完
全
に
明
ら
か
に
し
、
特
に
、
主
張
さ
れ
た
事
実
に
関
す
る
不
十
分
な
陳
述
を

補
充
し
、
証
拠
方
法
を
提
示
し
、
適
切
な
申
立
て
を
な
す
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
項：

裁
判
所
は
、
単
に
附
帯
請
求
に
該
当
す
る
場
合
で
な
い
限
り
、
当
事
者
が
明
ら
か
に
見
落
と
し
て
い
た
、
ま
た
は
重
要
で
な
い
と
み
な
し
て
い
た
観
点

を
指
摘
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
る
機
会
を
与
え
て
い
た
場
合
に
の
み
、
そ
の
観
点
を
基
礎
と
し
て
裁
判
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
裁
判
所
が

両
当
事
者
と
異
な
る
評
価
を
し
た
観
点
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

60
）

R
o
sen
b
erg
/S
ch
w
a
b
/G
o
ttb
a
ld
,
Z
iv
ilp
ro
zessrech

t,
17.
A
u
fla
g
e
(2010),

77 R
n
.
16.

61
）

M
u
n
ch
K
o
m
m
/W
a
g
n
er,
Z
P
O
,
3.
A
u
fla
g
e
(2008),

139,
R
n
.
1.

ま
た
、S

tein
/Jo
n
a
s /L
eip
o
ld
,
Z
P
O
,
22 A

u
fla
g
e
(2004),

139,
R
n
.
3

も
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
三
九
条
に
よ
り
要
求
さ
れ
る
裁
判
所
の
能
動
性
が
当
事
者
へ
の
援
助
で
あ
り
、
当
事
者
の
主
張
の
不
足
を
是
正
す
る
こ
と
に
寄
与
し
得
る
旨

を
述
べ
る
。

62
）

B
a
u
m
b
a
ch
/L
a
u
terb
a
ch
/A
lb
ers /H

a
rtm
a
n
n
,
Z
P
O
,
68.
A
u
fla
g
e
(2010),

139,
R
n
.
14.

63
）

M
u
siela

k
/S
ta
d
ler,
Z
P
O
,
7.
A
u
fla
g
e
(2009),

139,
R
n
.
1.
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64
）

三
木
・
前
掲
注
（
２
）
一
〇
一
頁
。

65
）

三
木
・
前
掲
注
（
２
）
一
〇
二
頁
。

66
）

石
田
秀
博
「
新
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
釈
明
権
に
つ
い
て
」
民
事
訴
訟
雑
誌
四
六
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
二
三
五
頁
以
下
、
同
「
新
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る

釈
明
権
行
使
」
愛
媛
法
学
会
雑
誌
二
七
巻
一
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
一
一
三
頁
以
下
。

67
）

石
田
・
前
掲
注
（
66
）
民
事
訴
訟
雑
誌
四
六
号
二
三
六
頁
、
同
・
前
掲
注
（
66
）
愛
媛
法
学
会
雑
誌
二
七
巻
一
号
一
一
六
頁
。

68
）

石
田
・
前
掲
注
（
66
）
民
事
訴
訟
雑
誌
四
六
号
二
三
六
頁
、
同
・
前
掲
注
（
66
）
愛
媛
法
学
会
雑
誌
二
七
巻
一
号
一
一
六
〜
一
一
七
頁
。

69
）

石
田
・
前
掲
注
（
66
）
民
事
訴
訟
雑
誌
四
六
号
二
三
六
頁
、
同
・
前
掲
注
（
66
）
愛
媛
法
学
会
雑
誌
二
七
巻
一
号
一
一
七
頁
。

70
）

石
田
・
前
掲
注
（
66
）
愛
媛
法
学
会
雑
誌
二
七
巻
一
号
一
一
七
頁
。

71
）

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
竹
下
守
夫
「
新
民
事
訴
訟
法
制
定
の
意
義
と
将
来
の
課
題
」
竹
下
守
夫
編
集
代
表
『
講
座
新
民
事
訴
訟
法

』（
弘
文

堂
、
一
九
九
八
年
）
二
三
〜
二
五
頁
、
鈴
木
正
裕
「
新
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
裁
判
所
と
当
事
者
」
竹
下
編
集
代
表
・
前
掲
六
四
〜
六
六
頁
等
。

72
）

石
田
・
前
掲
注
（
66
）
民
事
訴
訟
雑
誌
四
六
号
二
三
五
頁
、
同
・
前
掲
注
（
66
）
愛
媛
法
学
会
雑
誌
二
七
巻
一
号
一
一
四
〜
一
一
五
頁
。

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

裁
手
続
に
関
す
る
基
礎
研
究
」
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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A Study for Realization of Adversary Procedure in Japanese
 

Civil Litigation and Introduction of Sanction Scheme as
 

a Basis for Adversary Process(2)
― A Suggestion from Comparing Party Inquiry

 
in Japanese Code of Civil Procedure with

 
Interrogatories in U.S.Federal Rules of Civil Procedure―

Hiroyuki SAKAI

 

In last twelve years,the civil procedures of the first instance in
 

Japanese district courts have been expedited.One of its’important causes
 

is the frequent use of Issue Management Procedures,which are generally
 

adopted in the present Japanese Code of Civil Procedure(enforced from
 

January 1.1998).However,some scholars of the law of civil procedure,

judges and practitioners argue that in Japanese civil procedure,judges act
 

vigorously to manage issues,but on the other hand,parties and its’attor-

neys do not present materials of facts and evidences of their cases that
 

support their allegations on their own initiative and depend on judges in
 

Issue Management Procedure.Then,there are some arguments that in
 

Japanese civil litigation,especially Issue Management Procedure,process
 

administration on parties’and their attorneys’initiative(adversary proc-

ess)should be realized and various bases for introduction of adversary
 

process in Japanese civil litigation should be equipped.

There are many supposed bases for introduction of adversary process
 

in Japanese civil litigation.I cannot treat all of them,but I will treat a
 

part of Evidence-Information Gathering Procedures as an important basis
 

for adversary process,Party Inquiry(“Toujisya-Shoukai”)in this article.

Party Inquiry in Japanese Code of Civil Procedure(Art.163),in which
 

parties may gain any information on their cases by sending written
 

inquiries to other parties,is one of the Evidence-Information Gathering
 

Procedures that expected to be used in Japanese adversarial civil litigation.

However,Party Inquiry is not used much,because this procedure has no
 

direct sanction schemes against parties and attorneys who refuse answers
 

to other parties’inquiry or send false or dishonest answers,so there are no
 

devices for this procedure to be effective.Japanese Party Inquiry is
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modeled after interrogatory in U.S.Federal Rules of Civil Procedure

(FRCP Rule 33),that is one of devices of discovery,but the former proce-

dure has no direct sanction scheme for effective disclosure of information
 

which the latter has(see FRCP Rule 37).

I think that realization of adversary procedure in Japanese civil litiga-

tion is favorable for theoretical and practical reasons.From this view,in
 

this article,I will argue an introduction of sanction scheme in Japanese
 

Party Inquiry,which is necessary basis to realize Japanese adversarial
 

litigation,and to gain suggestions for my argument,I will examine the
 

scheme of interrogatories in FRCP Rule 33 and sanction scheme for devices
 

of discovery including interrogatories in FRCP Rule 37.
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