
訴
訟
に
お
け
る
審
理
範
囲

１

特
許
審
決
取
消
訴
訟
の
審
理
範

囲
に
関
し
て
実
務
を
支
配
し
て
い
る
手

法
は
、
最
大
判
昭
五
一
・
三
・
一
〇
民

集
三
〇
巻
二
号
七
九
頁
に
よ
る
も
の
で

あ
る
。
本
稿
の
関
係
で
大
法
廷
判
決
の

判
例
理
論
を
ご
く
単
純
に
ま
と
め
る

と
、
①
無
効
審
判
に
お
け
る
無
効
原
因

は
、
具
体
的
に
特
定
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
を
要
し
、
発
明
の
新
規
性
に
関

特
許
審
決
取
消
訴
訟
の
審
理
充
実
化

｜
｜
近
時
の
裁
判
例
か
ら
の
視
点

東
京
高
等
裁
判
所
判
事

塩
月
秀
平

知
的
財
産
高
等
裁
判
所
設
置
法
案
が
成
立
に
向
か
っ
て
い
る
。
現
在
の
東
京
高
裁

知
的
財
産
権
部
門
を
継
承
し
て
、
審
理
体
制
の
充
実
が
さ
ら
に
図
ら
れ
、
医
療
行
為

に
お
け
る
特
許
要
件
の
問
題
（
人
間
を
診
断
す
る
方
法
の
発
明
で
あ
る
と
し
て
、
特
許
法

二
九
条
一
項
柱
書
き
の
特
許
要
件
を
満
た
さ
な
い
と
し
た
審
決
を
支
持
し
た
東
京
高
判
平

14
・
４
・
11
（
判
時
一
八
二
八
号
九
九
頁
）
参
照
）
な
ど
、
特
許
実
体
法
に
関
す
る
判
断

事
例
が
さ
ら
に
積
み
重
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
反
面
、
そ
の
前
提
と
し

て
、
現
在
の
東
京
高
裁
知
的
財
産
権
部
門
に
お
け
る
、
そ
し
て
知
的
財
産
高
等
裁
判

所
に
お
け
る
主
要
な
訴
訟
形
態
で
あ
る
特
許
審
決
取
消
訴
訟
の
審
理
内
容
面
で
も
、

整
理
さ
れ
る
べ
き
課
題
は
多
い
。
特
許
要
件
の
有
無
を
審
理
す
る
特
許
庁
審
判
部
と

審
決
取
消
訴
訟
を
扱
う
東
京
高
裁
知
的
財
産
権
部
門
と
の
役
割
分
担
、
あ
る
い
は
、

権
利
濫
用
の
抗
弁
に
お
い
て
特
許
の
無
効
判
断
が
可
能
と
な
っ
た
特
許
権
の
侵
害
訴

訟
と
審
決
取
消
訴
訟
と
の
役
割
分
担
の
あ
り
方
な
ど
に
つ
い
て
、
現
に
議
論
が
始
ま

っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

私
は
、「
第
二
次
審
決
取
消
訴
訟
か
ら
み
た
第
一
次
審
決
取
消
判
決
の
拘
束
力
」
永

井
紀
昭
ほ
か
編
・
秋
吉
稔
弘
先
生
喜
寿
記
念
論
文
集
『
知
的
財
産
権
｜
そ
の
形
成
と

保
護
｜
』（
新
日
本
法
規
、
二
〇
〇
二
）
一
〇
三
頁
に
お
い
て
、
審
決
取
消
訴
訟
で
さ

れ
た
審
決
取
消
判
決
の
拘
束
力
が
及
ぶ
範
囲
に
つ
い
て
の
事
例
分
析
を
し
、
ま
た
、

「
審
理
の
範
囲
」
竹
田
稔
ほ
か
編
『
特
許
審
決
取
消
訴
訟
の
実
務
と
法
理
』（
発
明
協

会
、
二
〇
〇
三
）
一
二
四
頁
で
、
審
決
取
消
訴
訟
の
審
理
範
囲
に
つ
い
て
の
若
干
の
分

析
と
実
務
の
指
針
を
示
し
た
が
、
そ
の
後
、
特
許
法
一
六
七
条
の
適
用
に
関
す
る
事
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例
を
含
め
、
関
連
す
る
興
味
深
い
裁
判
例
が
出
て
き
て
い
る
。

本
稿
は
、
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
追
加
的
な
メ
モ
分
析
で
あ
る
。
私
は
、
今
般
の
民

訴
法
改
正
に
伴
う
専
門
委
員
か
ら
の
専
門
的
知
見
の
聴
取
、
予
定
さ
れ
る
裁
判
所
法

改
正
に
よ
る
調
査
官
制
度
の
充
実
、
さ
ら
に
は
今
般
の
民
訴
法
改
正
に
よ
る
特
許
権

侵
害
事
件
控
訴
審
の
東
京
高
裁
へ
の
専
属
管
轄
化
な
ど
に
よ
り
、
東
京
高
裁
に
お
け

る
審
決
取
消
訴
訟
の
審
理
体
制
の
充
実
が
期
待
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
、
審
理
内
容

面
に
お
け
る
重
要
な
指
針
で
あ
る
審
理
範
囲
の
制
限
に
関
し
、
す
な
わ
ち
後
記
最
高

裁
大
法
廷
判
決
の
判
例
理
論
の
射
程
を
め
ぐ
り
、
ど
の
よ
う
に
運
用
が
変
容
し
て
い

く
の
か
が
、
今
後
の
注
目
課
題
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。
こ
の
四
月
、
東
京
高

等
裁
判
所
の
知
的
財
産
権
部
門
が
、
各
部
の
名
称
を
民
事
部
か
ら
知
的
財
産
第
一
部

か
ら
第
四
部
に
変
更
し
た
の
を
機
に
、
卑
見
な
が
ら
、
本
稿
に
お
い
て
、
事
例
を
通

じ
、
審
決
取
消
訴
訟
の
審
理
内
容
、
と
り
わ
け
審
理
範
囲
に
関
す
る
審
理
の
実
体
の

一
端
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
将
来
の
あ
り
方
を
探
る
材
料
の
提
供
と
す
る
こ
と
に

し
た
。



す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
特
定
の
公
知

事
実
と
の
対
比
に
お
け
る
無
効
の
主
張

と
、
他
の
公
知
事
実
と
の
対
比
に
お
け

る
無
効
の
主
張
と
は
、
別
個
の
理
由
で

あ
る
、
②
審
決
取
消
訴
訟
に
お
い
て

は
、
審
判
手
続
で
審
理
判
断
さ
れ
な
か

っ
た
公
知
事
実
と
の
対
比
に
お
け
る
無

効
原
因
は
、
審
決
を
違
法
と
し
ま
た
は

こ
れ
を
適
法
と
す
る
理
由
と
し
て
主
張

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
も
の

で
あ
る
。

そ
し
て
、
無
効
審
決
取
消
訴
訟
の
係

属
中
に
特
許
請
求
の
範
囲
の
減
縮
を
目

的
と
す
る
訂
正
審
決
が
確
定
し
た
と
き

に
は
無
効
審
決
は
取
り
消
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
し
た
最
三
判
平
11
・

３
・
９
民
集
五
三
巻
三
号
三
〇
三
頁

（
判
時
一
六
七
一
号
一
三
三
頁
、
判
タ
九

九
九
号
二
三
四
頁
）
が
あ
る
。
こ
の
最

判
は
、
特
許
請
求
の
範
囲
の
減
縮
が
あ

っ
た
場
合
、
審
判
に
お
い
て
審
理
判
断

さ
れ
な
か
っ
た
公
知
事
実
と
の
対
比
が

必
要
に
な
る
こ
と
を
理
由
に
、
前
記
の

結
論
を
導
い
て
お
り
、
大
法
廷
判
決
理

論
の
延
長
上
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。
他
方
に
お
い
て
、
周
知
技
術
の

存
在
お
よ
び
そ
れ
を
認
め
る
べ
き
証
拠

（
周
知
例
）
は
、
審
判
に
お
い
て
提
出

さ
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
取
消

訴
訟
に
お
け
る
主
張
、
提
出
は
可
能
と

さ
れ
る
な
ど
、
大
法
廷
判
決
理
論
の
周

縁
部
に
関
す
る
手
法
も
実
務
に
定
着
し

て
い
て
、
大
法
廷
判
決
理
論
の
当
て
は

め
は
、
実
務
上
は
む
し
ろ
柔
軟
に
行
わ

れ
て
き
て
い
る
場
面
も
あ
る
と
の
評
価

も
可
能
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
審
判
に
お
い
て
審
理
判
断

さ
れ
た
公
知
技
術
と
の
対
比
の
範
囲
内

に
お
い
て
で
あ
っ
て
も
、
審
決
取
消
事

由
が
ど
の
レ
ベ
ル
で
画
定
さ
れ
る
か
の

実
務
手
法
が
、
審
決
取
消
訴
訟
の
あ
り

方
に
関
連
し
て
揺
れ
る
可
能
性
の
あ
る

こ
と
を
強
調
し
た
い
。
平
成
一
一
年
最

判
は
、
特
許
請
求
の
範
囲
の
減
縮
を
目

的
と
す
る
訂
正
審
決
が
確
定
し
た
と
き

に
は
、
減
縮
さ
れ
た
特
許
請
求
の
範
囲

に
つ
い
て
公
知
技
術
と
の
対
比
が
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
対
比
は
審
決

取
消
訴
訟
の
裁
判
所
が
第
一
次
的
に
行

う
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
た
。
発
明
の

要
旨
認
定
の
誤
り
が
審
決
の
取
消
事
由

と
な
る
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
が
、
後

記
の
よ
う
に
近
時
の
裁
判
例
の
動
き

と
、
東
京
高
裁
知
財
部
の
処
理
体
制
の

充
実
化
の
流
れ
を
踏
ま
え
て
、
こ
の
平

成
一
一
年
最
判
の
考
え
に
代
表
さ
れ
る

手
法
が
ど
の
よ
う
に
変
容
し
て
い
く
べ

き
な
の
か
。

手
続
上
の
誤
り
が
独
立
に
取
消
事
由

に
な
り
得
る
の
は
別
と
し
て
、
審
決
の

判
断
過
程
の
個
々
の
部
分
の
誤
り
に
ま

で
審
決
取
消
事
由
と
し
て
捉
え
る
こ
と

が
可
能
か
の
議
論
も
さ
れ
て
い
る
が
、

さ
し
あ
た
り
、
審
決
の
取
消
事
由
は
、

こ
の
平
成
一
一
年
最
判
の
立
場
に
代
表

さ
れ
る
よ
う
に
、
実
務
上
は
発
明
の
要

旨
認
定
の
誤
り
、
引
用
例
の
技
術
内
容

の
認
定
の
誤
り
な
ど
の
特
許
要
件
の
実

体
判
断
過
程
の
い
わ
ば
上
流
の
部
分
に

お
け
る
判
断
過
程
部
分
に
審
決
の
誤
り

が
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
も
っ
て
審
決
の
結

論
に
及
ぼ
す
べ
き
違
法
事
由
が
あ
る
と

し
て
こ
れ
を
取
り
消
す
事
例
が
実
務
上

通
例
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
、
ま
ず
念

頭
に
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

２

こ
の
通
例
の
実
務
手
法
に
お
い

て
審
決
を
取
り
消
す
理
由
が
ど
の
よ
う

に
機
能
し
て
い
る
か
を
、
そ
し
て
、
現

在
の
実
務
で
同
一
の
審
判
請
求
に
関
し

て
数
次
に
わ
た
っ
て
審
決
取
消
訴
訟
が

提
起
さ
れ
て
い
る
現
状
を
、
経
緯
が
わ

か
り
や
す
い
商
標
の
無
効
審
判
請
求
に

関
す
る
事
案
で
あ
る
東
京
高
判
平
14
・

10
・
24
（
判
時
一
八
一
〇
号
九
八
頁
、
判

タ
一
一
一
一
号
一
七
九
頁
）
を
例
に
と

っ
て
み
て
み
よ
う
。
第
三
次
審
決
取
消

訴
訟
に
ま
で
至
っ
た
事
例
で
あ
る
。

「
財
団
法
人
日
本
美
容
医
学
研
究

会
」
の
本
件
文
字
商
標
に
対
し
て
、
権

利
能
力
な
き
社
団
で
あ
る
原
告
が
、
本

件
商
標
は
自
ら
の
名
称
「
日
本
美
容
医

学
研
究
会
」
を
含
み
商
標
法
四
条
一
項

八
号
に
該
当
す
る
と
し
て
、
無
効
審
判

を
請
求
し
た
。
第
一
次
取
消
訴
訟
の
判

決
は
、
権
利
能
力
な
き
社
団
は
審
判
請

求
の
利
益
を
有
し
な
い
と
し
て
審
判
請

求
を
排
斥
し
た
審
決
を
取
り
消
し
た
。

第
二
次
審
決
は
、
本
件
商
標
登
録
を
無

効
と
し
た
が
、
そ
の
理
由
は
、
本
件
商

標
は
、
請
求
人
の
名
称
と
同
一
の
文
字

を
含
む
か
ら
、
商
標
法
四
条
一
項
八
号

に
違
反
し
て
登
録
さ
れ
た
と
い
う
も
の

で
あ
っ
た
。
第
二
次
取
消
訴
訟
の
判
決

は
、
権
利
能
力
な
き
社
団
が
商
標
法
四

条
一
項
八
号
に
い
う
他
人
に
該
当
す
る

た
め
に
は
、
著
名
で
あ
る
こ
と
を
要
す

る
と
判
断
し
て
、
こ
の
点
の
審
理
を
さ

せ
る
た
め
に
再
度
審
決
を
取
り
消
し

た
。
こ
れ
を
受
け
た
第
三
次
審
決
は
、

原
告
の
名
称
が
、
本
件
商
標
登
録
出
願

時
著
名
で
あ
っ
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い

と
し
て
、
審
判
請
求
を
不
成
立
と
し

た
。
本
訴
は
、
第
三
次
審
決
の
取
消
訴

訟
で
あ
り
、
同
一
の
審
判
請
求
に
お
け

る
第
三
次
の
審
決
取
消
訴
訟
で
あ
っ

た
。
判
決
は
、
著
名
性
を
要
す
る
と
し

た
第
二
次
取
消
訴
訟
の
判
決
の
判
断
を

支
持
し
、
そ
の
上
で
、
請
求
人
の
名
称

の
著
名
性
を
認
め
な
か
っ
た
第
三
次
審

決
の
事
実
認
定
も
支
持
し
、
こ
の
判
決
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の
確
定
に
よ
り
、
無
効
審
判
請
求
の
不

成
立
も
よ
う
や
く
確
定
し
た
。

判
断
過
程
で
の
上
流
に
位
置
す
る
二

段
階
の
審
決
の
理
由
が
二
回
に
わ
た
っ

て
誤
り
と
さ
れ
、
第
三
次
取
消
判
決
に

至
っ
た
経
緯
で
あ
る
。
第
一
次
判
決
の

審
決
取
消
し
の
理
由
は
、
審
判
請
求
の

利
益
で
あ
り
、
第
二
次
判
決
の
審
決
取

消
し
の
理
由
は
、
商
標
法
の
解
釈
論
で

あ
る
。
い
ず
れ
も
、
そ
こ
か
ら
派
生
す

る
事
実
認
定
が
審
決
に
お
い
て
さ
れ
て

い
な
い
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
、
審
決

が
誤
っ
た
解
釈
を
し
た
こ
と
を
も
っ
て

審
決
の
違
法
事
由
と
し
て
、
さ
ら
な
る

事
実
認
定
を
自
ら
は
せ
ず
に
、
審
決
を

取
り
消
し
て
い
る
。
同
様
の
処
理
は
、

特
許
の
無
効
審
判
請
求
に
関
す
る
審
決

取
消
訴
訟
に
お
い
て
も
実
務
上
頻
繁
に

み
ら
れ
る
。

３

当
該
引
用
例
と
の
対
比
に
お
け

る
進
歩
性
あ
る
い
は
新
規
性
の
有
無
の

判
断
中
で
審
決
が
し
た
、
発
明
と
公
知

発
明
と
の
間
に
お
け
る
構
成
上
の
一
致

点
の
認
定
に
誤
り
が
あ
り
、
し
た
が
っ

て
相
違
す
る
構
成
で
あ
る
と
認
定
さ
れ

る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
相
違
点
に

関
す
る
容
易
推
考
性
に
つ
い
て
は
、
当

該
引
用
例
と
の
対
比
の
範
囲
内
に
属
す

る
の
で
、
大
法
廷
判
決
の
前
提
に
立
っ

て
み
て
も
、
審
決
取
消
訴
訟
で
審
理
判

断
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
相

違
す
る
構
成
の
容
易
推
考
性
判
断
が
技

術
的
に
き
わ
め
て
重
要
で
あ
り
、
前
審

判
断
利
益
を
尊
重
し
て
特
許
庁
の
再
審

理
と
判
断
を
必
要
と
す
る
と
考
え
ら
れ

る
と
き
に
は
、
一
致
点
の
認
定
に
誤
り

が
あ
っ
て
結
論
に
影
響
が
あ
る
こ
と
を

も
っ
て
、
そ
こ
に
審
決
の
違
法
を
認
め

て
審
決
を
取
り
消
す
こ
と
も
可
能
で
あ

る
し
、
ま
た
そ
の
よ
う
に
す
べ
き
事
案

も
多
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
だ
か

ら
と
い
っ
て
、
訴
訟
に
お
い
て
さ
ら
に

相
違
点
に
関
す
る
容
易
推
考
性
の
審
理

判
断
が
許
さ
れ
な
い
と
す
べ
き
で
は
な

く
、
む
し
ろ
、
そ
の
点
の
審
理
判
断
を

積
極
的
に
行
う
べ
き
事
案
も
多
く
な
っ

て
く
る
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。

４

前
掲
各
拙
稿
に
も
触
れ
た
と
お

り
、
判
断
過
程
の
上
流
に
お
け
る
審
決

の
認
定
判
断
に
誤
り
が
あ
っ
て
も
、
審

決
取
消
訴
訟
に
お
い
て
は
、
可
能
な
限

り
さ
ら
に
次
の
ス
テ
ッ
プ
に
移
っ
て
判

断
を
進
め
る
べ
き
と
、
私
と
し
て
は
考

え
る
も
の
で
あ
る
が
、
大
法
廷
判
決
お

よ
び
平
成
一
一
年
最
判
の
判
例
理
論
を

硬
直
に
適
用
し
、
審
決
で
判
断
し
な
か

っ
た
事
項
に
つ
い
て
は
、
審
決
取
消
訴

訟
で
踏
み
込
ん
で
判
断
す
る
こ
と
へ
の

躊
躇
が
み
ら
れ
る
の
が
実
情
で
あ
り
、

ま
た
、
当
事
者
も
審
決
で
判
断
さ
れ
な

か
っ
た
事
項
は
、
再
度
審
決
で
の
判
断

を
求
め
る
傾
向
が
強
い
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
傾
向
に
も
、
徐
々
に
変

化
し
て
い
く
徴
候
が
み
ら
れ
る
点
に
注

目
す
べ
き
で
あ
る
。

東
京
高
判
平
16
・
４
・
20
（
平
成
一

四
年
（
行
ケ
）
第
五
三
三
号
）
が
、
そ

の
一
つ
の
現
れ
で
あ
る
。
判
決
は
、
特

許
取
消
決
定
の
取
消
訴
訟
提
起
後
に
さ

れ
た
訂
正
審
判
請
求
を
認
め
る
審
決

（
訂
正
審
決
）
が
確
定
し
、
訂
正
は
特

許
請
求
の
範
囲
を
減
縮
す
る
も
の
で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
決
定
は
訂
正
後

の
発
明
の
容
易
推
考
性
に
つ
い
て
す
で

に
判
断
し
て
い
る
と
し
て
、
訂
正
審
決

が
確
定
し
た
こ
と
を
も
っ
て
た
だ
ち
に

特
許
取
消
決
定
を
取
り
消
し
て
い
な

い
。
そ
し
て
、
特
許
取
消
決
定
の
判
断

内
容
に
踏
み
込
ん
で
そ
の
当
否
の
判
断

に
進
み
、
そ
こ
に
理
由
不
備
の
誤
り
が

あ
る
と
し
て
、
特
許
取
消
決
定
を
取
り

消
し
て
い
る
。
訂
正
審
決
に
よ
っ
て
特

許
庁
と
し
て
は
訂
正
後
の
発
明
の
独
立

特
許
要
件
が
存
す
る
こ
と
を
認
め
て
い

る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
訂
正
前
の
発
明

に
遡
っ
て
特
許
取
消
決
定
の
違
法
の
有

無
に
つ
い
て
判
断
す
る
必
要
が
あ
っ
た

か
の
問
題
が
別
に
残
る
。
し
か
し
少
な

く
と
も
こ
の
判
決
に
お
い
て
は
、
平
成

一
一
年
最
判
が
示
し
た
と
こ
ろ
に
従
っ

て
、
訂
正
審
判
が
確
定
し
た
か
ら
に
は

た
だ
ち
に
発
明
の
要
旨
認
定
を
誤
っ
た

こ
と
を
も
っ
て
、
特
許
取
消
決
定
（
無

効
審
決
）
を
取
り
消
す
も
の
と
し
て
き

た
こ
れ
ま
で
の
東
京
高
裁
の
実
務
と
は

異
な
る
動
き
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

無
効
審
判
請
求
を
不
成
立
と
し
た
審

決
の
取
消
訴
訟
が
係
属
中
に
訂
正
審
判

請
求
が
さ
れ
た
事
案
に
お
い
て
は
、
原

則
と
し
て
、
発
明
の
要
旨
認
定
の
誤
り

を
も
っ
て
審
決
が
違
法
と
し
て
取
り
消

さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
し
た
事

例
と
し
て
、
東
京
高
判
平
14
・
11
・
14

（
判
時
一
八
一
一
号
一
二
〇
頁
、
判
タ
一

一
〇
九
号
八
六
頁
）
が
あ
る
。
こ
れ
は
、

平
成
一
一
年
最
判
が
、
無
効
審
判
請
求

を
認
め
た
審
決
（
無
効
審
決
）
に
対
す

る
取
消
訴
訟
に
お
け
る
も
の
で
あ
っ
た

の
と
は
事
案
を
異
に
す
る
が
、
こ
の
東

京
高
判
も
、
審
決
取
消
訴
訟
に
お
い
て

審
理
判
断
す
べ
き
事
項
を
限
局
し
な
い

傾
向
の
も
の
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

取
消
判
決
の
拘
束
力
、

特
許
法
一
六
七
条
適
用

範
囲
と
の
関
連

１

中
山
信
弘
ほ
か
編
『
特
許
判
例

百
選
〔
第
三
版
〕』（
二
〇
〇
四
）
一
二

〇
頁
の
拙
稿
判
例
評
釈
（
最
三
判
平
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４
・
４
・
28
民
集
四
六
巻
四
号
二
四
五
頁

（
判
時
一
四
一
九
号
九
三
頁
、
判
タ
七
八

四
号
一
七
八
頁
））
で
も
指
摘
し
た
が
、

審
決
取
消
訴
訟
の
拘
束
力
の
及
ぶ
範
囲

を
判
断
し
た
平
成
四
年
最
判
は
、
進
歩

性
の
有
無
の
認
定
に
誤
り
が
あ
っ
た
と

し
て
無
効
審
判
請
求
を
認
め
た
審
決
を

取
り
消
し
た
第
一
次
取
消
判
決
が
、
進

歩
性
の
有
無
に
つ
い
て
審
決
と
は
反
対

の
結
論
（
進
歩
性
を
認
め
た
と
の
結

論
）
に
至
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
こ
と

を
前
提
に
し
た
と
理
解
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
同
最
判
は
こ
の
理
解
の
下
に
、

発
明
の
進
歩
性
を
認
め
て
無
効
審
判
請

求
を
排
斥
し
た
第
二
次
審
決
を
取
り
消

し
た
原
判
決
（
第
二
次
取
消
判
決
）
を

破
棄
し
て
い
る
。
し
か
し
、
第
一
次
取

消
判
決
は
、
判
決
文
の
説
示
文
言
を
み

る
限
り
に
お
い
て
は
、「
審
決
は
、
各

引
用
例
の
技
術
内
容
の
認
定
を
誤
り
、

本
件
発
明
と
各
引
用
例
の
異
同
点
の
誤

っ
た
認
定
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
違

法
で
あ
る
」
と
い
う
に
と
ど
ま
り
、
発

明
の
進
歩
性
の
有
無
を
結
論
づ
け
る
説

示
ま
で
は
、
そ
こ
に
み
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
こ
の
よ
う
な
説
示
の
レ
ベ
ル
に

と
ど
ま
っ
た
ま
ま
で
審
決
の
違
法
の
有

無
を
結
論
づ
け
る
の
が
、
こ
れ
ま
で
行

わ
れ
て
き
た
東
京
高
裁
知
的
財
産
権
部

門
に
お
け
る
実
務
の
手
法
で
あ
り
、
審

理
も
こ
の
理
解
の
下
に
お
い
て
行
わ
れ

て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
次
取
消
判

決
に
関
し
右
の
よ
う
な
私
の
理
解
を
前

提
に
し
て
、
第
一
次
取
消
判
決
の
拘
束

力
違
反
を
理
由
に
第
二
次
取
消
判
決
で

あ
る
原
判
決
を
破
棄
し
た
こ
の
最
高
裁

判
決
の
思
想
の
背
景
に
は
、
審
決
取
消

訴
訟
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の
実
務
手
法

に
反
省
を
促
す
も
の
が
あ
る
と
い
え

る
。２

こ
の
よ
う
に
第
一
次
審
決
取
消

判
決
の
拘
束
力
の
範
囲
が
微
妙
に
な
る

事
例
が
少
な
く
な
い
の
と
似
た
状
況
と

し
て
、
第
一
次
無
効
審
判
請
求
に
お
け

る
主
張
立
証
と
、
第
二
次
無
効
審
判
請

求
に
お
け
る
主
張
立
証
と
の
関
係
が
、

同
一
の
事
実
お
よ
び
同
一
の
証
拠
に
基

づ
い
て
は
新
た
な
無
効
審
判
請
求
を
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
特
許
法
一

六
七
条
の
適
用
い
か
ん
で
問
題
と
な
る

事
例
が
あ
る
。
こ
の
問
題
も
、
審
決
取

消
訴
訟
の
審
理
範
囲
、
ひ
い
て
は
審
理

の
あ
り
方
に
密
接
に
か
か
わ
っ
て
く
る

も
の
で
あ
る
。

東
京
高
判
平
16
・
３
・
23
（
平
成
一

五
年
（
行
ケ
）
第
四
三
号
）
は
、
特
許

法
一
六
七
条
に
違
反
す
る
無
効
審
判
請

求
で
あ
る
と
し
た
審
決
の
判
断
を
支
持

し
た
事
例
で
あ
る
。
係
争
特
許
に
関

し
、
先
の
無
効
審
判
が
請
求
さ
れ
、
特

許
庁
は
、
請
求
項
一
な
い
し
八
に
か
か

る
発
明
に
つ
い
て
の
特
許
を
無
効
と
す

る
、
請
求
項
九
に
か
か
る
発
明
に
つ
い

て
審
判
請
求
は
成
り
立
た
な
い
と
の
審

決
を
し
、
確
定
、
登
録
さ
れ
た
。
先
の

無
効
審
判
請
求
人
は
、
再
度
、
請
求
項

九
に
か
か
る
特
許
を
無
効
と
す
る
、
と

の
審
決
を
求
め
て
、
無
効
審
判
を
請
求

し
た
。
特
許
庁
は
、
こ
の
無
効
審
判
の

請
求
を
却
下
す
る
と
の
今
回
の
審
決
を

し
た
。
そ
の
理
由
は
、
本
件
無
効
審
判

の
請
求
は
、
特
許
法
一
六
七
条
に
違
反

す
る
も
の
で
不
適
法
で
あ
る
、
と
い
う

も
の
で
あ
る
。
無
効
審
判
請
求
人
が
本

訴
に
お
い
て
、
こ
の
審
決
の
取
消
し
を

請
求
し
た
の
に
対
し
、
判
決
は
、
一
般

技
術
常
識
を
証
明
す
べ
き
証
拠
を
、
同

一
の
事
実
に
基
づ
く
後
の
審
判
に
お
い

て
提
出
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
一
般

技
術
常
識
を
証
明
す
る
に
す
ぎ
な
い
技

術
文
献
を
新
た
な
証
拠
と
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
と
し
た
本
件
審
決
の
判
断
に

誤
り
は
な
い
、
と
し
て
、
原
告
の
請
求

を
棄
却
し
た
も
の
で
あ
る
。

他
方
、
東
京
高
判
平
15
・
3
・
17

（
判
時
一
八
二
〇
号
一
二
一
頁
）
は
、
逆

に
、
第
二
回
目
の
審
判
請
求
に
お
い

て
、
第
一
回
目
の
審
判
請
求
で
審
理
判

断
さ
れ
た
刊
行
物
の
組
合
せ
に
加
え
、

特
定
の
周
知
技
術
を
新
た
に
主
張
立
証

し
た
の
は
、
特
許
法
一
六
七
条
（
実
用

新
案
法
四
一
条
）
に
違
反
す
る
も
の
で

は
な
い
と
し
て
い
る
。
再
度
の
無
効
審

判
請
求
に
お
い
て
、
特
定
の
周
知
技
術

（
お
よ
び
そ
の
証
拠
）
を
新
た
に
追
加

す
る
こ
と
に
よ
り
、
前
確
定
審
決
で
審

理
判
断
さ
れ
た
無
効
理
由
と
別
個
の
無

効
理
由
を
構
成
す
る
こ
と
が
可
能
な
点

を
そ
の
理
由
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。

３

特
許
法
一
六
七
条
に
よ
っ
て
再

度
の
審
判
請
求
が
許
さ
れ
な
い
と
さ
れ

る
範
囲
は
、
大
法
廷
判
決
に
示
さ
れ
た

審
決
取
消
訴
訟
の
審
理
の
範
囲
と
は
別

の
利
益
衡
量
が
必
要
な
場
面
も
あ
る

が
、
密
接
に
絡
ん
で
い
る
の
は
間
違
い

な
い
。
再
度
の
審
判
請
求
が
許
さ
れ
な

い
範
囲
が
広
け
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
、
審

理
の
範
囲
も
広
く
認
め
る
べ
き
こ
と
に

つ
な
が
る
。
特
許
法
一
六
七
条
に
関
す

る
こ
の
二
つ
の
事
例
は
、
審
理
の
範
囲

に
関
す
る
実
務
上
の
考
え
方
も
、
事
案

に
よ
っ
て
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を

う
か
が
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
が
、
大
法

廷
判
決
に
従
う
限
り
同
一
の
公
知
技
術

と
の
対
比
の
範
囲
に
と
ど
ま
る
と
は
い

え
、
審
決
取
消
訴
訟
で
ど
こ
ま
で
新
た

な
技
術
文
献
を
追
加
提
出
で
き
る
か
を

吟
味
す
る
に
際
し
て
、
柔
軟
に
対
処
す

る
こ
と
の
必
要
性
を
示
唆
し
て
い
る
と
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い
う
こ
と
が
で
き
る
。

柔
軟
な
対
処
の
要
請

拒
絶
査
定
不
服
の
審
判
請
求
を
不
成

立
と
し
た
審
決
の
取
消
訴
訟
に
お
い

て
、
審
決
の
論
理
構
成
あ
る
い
は
周
知

文
献
で
は
審
決
を
支
持
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
が
、
当
該
周
知
技
術
が
誰
で
も

思
い
付
く
も
の
な
の
で
、
結
論
と
し
て

は
審
決
を
支
持
で
き
そ
う
な
事
案
に
お

い
て
、
訴
訟
に
お
い
て
も
、
根
拠
づ
け

る
べ
き
周
知
文
献
が
、
書
証
と
し
て
提

出
さ
れ
な
か
っ
た
と
き
に
、
審
決
を
取

り
消
し
て
よ
い
も
の
か
、
ま
た
、
審
決

を
取
り
消
す
場
合
に
は
、
再
開
さ
れ
る

審
判
に
お
い
て
指
針
と
な
る
説
示
を
ど

の
よ
う
に
記
載
し
た
ら
よ
い
か
に
腐
心

す
る
こ
と
が
あ
る
。

東
京
高
判
平
14
・
11
・
14
（
平
成
一

四
年
（
行
ケ
）
第
三
九
号
）
は
、
訴
訟

で
提
出
さ
れ
た
書
証
の
い
ず
れ
も
、
引

用
発
明
と
本
件
発
明
と
の
間
の
相
違
点

三
に
か
か
る
本
件
発
明
の
構
成
（
非
ス

テ
ッ
チ
部
を
介
在
さ
せ
る
と
の
構
成
）

を
記
載
し
て
い
な
い
か
ら
、
こ
れ
ら
の

証
拠
に
よ
っ
て
そ
の
構
成
が
知
ら
れ
て

い
た
も
の
と
認
め
る
こ
と
も
で
き
ず
、

他
に
こ
の
事
実
を
認
め
る
べ
き
証
拠
は

な
い
、
と
し
、
相
違
点
三
に
か
か
る
本

件
発
明
一
の
構
成
が
周
知
で
あ
る
と
し

た
審
決
の
認
定
は
誤
り
で
あ
り
、
そ
の

誤
っ
た
認
定
に
基
づ
い
て
、「
甲
第
三

号
証
発
明
に
お
い
て
、
か
か
る
周
知
技

術
を
適
用
す
る
こ
と
は
、
当
業
者
に
と

っ
て
容
易
で
あ
る
」
と
し
た
審
決
の
判

断
は
誤
り
で
あ
る
と
認
定
判
断
し
た
。

そ
し
て
、
相
違
点
三
に
関
す
る
本
件
発

明
一
の
構
成
の
採
択
が
容
易
で
あ
っ
た

こ
と
に
つ
い
て
は
、
訴
訟
に
お
い
て
立

証
さ
れ
な
か
っ
た
か
ら
、
判
決
確
定
に

よ
り
再
度
審
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
無

効
審
判
請
求
に
お
い
て
は
、
こ
の
構
成

は
容
易
想
到
で
は
な
か
っ
た
も
の
と
し

て
、
判
決
の
拘
束
力
を
受
け
る
べ
き
も

の
で
あ
る
、
と
の
説
示
を
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
審
決
取
消
後
に
再
開
さ
れ
る

審
判
に
お
い
て
は
、
新
た
な
周
知
技
術

を
証
明
す
る
証
拠
の
提
出
は
許
さ
れ
な

い
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
特
許
の
有
効

無
効
の
判
断
は
、
訴
訟
で
最
終
的
な
解

決
を
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
念

頭
に
置
い
た
説
示
と
理
解
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

今
国
会
に
提
出
さ
れ
た
特
許
法
一
〇

四
条
の
三
の
改
正
案
で
は
、「
特
許
が

特
許
無
効
審
判
に
よ
り
無
効
に
さ
れ
る

べ
き
も
の
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
」
特

許
権
者
は
権
利
行
使
が
で
き
な
い
も
の

と
さ
れ
て
い
る
。
特
許
権
侵
害
訴
訟
で

は
、
特
許
の
無
効
判
断
に
つ
い
て
所
定

の
枠
内
で
あ
れ
審
理
判
断
可
能
と
な
っ

て
お
り
、
第
一
審
の
審
理
が
時
宜
に
か

な
っ
た
適
切
な
テ
ン
ポ
で
行
わ
れ
そ
の

控
訴
審
が
東
京
高
裁
に
係
属
す
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る
現
在
に
お
い
て
、
ま
た

特
許
法
改
正
案
に
基
づ
く
侵
害
訴
訟
の

視
点
か
ら
み
て
も
、
本
来
の
特
許
無
効

に
関
す
る
審
理
判
断
が
求
め
ら
れ
る
無

効
審
判
請
求
と
そ
の
審
決
取
消
訴
訟
で

迅
速
に
そ
の
結
論
を
得
る
た
め
に
、
東

京
高
裁
知
的
財
産
権
部
門
の
審
理
に
お

い
て
可
及
的
速
や
か
な
、
特
許
の
有
効

無
効
に
つ
い
て
の
結
論
と
し
て
の
的
確

な
判
断
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
も
、
で
き
る
だ
け
、
第
一
次
審
決

取
消
判
決
で
そ
の
結
論
が
得
ら
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
大
法
廷
判
決
が
示
し

た
審
理
の
範
囲
内
に
お
い
て
も
、
技
術

専
門
家
の
関
与
の
充
実
に
伴
っ
て
東
京

高
裁
知
的
財
産
権
部
門
の
審
理
が
さ
ら

に
充
実
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
要

請
は
高
ま
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

大
法
廷
判
決
理
論
が
こ
れ
ま
で
審
決

取
消
訴
訟
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
な
っ
て

き
て
い
る
。
大
法
廷
判
決
理
論
の
根
拠

が
、
前
審
判
断
の
利
益
に
あ
る
と
す
れ

ば
、
個
々
の
判
断
過
程
の
一
部
に
誤
り

が
あ
る
な
ら
、
結
論
に
影
響
を
及
ぼ
す

べ
き
誤
り
が
あ
る
と
い
う
違
法
事
由
が

存
す
る
と
構
成
す
る
の
も
可
能
で
あ
る

と
は
い
え
、
む
し
ろ
、
東
京
高
裁
の
審

理
体
制
の
充
実
の
要
請
に
伴
っ
て
、
せ

め
て
大
法
廷
判
決
が
許
容
す
る
審
理
範

囲
の
最
大
限
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
審
理

判
断
す
る
べ
く
、
訴
訟
の
処
理
体
制
が

変
容
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

お
わ
り
に

訴
訟
代
理
人
さ
ら
に
は
裁
判
官
な
ど

審
決
取
消
訴
訟
の
実
務
に
携
わ
る
者
に

あ
っ
て
は
、
発
明
が
新
規
性
、
進
歩
性

の
特
許
要
件
を
充
足
す
る
か
の
最
終
的

判
断
を
特
許
庁
に
委
ね
る
傾
向
に
偏
り

が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
か

ら
は
、
東
京
高
裁
に
お
い
て
、
そ
の
最

終
的
な
判
断
を
形
成
し
て
お
く
こ
と
が

必
要
で
あ
る
と
の
認
識
を
念
頭
に
置
い

た
上
で
、
専
門
委
員
の
制
度
を
着
実
に

根
付
か
せ
、
調
査
官
制
度
を
さ
ら
に
充

実
さ
せ
て
審
決
取
消
訴
訟
の
審
理
を
実

の
あ
る
も
の
に
す
べ
き
も
の
と
考
え
る

も
の
で
あ
る
。

（
し
お
つ
き
・
し
ゅ
う
へ
い
）
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