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〔
民
事
訴
訟
法
　
三
〕
訴
歌
が
不
適
式
の
場
合
に
お
け
る
訴
提
起
の
時
期

（到昭昭
例和和
時三三
報三四
一年年
八（三
四行月
號）一
二第二
二一日

頁O東
　O京
　號地
　失裁
　業民
　保二
　険部
　金中
　再聞
　審判
　査決
　請
　求
　事
　件

）

　
【
判
示
事
項
】
訴
状
が
不
適
式
で
補
正
命
令
が
下
さ
れ
た
場
合
、
補
正
期
間

の
徒
過
に
よ
り
訴
状
が
却
下
さ
れ
な
い
限
り
、
不
適
式
な
訴
状
の
提
出
が
あ
つ

た
と
き
、
訴
の
提
起
が
あ
つ
た
も
の
と
す
る
。

　
【
蓼
照
條
交
】
　
民
訴
二
二
三
條
、
二
二
八
條

　
【
制
旨
】
被
告
が
本
件
訴
は
出
訴
期
間
脛
過
後
に
提
起
さ
れ
た
旨
主
張
し
た

の
に
封
し
、
次
の
よ
う
に
到
断
す
る
。

　
①
訴
の
提
起
は
原
則
と
し
て
訴
状
を
裁
到
所
に
提
出
し
て
す
る
こ
と
を
要

す
。
訴
欣
に
は
民
訴
法
二
二
四
條
所
定
の
事
項
を
記
載
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
も
し

そ
れ
ら
を
鮫
く
と
き
は
裁
判
長
は
訴
状
の
補
正
を
命
じ
る
。
當
事
者
が
こ
れ
に

鷹
じ
乃
至
は
み
ず
か
ら
そ
の
不
備
を
補
正
す
れ
ぽ
訴
歌
の
蝦
疵
は
治
癒
さ
れ
、

當
初
の
訴
賦
と
相
ま
つ
て
適
式
な
訴
状
が
提
出
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
が
、
補
正

期
間
内
に
補
正
さ
れ
な
い
場
合
訴
状
は
却
下
さ
れ
る
。
こ
の
一
蓮
の
關
係
か
ら

み
る
と
、
不
適
式
の
訴
状
の
提
出
で
あ
つ
て
も
靖
、
れ
が
補
正
期
間
の
徒
過
に
よ

り
却
下
さ
れ
な
い
限
り
、
は
じ
め
に
訴
状
と
し
て
の
書
面
が
提
出
さ
れ
た
と
き

剣
　
例
　
研
　
究

す
で
に
訴
の
提
起
が
あ
つ
た
も
の
と
解
す
る
の
を
相
當
と
ナ
る
。

　
の
訴
状
が
不
適
式
の
場
合
は
ま
だ
訴
提
起
の
効
力
な
く
、
そ
れ
が
却
下
さ
れ

る
こ
と
な
く
裁
判
長
に
よ
り
受
理
さ
れ
る
に
至
つ
て
は
じ
め
て
訴
提
起
の
効
力

を
う
る
も
の
と
す
る
學
説
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
イ
、
訴
の
提
起
は
訴
状
を
裁

判
所
に
提
出
し
て
す
る
と
い
う
民
訴
法
二
…
二
條
の
文
意
か
ら
遠
さ
か
る
の
み

な
ら
ず
、
ロ
、
實
際
上
も
當
事
者
の
豫
測
し
が
た
い
時
期
に
起
訴
の
効
力
を
認

め
よ
う
と
す
る
馳
で
不
當
で
あ
る
。
も
つ
と
も
訴
状
の
補
正
と
い
つ
て
も
お
の

ず
か
ら
一
定
の
限
界
が
あ
る
。
訴
賦
と
し
て
提
出
さ
れ
た
書
面
が
右
に
述
べ
た

意
味
で
法
定
要
件
を
敏
く
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
形
式
・
表
現
に
お
い
て
何
を
意

圖
す
る
か
理
解
で
き
な
い
場
合
も
し
く
は
訴
の
提
起
と
は
到
底
認
め
ら
れ
な
い

場
合
、
換
言
す
れ
ば
そ
も
そ
も
訴
状
の
髄
を
な
さ
ず
、
裁
判
所
に
封
す
る
私
信

乃
至
陳
情
の
類
と
し
か
認
め
ら
れ
な
い
場
合
、
補
正
の
鹸
地
な
く
、
假
に
補
正

の
名
目
で
所
定
の
事
項
が
み
た
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
當
初
の
も
の
と
は

別
個
に
あ
ら
た
に
訴
状
が
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
そ

七
九

（
八
三
三
）



　
　
　
　
到
　
例
　
研
　
究

う
で
は
な
く
、
當
該
書
面
自
騰
か
ら
少
く
と
も
槽
利
も
し
く
は
法
律
關
係
の
存

否
に
關
し
自
己
の
主
張
の
當
否
に
つ
い
て
訴
訟
と
い
う
方
法
で
裁
判
所
の
到
臨

を
求
め
る
趣
旨
を
看
取
し
う
る
以
上
は
、
記
載
要
件
に
お
け
る
暇
疵
に
拘
ら
ず

こ
れ
を
訴
状
と
み
て
よ
く
、
そ
の
と
き
に
訴
の
提
起
あ
る
も
の
と
い
う
べ
き
で

あ
る
。

　
⑧
本
件
に
つ
い
て
み
る
と
、
原
告
は
、
昭
和
三
三
年
七
月
一
七
日
（
同
月
一

九
日
受
付
）
當
裁
判
所
に
「
失
業
保
瞼
金
再
審
査
請
求
訴
訟
」
と
題
す
る
書
面

を
提
出
し
た
が
、
こ
れ
に
は
「
訴
訟
人
」
と
し
て
原
告
の
住
所
、
氏
名
が
記
載

さ
れ
て
は
い
た
が
、
被
告
と
し
て
の
表
示
が
な
く
、
か
つ
請
求
の
趣
旨
、
原
因

を
も
明
確
に
識
別
す
べ
き
記
載
が
な
く
、
民
訴
法
二
二
四
條
－
項
所
定
の
事
項

の
記
載
を
敏
く
こ
と
明
瞭
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
表
題
お
よ
び
表
現
よ
り
み
れ

ば
、
原
告
は
少
な
く
と
も
被
告
勢
働
保
瞼
審
査
會
に
よ
り
な
さ
れ
た
失
業
保
瞼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
O
　
　
　
（
八
三
四
）

金
の
給
付
に
關
す
る
行
政
庭
分
に
封
す
る
不
服
を
主
張
し
、
訴
訟
の
方
式
に
よ

り
こ
れ
を
貫
徹
し
よ
う
と
い
う
趣
旨
は
看
取
で
き
る
か
ら
當
該
書
面
を
訴
状
と

み
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
そ
の
記
載
が
不
適
式
で
あ
る
に
と
ど
ま
り
、
被
告

主
張
の
ご
ζ
く
箪
な
る
陳
情
書
で
は
な
い
。
原
告
は
補
正
を
な
し
た
の
で
あ
る

か
ら
、
前
記
読
示
の
理
由
に
よ
り
當
初
の
書
面
が
提
出
さ
れ
た
昭
和
三
三
年
七

月
一
九
日
に
本
件
訴
が
提
起
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
本
件
は
被
告
が
し

た
原
告
主
張
の
よ
う
な
昭
和
三
三
年
四
月
三
日
付
裁
決
の
取
浴
を
求
め
る
も
の

で
あ
る
と
こ
ろ
、
同
裁
決
が
同
年
五
月
二
二
日
原
告
に
邊
達
さ
れ
た
こ
と
被
告

み
ず
か
ら
主
張
す
る
通
り
で
あ
る
か
ら
、
結
局
本
訴
は
失
業
保
瞼
法
四
五
條
所

定
の
六
〇
日
の
出
訴
期
間
経
過
前
に
提
起
さ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
そ

の
黙
に
お
い
て
適
法
で
あ
る
。

　
【
評
繹
】
　
剣
旨
に
結
論
的
に
賛
成
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
反
封
。
到
旨
は
次
の
三
瓢
で
問
題
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ち
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ

　
ー
　
本
到
決
は
訴
提
起
と
い
う
訴
訟
行
爲
の
成
立
・
不
成
立
の
問
題
と
、
訴
訟
法
上
お
よ
び
實
艦
法
上
の
効
力
が
あ
る
か
な
い
か
と
い
う
問
題

と
を
必
ず
し
も
明
確
に
匠
別
し
て
い
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
到
旨
2
前
段
に
お
い
て
反
鉗
読
を
効
力
論
と
し
て
取
扱
い
な
が
ら
、

後
段
に
お
い
て
は
書
面
自
艦
か
ら
少
く
と
も
権
利
も
し
く
は
法
律
關
係
の
存
否
に
關
し
て
自
己
主
張
の
當
否
に
つ
い
て
訴
訟
と
い
う
方
法
で
裁
到

所
の
剣
断
を
求
め
る
趣
旨
の
看
取
で
き
る
以
上
、
そ
の
記
載
要
件
に
お
け
る
鍛
疵
に
拘
ら
ず
こ
れ
を
訴
状
と
み
る
に
さ
し
つ
か
え
な
く
、
そ
の
と

き
に
訴
の
提
起
あ
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
、
と
論
じ
、
更
に
は
到
旨
e
に
お
い
て
も
「
訴
の
提
起
が
あ
つ
た
も
の
と
解
す
る
」
と
い
う
表
現

を
用
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
起
訴
行
爲
の
成
立
・
不
成
立
、
換
言
す
れ
ば
そ
の
存
否
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
効
力
間
題
と
は
直
接
の
關
係

が
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
か
か
る
相
矛
盾
す
る
本
到
決
の
論
旨
乃
至
表
現
の
根
底
に
は
成
立
帥
有
効
・
不
成
立
帥
無
効
と
い
う
考
え
方
を
暗



獣
の
う
ち
に
肯
定
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
蝕
地
が
あ
る
。
我
々
は
先
ず
こ
れ
ら
二
つ
の
問
題
を
、
特
に
訴
訟
行
爲
を
考
え
る
場
合
明
確
に
匿

別
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
（
瀞
謬
講
桁
講
護
擬
罐
〉
。

　
2
　
次
に
我
々
は
本
件
に
お
け
る
訴
の
成
立
・
不
成
立
に
つ
い
て
論
じ
る
必
要
が
あ
る
。
蓋
し
訴
訟
法
上
お
よ
び
實
艦
、
法
上
の
効
力
の
間
題
は

そ
れ
を
前
提
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
訴
の
成
立
・
不
成
立
は
何
を
基
準
と
し
て
到
断
さ
れ
る
か
。
學
論
の
封
立
す
る
庭
で
あ
る
。
訴
訟
行
爲
の
本

質
的
概
念
徴
表
や
訴
訟
行
爲
構
成
要
件
と
か
を
定
め
、
こ
れ
に
行
爲
が
該
當
す
る
場
合
起
訴
行
爲
が
あ
り
訴
は
成
立
す
る
と
読
く
も
の
も
あ
る
が
、

か
か
る
學
読
に
封
し
て
は
、
①
「
徴
表
の
襲
見
、
要
件
へ
の
當
嵌
め
は
、
行
爲
の
全
髄
と
し
て
の
性
格
決
定
の
後
に
の
み
行
う
こ
と
が
で
き
る
も

の
で
、
所
読
は
論
理
的
倒
錯
を
お
か
し
て
い
る
」
こ
と
、
②
「
實
際
上
も
、
こ
れ
で
は
不
成
立
の
範
園
は
撞
大
し
、
不
成
立
の
効
果
を
も
無
効
の

効
果
錘
近
喜
ざ
る
を
え
な
い
虜
ろ
乏
こ
あ
一
豪
漉
禦
加
え
ら
れ
て
い
る
（
噸
則
鶉
涯
塑
璽
．
む
し
ろ
蕃
通
念
上
當

該
行
爲
の
全
艦
と
し
て
の
慣
値
が
、
一
定
の
紛
孚
を
解
決
す
る
た
め
に
國
家
の
法
到
断
を
求
め
る
行
爲
で
あ
る
場
合
に
、
當
該
行
爲
は
訴
提
起
行

爲
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
（
伊
東
、
民
事
訴
訟
法
五
頁
。
蒙
子
、
條
解
民
事
訴
訟
法
π
二
四
四
頁
は
、
原
告
が
補
正
を
す
れ
ば
、
印
紙
額
の
不
足
の
場

合
以
外
す
な
わ
ち
記
載
事
項
の
欠
歓
の
場
合
は
、
「
む
し
ろ
補
正
の
と
き
に
適
式
な
起
訴
が
あ
つ
た
も
の
と
認
め
る
外
は
な
い
」
と
さ
れ
る
が
、
二
一
一
頁
で
は
、
起
訴

と
目
す
べ
き
行
爲
が
あ
れ
ば
訴
訟
手
績
は
開
始
さ
れ
る
が
、
適
式
で
な
け
れ
ば
訴
は
無
効
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
同
説
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
河
本
、

民
事
訴
訟
法
提
要
一
四
五
頁
は
「
訴
の
提
起
は
訴
歌
の
提
出
に
よ
り
完
了
し
、
訴
欣
が
要
件
を
具
備
す
る
と
否
と
、
又
相
手
方
に
訴
欺
が
逸
達
せ
ら
れ
た
と
否
と
を
問

わ
な
い
」
と
あ
り
同
説
と
み
て
よ
か
ろ
う
）
。
蓋
し
裁
剣
所
は
か
か
る
行
爲
あ
り
た
る
以
上
何
ら
か
の
裁
到
を
も
つ
て
こ
れ
に
答
え
ざ
る
を
え
な
い
。

す
な
わ
も
裁
到
に
謝
す
る
訴
が
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
訴
の
成
立
の
た
め
に
固
定
的
な
要
件
を
列
撃
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
を

嵌
い
た
場
合
、
訴
が
成
立
せ
ず
訴
は
不
存
在
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
同
じ
く
訴
が
不
存
在
で
あ
る
全
く
訴
と
は
認
め
ら
れ
な
い
よ
う
な
場
合
と
異

る
取
扱
、
す
な
わ
ち
前
の
場
合
は
訴
却
下
、
後
の
場
合
は
無
覗
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
を
何
に
求
め
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
到
決

が
「
そ
の
書
面
自
髄
か
ら
少
く
と
も
槽
利
も
し
く
は
法
律
關
係
の
存
否
に
關
し
自
已
主
張
の
當
否
に
つ
い
て
訴
訟
と
い
う
方
法
で
裁
剣
所
の
到
断

　
　
　
剣
　
例
　
研
　
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
一
　
　
　
（
八
三
五
）



　
　
　
判
　
例
　
研
　
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
二
　
　
　
（
八
三
六
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
ち

を
求
め
る
趣
旨
が
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
以
上
、
そ
の
記
載
要
件
に
お
け
る
か
し
に
拘
ら
ず
こ
れ
を
訴
状
と
み
る
に
さ
し
つ
か
え
な
く
、
そ
の

と
き
に
お
い
て
訴
の
提
起
あ
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
の
も
同
趣
旨
で
あ
り
、
正
當
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
從
つ
て
到
旨

③
に
あ
る
よ
う
に
本
件
に
お
い
て
提
出
さ
れ
た
「
失
業
保
瞼
金
再
審
査
請
求
訴
訟
」
と
題
す
る
書
面
が
、
民
訴
法
二
二
四
條
所
定
の
必
要
的
記
載

事
項
を
一
部
嵌
い
て
も
、
全
龍
と
し
て
勢
働
保
瞼
審
査
會
に
よ
り
な
さ
れ
た
失
業
保
瞼
金
の
給
付
に
關
す
る
行
政
庭
分
に
鉗
す
る
不
服
を
訴
訟
の

方
式
に
よ
つ
て
主
張
し
よ
う
と
い
う
こ
と
が
明
白
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
訴
の
成
立
の
認
定
も
叉
正
當
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
3
　
最
疵
を
含
む
が
、
訴
が
成
立
し
て
い
る
と
い
う
前
提
に
立
つ
て
次
に
間
題
と
な
る
の
は
効
力
で
あ
る
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
原
告
に

よ
つ
て
訴
状
が
補
正
せ
ら
れ
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
起
訴
の
實
鶴
法
上
の
効
果
が
い
つ
襲
生
す
る
と
考
え
る
べ
き
か
、
不
適
式
な
訴
款
提
出
の

と
き
か
補
正
の
と
き
か
、
と
い
う
黙
で
あ
る
。

　
到
旨
⑧
は
、
訴
欣
が
裁
到
長
に
よ
り
受
理
さ
れ
た
時
に
起
訴
の
効
力
が
襲
生
す
る
と
い
5
學
論
を
二
黙
に
お
い
て
批
剣
し
て
い
る
。
次
に
批
到

の
當
否
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
先
ず
㈲
の
批
到
、
す
な
わ
ち
か
か
る
考
え
方
は
民
訴
法
二
二
四
條
の
文
意
に
反
す
る
と
い
う
批
到
は
必
ず
し
も
正

當
と
は
い
え
な
い
と
思
う
。
蓋
し
同
條
は
訴
提
起
の
成
立
乃
至
は
効
力
襲
生
の
時
期
を
定
め
た
も
の
で
は
な
く
、
訴
提
起
の
方
式
を
規
定
し
た
も

の
と
解
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
一
歩
譲
つ
て
同
條
が
訴
提
起
の
方
式
の
み
を
定
め
る
に
止
ら
な
い
と
し
て
も
、
直
ち
に
訴
提
起

の
効
力
獲
生
の
時
期
を
規
定
す
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
は
で
ぎ
な
い
。
訴
は
成
立
し
て
も
無
効
の
場
合
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
實
際
上
も
當
事
者

の
豫
測
し
が
た
い
時
期
に
起
訴
の
効
力
を
認
め
ん
と
す
る
黙
で
妥
當
で
な
い
と
い
う
第
二
の
批
到
の
當
否
奈
何
。
我
々
は
こ
の
黙
を
検
討
す
る
前

に
先
ず
も
つ
て
こ
こ
遠
訴
の
黎
と
は
何
を
い
う
か
と
い
う
間
題
を
欝
す
る
必
票
あ
る
．
二
蓬
訴
禁
止
の
効
果
（
鼠
譲
二
y
訴
訟
参

加
・
告
智
讐
の
奮
（
磨
嘩
鰐
靴
マ
關
嚢
禦
（
釜
嘩
碧
礎
．
Y
等
の
訴
訟
係
属
の
諸
効
果
が
、
訴
提
起
の
時
期
響
訟

係
属
の
時
期
と
考
え
る
多
数
論
に
立
て
ば
、
訴
提
起
の
時
に
震
生
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
訴
訟
係
属
は
訴
提
起
と
同
時
に
獲
生
す
る
も
の
で

は
な
く
、
被
告
へ
の
訴
状
の
邊
達
に
よ
つ
て
始
め
て
生
じ
る
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
蓋
し
、
被
告
は
自
分
の
知
ら
な
い
う
ち
に
封
國
家



へ
三
面
読
の
立
場
か
ら
は
封
原
告
と
の
關
係
を
も
含
む
）
と
の
關
係
で
訴
訟
法
律
關
係
の
成
立
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
訴
の
提
起
を
了
知
し
う

る
素
る
ぎ
虜
る
し
（
螺
餐
蝉
從
つ
て
そ
れ
以
前
譲
原
告
裁
群
間
の
訴
訟
受
理
の
關
係
が
あ
る
歪
る
気
る
べ
き
で
あ
る

（
泥
雪
翼
肇
．
訴
提
起
と
訴
訟
慧
、
こ
の
雲
の
震
時
響
異
写
る
筆
髪
え
れ
ば
、
元
來
鶉
葛
果
は
嚢
係
男
効
果
で

あ
る
資
そ
れ
ら
効
果
の
笙
簿
提
望
・
葉
異
写
る
．
間
題
と
な
る
の
は
轟
塗
の
効
果
す
奔
壽
効
島
の
効
果
（
騒
讐

出
訴
期
間
そ
の
他
の
除
斥
期
間
導
の
効
義
諾
塑
凱
羅
馳
難
》
善
意
取
得
者
の
悪
意
矯
の
効
蓋
讐
八
y
筆
あ
る
・
こ
れ

ら
の
諸
効
果
が
訴
訟
係
屑
の
効
果
と
み
る
べ
き
で
は
な
く
、
訴
提
起
の
効
果
と
み
る
べ
き
黙
に
つ
い
て
は
三
ヶ
月
、
前
掲
書
三
三
二
頁
参
照
）
。
私
は
到
例
學
詮
に

お
け
る
よ
う
に
起
訴
の
効
果
を
訴
提
起
の
時
從
つ
て
訴
の
成
立
の
時
期
に
焚
生
す
る
と
み
る
か
、
あ
る
い
は
訴
朕
が
補
正
さ
れ
裁
到
長
に
よ
り
受

理
さ
れ
た
時
に
震
生
す
る
と
み
る
か
、
二
者
揮
一
の
關
係
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
起
訴
に
件
う
實
艦
法
上
の
効

果
に
關
す
る
諸
規
定
は
、
裁
到
所
に
封
す
る
紛
孚
の
公
椹
的
解
決
の
申
立
を
中
断
等
の
實
鰹
的
効
果
を
附
與
す
る
に
足
る
原
因
と
認
め
る
訴
訟
法

中
に
存
す
る
實
艦
規
定
で
あ
る
、
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
（
三
ヶ
月
、
前
揚
書
…
一
三
頁
、
伊
東
、
民
事
訴
訟
法
一
四
七
ー
一
四
八
頁
。
伊
東
教
授
は
次
の

よ
う
に
こ
の
鮎
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
　
「
民
事
訴
訟
法
上
以
外
の
効
果
が
訴
の
提
起
と
結
合
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
登
生
滑
滅
の
時
期
は
そ
れ
ぞ
れ
の
法

ち
　
　
ち
　
　
ち
　
　
む
　
　
ヤ
　
　
も

分
野
に
お
い
て
定
め
ら
れ
る
べ
き
で
、
訴
訟
法
上
の
訴
訟
係
驕
と
歩
調
を
あ
わ
せ
る
必
要
は
な
い
。
法
典
は
こ
れ
ら
の
う
ち
、
時
効
の
中
断
・
期
間
の
蓮
守
に
つ
い
て

規
定
を
お
き
（
こ
れ
は
訴
訟
法
規
で
は
な
い
）
…
…
。
起
訴
の
と
き
に
こ
れ
ら
の
効
力
を
認
め
る
理
由
に
つ
い
て
二
つ
の
説
が
封
立
し
て
い
る
が
、
こ
の
時
期
に
既
に

椹
利
の
上
に
眠
る
事
實
を
破
る
態
度
を
認
め
う
る
た
め
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
反
封
説
は
、
権
利
の
存
在
が
既
剣
力
を
も
つ
て
確
定
せ
ら
れ
る
豫
想
の
も
と
に
、
手
績

の
偶
然
的
な
長
短
が
時
鮎
を
左
右
す
る
こ
と
を
避
け
よ
う
と
し
て
、
劃
一
的
に
起
訴
の
時
に
遡
ら
せ
た
も
の
と
主
張
し
、
從
つ
て
直
接
に
訴
訟
物
と
な
ら
な
か
つ
た
穫

利
に
つ
い
て
時
効
の
中
噺
を
認
め
る
よ
う
な
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
が
、
實
豊
法
の
問
題
は
實
艦
法
上
の
債
値
に
よ
つ
て
決
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
、
既
剣
力
を
こ

の
場
合
に
も
ち
出
す
こ
と
は
飴
計
な
こ
と
で
あ
る
」
i
傍
鮎
筆
者
）
。
そ
こ
で
我
々
は
實
艦
法
上
こ
れ
ら
諸
効
果
の
附
與
さ
れ
る
原
因
が
、
換
言
す
れ
ば

原
告
の
「
権
利
の
上
に
眠
る
事
實
を
破
る
態
度
」
が
訴
提
起
の
時
に
認
め
ら
れ
る
の
か
、
あ
る
い
は
訴
朕
補
正
從
つ
て
裁
到
長
に
よ
る
補
正
さ
れ
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た
訴
朕
受
理
の
時
に
認
め
ら
れ
る
の
か
、
訴
状
全
饅
よ
り
到
断
し
て
各
場
合
に
つ
き
個
別
的
具
饅
的
に
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
費
買
契

約
に
基
づ
く
責
掛
代
金
請
求
の
給
付
訴
訟
に
お
い
て
請
求
の
趣
旨
の
み
を
訴
款
に
記
載
し
、
請
求
の
原
因
を
記
載
し
な
い
場
合
に
、
訴
訟
物
た
る

債
権
は
特
定
さ
れ
な
い
か
ら
、
實
饅
的
に
見
て
訴
提
起
の
時
に
時
効
中
断
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
政
策
的
に
み
て
も
當
事
者
が
自
己
の
責

任
に
お
い
て
穫
利
を
特
定
せ
ず
に
時
効
の
中
断
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
か
ら
そ
の
効
果
を
生
ぜ
し
め
る
必
要
も
な
い
。
そ
の
不
利
盆
は
主
張
當
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
ち
　
　
む
　
　
ヤ
　
　
ち

者
が
負
澹
す
べ
き
こ
と
當
然
で
あ
る
と
い
わ
ね
ぼ
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
反
し
て
、
本
件
に
お
け
る
が
如
く
、
「
失
業
保
瞼
金
再
審
査
請
求
訴
訟
」

と
題
す
る
書
面
に
、
被
告
の
表
示
が
な
く
か
つ
請
求
の
趣
旨
お
よ
び
原
因
が
明
確
に
記
載
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
「
そ
の
表
題
お
よ
び
表
現
さ
れ

て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
少
な
く
と
も
被
告
螢
働
保
瞼
審
査
會
に
よ
つ
て
な
さ
れ
た
失
業
保
瞼
金
給
付
に
關
す
る
行
政
塵
分
に
封
す
る
不
服
を

主
張
し
」
て
い
る
こ
と
が
お
の
ず
か
ら
看
取
し
う
る
な
ら
ば
、
そ
の
提
出
は
、
原
告
が
失
業
保
瞼
法
四
五
條
所
定
の
六
〇
日
の
出
訴
期
間
は
遵
守

し
た
も
の
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
當
該
書
面
の
提
出
は
訴
の
提
起
行
爲
と
認
め
ら
れ
る
が
不
適
式
で
訴
訟
上
無
効
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、

直
ち
に
こ
れ
を
實
艦
的
効
果
に
反
映
さ
せ
て
實
艦
的
効
果
も
生
じ
な
い
と
す
る
こ
と
は
意
味
が
な
い
。
蓋
し
爾
者
は
評
領
の
基
準
を
異
に
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
從
つ
て
本
件
訴
を
適
法
と
し
た
本
釧
決
は
正
當
で
あ
る
が
、
本
到
決
の
理
由
に
つ
い
て
は
正
當
で
は
な
い
と
考
え
る
。
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川
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