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〔
最
高
裁
民
訴
事
例
研
究
二
〕

昭
三
七
3
（
騒
調
眠
諜
罵
）

　
親
権
者
の
債
務
の
担
保
の
た
め
未
成
年
者
の
不
動
産
に
抵
当
権
を
設
定
す
る

　
に
つ
い
て
特
別
代
理
人
選
任
の
審
判
と
被
担
保
債
権
額
の
表
示
の
要
否
等

　
　
債
権
不
存
在
確
認
請
求
事
件
（
第
三
小
法
廷
二
月
六
日
）

　
原
告
・
控
訴
人
・
上
告
人
X
所
有
不
動
産
に
つ
き
X
の
親
権
者
の
特
定
の
債
務

　
　
担
保
の
た
め
の
抵
当
権
を
設
定
す
る
目
的
で
家
事
審
判
に
よ
り
特
別
代
理
人
訴

　
外
F
が
選
任
さ
れ
た
。
F
は
X
を
代
理
し
て
被
告
・
被
控
訴
人
・
被
上
告
人
Y

　
　
と
当
該
不
動
産
に
つ
き
根
抵
当
設
定
契
約
を
締
結
．
X
は
Y
を
被
告
と
し
て
根

　
　
抵
当
権
無
効
確
認
の
訴
を
提
起
．
F
は
当
該
不
動
産
に
つ
ぎ
抵
当
権
を
設
定
す

　
　
る
代
理
権
を
与
え
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
根
抵
当
権
設
定
契
約
締
結
の
権
限

　
　
は
付
与
さ
れ
て
い
な
い
。
特
別
代
理
人
の
選
任
は
親
権
に
服
す
る
子
の
利
益
を

　
　
親
権
者
の
恣
意
か
ら
保
護
す
る
た
め
設
け
ら
れ
た
特
別
の
制
度
で
あ
る
が
ゆ
え

　
　
に
、
特
別
代
理
人
の
権
限
も
、
そ
の
制
度
の
趣
旨
に
て
ら
し
厳
格
に
解
す
べ
き

　
　
で
あ
る
。
抵
当
権
と
根
抵
当
権
は
そ
の
性
質
内
容
を
異
に
し
種
々
の
点
で
法
律

　
　
関
係
に
差
異
を
生
じ
る
（
原
告
側
は
上
告
理
由
中
で
、
両
者
の
性
質
上
の
相
違

　
　
と
し
て
、
普
通
の
抵
当
権
は
債
権
額
一
定
不
動
な
る
も
根
抵
当
は
債
権
極
度
額

　
　
の
範
囲
内
で
債
権
額
は
現
実
の
貸
与
金
額
に
よ
り
変
動
し
、
し
た
が
つ
て
、
債

　
　
権
発
生
の
時
期
に
つ
い
て
も
貸
与
の
時
期
に
よ
り
個
々
別
々
で
あ
る
か
ら
、
一

　
　
つ
は
単
一
他
は
数
個
発
生
す
る
、
と
い
つ
て
い
る
）
。
し
た
が
つ
て
、
F
に
根
抵

　
　
当
権
設
定
権
限
は
付
与
さ
れ
て
い
な
い
、
と
主
．
張
し
た
．
Y
は
こ
れ
に
対
し

　
　
て
、
抵
当
権
設
定
権
限
は
当
然
に
根
抵
当
権
設
定
権
限
を
含
む
、
と
主
張
し

判
　
例
　
研
　
究

た
。
第
一
審
請
求
棄
却
。
X
控
訴
．
控
訴
棄
却
。
X
上
告
。
従
来
の
主
張
に
加

え
て
、
以
下
の
理
由
に
よ
り
原
判
決
が
審
理
不
尽
の
判
決
で
あ
る
と
主
張
し

た
。
す
な
わ
ち
、
特
別
代
理
人
選
任
の
審
判
に
は
単
に
抵
当
権
を
設
定
す
る
に

っ
き
と
あ
り
、
被
担
保
債
権
額
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
代
理
権
限
の
定

め
な
き
無
効
の
審
判
で
、
授
権
の
効
力
を
生
じ
な
い
、
と
い
う
控
訴
人
の
主
張

す
る
重
要
論
点
に
つ
き
原
判
決
は
審
理
・
判
断
を
し
な
か
つ
た
、
と
い
う
の
で

あ
る
．
上
告
審
の
判
断
は
、
「
本
人
所
有
名
義
の
不
動
産
に
つ
い
て
は
本
人
の

親
権
者
が
自
己
の
特
定
の
債
務
を
担
保
す
る
た
め
な
し
た
申
立
を
容
れ
、
家
庭

裁
判
所
が
親
権
者
の
右
債
務
を
担
保
す
る
た
め
本
人
所
有
の
不
動
産
に
抵
当
権

を
設
定
す
る
に
つ
い
て
あ
る
者
を
本
人
の
特
別
代
理
人
と
し
て
選
任
す
る
旨
の

審
判
を
し
た
と
き
は
、
こ
れ
に
右
被
担
保
債
権
の
全
額
を
表
示
し
な
い
場
合
で

も
、
右
特
別
代
理
人
は
根
抵
当
権
を
含
む
抵
当
権
の
設
定
に
つ
い
て
授
権
さ
れ

た
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
て
あ
る
」
と
し
た
。
上
告
棄
却
。

判
旨
に
反
対
．

　
問
題
は
、
審
判
が
特
別
代
理
人
に
い
か
な
る
範
囲
の
代
理
権
を
与
え
て
い
る

か
と
い
う
点
に
存
す
る
。
民
法
八
二
六
条
は
親
権
者
と
子
の
利
益
相
反
行
為
に

つ
き
「
親
権
を
行
う
父
又
は
母
と
そ
の
子
の
利
益
が
相
反
す
る
行
為
に
つ
い
て

は
」
と
規
定
す
る
が
、
各
利
益
相
反
行
為
ご
と
に
特
別
代
理
人
を
選
任
し
、
各

利
益
相
反
行
為
の
終
了
と
と
も
に
特
別
代
理
人
は
代
理
権
を
失
う
と
理
解
す
べ

き
か
、
あ
る
い
は
、
利
益
相
反
行
為
に
つ
い
て
は
後
見
人
の
よ
う
に
概
括
的
に

七
五

（
五
五
九
）



　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

特
別
代
理
人
が
選
任
さ
れ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
理
解
し
て
よ
い
の
か
、
こ

の
規
定
か
ら
だ
け
で
は
充
分
明
瞭
と
は
い
え
な
い
．
後
者
の
よ
う
に
解
す
る
余

地
も
充
分
考
え
ら
れ
る
が
、
後
説
に
よ
り
仮
り
に
利
益
相
反
行
為
に
つ
き
概
括

的
代
理
権
を
も
つ
特
別
代
理
人
が
選
任
さ
れ
た
と
す
る
と
、
特
定
の
行
為
が
利

益
相
反
行
為
で
あ
る
か
否
か
に
つ
き
家
庭
裁
判
所
の
判
断
を
う
け
な
い
か
ら
、

こ
の
点
に
基
因
す
る
法
的
紛
争
が
生
じ
や
す
い
。
し
か
し
、
審
判
に
つ
い
て
は

既
判
刀
が
な
い
か
ら
（
塚
礁
法
y
特
別
代
理
人
選
任
の
審
判
に
よ
り
、
選
任
の
原

因
た
る
行
為
が
利
益
相
反
行
為
で
あ
り
、
特
別
代
理
人
の
選
任
を
必
要
と
す
る

場
合
で
あ
り
、
選
任
に
よ
り
特
別
代
理
人
が
代
理
権
を
有
効
に
与
え
ら
れ
た
こ

と
が
既
判
力
を
も
つ
て
確
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
（
利
益
相
反
行
為
で
は
な
い

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
審
判
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
特
別
代
理
人
が
代
理
権
を
も
つ
か
否

か
は
問
題
で
あ
る
。
審
判
に
は
既
判
力
が
な
い
か
ら
、
特
別
代
理
人
に
当
該
行
為
に

つ
き
代
理
権
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
が
最
終
的
に
確
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
第
三

者
は
表
見
代
理
に
関
す
る
民
法
一
〇
九
条
の
規
定
に
よ
り
保
護
さ
れ
る
も
の
と
理
解

す
べ
き
で
あ
ろ
う
）
。
し
た
が
つ
て
、
後
説
を
と
る
場
合
に
限
ら
ず
、
前
説
を
是

認
す
る
場
合
で
も
、
前
記
諸
点
に
つ
き
争
い
の
生
じ
る
余
地
は
充
分
あ
り
う

る
．
し
か
し
、
民
法
八
二
六
条
は
利
益
相
反
行
為
に
つ
き
子
の
利
益
を
保
護
す

る
た
め
設
け
ら
れ
た
規
定
で
あ
り
、
同
一
の
特
別
代
理
人
に
包
括
的
代
理
権
を

与
え
る
よ
り
は
、
各
利
益
相
反
行
為
ご
と
に
特
別
代
理
人
を
選
任
す
る
方
が
は

る
か
に
子
の
利
益
の
保
護
の
要
請
に
適
合
す
る
。
け
だ
し
、
各
相
反
行
為
ご
と

に
諸
般
の
事
清
が
異
り
、
子
の
利
益
を
よ
り
よ
く
保
護
し
弓
る
特
別
代
理
人
も

異
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
、
と
い
う
主
張
も
あ
る
。
し
か
し
、
特

別
代
理
入
が
子
の
代
理
人
と
し
て
適
任
で
な
け
れ
ば
別
に
新
た
に
特
別
代
理
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
六
　
　
　
（
五
六
〇
）

を
選
任
す
れ
ば
よ
い
．
し
た
が
つ
て
こ
の
主
張
も
後
説
を
否
定
す
る
充
分
な
根

拠
と
は
い
い
難
い
．
か
く
し
て
両
説
の
い
ず
れ
を
是
認
す
べ
き
か
に
わ
か
に
決

し
難
い
。

　
後
説
に
よ
る
と
、
X
主
張
の
ご
と
く
特
定
債
務
担
保
の
た
め
の
抵
当
権
の
設

定
権
限
が
根
抵
当
権
の
設
定
権
限
を
含
ま
ず
、
両
者
が
全
く
別
個
の
も
の
で
あ

る
と
し
て
も
、
前
者
を
内
容
と
す
る
審
判
に
よ
り
後
者
の
代
理
権
を
特
別
代
理

人
に
認
め
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
前
説
に
よ
れ
ば
か
よ
う
な

可
能
性
は
な
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
後
説
に
よ
つ
て
も
、
代
理

権
の
範
囲
を
明
確
に
し
、
特
定
の
行
為
に
つ
き
特
別
代
理
人
を
選
任
す
る
こ
と

ま
で
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
問
題
は
本
件
審
判
が
い
か
な

る
範
囲
の
代
理
権
を
特
別
代
理
人
に
与
え
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
審
判
が
債
権
額
を
示
さ
な
い
ま
で
も
、
債
務
を
特
定
し
て
右
債
務
の
た
め
の

抵
当
権
設
定
の
た
め
に
特
別
代
理
人
を
選
任
す
る
と
い
う
な
ら
ば
、
特
別
代
理

人
は
当
該
不
動
産
に
つ
き
根
抵
当
を
設
定
す
る
代
理
権
は
も
た
な
い
は
ず
で
あ

る
。
抵
当
権
設
定
権
根
が
当
然
に
根
抵
当
権
設
定
権
限
を
含
む
と
い
う
の
は
X

の
主
張
す
る
ご
と
く
論
理
的
に
正
確
と
は
い
え
な
い
。
債
務
を
特
定
せ
ず
親
の

債
務
の
た
め
に
子
の
不
動
産
に
つ
き
抵
当
権
を
設
定
す
る
た
め
に
選
任
さ
れ
た

特
別
代
理
人
、
あ
る
い
は
親
の
陵
務
担
保
の
た
め
根
抵
当
を
設
定
す
る
目
的
で

特
別
代
理
人
を
選
任
し
て
い
る
な
ら
ば
、
当
該
不
動
産
に
つ
き
特
別
代
理
人
が

根
抵
当
を
設
定
す
る
代
理
権
を
も
ち
う
る
こ
と
当
然
で
あ
る
。

　
本
件
審
判
は
X
の
親
権
者
の
特
定
債
務
担
保
の
た
め
の
抵
当
権
を
設
定
す
る

目
的
で
特
別
代
理
人
F
を
選
任
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
X
主
張
の
通
り
、

F
は
根
抵
当
設
定
に
つ
き
代
理
権
は
も
た
な
い
と
解
す
べ
き
て
．
こ
の
点
本
判



決
に
は
賛
成
し
え
な
い
．
た
だ
被
担
保
債
権
特
定
の
た
め
に
債
権
額
は
必
ず
し

も
示
す
必
要
が
な
い
と
す
る
点
は
賛
成
で
あ
る
。
X
の
請
求
を
棄
却
し
た
控
訴

審
判
決
は
正
し
く
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
上
告
に
は
理
由
が
あ
り
、
最
高
裁
判

所
は
原
判
決
を
破
棄
し
事
件
を
原
審
に
差
戻
す
か
自
判
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
、
X
は
F
の
な
し
た
根
抵
当
権
設
定
契
約
を
無
効
と
解
し
て
い
る
。
F

の
行
為
は
「
代
理
人
力
其
権
限
外
ノ
行
為
ヲ
為
シ
タ
ル
場
合
」
に
あ
た
る
が
、

審
判
に
ょ
れ
ば
「
其
権
限
ア
リ
ト
信
ス
ヘ
キ
」
場
合
に
あ
た
ら
な
い
か
ら
、
こ

れ
に
民
法
二
〇
条
を
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
民
法
一
一
三
条
に
よ
り

追
認
さ
れ
る
ま
で
無
効
と
解
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
点
で
X
の
主
張
は
正

当
で
あ
る
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
石
川
　
明
）

昭
三
七
4
（
鍛
驕
眠
喋
酔
欺
巻
）

　
過
大
催
告
無
効
の
判
断
と
理
由
不
備

　
　
家
屋
明
渡
等
請
求
事
件
（
昭
三
七
・
三
・
九
第
二
小
法
廷
判
決
）

　
　
被
告
は
四
者
あ
り
、
葛
は
家
屋
の
賃
借
人
、
亀
と
端
は
箔
の
債
務
に
つ
い
て
の

　
　
連
帯
保
一
証
人
、
磧
は
原
告
（
X
）
が
転
借
人
と
目
す
る
者
で
あ
る
。
X
は
込
な

　
　
い
し
L
を
共
同
被
告
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
家
屋
の
明
渡
ま
た
は
（
お
よ
び
）

　
　
賃
料
の
支
払
を
訴
求
、
第
一
審
で
は
大
体
に
お
い
て
こ
の
X
の
請
求
が
認
め
ら

　
　
れ
た
の
で
、
Y
か
ら
控
訴
し
た
と
こ
ろ
、
控
訴
裁
判
所
は
Y
の
有
利
に
第
一
審

　
　
判
決
を
変
更
、
な
か
ん
ず
く
ヱ
磧
の
家
屋
明
渡
義
務
を
否
定
し
た
。
理
由
は
数

　
　
点
に
わ
た
る
が
、
そ
の
一
点
と
し
て
、
X
の
賃
料
不
払
に
よ
る
契
約
解
除
の
主

　
　
張
に
つ
き
、
次
の
よ
う
な
判
示
が
あ
る
．
日
く
、
「
さ
れ
ば
結
局
七
、
三
五
三
円

　
　
の
延
滞
分
に
つ
い
て
二
九
、
九
三
〇
円
の
催
告
を
し
た
こ
と
に
帰
す
る
の
で
過

判
　
例
　
研
　
究

大
催
告
と
い
い
う
る
の
み
な
ら
ず
、
か
り
に
そ
う
で
な
い
と
し
て
も
後
記
認
定

の
よ
う
に
控
訴
人
船
田
（
磧
）
は
昭
和
二
八
年
春
か
ら
夏
に
か
け
て
三
〇
万
円

に
も
の
ぼ
る
改
造
、
修
理
費
の
支
出
を
し
、
本
件
建
物
の
裏
に
あ
る
被
控
訴
人

（
X
）
所
有
家
屋
の
電
燈
料
を
毎
月
負
担
し
て
い
る
の
で
今
す
ぐ
簡
単
に
値
上

の
要
求
に
は
応
じ
難
い
と
の
態
度
を
と
つ
て
い
た
こ
と
は
、
控
訴
人
本
人
船
田

（
磧
）
の
原
審
な
ら
び
に
当
審
に
お
け
る
供
述
に
よ
つ
て
う
か
が
え
る
と
こ
ろ

で
あ
つ
て
、
一
方
被
控
訴
人
（
X
）
の
催
告
し
た
家
賃
金
は
統
制
価
額
に
ょ
る

も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
す
ら
も
船
田
（
磧
）
が
承
諾
し
な
か
つ
た
こ

と
に
は
右
の
如
き
事
情
が
あ
つ
た
の
で
同
人
は
主
観
的
に
正
当
と
考
え
る
千
円

の
約
定
賃
料
は
支
払
つ
て
き
た
こ
と
等
の
諸
事
情
に
照
ら
せ
ば
、
控
訴
人
船
田

（
磧
）
の
賃
料
不
払
を
も
つ
て
本
件
契
約
を
解
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
程
重

大
な
不
履
行
と
ま
で
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
。
X
か
ら
の
上
告
に
基
づ

ぎ
、
こ
の
第
二
審
判
決
を
破
棄
し
、
事
件
を
第
二
審
裁
判
所
に
差
戻
し
た
の
が
、

本
事
案
で
あ
つ
て
、
曰
く
、
「
原
審
は
、
被
上
告
人
船
田
（
払
）
の
延
滞
家
賃
額

七
、
三
五
三
円
に
対
し
、
こ
れ
を
二
九
、
九
三
〇
円
と
し
て
催
告
し
た
上
告
人

（
X
）
の
所
論
過
大
催
告
を
無
効
と
し
、
該
催
告
に
基
く
上
告
人
（
X
）
の
所
論

契
約
解
除
の
主
張
を
排
斥
し
て
い
る
が
、
右
の
無
効
を
い
う
た
め
に
は
、
上
告

人
が
右
催
告
に
当
り
前
示
催
告
額
全
額
の
提
供
を
得
な
け
れ
ぽ
そ
の
受
領
を
拒

絶
す
る
意
思
を
有
し
た
点
の
認
定
が
必
要
で
あ
る
と
こ
ろ
、
原
判
示
過
大
の
程

度
を
以
て
し
て
は
直
ち
に
右
受
領
拒
否
の
意
思
を
推
認
す
る
こ
と
は
で
ぎ
な
い

し
、
原
判
文
上
右
の
点
の
審
理
判
断
を
尽
し
た
跡
は
見
あ
た
ら
な
い
．
原
判
決

に
は
、
こ
の
点
に
つ
き
理
由
不
備
の
違
法
あ
る
も
の
と
い
う
べ
く
」
、
他
の
一

点
と
と
も
に
、
原
判
決
は
破
棄
を
免
れ
な
い
、
と
。

　
判
旨
は
、
原
審
が
い
わ
ゆ
る
過
大
催
告
の
法
理
に
基
づ
い
て
契
約
解
除
の
主

張
を
却
け
た
も
の
と
解
し
て
い
る
が
、
果
し
て
原
審
の
趣
旨
は
そ
う
で
あ
ろ
う

か
。
む
し
ろ
、
原
審
の
趣
旨
は
．
契
約
解
除
権
発
生
の
要
件
た
る
重
要
な
債
務

七
七

（
五
六
一
）
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の
不
履
行
が
な
い
こ
と
を
．
言
お
う
と
す
る
も
の
と
解
せ
ら
れ
、
重
要
な
債
務

の
不
履
行
が
な
い
と
い
う
こ
と
と
、
催
告
が
過
大
で
無
効
で
あ
る
と
い
う
こ
と

と
は
、
二
つ
の
別
の
事
柄
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
原
審
の
判
文
中
に
は
「
－
・

過
大
催
告
と
い
い
う
る
の
み
な
ら
ず
、
か
り
に
そ
う
で
な
い
と
し
て
も
…
－
己

と
い
う
表
現
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
「
過
大
催
告
と
い
い
う
る
」
と
い
う
の
は
原

被
両
造
の
主
張
金
額
が
違
い
す
ぎ
る
の
意
に
も
と
れ
必
ず
し
も
言
わ
ゆ
る
過
大

催
告
の
法
理
を
援
用
し
た
も
の
と
読
む
必
要
は
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
そ
う
読

ん
で
は
却
つ
て
「
か
り
に
そ
う
で
な
い
と
し
て
も
」
以
下
の
説
明
が
ピ
ッ
タ
リ

し
な
い
こ
と
に
な
る
。
上
告
審
は
、
下
級
審
の
判
決
を
前
提
と
し
、
軌
道
の
逸

脱
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
も
の
で
、
こ
れ
に
成
り
代
わ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
か
ら
、

原
審
判
決
の
趣
旨
は
こ
れ
を
善
解
し
、
自
己
の
見
解
の
み
を
押
し
つ
け
る
こ
と

に
急
で
あ
る
べ
き
で
は
な
い
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
上
告
審
は
、
原
審
判

決
の
趣
旨
を
成
る
べ
く
活
か
す
よ
う
に
解
す
べ
き
で
、
本
件
で
も
、
先
ず
、
原

審
判
決
の
趣
旨
は
、
契
約
解
除
権
発
生
の
要
件
た
る
重
要
な
債
務
の
不
履
行
が

な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
X
の
契
約
解
除
の
主
張
を
却
け
た
も
の
と
し
て
、
受

取
ら
る
べ
き
で
あ
つ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
う
受
取
つ
た
と
す
れ
ば
、
原

審
理
由
の
首
尾
は
一
お
5
整
つ
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
．
こ
れ
を
理
由
不
備

と
難
じ
る
余
地
は
な
か
つ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ

が
、
実
体
法
の
解
釈
と
し
て
契
約
解
除
権
発
生
の
要
件
を
原
審
の
よ
う
に
理
解

す
る
こ
と
が
正
し
い
か
否
か
、
お
よ
び
、
本
件
具
体
的
事
案
が
果
し
て
原
審
の

み
る
よ
う
に
重
要
な
債
務
の
不
履
行
が
な
い
場
合
に
あ
た
る
か
ど
う
か
は
、
こ

れ
と
は
全
く
別
の
問
題
で
、
．
理
由
不
備
の
違
法
」
（
鰻
噺
鷹
就
顎
）
の
間
題
で
は
な

い
．
本
件
の
場
合
、
お
そ
ら
く
、
重
要
な
債
務
の
不
履
行
が
な
い
と
断
じ
る
こ

七
八
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と
は
法
令
の
適
用
と
し
て
誤
で
．
こ
の
点
か
ら
原
判
決
の
破
棄
は
免
れ
な
か
つ

た
所
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
判
断
の
誤
で
、
手
続
の
誤
で
は
な
い
。
た
と
え
破
棄

の
結
果
は
同
一
で
あ
る
と
し
て
も
、
判
断
の
誤
を
「
理
由
の
不
備
」
と
混
同
し

た
の
で
は
、
理
由
の
不
備
が
絶
対
的
上
告
理
由
で
あ
る
た
め
、
い
た
ず
ら
に
破

棄
の
機
会
を
多
く
し
、
上
告
審
が
そ
の
使
命
を
逸
脱
す
る
危
険
を
育
て
る
こ
と

に
な
ろ
う
。

　
あ
る
い
は
、
原
審
判
決
の
趣
旨
が
解
釈
を
要
す
る
程
に
不
明
確
な
も
の
だ
と

い
う
こ
と
が
、
理
由
の
不
備
に
あ
た
る
と
い
う
見
方
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、

絶
対
的
上
告
理
由
は
、
ほ
ん
ら
い
、
判
決
の
結
論
へ
の
影
響
を
問
う
こ
と
が
不

要
な
程
度
の
重
要
な
手
続
（
形
式
）
の
環
疵
を
拾
つ
た
も
の
で
、
一
般
に
上
告

理
由
は
判
決
の
結
論
へ
の
影
響
を
必
要
と
す
る
の
が
原
則
な
の
で
あ
る
か
ら
、

本
件
の
程
度
の
不
明
瞭
を
絶
対
的
上
告
理
由
へ
追
い
や
る
の
は
強
弁
で
あ
る
．

ま
た
、
判
旨
の
よ
う
に
、
原
審
判
決
の
趣
旨
を
、
言
わ
ゆ
る
過
大
催
告
の
法
理

を
援
用
し
た
も
の
と
仮
に
受
取
る
と
し
て
も
、
催
告
額
全
額
の
提
供
を
え
な
け

れ
ば
債
権
者
が
そ
の
受
領
を
拒
絶
す
る
意
思
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
必
要
か
ど

う
か
は
、
や
は
り
解
釈
の
問
題
で
、
理
由
の
具
備
の
問
題
で
は
な
い
（
泌
顯
雛
脚

勿
論
正
当
だ
が
、
キ
う
し
た
解
釈
を
確
立
し
た
法
規
と
し
て
前
提
固
執
し
、
原
審
も
同
じ
前
提
を
と
る
と

予
定
し
た
た
め
に
　
こ
れ
に
添
う
た
説
明
が
欠
け
て
い
る
の
を
捉
え
て
理
由
の
不
備
と
す
る
余
地
を
生
じ

構
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結
局
、
破
棄
と
い
う
結
果
に
は
賛
成
だ
が
（
躰
雌
虹
灘
捌
瞠
桃
赫
↑
…
初
破
y
原
判

決
の
畷
疵
を
「
理
由
の
不
備
」
と
す
る
こ
と
に
は
賛
成
で
き
な
い
。

　
な
お
、
本
件
に
つ
い
て
は
、
山
下
末
人
助
教
授
の
、
実
体
法
の
角
度
か
ら
の

判
例
批
評
が
あ
る
（
服
鏑
眺
畑
能
四
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
伊
東
　
乾
）


