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〔
最

高

裁

民

訴

事

例

研

究

四

昭
三
八
1（
鵠
情
芳明
子
七）

訴
の
変
更
と
時
効
中
断
の
効
力

八
六

（
七
二
O
）

境
界
確
認
請
求
事
件
（
昭
三
八・
一
・
一
八
第
二
小
法
廷
判
決）

源
審・
仙
台
高
裁
の
判
決
理
由
に
日
く、
「
控
訴
人（
原
告
X）
は、
従
来
第一



審
判
決
摘
示
の
と
お
り
境
界
確
定
及
び
損
害
賠
償
を
求
め
て
い
た
が
、
当
審
で

請
求
の
趣
旨
を
主
文
第
一
項
の
よ
う
に
変
更
し
た
．
そ
し
て
弁
論
の
全
趣
旨
に

よ
る
と
、
ノ
控
訴
人
（
原
告
X
）
は
右
境
界
確
定
の
訴
に
替
え
て
、
新
た
に
右
所

有
権
確
認
の
訴
を
提
起
し
、
ま
た
損
害
賠
償
の
請
求
は
こ
れ
を
し
な
い
こ
と
に

し
た
消
息
が
明
ら
か
で
あ
る
．
す
な
わ
ち
控
訴
人
（
原
告
X
）
は
、
旧
訴
を
全

面
的
に
取
下
げ
、
訴
訟
だ
け
に
つ
い
て
（
新
訴
だ
け
に
つ
い
て
の
誤
植
か
）
審

判
を
求
め
た
も
の
で
あ
り
、
被
控
訴
人
（
被
告
Y
）
が
右
旧
訴
の
取
下
に
つ
い

て
そ
れ
と
な
く
同
意
し
た
こ
と
も
弁
論
の
全
趣
旨
で
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
旧

訴
は
右
取
下
に
よ
つ
て
終
了
し
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
、
と
。
然
る
に
、

X
の
新
訴
請
求
は
理
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
、
と
し
て
、
判
決
主
文
第
一
項

に
は
次
の
よ
う
な
宣
言
が
掲
げ
ら
れ
た
。
曰
く
、
「
宮
城
県
黒
川
郡
大
和
町
吉
田

字
上
童
子
沢
所
在
．
別
紙
図
面
表
示
の
ω
・
＠
・
の
・
◎
・
㈹
・
＠
点
を
順
次

結
び
、
＠
点
か
ら
西
方
用
水
堀
に
添
い
⑨
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
北
東
方
松
伐

根
・
㈲
点
を
経
て
東
南
方
塚
及
び
松
根
堀
取
跡
く
ぽ
地
を
経
て
㊥
点
に
至
り
同

点
か
ら
南
方
ω
点
に
囲
ま
れ
た
地
域
が
控
訴
人
（
X
）
の
所
有
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
」
、
と
．
こ
の
判
決
に
対
し
、
Y
側
か
ら
上
告
を
お
こ
し
た
の
が
本

件
で
あ
つ
て
、
Y
は
、
就
中
、
原
審
が
本
件
に
お
け
る
訴
の
変
更
を
認
識
し
、

旧
訴
が
取
下
げ
ら
れ
た
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
旧
訴
提
起
に
よ
る
時
効
中
断
の

効
果
が
そ
の
取
下
に
よ
つ
て
消
滅
し
た
こ
と
を
承
認
せ
ず
、
訴
変
更
以
後
に
も

旧
訴
提
起
に
よ
る
時
効
中
断
効
が
持
続
す
る
と
解
し
て
Y
の
時
効
販
得
の
抗
弁

を
排
斥
し
た
の
は
、
民
法
一
四
九
条
に
反
し
、
違
法
で
あ
る
旨
を
主
張
し
た
。

最
高
裁
、
日
く
、
「
本
件
繋
争
地
域
が
被
上
告
人
（
X
）
の
所
有
に
属
す
る
こ
と

の
主
張
は
終
始
変
わ
る
こ
と
な
く
、
唯
単
に
請
求
の
趣
旨
を
境
界
確
定
か
ら
所

有
権
確
認
に
交
替
的
に
変
更
し
た
に
過
ぎ
な
い
こ
と
、
本
件
記
録
上
明
白
で
あ

る
．
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
裁
判
所
の
判
断
を
求
め
る
こ
と
を
断
念
し
て
旧

訴
を
取
下
げ
た
も
の
と
み
る
べ
き
で
は
な
い
か
ら
、
訴
の
終
了
を
意
図
す
る
通

常
の
訴
の
取
下
げ
と
は
そ
の
本
質
を
異
に
し
、
民
法
一
四
九
条
の
律
意
に
徴
し

て
同
条
に
い
わ
ゆ
る
訴
の
取
下
中
に
は
こ
の
よ
う
な
場
合
を
含
ま
な
い
も
の
と

判
例
研
究

　
　
解
す
る
を
相
当
と
す
る
」
。
◎
原
判
決
は
相
当
、
と
。
1
棄
却
。

　
判
旨
は
、
訴
の
取
下
あ
る
に
も
拘
ら
ず
時
効
中
断
効
の
失
わ
れ
な
い
場
合
が

あ
る
か
、
お
よ
び
、
本
件
が
そ
の
場
合
に
該
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
、
判
断
の

焦
点
に
す
え
て
お
り
、
鈴
木
（
正
）
教
授
の
本
件
判
批
も
（
眠
嫡
姻
臥
蜷
梱
号
）
専
ら

こ
の
問
題
を
考
察
し
て
判
旨
に
賛
成
し
て
お
ら
れ
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
実

は
、
本
件
で
は
、
二
つ
の
留
保
を
掲
げ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
境
界
確
認
の
訴
と
所
有
権
確
認
の
訴
と
は
、
別
種
別

類
型
の
訴
だ
と
す
る
、
通
説
の
見
解
を
正
し
い
と
仮
定
す
る
、
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、
他
は
、
本
件
で
、
事
実
、
境
界
確
認
の
訴
が
所
有
権
確
認
の
訴
に
変

更
さ
れ
た
と
仮
定
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
つ
て
、
い
ず
れ
も
、
些
か
、
疑
な

き
を
え
な
い
。
何
故
な
ら
、
境
界
確
認
の
訴
を
所
有
権
確
認
の
訴
と
は
別
種
別

類
型
の
訴
だ
と
す
る
通
説
は
、
境
界
確
認
の
訴
を
も
つ
て
形
式
的
形
成
訴
訟
と

考
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
う
で
あ
る
と
、
往
時
と
異
な
り
法
文
上
の
根
拠
を

欠
く
現
在
、
そ
れ
が
何
故
に
許
さ
れ
る
の
か
は
必
ず
し
も
自
明
で
な
い
し
、
ま

た
、
本
件
原
審
判
決
主
文
が
「
：
所
在
二
〇
番
の
六
山
林
三
反
三
畝
一
三
歩

は
X
の
所
有
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
」
と
い
う
に
と
ど
め
ず
、
こ
れ
に
代
え

て
、
境
界
を
表
示
し
、
表
示
境
界
内
の
「
地
域
が
X
の
所
有
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
」
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
る
こ
と
は
、
果
し
て
X
の
要
求
な
い
し
主

張
が
、
境
界
の
確
認
請
求
か
ら
所
有
権
の
確
認
請
求
に
「
変
わ
つ
た
」
の
か
ど

う
か
疑
を
挾
ま
せ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
所
有
権
確
認
の
判
決
と
し
て
原
審
判
決

主
文
の
よ
う
な
形
は
適
切
か
ど
う
か
、
実
は
本
件
で
は
終
始
一
貫
X
の
要
求
な

い
し
主
張
の
内
容
は
同
一
　
（
終
始
境
界
確
定
の
み
又
は
終
始
所
有
権
確
認
の
み
で

多
少
表
現
の
変
更
あ
り
し
の
み
）
で
あ
つ
た
の
で
は
な
い
か
、
或
は
、
よ
り
適

八
七

（
七
二
一
）



判
　
例
　
研
　
究

切
に
は
、
境
界
確
定
の
訴
は
取
下
げ
ら
れ
ず
（
取
下
は
損
害
賠
償
の
訴
の
み
）
寧

ろ
こ
れ
に
所
有
権
確
認
の
訴
が
追
加
併
合
せ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
等
々
の

臆
測
を
生
ぜ
し
め
る
か
ら
で
あ
る
．
そ
し
て
、
こ
れ
ら
前
提
的
な
諸
間
題
の
方

が
、
判
旨
が
焦
点
に
お
く
間
題
よ
り
遙
か
に
重
要
な
問
題
で
あ
つ
て
、
理
論
的

に
も
興
味
深
く
、
と
く
に
訴
訟
物
の
理
論
を
考
え
る
恰
好
な
素
材
が
一
つ
本
件

に
よ
つ
て
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
留
意
し
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
だ
が
、
今
は
姑
く
、
疑
問
を
と
ど
め
つ
つ
も
、
通
説
と
原
審
の
確
定
と
を
前

提
と
し
よ
う
。
境
界
確
定
の
訴
を
形
式
的
形
成
訴
訟
に
非
ず
と
す
れ
ば
、
然
ら

ば
こ
れ
を
何
と
み
て
奈
何
取
扱
う
べ
き
か
、
な
お
検
討
を
要
す
る
こ
と
で
あ
る

し
、
判
例
集
に
第
一
審
判
決
も
別
紙
図
面
も
省
略
さ
れ
て
い
る
本
件
で
真
実
に

要
求
な
い
し
主
張
の
変
更
が
あ
つ
た
の
か
否
か
を
確
定
す
る
の
は
至
難
の
こ
と

だ
か
ら
で
あ
る
。

　
然
る
と
ぎ
は
、
惜
か
に
、
訴
の
取
下
あ
る
に
拘
ら
ず
、
時
効
中
断
効
の
失
わ

れ
な
い
場
合
が
あ
る
か
．
お
よ
び
．
本
件
が
そ
の
場
合
に
該
る
か
．
と
い
う
問

題
が
焦
点
に
お
か
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
大
し
て
困
難
な
問
題
で
は
な

い
。
な
る
ほ
ど
民
法
一
四
九
条
は
裁
判
上
の
請
求
が
「
訴
ノ
却
下
又
ハ
取
下
ノ

場
合
二
於
テ
ハ
時
効
中
断
ノ
効
力
ヲ
生
セ
ス
」
と
い
う
形
の
規
定
の
仕
方
を
し

て
い
る
が
、
そ
れ
は
取
下
が
権
利
主
張
の
断
念
を
意
味
す
る
と
考
え
た
か
ら
で

あ
ろ
う
。
然
ら
ば
取
下
あ
る
も
権
利
主
張
の
断
念
が
な
い
と
き
は
本
条
に
該
当

し
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
他
方
に
訴
提
起
に
よ
る
時
効
中
断
の
効
力
を
訴
と
か
訴

訟
物
と
か
に
拘
泥
し
て
訴
訟
法
的
に
見
る
べ
ぎ
で
な
く
、
専
ら
主
張
せ
ら
れ
る

実
体
権
に
着
目
す
べ
ぎ
で
あ
る
こ
と
は
、
既
に
本
欄
昭
三
七
2
4
の
説
い
た
通
り

で
あ
る
、
本
件
で
は
、
前
後
両
訴
訟
を
訴
訟
と
し
て
奈
何
み
る
に
も
せ
よ
．
実

八
八

（
七
二
二
）

ヘ
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
ち
　
　
め
　
　
ヤ

体
法
的
に
み
て
、
X
が
、
終
始
同
一
一
箇
の
土
地
所
有
権
を
主
張
し
て
い
る
こ

と
は
疑
が
な
い
。
訴
の
変
更
、
従
つ
て
訴
の
取
下
あ
る
に
も
拘
疹
ず
本
件
で
民

法
一
四
九
条
を
適
用
す
べ
き
で
な
い
こ
と
洵
に
判
旨
の
説
く
通
り
で
、
鈴
木

（
正
）
教
授
と
も
ど
も
判
旨
に
賛
成
す
る
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
伊
東
　
乾
）

昭
三
八
2
（
齢
璃
服
喉
㎝
砒
）

　
強
制
執
行
に
よ
っ
て
物
の
占
有
を
解
か
れ
た
者
と
占
有
回
収
の
訴
の
許
否

　
占
有
回
収
請
求
事
件
（
昭
三
八
・
一
・
二
五
第
二
小
法
廷
判
決
）

　
　
X
は
裁
判
上
の
和
解
に
よ
る
取
極
め
に
基
づ
い
て
磧
会
社
か
ら
一
室
を
賃
借
し

　
　
て
居
住
し
て
い
た
が
、
磧
は
不
当
な
賃
料
の
値
上
げ
を
申
し
入
れ
、
X
が
従
前

　
　
の
ま
ま
の
賃
料
を
提
供
し
た
と
こ
ろ
そ
の
受
領
を
拒
絶
し
た
の
で
、
X
は
該
賃

　
　
料
を
供
託
し
た
．
乳
は
契
約
の
解
除
を
申
し
入
れ
、
和
解
調
書
に
執
行
文
の
付

　
　
与
を
受
け
て
明
渡
の
執
行
を
し
、
室
を
L
、
に
賃
貸
し
て
こ
れ
に
引
渡
し
た
．
右

　
　
契
約
の
解
除
は
無
効
で
あ
り
、
従
つ
て
こ
れ
に
基
づ
く
強
制
執
行
は
不
当
で
あ

　
　
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
X
か
ら
、
昭
・
L
を
被
告
と
し
て
占
有
回
収
（
の
ち

　
　
に
賃
借
権
に
基
づ
く
明
渡
請
求
を
追
加
）
お
よ
び
損
害
賠
償
請
求
の
訴
を
お
こ

　
　
し
た
の
が
本
件
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
て
問
題
と
な
つ
た
の
は
占
有
回
収
の
訴

　
　
の
許
否
で
あ
つ
た
．
第
一
・
二
審
と
も
占
有
回
収
の
訴
を
許
さ
れ
ず
と
し
た
の

　
　
に
対
し
て
上
告
論
旨
は
強
く
反
論
し
た
が
、
最
高
裁
、
曰
く
、
弓
占
有
回
収
の

　
　
訴
は
、
物
の
占
有
者
か
他
人
の
私
力
に
よ
つ
て
占
有
を
奪
わ
れ
た
場
合
に
、
そ

　
　
の
奪
つ
た
者
か
ら
そ
の
物
の
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
を
認
め
た
制
度
で
あ
る
か

　
　
ら
、
権
限
の
あ
る
国
家
の

執
行
機
関
に
よ
り
そ
の
執
行
行
為
と
し
て
物
の
占
有

　
　
を
強
制
的
に
解
か
れ
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
右
執
行
行
為
が
著
し
く
違
法
性
を



　
　
帯
び
て
も
は
や
社
会
的
に
公
認
さ
れ
た
執
行
と
認
め
る
に
堪
え
な
い
場
合
、
換

　
　
言
す
勲
は
、
外
観
上
も
前
記
私
人
の
私
力
の
行
使
と
同
視
し
う
る
よ
う
な
場
合

　
　
を
除
い
て
は
、
執
行
法
上
の
救
済
を
求
め
ま
た
は
実
体
上
の
権
利
に
基
づ
く
請

　
　
求
を
な
し
う
る
こ
と
は
格
別
、
占
有
回
収
の
訴
に
よ
つ
て
そ
の
物
の
返
還
を
請

　
　
求
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
も
の
と
解
す
る
を
相
当
と
す
る
」
．
本
件
は
そ
の

　
　
例
外
的
に
占
有
回
収
の
訴
を
許
し
う
べ
き
場
合
に
該
当
し
な
い
、
と
。
ー
棄

　
　
却
。

　
判
旨
は
占
有
回
収
の
訴
が
私
力
侵
奪
に
対
応
す
る
制
度
で
あ
る
こ
と
を
理
由

と
す
る
も
の
て
あ
り
、
田
中
（
整
）
教
授
の
本
件
判
批
も
（
醍
輌
雄
蹴
蜷
梱
。
ラ
）
執
行

吏
の
占
有
の
公
法
的
性
格
を
説
い
て
判
旨
に
賛
成
L
て
お
ら
れ
る
が
、
執
行
完

結
後
の
始
末
は
私
人
間
の
実
体
関
係
の
問
題
て
あ
る
か
ら
、
そ
こ
で
は
執
行
に

よ
る
侵
奪
が
私
力
侵
奪
と
等
置
せ
ら
れ
る
余
地
が
あ
る
し
、
ま
た
、
問
題
は
手

続
内
部
で
執
行
々
為
を
直
接
攻
撃
す
る
こ
と
に
関
わ
る
の
で
は
な
い
か
ら
、
執

行
吏
の
占
有
の
公
法
的
性
格
も
直
接
の
支
障
を
生
ぜ
し
め
な
い
筈
で
あ
つ
て
、

事
は
、
ヨ
リ
正
確
に
ば
、
執
行
制
度
の
目
的
と
性
格
と
か
ら
説
か
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
．
執
行
制
度
は
、
芳
、
れ
自
体
、
私
生
活
へ
の
国
権
の
介
入
で
あ
つ
て
、

恐
ら
く
は
、
最
少
限
、
半
法
的
な
一
お
う
の
新
事
態
は
こ
れ
を
過
去
か
ら
断
絶

し
て
決
定
的
に
作
出
す
る
も
の
（
妊
励
齢
概
瞳
動
防
届
濾
猟
肋
餉
諮
知
濃
塀
姪
柚
紡
拡
萄
）
と

解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
手
続
完
結
後
の
始
末
は
、
少
く
と
も
半
法
的
な
一
お
う

の
新
事
態
に
優
勢
す
る
権
原
に
基
づ
く
の
で
な
け
れ
ば
行
わ
れ
え
な
い
の
で
あ

つ
て
、
言
わ
ば
同
じ
く
半
法
的
な
一
お
う
の
事
態
の
維
持
に
奉
仕
す
る
占
有
権

で
は
こ
れ
を
覆
す
に
足
り
な
い
、
と
考
う
べ
き
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
．
だ
が
、

判
旨
も
、
実
質
的
に
は
執
行
と
い
う
も
の
の
性
格
を
根
拠
と
す
る
趣
旨
で
あ
ろ

う
し
、
結
果
に
は
異
論
が
な
い
の
で
、
田
中
（
整
）
教
授
と
も
ど
も
判
旨
に
賛

判
　
例
　
研
　
究

成
し
た
い
．

（
伊
東
　
乾
）

昭
三
八
3
（
澱
塙
顎
牒
一
一
飢
）

　
民
訴
法
第
四
〇
九
条
ノ
ニ
第
一
項
の
合
憲
性

　
　
損
害
賠
償
請
求
事
件
（
昭
三
八
・
一
・
二
五
第
二
小
法
廷
判
決
）

　
　
上
告
理
由
．
「
民
訴
法
四
〇
九
条
の
二
の
特
別
上
告
を
為
す
こ
と
の
で
き
る
場

　
　
合
を
定
め
た
制
限
規
定
は
何
人
も
憲
法
三
二
条
に
よ
り
裁
判
所
に
お
い
て
裁
判

　
　
を
受
け
る
権
利
を
奪
わ
れ
な
い
と
の
保
障
を
奪
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
又
憲
法

　
　
二
一
条
に
よ
り
保
障
さ
れ
た
国
民
の
権
利
を
不
断
の
努
力
に
よ
り
保
持
し
な
け

　
　
れ
ば
な
ら
な
い
責
任
を
無
視
し
た
も
の
で
あ
り
無
効
で
あ
る
か
ら
裁
判
の
最
終

　
審
た
る
最
高
裁
判
所
は
本
件
に
つ
ぎ
実
質
的
に
審
理
判
決
を
為
す
べ
き
で
あ

　
　
り
　
　
．
　
」

　
　
上
告
審
判
決
要
旨
．
「
憲
法
一
二
条
を
云
為
す
る
論
旨
も
、
ひ
つ
き
よ
う
民
訴

　
法
四
〇
九
条
ノ
ニ
第
一
項
の
規
定
が
憲
法
三
二
条
に
違
反
す
る
こ
と
を
い
う
に

　
　
帰
着
す
る
と
解
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
憲
法
三
二
条
は
、
何
び
と
も
裁
判
所
に

　
　
お
い
て
裁
判
を
受
け
る
権
利
あ
る
こ
と
を
規
定
し
た
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
、
い

　
　
か
な
る
裁
判
所
に
お
い
て
裁
判
を
受
く
べ
き
か
と
い
う
よ
う
な
裁
判
所
の
組

　
　
織
、
権
限
、
審
級
等
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
法
律
に
お
い
て
諸
般
の
事
情
を
考

　
慮
し
て
定
め
ら
れ
る
べ
き
事
項
で
あ
り
、
憲
法
に
は
同
八
一
条
を
除
き
他
に
こ

　
　
慧
制
學
る
規
定
の
な
い
こ
益
、
す
堵
に
当
藷
所
大
法
廷
判
決
（
調

　
　
竺
煎
稿
聖
、
期
繭
、
髪
誰
≠
雪
鞭
日
螺
一
難
馨
託
語
態
の
判
示

　
　
す
る
と
こ
ろ
て
あ
つ
て
、
同
判
決
の
趣
旨
に
徴
す
れ
ば
、
前
示
民
訴
法
の
条
規

　
　
か
憲
法
三
二
条
こ
違
反
す
る
旨
の
所
論
は
採
用
で
き
な
い
（
網
珈
聖
D
壁
ン
ァ
一
）
鱒
㎜

　
　
庫
鮮
一
↑
都
遂
．
可
畦
艇
欝
朕
翼
）
。
」
よ
つ
て
上
告
棄
却
。

八
九

（
七
二
三
）



　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

　
判
旨
に
部
分
的
に
賛
成
．

　
憲
法
三
二
条
は
裁
判
を
う
け
る
権
利
を
保
障
し
て
い
る
が
、
こ
こ
に
裁
判
と

は
、
近
代
的
民
主
国
家
に
お
け
る
裁
判
を
さ
す
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
枠
は
憲
法

第
六
章
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
枠
の
範
囲
内
で
、
裁
判
所
の
組
織
、
権

限
、
審
級
、
訴
訟
手
続
等
は
法
律
に
よ
つ
て
具
体
的
に
定
め
ら
れ
る
こ
と
は
判

決
の
指
摘
す
る
通
り
で
あ
る
（
尉
渥
匹
嘱
嫡
姻
乳
癒
綿
吐
趣
顎
無
田
縮
顎
隔
茸
一
眺
難
姻

熱
鞍
稿
罐
侃
嚢
響
齢
講
訟
擢
臓
蔽
妨
翁
簸
擁
讐
礒
冨
謹
磁
Y

憲
法
八
一
条
は
、
最
高
裁
が
終
審
と
し
て
違
憲
法
令
審
査
権
を
も
つ
こ
と
を
規

定
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
民
訴
法
四
〇
九
条
ノ
ニ
と
い
う
規
定
が
あ
る
。
簡
易

裁
判
所
事
件
に
つ
い
て
も
常
に
最
高
裁
判
所
が
終
審
裁
判
所
で
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
と
い
う
憲
法
上
の
要
求
は
な
い
し
、
ま
た
、
お
よ
そ
近
代
的
裁
判
制
度
が
そ

う
で
あ
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
と
も
い
え
な
い
。
な
る
ほ
ど
、
簡
裁
事
件
に

つ
い
て
も
最
終
審
を
小
人
数
の
判
事
か
ら
な
る
最
高
裁
判
所
と
す
る
な
ら
ば
、

法
令
解
釈
の
統
一
に
よ
る
法
律
的
安
定
と
裁
判
権
の
一
本
化
に
よ
る
裁
判
の
信

用
保
持
と
い
う
一
般
的
公
益
的
目
的
は
達
成
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
上

告
審
裁
判
所
の
負
担
軽
減
の
た
め
上
告
事
件
を
制
限
す
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
み

ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
（
醐
殿
軌
瑠
舗
彬
臨
蕗
）
、
し
か
も
こ
の
こ
と
は
、
具
体
的
事

件
の
正
当
な
解
決
と
し
て
は
事
実
審
を
二
回
繰
返
す
こ
と
で
充
分
で
、
上
告
審

は
法
令
解
釈
の
統
一
・
裁
判
の
一
本
化
を
目
的
と
し
た
い
わ
ば
つ
け
た
り
の
救

済
で
あ
る
と
す
る
見
地
か
ら
是
認
さ
れ
る
（
熱
滑
砕
鑑
譜
翻
渡
切
覗
葡
恥
磯
）
。
こ
れ
と

全
く
同
一
の
理
由
か
ら
、
簡
裁
事
件
に
つ
き
特
別
上
告
を
憲
法
問
題
に
限
つ
て

認
め
て
も
、
そ
の
こ
と
が
近
代
的
裁
判
制
度
の
理
念
に
そ
む
く
も
の
で
は
な
い

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
〇
　
　
　
（
七
二
四
）

　
本
件
に
お
い
て
上
告
人
は
、
原
判
決
に
憲
法
違
反
が
あ
る
と
し
て
で
は
な
く
、

民
訴
法
第
四
〇
九
条
ノ
ニ
が
憲
法
違
反
た
か
ら
無
効
で
あ
り
、
原
判
決
の
一
般

法
令
違
反
を
理
由
に
特
別
上
告
を
な
し
て
い
る
。
そ
こ
で
前
記
の
ご
と
く
、
上

告
人
は
同
条
の
解
釈
を
誤
つ
て
い
る
が
ゆ
え
に
本
件
上
告
は
当
然
不
適
法
と
し

て
却
下
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
に
反
し
、
本
件
判
決
が
棄
却
の
判
決
を
し
た

の
は
誤
り
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
か
か
る
見
解
と
は
別
に
、
本
件
上

告
理
由
中
の
民
訴
四
〇
九
条
ノ
ニ
第
一
項
が
違
憲
で
あ
る
と
の
主
張
は
、
理
論

的
に
は
抽
象
的
な
法
令
の
違
憲
性
の
主
張
で
あ
り
、
そ
の
当
否
の
判
断
は
最
高

裁
判
所
の
使
命
で
も
な
く
、
し
た
が
つ
て
、
上
告
は
不
適
法
と
し
て
却
下
せ

ら
る
べ
ぎ
で
あ
つ
て
、
本
件
判
決
が
あ
え
て
同
条
同
項
の
合
憲
性
の
判
断
を
な

し
た
こ
と
は
不
要
で
あ
つ
た
と
い
う
よ
り
誤
つ
て
い
た
、
と
す
る
見
解
も
あ

る
（
酬
紛
制
棚
盈
り
断
欺
獅
勃
焔
邸
ヅ
穂
細
ひ
眠
賄
肥
姫
雛
糊
房
砧
匠
碩
）
。
こ
の
見
解
に
は
賛

成
で
き
な
い
。
と
い
う
の
は
、
民
訴
法
四
〇
九
条
ノ
ニ
第
一
項
の
違
憲
審
査
は

本
件
原
審
判
決
に
お
け
る
一
般
法
令
違
反
を
理
由
と
し
そ
の
救
済
を
求
め
る
特

別
上
告
の
可
否
の
問
題
と
の
関
連
で
具
体
的
に
問
題
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
石
川
　
明
）

昭
三
八
4
（
講
護
証
巻
）

　
裁
判
上
の
和
解
に
つ
き
錯
誤
の
主
張
が
許
さ
れ
な
い
と
さ
れ
た
事
例

　
約
束
手
形
金
請
求
事
件
（
昭
三
八
・
二
・
一
二
第
三
小
法
廷
判
決
）

　
　
原
告
X
（
被
控
訴
人
・
被
上
告
人
）
は
、
被
告
Y
（
控
訴
人
・
上
告
人
）

に
対



し
、
請
求
の
趣
旨
と
し
て
金
三
〇
万
円
及
び
こ
れ
に
対
す
る
昭
和
三
三
年
一
二

月
九
日
よ
ウ
完
済
迄
年
六
分
の
損
害
金
の
支
払
を
求
め
、
そ
の
原
因
と
し
て
主

張
す
る
事
実
は
、
「
被
告
は
昭
和
三
三
年
八
月
一
六
日
金
額
三
〇
万
円
、
支
払

期
日
同
年
一
二
月
八
日
受
取
人
訴
外
1
な
る
約
束
手
形
一
通
を
振
出
し
、
右
受

取
人
は
拒
絶
証
書
作
成
義
務
を
免
除
し
て
右
手
形
を
原
告
に
白
地
裏
書
譲
渡
し

た
の
で
、
原
告
は
支
払
期
日
に
こ
れ
を
支
払
場
所
に
呈
示
し
た
と
こ
ろ
支
払
を

拒
絶
さ
れ
た
．
よ
つ
て
被
告
に
対
し
右
請
求
を
な
す
」
と
い
う
の
で
あ
る
．

第
一
審
第
一
回
口
頭
弁
論
期
日
に
被
告
訴
訟
代
理
人
の
「
答
弁
準
備
の
た
め
」

と
の
理
由
に
よ
る
申
立
に
よ
り
同
期
日
は
答
弁
に
入
ら
な
い
ま
ま
続
行
さ
れ
、

同
第
二
回
口
頭
弁
論
期
日
は
被
告
訴
訟
代
理
人
の
「
示
談
の
た
め
」
と
の
理
由

に
よ
る
申
立
に
よ
り
延
期
と
な
り
、
同
第
三
回
口
頭
弁
論
期
日
（
昭
和
三
四
年

四
月
一
四
日
午
後
二
時
）
に
は
何
ら
被
告
の
答
弁
の
な
い
ま
ま
本
件
和
解
が
成

立
し
た
。

和
解
の
内
容
は
以
下
の
如
く
で
あ
る
．
一
、
被
告
は
原
告
に
対
し
本
件
約
束
手

形
金
債
務
元
金
三
〇
万
円
及
び
こ
れ
に
対
す
る
昭
和
三
三
年
二
一
月
九
日
よ
り

完
済
に
至
る
ま
で
年
六
分
の
損
害
金
を
支
払
う
べ
き
債
務
あ
る
こ
と
を
認
め
、

右
元
金
の
う
ち
金
二
五
万
円
を
次
の
と
お
り
原
告
代
理
人
事
務
所
に
持
参
又
は

送
付
し
て
支
払
う
こ
と
．
イ
、
昭
和
三
四
年
四
月
三
〇
日
ま
で
に
金
一
〇
万
円
、

ロ
、
同
年
五
月
一
五
日
ま
で
に
金
一
五
万
円
、
二
、
被
告
が
右
支
払
を
各
期
限

ま
で
に
履
行
し
た
と
き
は
原
告
は
被
告
の
残
債
務
金
五
万
円
及
ひ
損
害
金
の
支

払
を
免
除
す
る
こ
と
。
三
、
被
告
が
第
一
項
の
支
払
を
し
な
い
と
き
は
同
項
の

元
金
三
〇
万
円
（
一
部
支
払
済
の
と
ぎ
は
そ
の
残
金
）
及
び
同
項
所
定
の
損
害

金
を
即
時
に
支
払
う
こ
と
．
四
、
訴
訟
費
用
は
各
自
弁
の
こ
と
．

と
こ
ろ
が
被
告
訴
訟
代
理
人
は
右
和
解
成
立
後
第
一
審
に
新
口
頭
弁
論
期
日
の

指
定
を
申
請
し
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
原
告
が
本
件
手
形
を
そ
の
受
取
人
1
よ

り
裏
書
を
受
け
た
の
は
実
は
そ
の
満
期
後
て
あ
つ
た
の
に
、
被
告
は
右
和
解
の

成
立
に
至
る
ま
で
右
裏
書
は
原
告
主
張
の
如
く
満
期
前
に
な
さ
れ
た
も
の
で
原

告
は
善
意
の
第
三
者
所
持
人
で
あ
る
も
の
の
如
く
錯
誤
に
陥
つ
て
い
た
た
め
右

和
解
を
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
右
和
解
は
要
素
に
錯
誤
あ
る
毎
効
の
も
の
叫
、
あ

る
、
と
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
一
、
二
審
と
も
に
、
本
件
手
形
D
裏
書
が

満
期
前
弔
．
あ
る
と
誤
信
し
た
こ
と
は
、
本
件
和
解
イ
、
被
告
か
原
告
に
対
す
る
債

務
を
認
め
た
一
の
縁
由
に
す
ぎ
ず
、
特
に
本
件
和
解
の
前
提
と
さ
れ
た
も
の
で

は
な
い
。
被
告
の
右
主
張
を
被
告
が
結
局
原
告
に
対
す
る
債
務
の
認
め
た
こ
と

が
真
実
に
反
し
、
か
つ
こ
れ
を
知
ら
な
か
つ
た
と
い
う
意
味
に
解
す
る
と
ぎ

は
、
訴
訟
物
た
る
権
利
の
有
無
に
つ
き
誤
認
が
あ
つ
た
と
し
て
も
、
訴
訟
上
の

和
解
は
一
面
私
法
上
の
和
解
を
包
含
し
、
こ
の
点
で
民
法
六
九
六
条
が
適
用
さ

れ
、
従
つ
て
錯
誤
の
問
題
の
生
じ
る
余
地
が
な
い
。
さ
ら
に
被
告
が
原
告
の
主

張
に
対
し
て
答
弁
し
て
い
な
く
て
も
、
訴
訟
物
た
る
原
告
の
権
利
が
争
の
目
的

を
な
し
て
お
り
、
和
解
は
争
の
目
的
た
る
権
利
に
つ
き
な
さ
れ
た
も
の
で
、
本

件
和
解
は
支
払
協
定
の
み
が
そ
の
内
容
を
な
す
も
の
で
は
な
い
、
と
し
て
、
本

件
訴
訟
は
和
解
の
成
立
に
よ
り
終
了
し
て
い
る
と
判
断
し
た
．
こ
れ
に
対
し
、

Y
は
、
本
件
で
は
当
事
者
間
に
お
い
て
X
の
手
形
債
権
は
当
然
存
在
す
る
も
の

と
し
て
全
然
争
わ
れ
ず
に
こ
れ
を
前
提
と
し
て
支
払
の
協
定
の
み
に
つ
ぎ
裁
判

上
の
和
解
が
成
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
か
か
る
争
の
目
的
と
な
ら
な
い
前
提
事

項
に
つ
き
錯
誤
が
あ
つ
た
場
合
、
民
法
六
九
六
条
の
適
用
は
な
い
、
と
し
て
上

告
し
た
．

こ
れ
に
対
し
て
、
上
告
審
は
以
下
の
判
断
を
な
し
上
告
を
棄
却
し
た
．
「
一
般

に
、
第
一
審
口
頭
弁
論
期
日
に
お
い
て
原
告
が
訴
状
に
基
づ
き
請
求
の
趣
旨
及

び
原
因
を
陳
述
し
た
の
に
対
し
、
被
告
が
『
答
弁
準
備
の
た
め
』
又
は
『
示
談

の
た
め
』
と
の
理
由
で
未
だ
何
ら
本
案
に
つ
い
て
答
弁
し
な
い
と
き
は
、
こ
れ

を
被
告
が
原
告
の
主
張
事
実
を
明
ら
か
に
争
わ
な
い
も
の
と
み
、
自
白
し
た
も

の
と
看
散
す
こ
と
は
民
事
訴
訟
法
一
四
〇
条
の
趣
旨
に
副
う
ゆ
え
ん
で
な
く
、

こ
れ
を
当
事
者
間
に
訴
訟
の
目
的
物
に
つ
き
争
が
存
す
る
も
の
と
解
す
る
の
が

相
当
で
あ
る
．
本
件
和
解
条
項
に
お
い
て
、
原
告
が
本
訴
で
主
張
す
る
三
〇
万

円
の
手
形
金
債
権
及
び
損
害
金
債
権
を
有
す
る
こ
と
を
本
件
和
解
条
項
で
被
告

が
認
め
た
点
は
、
（
和
解
条
項
で
原
告
が
二
五
万
円
に
つ
い
て
の
み
二
回
分
割

判
　
例
　
研
　
究

九
一

（
七
二
五
）



判
例
研
究

九
二

（
七
二
六
）

払
を
認
め
こ
れ
が
履
行
さ
れ
た
場
合
に
は
残
五
万
円
の
手
形
金
及
び
損
害
金
債

務
を
免
除
す
べ
き
こ
と
を
約
し
た
点
と
と
も
に
）
原
判
示
の
如
く
一
の
譲
歩
で

あ
り
、
ま
た
、
右
和
解
は
訴
訟
上
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
一
の
私
法
上
の
和

解
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
．
そ
し
て
第
一
審
で
、
訴
訟
の
目
的
物
と

さ
れ
た
原
告
主
張
の
三
〇
万
円
の
手
形
金
及
び
損
害
金
債
権
を
原
告
が
有
す
る

こ
と
を
そ
の
口
頭
弁
論
期
日
に
お
け
る
本
件
和
解
に
お
い
て
被
告
が
認
め
た
以

上
は
、
た
と
え
和
解
後
に
至
り
和
解
に
お
い
て
被
告
が
こ
れ
を
認
め
た
こ
と
が

右
被
告
主
張
の
如
き
錯
誤
に
い
で
た
も
の
で
あ
つ
た
と
し
て
も
、
本
件
和
解
は

無
効
と
さ
れ
る
べ
き
で
な
く
、
民
法
六
九
六
条
に
よ
り
効
力
を
妨
げ
ら
れ
な
い

も
の
と
解
す
る
の
を
相
当
と
す
る
」
と
。

　
判
旨
に
反
対
．

　
一
、
第
一
に
問
題
と
な
る
の
は
、
訴
訟
上
の
和
解
に
既
判
力
を
認
め
る
か
否

か
と
い
う
点
で
あ
る
．
民
訴
二
〇
三
条
は
訴
訟
上
の
和
解
が
確
定
判
決
と
同
一

の
効
力
を
有
す
る
と
規
定
し
て
い
る
。
訴
訟
終
了
効
と
執
行
力
と
い
う
点
で
和

解
が
確
定
判
決
と
同
一
の
効
力
を
も
つ
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
異
論
が
な
い
が

既
判
力
も
確
定
判
決
の
一
つ
の
効
力
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
和
解
の
既
判
力
を

め
ぐ
り
学
説
判
例
が
対
立
し
て
い
る
。
肯
定
説
・
否
定
説
・
制
限
的
肯
定
説
が

あ
る
。

　
㈹
肯
定
説
は
（
謙
好
か
躰
縣
圧
講
鰍
髭
蘭
航
題
併
關
恥
騰
儀
駄
厩
翫
頒
グ
翫
翻
勧
杣
か
訴

要
素
の
錯
誤
の
場
合
再
審
に
よ
る
和
解
の
取
消
を
認
め
て
い
る
の
て
、
従
来
の
既
判
力
肯
定
説
と
は
異
る

が
．
当
然
無
効
と
し
な
い
点
で
後
述
の
制
限
的
肯
定
説
と
も
異
り
、
む
し
ろ
肯
定
説
に
近
い
も
の
と
考
え

る
。
山
本
戸
後
出
も
参
照
。
判
例
と
し
て
は
、
大
審
昭
和
一
五
年
六
月
一
三
日
罠
一
判
評
論
二
九
巻
民
訴

三
五
五
頁
、
最
高
昭
和
三
一
年
一
〇
月
三
一
日
決
民
集
一
〇
巻
一
号
一
三
五
五
頁
、
最
高
昭
和
三
三
年
三

瑚
範
姻
胴
嘱
暎
即
肥
難
｛
蒔
複
杁
亭
顕
ハ
撮
塙
醐
繍
圧
）
以
下
に
挙
げ
る
理
由
か
ら
二
〇
三

条
を
忠
実
に
文
理
解
釈
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
ω
和
解
は
判
決
の
代
用
で
、
法

は
当
事
者
の
自
主
的
紛
争
解
決
形
式
た
る
和
解
に
裁
判
権
の
行
使
と
同
一
の
効

果
を
与
え
た
も
の
と
解
し
、
し
た
が
つ
て
和
解
は
既
判
力
を
も
有
す
る
と
い
う

（
勢
わ
榊
務
馴
敵
蹴
調
臓
畑
融
ど
＠
沿
革
的
理
由
．
大
正
一
五
年
法
律
第
六
一
号
に
ょ

る
改
正
以
前
に
は
現
行
二
〇
三
条
の
規
定
が
癒
く
、
■
法
五
五
九
条
三
．
四
号

は
起
訴
前
・
後
の
和
解
が
債
務
名
義
で
あ
る
こ
と
の
み
規
定
し
て
い
た
（
眠
駒
糠

力
な
し
と
す
る
見
解
が
強
か
つ
た
。
肯
定
説
を
と
る
学
説
と
し
て
は
加
藤
・
批
評
集
二
巷
一
二
二
頁
以
下

が
あ
る
。
否
定
説
を
と
る
旧
法
関
係
の
判
例
と
し
て
は
、
大
審
明
治
三
七
年
七
月
八
日
判
民
録
一
〇
巻
一

酌
光
畑
額
附
獄
薇
勒
歌
肛
砿
昨
雛
塑
％
咽
剛
篇
欄
陛
配
姻
ほ
腸
紅
狂
）
．
他
方
旧
法
二
二
九
条

は
請
求
の
批
棄
認
諾
に
判
決
の
必
要
を
規
定
し
て
い
た
。
改
正
法
は
、
二
〇
三

条
で
拗
棄
・
認
諾
は
調
書
に
明
確
化
さ
れ
れ
ば
特
に
拗
棄
・
認
諾
判
決
は
不
要

で
あ
る
と
し
、
調
書
に
作
成
さ
れ
た
拠
棄
・
認
諾
を
確
定
判
決
と
同
一
の
効
力

あ
り
と
し
、
こ
の
趣
旨
を
和
解
に
及
ぽ
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
（
喋
肛

鵠
議
縫
趨
軒
獺
螺
黙
鹸
蠕
礎
枇
頼
鰯
締
難
眠
轍
樂
矯
躾
圧
．
）
．

の
和
解
無
効
は
多
く
要
素
の
錯
誤
を
理
由
と
し
て
主
張
さ
れ
る
が
、
裁
判
機
関

の
面
前
で
そ
の
仲
介
に
よ
り
な
さ
れ
る
以
上
、
当
事
者
は
特
に
そ
の
成
立
に
際

し
慎
重
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
錯
誤
を
主
張
さ
せ
る
必
要
が
な
い
（
齪

鑑
鰍
勧
獺
胤
㎝
瑠
圃
捕
贋
輌
蜻
権
副
勘
導
糖
旭
期
封
隔
）
．
ω
民
訴
法
五
五
九
条
の
債
務
名
義

（
松
鉦
概
書
）
及
び
和
解
、
請
求
の
拡
棄
・
認
諾
に
よ
る
執
行
に
は
原
則
と
し
て
五

四
五
条
を
準
用
す
る
が
（
肛
鉱
）
、
五
六
二
条
に
よ
り
差
異
の
生
ず
る
と
ぎ
は
こ

の
限
り
で
な
く
、
五
六
二
条
三
項
で
公
正
証
書
に
よ
る
執
行
に
は
五
四
五
条
二

項
の
制
限
に
は
従
わ
な
い
．
同
項
は
既
判
力
の
時
的
限
界
の
規
定
で
あ
り
、
公

正
証
書
が
こ
の
制
限
に
従
わ
な
い
の
は
既
判
力
が
な
い
か
ら
で
あ
る
が
、
反
面

そ
れ
以
外
の
債
務
名
義
た
と
え
ば
和
解
等
に
は
当
然
既
判
力
が
あ
る
こ
と
を
法

が
承
認
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
酷
馴
ル
慣
滴
嬉
郎
巻
￥
困
ま
た
、
執
行
力
の
問

題
と
な
ら
な
い
和
解
で
は
、
既
判
力
が
な
い
と
す
る
と
訴
訟
終
了
効
の
み
が
存



す
る
だ
け
で
、
こ
れ
で
は
自
主
的
解
決
が
あ
つ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
す
る

見
方
も
あ
る
（
塙
鶉
磯
酬
）

　
肯
定
説
に
よ
る
と
、
和
解
は
確
定
判
決
の
代
用
で
あ
り
、
し
た
が
つ
て
既
判

力
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
こ
の
既
判
力
の
排
除
は
再
審
事
由
乃
至
こ
れ
に
準
ず

る
事
由
の
存
す
る
場
合
に
の
み
可
能
で
あ
る
が
（
剛
獣
鰍
鮪
粥
副
鴎
麟
はの
雄
吐
猷
輯
離

賠
疇
軸
鰍
化
駅
甑
灘
罰
鯨
腿
翫
謙
｛
ゼ
杣
躰
》
私
法
行
為
に
お
け
る
が
如
く
無
効
や
取

消
を
認
め
る
余
地
は
な
い
こ
と
に
な
る
．

　
私
見
に
よ
れ
ば
、
＠
の
沿
革
的
理
由
は
現
行
法
の
解
釈
に
際
し
必
ず
し
も
決

定
的
な
も
の
と
は
い
え
な
い
。
の
は
、
和
解
に
際
し
て
は
一
般
の
場
合
と
比
較

し
て
よ
り
高
度
の
慎
重
さ
を
要
求
さ
れ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
錯
誤
す
る

こ
と
が
人
間
的
で
あ
る
か
ら
救
済
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
要
請
と
既
判

力
に
よ
り
そ
の
主
張
を
遮
断
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
要
請
と
い
ず
れ
が
強
い
か

と
い
う
問
題
に
帰
し
、
結
局
は
ω
乃
至
否
定
説
ω
（
舩
）
の
問
題
に
還
元
さ
れ
る
。

◎
は
、
法
文
の
形
式
的
解
釈
で
あ
り
、
或
い
は
和
解
に
既
判
力
な
ぎ
こ
と
を
前

提
と
し
た
解
釈
で
、
む
し
ろ
和
解
の
既
判
力
の
有
無
と
い
う
実
質
的
議
論
が
先

行
す
べ
き
問
題
で
あ
る
。
な
お
肯
定
説
の
当
然
の
帰
結
と
し
て
、
既
判
力
の
排

除
は
再
審
に
よ
る
と
す
る
見
解
に
対
し
て
は
、
元
来
再
審
事
由
は
専
ら
裁
判
の

蝦
疵
を
眼
中
に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
を
直
ち
に
和
解
の
蝦
疵

に
適
用
す
る
こ
と
は
好
ま
し
く
な
い
と
す
る
批
判
が
あ
る
（
妊
彫
邸
『
敢
訴
）
．

　
⑧
否
定
説
は
以
下
の
論
拠
か
ら
民
訴
二
〇
三
条
を
縮
少
解
釈
し
て
い
る
（
庫
け

前
掲
四
四
三
ー
四
頁
、
岩
松
・
兼
子
編
・
実
務
講
座
民
訴
編
三
巻
一
五
一
頁
以
下
、
岩
松
・
前
掲
一
〇
一

頁
、
鈴
木
・
前
掲
一
七
六
頁
、
石
川
・
訴
訟
上
の
和
解
の
畷
疵
⑳
主
張
方
法
・
本
誌
三
六
巻
八
号
三
九
頁

な
ど
．
判
例
と
し
て
は
．
昭
和
二
九
年
八
月
五
日
東
高
民
｝
決
法
曹
新
聞
九
二
号
汰
頁
、
昭
和
三
｝
年
｝

二
月
五
日
名
古
屋
高
金
沢
支
判
丁
級
民
集
七
巻
二
一
号
三
五
六
二
頁
　
最
高
昭
和
三
一
年
一
〇
月
三
一
日

民
集
一
〇
巻
一
〇
号
一
三
五
五
頁
の
島
・
岩
松
意
見
、
最
高
昭
和
三
三
年
三
月
五
日
民
集
二
』
巻
三
八
一

頁
の
島
・
垂
水
・
河
村
・
下
飯
坂
意
見
、
即
決
和
解
に
関
し
、
昭
和
三
二
年
二
月
七
日
大
阪
地
決
下
級
民

　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

膜
肛
謄
巳
鰐
彫
椰
硫
頗
バ
糊
鳩
鶴
潤
肌
號
沸
㌍
蕉
礁
｝
贈
）
．
ω
和
解
は
自
主
的
紛
争
解
決
形
式

で
、
当
事
者
の
合
意
が
そ
の
中
核
を
な
し
て
い
る
．
裁
判
所
の
関
与
は
仲
裁
．

斡
旋
・
内
容
・
要
式
の
形
式
的
審
査
で
あ
り
、
蝦
疵
の
存
在
に
つ
い
て
当
事
者

双
方
に
充
分
に
攻
撃
防
禦
方
法
を
尽
さ
せ
た
う
え
で
公
平
な
第
三
者
的
判
断
を

す
る
も
の
で
は
な
い
．
し
た
が
つ
て
、
環
疵
の
主
張
を
和
解
に
既
判
力
を
認
め

る
こ
と
に
よ
つ
て
遮
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
．
因
み
に
こ
の
主
張
は
和

解
の
法
的
性
質
論
と
は
直
接
に
関
係
し
な
い
．
実
体
行
為
説
に
ょ
れ
ば
和
解
の

実
体
的
蝦
疵
は
当
然
に
訴
訟
上
の
効
力
に
影
響
を
及
ぼ
す
し
、
競
合
説
に
よ
つ

て
も
、
そ
れ
が
実
体
的
蝦
疵
の
訴
訟
上
の
効
果
へ
の
影
響
を
目
的
と
す
る
が
ゆ

え
に
、
実
体
行
為
説
に
ょ
る
と
結
果
を
同
じ
く
す
る
．
併
存
説
に
よ
れ
ば
、
そ

れ
が
本
来
実
体
的
暇
疵
の
訴
訟
上
の
効
果
へ
の
影
響
を
遮
断
す
る
目
的
を
も
つ

も
の
と
す
れ
ば
（
峡
雄
狛
畷
骸
⑳
篇
融
趾
吻
鋤
裸
腿
肋
阪
澱
戦
蜘
郵
磯
號
遭
課
礎
恥
鋤
胤
の
）
、
訴

訟
行
為
の
暇
疵
を
実
体
行
為
の
瑠
疵
と
同
様
に
は
認
め
な
い
と
い
う
原
則
に
例

外
を
認
め
る
限
り
、
訴
訟
行
為
説
に
お
け
る
と
同
様
否
定
説
の
成
立
す
る
余
地

は
存
す
る
．
行
為
に
取
消
が
原
則
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
の
は
、
そ
れ
が
裁
判

を
目
標
と
し
て
発
展
す
る
行
為
の
一
部
だ
か
ら
で
あ
る
が
、
和
解
は
訴
訟
行
為

で
あ
る
と
み
て
も
、
訴
訟
を
終
了
せ
し
め
判
決
を
不
要
な
ら
し
め
る
訴
訟
行
為

で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
基
礎
に
し
て
更
に
手
続
が
発
展
す
る
と
い
う
も
の
で
は

な
い
．
し
た
が
つ
て
和
解
は
判
決
へ
の
手
続
の
進
行
の
安
定
・
確
実
と
は
無
関

係
で
、
こ
の
点
で
前
記
原
則
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
（
紬
㎝
加
賄
掲
）
．
同
様
に
和
解

に
あ
つ
て
は
手
続
の
進
行
の
安
定
と
確
実
と
い
う
観
点
か
ら
、
一
般
原
則
で
あ

る
表
示
主
義
を
徹
底
し
て
錯
誤
に
よ
る
当
然
無
効
も
否
定
す
る
必
要
が
な
い
の

で
あ
る
。
否
定
説
の
立
場
か
ら
、
充
分
な
審
理
を
尽
す
こ
と
な
く
毅
疵
の
主
張

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
三
　
　
　
（
七
二
七
）



　
　
　
判
例
研
究

を
遮
断
す
る
肯
定
説
は
、
暇
疵
の
主
張
に
つ
き
憲
法
三
二
条
の
裁
判
を
う
げ
る

権
利
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
主
張
に
つ
な
が
る
（
鰐
縄
乱
㎜
鵬
一
切
バ
顛

魏
轡
ご
嫌
仔
煽
恥
前
）
。
も
つ
と
も
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
は
和
解
や
拗

棄
・
認
諾
に
お
い
て
、
当
該
紛
争
に
つ
き
裁
判
を
う
け
る
権
利
を
拗
棄
し
た
と

解
し
う
る
か
ら
、
暇
疵
の
主
張
を
既
判
力
を
認
め
る
こ
と
に
よ
り
遮
断
し
て
も

憲
法
三
二
条
違
反
の
問
題
は
生
じ
な
い
と
い
う
見
解
が
あ
る
．
け
だ
し
こ
れ
は

誤
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
和
解
や
拗
棄
・
認
諾
に
は
訴
訟
物
た
る
権
利
又
は
法

律
関
係
に
関
す
る
紛
争
に
つ
い
て
裁
判
を
う
け
る
権
利
の
拗
棄
意
思
は
含
ま
れ

て
い
よ
う
が
、
拗
棄
・
認
諾
及
び
和
解
の
裂
疵
を
め
ぐ
る
紛
争
に
つ
ぎ
裁
判
を

う
け
る
権
利
ま
で
批
棄
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
問
題
で
あ
る
（
円
巧
鰍
一
賄
掲
〉
。

＠
和
解
に
既
判
力
を
認
め
る
に
し
て
も
そ
の
範
囲
は
極
め
て
不
明
確
で
あ
る
。

確
定
判
決
の
既
判
力
の
客
観
的
範
囲
は
主
文
に
包
含
す
る
も
の
に
限
定
さ
れ
る

が
、
和
解
調
書
に
主
文
は
な
い
。
調
書
全
体
に
既
判
力
を
認
め
る
と
す
る
な
ら

ば
、
判
決
理
由
中
の
判
断
に
既
判
力
を
認
め
る
こ
と
と
大
差
な
く
、
判
決
と
の

対
応
関
係
は
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
擁
彫
朋
跡
館
）
。
こ
と
に
併
合
和
解
の
場
合

既
判
力
の
客
観
的
範
囲
は
、
当
該
訴
訟
の
訴
訟
物
た
る
法
律
関
係
に
限
定
さ
れ

る
の
か
、
あ
る
い
は
和
解
の
対
象
で
あ
る
総
て
の
法
律
関
係
に
も
及
ぶ
の
か
、

あ
る
い
は
結
論
的
部
分
に
限
定
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
和
解
を
形
成

的
部
分
と
確
認
的
部
分
と
に
分
け
、
前
者
の
内
容
を
争
い
え
な
く
な
る
の
は
形

成
力
の
効
果
で
既
判
力
の
効
果
で
な
い
と
す
る
立
場
か
ら
、
既
判
力
は
後
者
に

限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
で
よ
い
の
か
と
い
う
疑
問
も
提
出
さ
れ
て

い
る
（
儲
甜
瓦
蝋
欄
一
￥
　
の
肯
定
説
に
よ
る
と
、
既
判
力
が
当
事
者
の
意
思
に
左

右
さ
れ
る
こ
と
が
好
ま
し
く
な
い
と
の
考
え
か
ら
、
そ
の
合
意
解
除
を
否
定
し

九
四

（
七
二
八
）

た
り
．
解
除
条
件
を
附
し
え
な
い
と
し
た
り
、
甚
し
い
場
合
に
は
債
務
不
履
行

に
よ
る
解
除
も
な
し
え
な
い
と
す
る
主
張
が
な
さ
れ
て
い
る
．
否
定
説
の
立
場

か
ら
、
和
解
は
元
来
当
事
者
の
自
主
的
紛
争
解
決
手
段
で
あ
る
か
ら
、
当
事
者

が
再
び
自
主
的
に
合
意
解
除
等
に
よ
り
訴
訟
終
了
原
因
た
る
和
解
を
失
効
せ
し

む
る
場
合
、
当
該
訴
訟
を
復
活
さ
せ
裁
判
に
よ
る
紛
争
解
決
の
途
を
再
開
す
る

の
が
当
然
て
あ
る
、
と
の
反
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
私
見
に
よ
れ
ば
、
和
解
は
当
事
者
の
実
体
法
上
の
和
解
と
裁
判
所
に
よ
る
そ

の
確
認
行
為
と
か
ら
な
る
が
た
め
に
、
和
解
の
形
成
的
部
分
に
つ
い
て
も
、
形

成
判
決
の
既
判
力
を
論
ず
る
ま
で
も
な
く
当
然
に
既
判
力
の
有
無
が
問
題
と
さ

れ
る
余
地
は
あ
る
し
、
既
判
力
の
範
囲
の
不
明
確
の
み
を
も
つ
て
し
て
は
、
否

定
説
の
決
定
的
妥
当
根
拠
と
は
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
◎
は
和
解
に
お
け
る
自
主

的
要
素
を
い
か
に
強
調
す
る
か
と
い
う
間
題
に
か
か
る
か
ら
、
ω
に
吸
収
さ
れ

る
。

　
⑥
制
限
的
肯
定
説
（
晒
耕
即
韻
嬬
磁
搬
罐
燵
逡
寵
靴
伍
頒
鮪
騰
繕
曳
二
一
転
埜
沖
餌
“

調
停
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
宮
崎
・
調
停
法
の
理
論
と
実
際
一
一
三
頁
．
判
例
と
し
て
は
、
大
審
昭
和
一

四
年
八
月
一
二
日
判
民
集
一
八
巻
九
〇
三
頁
。
昭
和
二
七
年
一
〇
月
一
八
日
金
沢
地
判
要
旨
集
民
訴
3
一

〇
二
七
頁
、
最
繭
目
同
昭
和
三
｝
年
一
〇
月
三
一
日
民
集
一
〇
巻
一
〇
号
二
唱
五
五
頁
の
小
俗
意
見
。
次
審
昭

和
一
六
年
一
二
月
二
二
日
判
評
論
三
一
巻
民
訴
四
三
頁
は
　
既
判
力
と
し
う
言
葉
は
用
㌧
な
い
が
　
和
解

無
効
確
定
前
は
鯛
書
記
載
事
項
は
別
訴
で
こ
激
に
反
す
る
主
張
が
で
き
な
い
と
し
て
い
る
協
、
当
然
無
効

を
認
め
な
㌧
と
㌧
う
点
で
本
説
と
若
干
異
り
　
む
し
ろ
．
そ
の
限
り
で
は
肯
定
説
の
5
ち
　
錯
誤
に
よ
り

取
消
を
認
め
る
見
解
に
近
い
と
い
う
べ
ぎ
か
。
同
旨
調
停
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
昭
和
三
三
年
五
月
一
二

日
東
高
民
『
一
判
庫
高
民
時
報
九
巻
五
号
八
O
頁
。
な
お
制
限
的
肯
定
説
が
競
合
説
や
併
存
説
の
コ
ロ
ラ

働
酬
槻
酎
腕
恥
齢
屍
肌
糠
鯖
鵜
レ
賄
蝸
熊
旺
隠
纈
嚇
端
樋
歴
畷
髄
物
加
駅
知
）
は
、
和
解
に
既
判

力
を
認
め
る
け
れ
ど
も
、
不
法
又
は
不
能
事
項
を
内
容
と
し
、
又
は
公
序
良
俗

に
反
す
る
事
項
を
目
的
と
す
る
場
合
、
要
素
の
錯
誤
・
通
謀
虚
偽
表
示
・
無
権

代
理
等
の
場
合
は
、
和
解
そ
の
も
の
が
無
効
で
、
当
事
者
は
か
か
る
理
由
の
存

す
る
限
り
、
調
書
に
記
載
さ
れ
た
和
解
の
無
効
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ



の
範
囲
で
既
判
力
は
生
じ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
和
解
に
当
然
無
効
や
取
消
を
認
め

る
こ
と
は
、
和
解
の
既
判
力
を
著
し
く
薄
弱
な
ら
し
め
る
。
し
か
し
こ
れ
は
和

　
　
　
　
ヂ

解
に
既
判
力
を
認
め
る
こ
と
と
矛
盾
し
な
い
．
そ
れ
は
判
決
の
当
然
無
効
を
認

め
、
又
は
再
審
に
よ
る
判
決
の
遡
及
的
取
消
を
認
め
て
も
判
決
に
既
判
力
を
認

め
る
こ
と
と
矛
盾
し
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
．
判
決
が
当
然
無
効
で
あ
る
場
合

判
決
は
既
判
力
を
生
じ
な
い
し
、
判
決
が
再
審
に
よ
り
取
消
さ
れ
た
場
合
判
決

の
既
判
力
は
消
滅
す
る
の
と
同
様
で
あ
る
。
唯
判
決
の
場
合
当
然
無
効
が
認
め

ら
れ
る
場
合
が
極
め
て
制
限
さ
れ
て
い
る
し
．
再
審
も
極
め
て
重
大
な
蝦
疵
を

原
因
と
し
て
の
み
許
さ
れ
る
の
に
、
和
解
に
あ
つ
て
当
然
無
効
や
取
消
を
前
記

の
如
く
広
く
認
め
る
と
な
る
と
．
和
解
の
既
判
力
を
判
決
の
そ
れ
に
比
し
て
著

し
く
薄
弱
な
ら
し
め
る
こ
と
に
な
る
こ
と
は
確
か
で
は
あ
る
が
－
…
、
と
。

　
こ
の
見
解
に
対
し
て
は
、
有
効
・
正
当
の
問
題
を
度
外
視
し
て
貫
徹
す
る
こ

と
を
要
求
す
る
の
が
ま
さ
に
既
判
力
の
本
旨
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
有
効
・
正
当

を
前
提
と
し
て
和
解
に
既
判
力
を
認
め
る
こ
と
は
問
題
で
あ
る
、
と
い
う
決
定

的
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
（
謙
仔
片
体
縣
彫
配
蹴
噸
副
）
。

　
結
局
問
題
は
肯
定
説
・
否
定
説
の
対
立
に
し
ぽ
ら
れ
、
し
か
も
既
述
の
如
く
、

和
解
と
い
う
紛
争
解
決
形
式
に
お
け
る
自
主
的
要
素
と
裁
判
所
の
介
入
と
い
う

公
権
的
要
素
の
い
ず
れ
を
重
く
み
る
か
と
い
う
点
に
し
ぼ
ら
れ
る
．
裁
判
所
が

和
解
に
関
与
し
介
入
す
る
と
い
つ
て
も
、
和
解
の
暇
疵
の
不
存
在
を
一
般
の
訴

訟
に
お
け
る
よ
う
充
分
審
理
し
確
定
す
る
こ
と
は
到
底
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、

自
主
的
要
素
に
重
点
を
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
否
定

説
に
賛
成
し
た
い
。

　
既
判
力
否
定
説
の
立
場
か
ら
、
和
解
無
効
の
主
張
を
い
か
な
る
方
法
に
よ
り

判
　
例
　
研
　
究

な
す
べ
き
か
は
、
さ
ら
に
一
つ
の
問
題
で
あ
る
。
本
件
に
あ
つ
て
は
新
期
日
指

定
に
よ
る
旧
訴
続
行
と
い
う
形
式
に
よ
つ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
問
題
が
あ
る
。

和
解
の
暇
疵
を
め
ぐ
る
紛
争
が
手
形
金
請
求
を
め
ぐ
る
紛
争
と
別
個
の
も
の
で

あ
る
と
考
え
る
以
上
そ
の
主
張
は
別
訴
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
（
塵
瀞
鵬
陛
贈
艶
笈

購
）
。
ま
ず
こ
の
意
味
で
被
告
の
第
一
審
に
お
け
る
新
口
頭
弁
論
期
日
の
指
定
申

立
は
却
下
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
つ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
審
・

第
二
審
裁
判
所
は
新
期
日
を
指
定
し
旧
訴
を
続
行
し
、
和
解
に
よ
り
訴
訟
が
終

了
し
た
も
の
と
判
示
し
た
．
し
た
が
つ
て
、
上
告
審
と
し
て
は
、
一
・
二
審
の

判
決
を
取
消
し
て
、
第
一
審
に
お
け
る
期
日
指
定
の
申
立
を
却
下
す
べ
き
も
の

で
あ
る
。

　
二
、
仮
り
に
新
期
日
指
定
に
よ
る
旧
訴
続
行
を
認
め
る
に
し
て
も
、
本
件
被

告
主
張
の
錯
誤
は
和
解
を
無
効
に
し
な
い
と
は
断
言
で
き
な
い
。
実
体
法
上
和

解
と
錯
誤
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
錯
誤
の
存
す
る
事
項
を
区
別
し
て
論
じ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
通
説
的
見
解
に
よ
れ
ば
以
下
の
如
く
で
あ
る

（
嘆
蘇
僻
無
謬
翁
礎
詔
緊
講
薙
聡
鰐
四
望
鷺
酪
黙
難
訟
二
〇
鴨

鳩
山
．
各
論
下
七
三
七
頁
、
林
．
洛
論
二
二
一
頁
、
宗
宮
．
各
論
二
三
四
頁
、
山
木
戸
．
民
商
四
九
巻
四

号
五
五
七
頁
以
下
特
に
五
五
八
頁
　
三
淵
・
法
曹
時
報
一
〇
巻
八
号
一
〇
二
f
三
頁
、
中
島
・
法
曹
時
報

鰍
紐
雛
諏
考
発
紛
海
剣
細
碩
ぎ
繊
繍
射
配
か
脚
y
e
和
解
に
よ
り
止
め
る
こ
と
を
約
し
た

争
の
目
的
で
あ
つ
た
事
項
に
つ
ぎ
錯
誤
が
あ
つ
て
も
、
か
か
る
事
項
に
つ
い
て

は
「
た
と
い
真
実
と
は
違
つ
て
も
」
和
解
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

錯
誤
の
効
果
は
生
じ
な
い
（
嘱
融
駄
軌
縮
墜
訣
礁
瑠
脚
｛
葬
箪
月
y

　
こ
れ
に
反
し
、
口
争
の
対
象
た
る
事
項
の
前
提
な
い
し
基
礎
と
し
て
当
事
者

が
予
定
し
た
事
項
（
縦
㏄
釈
静
嵐
舷
忍
弊
辮
都
ぴ
け
㍑
雌
醸
鴛
瞳
妙
純
獣
卿
い
）
や
、
白
右
の

第
一
・
第
二
の
事
項
以
外
の
事
項
に
つ
い
て
錯
誤
が
存
す
る
場
合
は
民
法
大
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五
　
　
　
（
七
二
九
）



判
　
例
　
研
　
究

条
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
す
る
の
が
学
説
判
例
上
一
致
し
た
見
解
で
あ

る
（
ご
騒
韓
摯
碩
茄
畿
婁
搬
読
堅
騰
騎
藪
里
論
離
辮
磁

瑠
勅
庶
墨
醐
昧
即
｛
陳
雄
醜
稿
郷
碑
一
、
一
）
。
と
こ
ろ
で
本
件
の
場
合
訴
外
1
の
Y
に
対

す
る
手
形
上
の
債
権
が
X
に
有
効
に
移
転
し
た
か
否
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
錯

誤
が
存
す
る
。
そ
こ
で
問
題
は
、
本
件
錯
誤
が
e
・
⇔
の
う
ち
い
ず
れ
に
属
す

る
も
の
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
Y
は
和
解
に
際
し
て
X
の
裏
書
取
得
が
期
限
前

に
な
さ
れ
た
こ
と
を
争
つ
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
Y
は
X
の
裏
書
取
得
が
期
限

前
に
な
さ
れ
た
も
の
と
し
て
本
件
和
解
が
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
X
が
期
限

前
の
裏
書
取
得
者
で
あ
る
こ
と
が
争
わ
れ
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
争
い
を
止
め

て
X
を
手
形
金
債
権
者
と
認
め
る
合
意
が
な
さ
れ
た
も
の
と
す
れ
ぽ
、
Y
は
も

は
や
X
の
裏
書
取
得
の
時
期
に
つ
ぎ
要
素
の
錯
誤
を
主
張
で
き
な
く
な
る
の
は

当
然
で
あ
る
が
（
脱
切
暢
齢
班
御
譲
晒
諏
繍
歴
醐
報
畷
肛
鵬
驚
勘
噺
肋
勃
静
降
櫨
碑
解
）
本
件
は

こ
う
い
う
場
合
で
は
な
い
。
む
し
ろ
X
の
手
形
の
裏
書
取
得
が
期
限
前
で
あ
る

と
い
う
こ
と
は
、
争
の
対
象
た
る
手
形
金
請
求
権
の
前
提
な
い
し
基
礎
と
し
て

当
事
者
の
予
定
し
た
事
項
で
あ
る
と
み
る
べ
き
で
あ
る
（
敵
熊
蜘
淋
瀟
炬
駅
ど
本
判

決
が
、
被
告
が
本
案
に
つ
き
答
弁
し
な
い
と
き
当
事
者
間
に
訴
訟
の
目
的
物
に

つ
き
争
が
存
す
る
と
解
し
、
和
解
に
お
い
て
訴
訟
の
目
的
物
と
さ
れ
た
原
告
主

張
の
債
権
等
を
原
告
が
有
す
る
こ
と
を
被
告
が
認
め
た
以
上
、
和
解
後
そ
れ
が

錯
誤
に
基
づ
く
も
の
で
あ
つ
た
と
し
て
も
、
民
法
六
九
六
条
で
右
錯
誤
を
主
張

で
き
な
い
、
と
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
限
り
で
不
当
で
あ
る
。
け
だ
し
、
訴
訟

の
目
的
物
に
つ
き
争
い
が
存
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
直
ち
に
X
の
期
限
前
の
裏

書
取
得
に
争
い
が
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
石
川
　
明
）

九
六

（
七
三
〇
）

昭
三
八
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搬
竣
肇
肇

　
訴
訟
代
理
人
の
和
解
の
権
限
の
範
囲

　
　
和
解
契
約
無
効
確
認
等
請
求
事
件
（
昭
三
八
・
二
・
二
一
第
一
小
法
廷
判
決
）

　
　
原
告
X
（
搾
訴
人
・
ヒ
告
人
）
は
本
訴
に
お
い
て
被
告
Y
（
被
控
訴
人
．
被
上

　
　
告
人
）
に
対
し
、
昭
和
三
一
年
九
月
二
日
原
被
告
間
に
徳
島
地
方
裁
判
所
富

　
　
岡
支
部
て
成
立
せ
る
訴
訟
上
の
和
解
の
無
効
確
認
と
、
右
和
解
調
書
に
基
づ
く

　
　
強
制
執
行
は
許
さ
な
い
旨
の
判
決
を
求
め
た
。
そ
の
請
求
原
因
と
し
て
以
下
の

　
　
主
張
が
な
さ
れ
た
．
Y
を
原
告
と
し
X
外
数
名
を
被
告
と
す
別
訴
徳
島
地
裁
貸

　
　
金
請
求
事
件
の
昭
和
三
一
年
九
月
二
日
の
口
頭
弁
論
期
日
に
、
別
訴
原
告
訴

　
　
訟
代
理
人
A
・
別
訴
原
告
Y
本
人
と
別
訴
被
告
X
の
訴
訟
代
理
人
弁
護
士
B
と

　
　
の
問
に
訴
訟
上
の
和
解
が
成
立
し
調
書
が
作
成
さ
れ
た
。
そ
の
う
ち
本
件
原
告

　
　
X
に
関
す
る
部
分
に
お
い
て
期
限
を
異
に
す
る
三
つ
の
債
権
の
存
在
並
び
に
右

　
　
債
務
の
担
保
と
し
て
甲
地
の
抵
当
権
設
定
登
記
手
続
義
務
が
記
載
さ
れ
た
．
然

　
　
し
な
が
ら
右
和
解
契
約
は
以
下
の
理
由
に
よ
り
全
部
無
効
で
あ
る
．
X
は
右
和

　
　
解
に
際
し
、
X
の
訴
訟
代
理
人
B
及
び
裁
判
所
に
対
し
て
の
み
な
ら
ず
、
Y
の

　
　
訴
訟
代
理
人
A
並
ひ
に
Y
に
も
熟
知
し
う
る
よ
う
和
解
に
応
じ
ら
れ
な
い
旨
の

　
　
意
思
表
示
を
な
し
て
い
る
．
X
の
B
に
対
す
る
訴
訟
委
任
状
に
は
和
解
に
関
す

　
　
る
特
別
委
任
の
記
載
が
あ
ウ
、
右
委
任
状
が
裁
判
所
に
提
出
さ
れ
て
い
る
が
、

　
　
右
期
日
に
お
け
る
和
解
に
つ
い
て
は
、
右
の
意
見
表
示
に
よ
り
B
代
理
人
の
和

　
　
解
権
限
を
制
限
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
同
代
理
人
は
和
解
権
限
を
有
せ
ず
、
右

　
　
和
解
契
約
は
無
権
代
理
人
の
な
し
た
契
約
で
無
効
で
あ
る
．
仮
り
に
B
代
理
人

　
　
に
和
解
の
権
限
が
あ
つ
た
と
し
て
も
、
右
和
解
契
約
は
以
下
の
理
由
に
よ
り
な

　
　
お
全
部
無
効
で
あ
る
．
即
ち
、
特
別
委
任
に
基
く
訴
訟
上
の
和
解
権
限
は
当
該

　
　
訴
訟
の
訴
訟
物
に
つ
き
和
解
を
な
す
代
理
権
で
あ
る
か
ら
、
訴
訟
物
以
外
の
事

　
　
項
に
及
ば
ず
、
従
つ
て
訴
訟
物
以
外
の
事
項
に
つ
い
て
は
別
に
新
た
な
民
法
上

　
　
の
代
理
権
の
授
与
が
な
け
れ
ば
和
解
で
ぎ
な
い
．
し
か
る
に
右
の
不
動
産
に
つ

　
　
い
て
の
抵
当
権
設
定
に
関
し
て
は
代
理
権
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
、
右
和



解
契
約
中
抵
当
権
設
定
に
関
す
る
部
分
は
無
効
r
．
あ
る
．
而
し
て
右
抵
当
権
設

定
契
約
は
右
和
解
契
約
の
要
素
で
あ
る
か
ら
、
前
者
か
無
効
で
あ
れ
は
後
者
も

要
素
の
錯
誤
に
よ
り
全
部
無
効
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
．
第
一
審
請
求
棄

却
．
原
告
敗
訴
。
原
告
控
訴
。
控
訴
裁
判
所
は
以
下
の
理
由
で
控
訴
棄
却
。

当
事
者
が
訴
訟
代
理
人
を
選
任
す
る
場
合
、
訴
訟
事
件
を
特
定
し
且
こ
れ
に
つ

き
判
決
手
続
、
和
解
手
続
等
の
い
す
れ
を
選
ぶ
べ
き
か
を
定
め
う
る
こ
と
、
本

人
訴
訟
代
理
人
間
に
私
法
上
の
委
任
又
は
準
委
任
契
約
が
存
す
る
が
、
右
契
約

中
訴
訟
代
理
人
の
行
為
に
つ
ぎ
種
々
の
制
限
を
定
め
、
委
任
者
か
受
任
者
に
事

務
処
理
の
方
法
に
つ
ぎ
指
図
を
な
し
、
委
任
者
受
任
者
の
双
方
に
お
い
て
何
時

で
も
該
契
約
を
解
約
し
う
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
．
し
か
し
、
訴
訟
法

は
多
数
の
事
件
を
処
理
す
る
訴
訟
手
続
を
安
定
し
且
円
滑
た
ら
し
め
る
た
め
、

ま
た
訴
訟
委
任
が
通
常
弁
護
士
に
対
し
て
な
さ
れ
る
関
係
で
当
事
者
の
信
頼
が

裏
切
ら
れ
る
懸
念
が
少
い
こ
と
を
考
慮
し
、
訴
訟
代
理
人
の
権
限
の
範
囲
等
に

つ
ぎ
当
事
者
の
意
思
に
よ
り
定
め
う
る
限
度
を
前
記
の
事
件
の
特
定
及
び
こ
れ

に
つ
い
て
判
決
手
続
、
和
解
手
続
等
の
い
ず
れ
を
選
ぶ
べ
き
か
の
指
定
そ
の
他

の
若
干
の
場
合
に
限
り
、
こ
れ
に
あ
た
ら
な
い
場
合
の
委
任
契
約
上
の
制
限
な

ど
個
々
の
場
合
の
当
事
者
の
意
思
に
よ
る
拘
束
は
こ
れ
を
本
人
と
訴
訟
代
理
人

の
間
の
い
わ
ば
内
部
関
係
に
と
ど
め
て
裁
判
所
及
び
事
件
の
相
手
方
と
の
関
係

で
は
そ
の
拘
束
力
を
排
除
す
る
若
干
の
か
く
一
的
な
且
強
行
的
な
規
定
を
も
う

け
、
訴
訟
代
理
人
と
い
う
も
の
を
個
々
の
場
合
の
便
宜
や
具
体
的
事
件
の
場
合

て
の
結
果
の
当
否
と
は
切
離
し
た
一
般
化
さ
れ
客
観
化
さ
れ
た
制
度
と
し
て
規

律
す
る
に
至
つ
て
い
る
の
で
あ
つ
て
、
本
件
に
関
係
が
あ
る
部
分
と
し
て
は
、

民
訴
法
第
八
一
条
は
、
訴
訟
代
理
権
の
範
囲
に
つ
い
て
、
訴
訟
代
理
人
は
当
事

者
に
よ
つ
て
授
権
の
対
象
と
し
て
与
え
ら
れ
た
事
件
並
に
訴
訟
追
行
の
目
的

（
通
常
事
件
の
被
告
の
授
権
に
よ
る
場
合
は
当
該
訴
訟
事
件
で
の
防
禦
に
よ
る

落
着
）
の
範
囲
に
お
い
て
、
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
の
に
客
観
的
、
抽
象
的
に

必
要
と
い
い
う
る
一
切
の
行
為
を
す
る
権
限
を
有
す
る
こ
と
　
（
第
一
項
）
、
も

つ
と
も
、
必
ず
し
も
右
の
範
囲
に
と
ど
ま
る
と
い
い
き
れ
な
い
行
為
で
当
事
者

判
例
研
　
究

に
と
2
、
重
天
な
結
果
を
生
ず
る
事
項
、
例
え
ば
反
訴
の
提
起
、
和
解
そ
の
他

い
く
つ
か
の
事
項
に
つ
い
で
、
は
太
人
の
特
別
の
授
権
を
要
す
る
が
（
第
二
項
）
、

弁
護
士
で
あ
る
訴
訟
代
理
人
に
つ
い
て
は
訴
訟
代
理
権
は
こ
れ
を
制
限
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
こ
と
（
第
三
項
）
を
定
め
、
ま
た
同
法
八
七
条
・
五
七
条
は
前

述
の
よ
う
な
訴
訟
委
任
の
解
約
等
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
本
人
と
訴
訟
代
理
人
の

問
で
は
自
由
で
あ
る
が
、
訴
訟
代
理
権
の
消
滅
は
本
人
又
は
代
理
人
か
ら
こ
れ

を
事
件
の
相
手
方
に
通
知
す
る
の
で
な
け
れ
ば
訴
訟
法
上
そ
の
効
力
が
な
く
、

こ
の
結
果
訴
訟
代
理
人
の
訴
訟
行
為
の
効
果
が
本
人
で
あ
る
事
件
の
当
事
者
に

帰
属
す
る
に
至
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
弁
護
士
が
訴
訟
代
理

人
と
な
つ
た
場
合
に
は
本
人
の
意
思
が
法
律
上
多
大
の
制
約
の
下
に
お
か
れ
る

が
、
他
方
、
そ
の
た
め
に
弁
護
士
は
法
律
上
一
定
の
資
格
を
具
え
る
こ
と
が
要

求
さ
れ
、
ま
た
そ
の
任
務
に
専
心
奉
仕
し
て
そ
の
い
わ
ば
優
越
し
た
地
位
を
私

利
に
用
い
る
こ
と
の
な
い
よ
う
種
々
の
制
約
が
課
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、

右
の
和
解
に
つ
い
て
は
特
別
の
授
権
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
条
項

と
、
訴
訟
代
理
権
は
こ
れ
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
条
項
と
の
関

係
に
つ
い
て
は
、
本
法
が
大
正
一
五
年
法
律
第
六
一
号
に
よ
る
改
正
前
の
民
訴

法
と
規
定
の
仕
方
を
異
に
し
、
右
第
三
項
の
適
用
範
囲
に
つ
ぎ
限
定
的
規
定
を

お
か
ず
、
前
記
第
一
・
二
項
の
あ
と
を
う
け
一
律
に
訴
訟
代
理
権
の
制
限
は
そ

の
効
力
が
な
い
旨
を
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
み
る
と
、
和
解
の
代
理
権
を

与
え
ら
れ
た
弁
護
士
で
あ
る
訴
訟
代
理
人
は
当
事
者
の
互
譲
と
い
う
手
段
に
よ

る
当
該
事
件
の
解
決
と
い
う
与
え
ら
れ
た
目
的
の
範
囲
に
お
い
て
、
客
観
的
・

抽
象
的
に
必
要
と
い
い
う
る
一
切
の
互
譲
手
段
を
と
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
代

理
権
は
訴
訟
法
上
有
効
に
制
限
す
る
こ
と
が
で
ぎ
ず
、
こ
の
関
係
か
ら
ま
た
こ

の
よ
う
な
範
囲
の
私
法
上
の
代
理
権
限
が
、
法
律
上
、
訴
訟
代
理
人
に
与
え
ら

れ
た
も
の
と
取
扱
わ
れ
る
わ
け
で
、
内
部
的
な
制
限
の
違
反
は
訴
訟
代
理
人
の

本
人
に
対
す
る
内
部
的
な
責
任
の
問
題
に
す
ぎ
な
い
。
元
来
内
部
関
係
に
つ
い

て
も
受
任
者
は
委
任
の
本
旨
に
反
し
な
い
範
囲
で
委
任
を
う
け
な
い
行
為
を
す

る
こ
と
が
で
ぎ
る
と
解
す
べ
き
で
、
或
程
度
自
由
裁
量
を
以
て
事
を
処
理
し
う

九
七

（
七
三
一
）



判
　
例
　
研
　
究

九
八

（
七
三
二
）

る
範
囲
を
有
す
る
が
、
法
は
弁
護
士
で
あ
る
訴
訟
代
理
人
の
和
解
の
代
理
権
を

期
日
や
事
項
の
細
部
に
つ
ぎ
制
限
し
て
も
訴
訟
法
上
効
力
を
生
ぜ
ず
、
こ
れ
を

全
面
的
に
制
限
す
る
こ
と
、
即
ち
和
解
の
権
限
を
訴
訟
委
任
契
約
の
解
約
書
に

よ
り
消
滅
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
は
訴
訟
法
上
も
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
本

人
又
は
訴
訟
代
理
人
よ
り
相
手
方
に
通
知
し
な
い
限
り
訴
訟
法
上
効
力
は
生
じ

な
い
．
ま
た
、
右
に
い
う
和
解
の
一
切
の
互
譲
手
段
の
内
に
、
訴
訟
の
目
的
で

あ
る
権
利
関
係
以
外
の
権
利
の
処
分
を
含
む
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
一
概
に

は
決
し
え
な
い
が
、
前
記
の
民
訴
法
八
一
条
一
項
の
場
合
の
行
為
の
範
囲
の
内

に
、
防
禦
の
方
法
と
し
て
の
相
殺
の
如
き
、
訴
訟
の
目
的
た
る
権
利
関
係
と
は

別
の
権
利
を
処
分
す
る
場
合
を
も
包
含
す
る
こ
と
を
参
照
す
べ
き
で
あ
る
（
大

審
昭
七
・
五
・
六
民
判
、
同
昭
八
・
九
・
八
判
、
同
昭
和
八
・
一
〇
・
二
八
判

等
）
．
も
と
も
と
訴
訟
事
件
の
処
理
と
い
つ
て
も
、
所
謂
訴
訟
物
で
あ
る
権
利

関
係
だ
け
を
他
か
ら
切
離
し
て
孤
立
さ
せ
そ
れ
で
妥
当
な
解
決
を
は
か
る
こ
と

が
常
に
可
能
と
な
る
も
の
で
は
な
く
、
訴
訟
物
以
外
の
権
利
関
係
に
ふ
れ
る
こ

と
に
よ
つ
て
直
ち
に
当
該
事
件
の
処
理
と
い
う
窮
極
の
目
的
に
適
合
し
な
い
い

わ
ば
訴
訟
代
理
人
と
し
て
の
使
命
を
逸
脱
し
た
行
為
と
な
り
或
は
ま
た
前
記
の

基
準
か
ら
い
つ
て
不
必
要
な
行
為
に
な
る
わ
け
で
も
な
い
。
訴
訟
代
理
権
の
範

囲
を
法
定
し
た
前
述
の
立
法
趣
旨
と
併
せ
考
え
る
と
訴
訟
物
以
外
の
権
利
の
処

分
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
こ
れ
を
訴
訟
代
理
権
の
範
囲
か
ら
除
外
す
べ
ぎ
理
由

は
な
く
、
要
は
既
述
の
基
準
に
適
合
す
る
か
否
か
に
よ
る
の
で
あ
つ
て
、
前
掲

の
相
殺
な
ど
も
こ
の
観
点
か
ら
八
一
条
一
項
の
行
為
の
う
ち
に
含
め
る
こ
と
が

で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
理
は
和
解
手
続
に
つ
い
て
も
推
及
す
べ
き
で
、
殊
に
和

解
で
は
互
譲
と
い
う
事
柄
の
性
質
上
、
訴
訟
物
以
外
の
権
利
関
係
を
加
入
す
る

こ
と
が
し
ば
し
ば
避
け
る
こ
と
の
で
ぎ
な
い
も
の
で
、
こ
れ
ら
の
点
か
ら
考
え

れ
ば
．
和
解
に
訴
訟
物
以
外
の
権
利
関
係
を
導
入
す
る
こ
と
も
、
結
局
は
、
そ

の
程
度
及
び
態
様
に
お
い
て
、
当
該
事
件
の
解
決
と
い
5
窮
極
の
目
的
に
背
馳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ

せ
ず
、
且
当
該
事
件
の
互
譲
に
よ
る
解
決
の
た
め
客
観
的
、
抽
象
的
に
観
察

し
て
必
要
と
い
い
う
る
も
の
で
あ
る
限
り
は
こ
れ
を
弁
護
士
で
あ
る
訴
訟
代
理

人
の
和
解
権
限
中
に
当
然
包
含
せ
ら
れ
る
も
の
と
解
す
。
と
こ
ろ
で
本
件
の
場

合
、
X
は
和
解
の
授
権
を
撤
回
し
た
事
実
は
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
、
授
権
は
有

効
で
和
解
は
有
効
で
あ
る
．
ま
た
本
件
和
解
が
甲
地
に
つ
き
抵
当
権
を
設
定
す

る
旨
の
条
項
を
含
み
、
こ
の
点
で
訴
訟
物
以
外
の
権
利
関
係
を
導
入
し
て
い
る

が
、
前
件
訴
訟
の
訴
訟
物
は
X
に
対
す
金
銭
債
権
で
、
そ
の
弁
済
期
目
を
延
期

し
分
割
払
に
す
る
か
わ
り
に
、
そ
の
担
保
と
し
て
抵
当
権
設
定
が
な
さ
れ
た
の

で
あ
る
か
ら
、
抵
当
権
設
定
は
訴
訟
物
に
関
す
る
互
譲
の
一
方
法
と
し
て
な
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
．
と
こ
ろ
で
抵
当
権
の
設
定
は
金
銭
債
権
の
効
力
を
確
実
な

も
の
と
す
る
こ
と
を
殆
ん
ど
唯
一
の
目
的
と
す
る
も
の
で
、
金
銭
債
権
と
は
無

関
係
て
は
な
く
．
む
し
ろ
こ
れ
と
密
接
な
し
か
も
従
た
る
も
の
を
設
定
す
る
こ

と
で
あ
る
し
、
担
保
方
法
の
中
で
も
債
務
者
に
と
り
犠
牲
の
比
較
的
少
い
も
の

で
あ
る
．
そ
れ
故
に
、
債
務
者
が
自
己
の
債
務
に
つ
い
て
自
己
の
不
動
産
に
抵

当
権
を
設
定
す
る
と
い
う
こ
の
条
項
は
、
金
銭
債
権
の
支
払
約
束
に
関
す
る
条

項
を
補
強
す
る
従
た
る
も
の
と
し
て
、
且
穏
当
な
解
決
の
た
め
の
一
方
法
と
し

て
、
金
銭
債
権
に
関
す
る
和
解
に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
、
何
人
も
予

想
し
う
る
一
つ
の
型
と
も
い
え
る
も
の
で
、
金
銭
債
権
に
関
す
る
和
解
の
互
譲

手
段
と
し
て
、
客
観
的
・
抽
象
的
に
必
要
と
い
い
う
る
と
共
に
、
こ
の
よ
う
な

条
項
を
付
し
た
か
ら
と
い
つ
て
、
訴
訟
事
件
の
解
決
と
い
う
目
的
か
ら
み
て
本

末
転
倒
の
非
難
を
う
け
る
も
の
で
は
な
い
、
と
。
X
上
告
。

上
告
理
由
は
以
下
の
如
く
で
あ
る
．
X
の
B
に
対
す
る
民
訴
法
八
一
条
一
・
二

項
の
訴
訟
代
理
の
委
任
は
、
訴
訟
物
そ
の
も
の
に
限
り
認
諾
拡
棄
和
解
の
権
限

を
与
え
た
も
の
で
、
訴
訟
物
で
は
な
い
甲
地
に
つ
い
て
の
抵
当
権
設
定
の
授
権

は
し
て
い
な
い
。
ま
た
B
の
無
権
代
理
行
為
た
る
抵
当
権
設
定
契
約
に
つ
き
追

認
も
な
い
．
む
し
ろ
X
は
和
解
契
約
全
体
に
不
服
の
意
思
を
各
関
係
人
、
裁
判

所
、
自
己
及
び
相
手
方
の
代
理
人
全
部
に
表
示
し
て
い
る
．
し
た
が
つ
て
、
か

か
る
事
項
を
内
容
と
す
る
和
解
調
書
は
無
効
で
あ
る
、
と
．
こ
れ
に
対
し
上
告

審
判
決
は
、
本
件
抵
当
権
設
定
は
訴
訟
物
に
関
す
る
互
譲
の
一
方
法
と
し
て
な

さ
れ
た
も
の
で
、
B
弁
護
士
が
授
権
さ
れ
た
和
解
の
代
理
権
限
中
右
抵
当
権
設



定
契
約
を
な
す
権
限
も
含
ま
れ
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
り
、

B
に
対
し
右
和
解
の
授
権
を
撤
回
し
た
事
実
も
認
め
ら
れ
な
い
、

棄
却
．

さ
ら
に
X
が

と
し
て
上
告

　
判
旨
に
反
対
．

　
判
旨
の
よ
う
に
、
和
解
の
委
任
は
併
合
和
解
の
委
任
ま
で
含
む
と
し
、
相
手

方
を
保
護
し
、
問
題
を
委
任
者
・
受
任
者
間
の
内
部
関
係
に
お
い
て
解
決
せ
ん

と
す
る
態
度
に
は
問
題
が
あ
る
。

　
第
一
に
、
こ
の
見
解
は
相
手
方
と
の
外
部
関
係
を
保
護
す
る
あ
ま
り
、
不
当

に
委
任
者
た
る
本
人
の
利
益
を
害
す
る
可
能
性
が
非
常
に
多
い
。
な
る
ほ
ど
本

件
控
訴
審
判
決
の
い
う
よ
う
に
、
弁
護
士
は
一
定
の
資
格
の
具
備
を
要
求
さ
れ
、

そ
の
地
位
を
私
利
に
用
い
る
こ
と
の
な
い
よ
う
種
々
の
制
約
が
課
せ
ら
れ
て
は

い
る
が
、
弁
護
士
が
こ
の
制
約
に
違
反
し
て
も
行
為
の
私
法
上
の
効
果
に
は
変

り
が
な
い
以
上
依
然
と
し
て
委
任
者
た
る
本
人
の
利
益
を
害
す
る
可
能
性
が
多

い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
第
二
に
、
民
訴
法
八
一
条
三
項
は
、
訴
訟
代
理
権
の

制
限
を
禁
止
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
個
々
の
ケ
ー
ス
に
あ
た
り
具
体
的
・
個
別

的
に
本
人
が
訴
訟
代
理
権
を
制
限
す
る
こ
と
を
禁
止
し
た
の
で
あ
つ
て
、
充
分

理
由
の
あ
る
抽
象
的
・
一
般
的
な
代
理
権
の
制
限
ま
で
否
定
し
た
も
の
で
は
な

い
。
そ
こ
で
次
に
和
解
に
お
け
る
代
理
権
の
一
般
的
・
抽
象
的
制
限
を
ど
の
点

で
認
め
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
．
私
は
、
第
一
に
、
併
合
和
解
に
よ

り
訴
訟
物
以
外
の
法
律
関
係
を
規
律
す
る
に
は
特
別
の
授
権
を
必
要
と
す
る
、

と
解
す
る
（
謄
館
舗
初
鯛
鞠
朔
．
鵬
議
秘
灘
准
紺
藷
曇
務
講
雌
3
部
一
調
館
｝
り
煙
榊
郵
4
朗

馳
噸
蹴
蜷
朗
警
　
第
二
に
、
訴
訟
物
た
る
法
律
関
係
に
つ
い
て
の
譲
歩
で
あ
つ
て

も
、
た
と
え
ば
、
金
銭
の
給
付
に
代
え
て
物
の
給
付
を
約
し
た
り
、
特
定
物
の

判
　
例
　
研
　
究

給
付
に
代
え
他
の
物
の
給
付
を
約
し
た
り
す
る
た
め
に
は
特
別
の
授
権
を
必
要

と
す
る
、
と
解
す
る
（
轄
虜
婆
嘘
観
鵜
縫
製
雛
婚
多
絶
艶
雛
獣
熱
触

魁
乱
肛
禰
附
都
跡
鮒
瑛
一
齢
褐
証
鯨
砒
碩
献
駄
傭
郷
碑
七
）
。
け
た
・
、
、
訴
訟
に
お
け
る
和
解

の
委
任
は
、
原
則
と
し
て
訴
訟
物
そ
れ
自
体
に
お
け
る
譲
歩
に
限
定
さ
れ
（
岬
え

欄
瀬
切
徽
講
剣
潴
報
y
訴
訟
物
に
非
ざ
る
本
人
の
財
産
を
処
分
し
た
り
、
処
分
の

義
務
を
発
生
せ
し
め
た
り
す
る
こ
と
は
、
不
当
に
本
人
の
利
益
を
害
す
る
こ
と

に
な
る
か
ら
で
あ
る
（
卿
。
駅
悼
鉾
勲
ρ
忌
た
だ
し
、
物
の
引
渡
に
代
え
て
金
銭

の
給
付
を
約
す
る
こ
と
は
特
別
の
授
権
な
し
に
可
能
で
あ
る
．
け
だ
し
、
金
銭

は
給
付
の
最
も
一
般
的
な
手
段
だ
か
ら
で
あ
る
（
嘱
需
び
鵠
昨
％
餅
陣
。
鐸
菌
酩
ゆ
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松
．
兼
子
編
．
前
掲
一
一
七
頁
。
中
村
英
．
前
掲
五
六
七
頁
は
、
、
こ
れ
を
以
て
．
「
訴
訟
駒
と
そ
の
権
利

関
係
と
の
間
に
実
質
的
同
一
性
の
認
め
ら
れ
る
」
場
合
の
例
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
ら
ば
　
金
銭
又
は
物

脇
噸
難
羅
ズ
濃
踏
鵯
か
の
矧
羅
働
懲
鋸
難
羨
能
器
ぺ
醤
頗
舗
っ
》

　
本
件
に
つ
い
て
み
る
に
、
甲
地
の
抵
当
権
設
定
は
、
明
ら
か
に
訴
訟
物
以
外

の
法
律
関
係
形
成
に
関
す
る
合
意
で
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
特
別
の
委
任

が
な
け
れ
ば
こ
れ
を
和
解
の
内
容
と
な
し
え
な
い
。
こ
の
点
の
委
任
な
き
に
拘

ら
ず
な
さ
れ
た
抵
当
権
設
定
は
無
権
代
理
行
為
で
無
効
で
あ
る
し
、
こ
れ
を
要

素
と
す
る
和
解
は
（
餅
姶
㎝
辮
硫
繍
即
K
獄
融
鋤
醐
麟
るの
怯
辮
醐
唖
醜
魁
の
の
適
綱
は
職
紳
癬
紛
納
踏

鶴
礫
淋
霧
禦
講
肌
欝
驚
諺
琶
墜
離
騨
紳
誘
響
実
体
法
上
効
力

を
も
た
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
（
は
鰭
切
暢
船
猛
悩
擁
畷
淀
赫
紘
鮒
穐
郷
鯛
爵
勅
篤
醸
赫
雌

磐
（
仰
離
秘
灘
魏
蓋
嘱
概
難
辮
謹
黙
噸
駅
講
瀬
竪
鱈
罐
郁
唾
靴

鱒
姻
珊
識
解
疲
照
M
　
そ
し
て
、
訴
訟
上
の
和
解
の
実
体
的
環
疵
の
訴
訟
上
の
効
力

へ
の
影
響
を
説
く
限
り
（
磯
琳
誠
機
か
轍
胎
襯
⑩
鰭
舗
曜
遮
断
姻
臥
艦
ゆ
強
肋
“
礁
構
礁
蝋
班

ー
に
よ
れ
ば
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
和
解
は
実
体
法
上
の
和
解
ブ
ラ
ス
裁
判
所
に
よ
る
そ
切
確
認
と
解
す

る
私
見
の
立
場
に
立
つ
て
も
．
実
体
的
暇
疵
の
訴
訟
上
の
効
力
へ
の
影
響
は
肯
定
し
う
る
　
こ
の
点
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
九
　
　
　
（
七
三
三
）



　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

抄
螂
旗
脚
嘱
翻
謙
罫
融
乱
肋
脚
購
動
照
鋸
勲
）
当
該
和
解
は
訴
訟
法
上
も
無
効
で
あ
る
。
判

決
代
用
説
の
立
場
か
ら
は
、
ノ
和
解
が
成
立
し
調
書
に
記
載
さ
れ
た
以
上
、
そ
れ

は
確
定
判
決
と
同
一
の
効
力
を
有
し
、
そ
の
取
消
は
四
二
〇
条
第
三
号
を
原
因

と
し
、
再
審
乃
至
こ
れ
に
準
じ
る
取
消
の
訴
に
よ
る
こ
と
に
な
る
。
私
は
判
決

代
用
説
を
と
ら
な
い
し
（
誌
醸
鰍
鰯
㌶
隅
）
、
和
解
の
実
体
的
環
疵
に
も
と
づ
く
和
解

無
効
の
主
張
は
和
解
無
効
確
認
の
訴
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
（
噺
削

鵬
職
願
忘
）
、
X
が
本
訴
を
提
起
し
た
の
は
正
当
で
あ
る
と
考
え
る
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
石
川
　
明
）
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四
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