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〔
最
高
裁
民
訴
事
例
研
究
二
〇
〕

昭
三
八
畏
報
蔑
喋
缶
巻
）

　
附
帯
上
告
提
起
の
期
間

　
　
売
掛
代
金
請
求
事
件
（
昭
三
八
・
七
・
三
〇
第
三
小
法
廷
判
決
）

　
　
X
（
原
告
）
の
Y
等
九
名
（
被
告
）
に
対
す
る
売
掛
代
金
請
求
訴
訟
で
、
控
訴

　
　
審
ま
で
に
、
X
側
の
連
帯
債
務
の
主
張
は
排
斥
せ
ら
れ
、
Y
等
に
つ
き
各
個
の

　
　
債
務
の
存
在
が
認
定
さ
れ
た
の
で
、
Y
等
か
ら
上
告
、
Y
等
が
弁
済
の
抗
弁
に

　
　
つ
い
て
の
原
判
決
の
判
断
の
遺
脱
を
攻
撃
し
よ
う
と
し
た
の
に
対
し
、
X
は
原

　
　
判
決
が
Y
等
の
連
帯
責
任
を
認
め
な
か
つ
た
の
は
違
法
で
あ
る
と
の
論
旨
を
も

　
　
つ
て
附
帯
上
告
を
提
起
し
た
．
　
「
本
件
附
帯
上
告
状
が
提
出
さ
れ
た
の
は
昭
和

　
　
三
七
年
九
月
一
五
日
で
あ
り
、
上
告
代
理
人
　
　
に
上
告
受
理
通
知
書
が
送
達

　
　
さ
れ
た
の
は
同
年
六
月
一
九
日
で
あ
る
こ
と
、
し
た
が
つ
て
、
本
件
附
帯
上
告

　
　
状
は
右
上
告
受
理
通
知
書
が
送
達
さ
れ
た
日
か
ら
五
〇
日
を
こ
え
た
後
に
提
出

　
　
さ
れ
た
こ
と
は
、
記
録
上
、
明
ら
か
で
あ
る
」
、
と
さ
れ
て
い
る
。
Y
等
の
上
告

　
　
の
方
は
、
原
審
で
主
張
判
断
の
な
い
事
実
を
前
提
と
す
る
も
の
と
し
て
、
簡
単

　
　
に
一
蹴
さ
れ
た
が
、
X
の
附
帯
上
告
に
つ
い
て
、
最
高
裁
、
曰
く
、
「
附
帯
上
告

　
　
を
提
起
し
う
る
時
期
に
つ
い
て
は
、
民
訴
法
第
三
九
六
条
に
よ
り
、
同
法
第
三

　
　
七
二
条
が
準
用
さ
れ
て
い
る
の
で
、
附
帯
上
告
は
、
そ
れ
が
上
告
理
曲
と
同
一

　
，
の
理
由
に
基
づ
く
と
否
と
を
問
わ
す
、
上
告
審
の
判
決
が
あ
る
ま
で
（
上
告
審

　
　
で
口
頭
弁
論
が
開
か
れ
た
と
ぎ
は
、
そ
の
終
結
に
至
る
ま
チ
、
）
提
起
す
る
こ
と

　
　
が
許
さ
れ
る
も
の
と
解
し
う
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
上
告
理
由
書
の
提
出
の
期

　
　
間
が
上
告
受
理
通
知
書
の
送
達
を
受
け
た
日
か
ら
五
〇
日
と
さ
れ
て
い
る
（
民

判
　
例
　
研
　
究

訴
規
則
第
五
〇
条
）
こ
と
と
の
権
衡
上
、
附
帯
上
告
が
上
告
理
由
と
独
立
し
た

別
個
の
理
由
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
ぎ
は
、
当
該
上
告
に
つ
い
て
の
上
告
理

由
書
の
提
出
期
限
内
に
原
裁
判
所
に
附
帯
上
告
状
を
提
出
し
、
か
つ
、
そ
れ
ま

で
に
附
帯
上
告
理
由
書
を
提
出
す
る
こ
と
を
要
す
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当

で
あ
る
」
、
と
。
1
上
告
棄
却
・
附
帯
上
告
却
下
。

　
附
帯
上
告
の
理
由
が
上
告
人
の
上
告
理
由
と
同
一
で
あ
る
場
合
と
、
こ
れ
と

は
独
立
別
箇
の
も
の
で
あ
る
場
合
と
を
区
別
す
る
こ
と
は
、
恐
ら
く
、
判
旨
が

兼
子
理
論
に
従
つ
た
の
で
あ
ろ
う
（
味
好
描
縣
）
。
そ
し
て
、
附
帯
上
告
は
．
被
上

告
人
が
上
告
に
附
帯
し
て
、
原
判
決
を
自
己
に
有
利
に
変
更
を
求
め
る
申
立
」

で
あ
る
か
ら
、
附
帯
上
告
を
理
由
に
従
つ
て
両
種
に
分
か
ち
、
上
告
理
由
と
同

一
か
否
か
に
よ
つ
て
そ
の
取
扱
を
異
に
す
る
こ
と
も
、
上
告
理
由
と
同
一
理
由

に
基
づ
く
か
ぎ
り
附
帯
上
告
も
「
上
告
審
の
判
決
の
あ
る
ま
で
（
口
頭
弁
論
が

開
か
れ
れ
ば
そ
の
終
結
に
至
る
ま
で
）
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
考
え
る
こ
と

も
、
と
も
に
全
く
正
当
で
あ
る
。

　
だ
が
、
上
告
理
由
と
独
立
別
箇
の
理
由
に
附
帯
上
告
が
基
づ
く
も
の
で
あ
る

場
合
、
　
「
上
告
理
由
書
提
出
期
間
で
あ
る
上
告
状
受
理
通
知
書
の
送
達
後
五
十

日
内
（
賑
赫
臓
）
に
原
裁
判
所
に
附
帯
上
告
状
を
提
出
し
、
且
そ
れ
ま
で
に
理
由
書

も
提
出
す
る
必
要
が
あ
る
（
に
勘
鵬
給
爆
瑠
杜
結
撚
汲
殿
誕
鵬
購
舳
憾
）
」
と
説
く
兼
子
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五
　
　
　
（
四
六
五
）



判
　
例
　
研
　
究

は
、
果
し
て
上
告
状
受
理
通
知
書
の
上
告
人
へ
の
送
達
を
基
準
と
す
る
趣
旨

か
、
被
上
告
人
へ
の
送
達
を
基
準
と
す
る
趣
旨
か
、
必
ず
し
も
明
か
で
は
な

い
．
判
旨
は
こ
れ
を
前
者
と
解
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
被
上
告

人
へ
の
上
告
状
受
理
通
知
書
の
送
達
が
遅
れ
た
場
合
は
ど
う
な
る
で
あ
ろ
5

か
。
五
〇
日
と
い
う
期
間
は
不
変
期
間
で
は
あ
る
ま
い
。
送
達
の
遅
延
に
よ
つ

て
所
定
の
期
間
を
遵
守
し
え
な
い
場
合
の
救
済
は
難
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

あ
る
い
は
、
上
告
状
が
既
に
送
達
さ
れ
て
い
れ
ぽ
救
済
の
必
要
な
し
と
説
く
か
、

上
告
状
と
受
理
通
知
書
と
が
共
に
遅
れ
る
場
合
（
舐
断
翻
嗣
四
）
は
不
変
期
間
に
準

じ
る
こ
と
を
説
く
か
　
・
。
こ
の
点
を
懸
念
す
る
と
、
附
帯
上
告
提
起
の
期
間

は
通
知
書
の
被
上
告
人
へ
の
送
達
を
基
準
と
し
て
考
う
べ
き
こ
と
を
説
く
の
が

相
当
の
よ
う
に
み
え
る
。
だ
が
、
本
来
、
　
「
上
告
に
附
帯
し
て
、
原
判
決
を
自

己
に
有
利
に
変
更
を
求
め
る
」
に
す
ぎ
な
い
附
帯
上
告
人
に
は
、
上
告
状
受
理

通
知
書
の
こ
れ
に
対
す
る
送
達
の
み
が
遅
れ
た
場
合
に
も
、
独
立
の
不
服
申
立

の
場
合
と
異
な
り
、
そ
も
そ
も
救
済
す
べ
き
独
立
の
利
益
は
な
い
も
の
と
、
解

す
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。

　
附
帯
上
告
提
起
の
期
間
は
．
上
告
人
の
”
上
告
理
由
書
提
出
期
間
の
満
了
ま

で
で
あ
る
と
す
る
判
旨
に
賛
成
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
伊
東
　
乾
）

昭
三
合
（
蕪
膿
肇
撃

　
株
主
総
会
決
議
の
不
存
在
と
そ
の
無
効
確
認
の
訴
の
適
否

　
　
株
主
総
会
決
議
不
存
在
確
認
請
求
事
件
（
昭
三
八
．
八
．
八
第
一
小
法
廷
判
決
）

九
六

（
四
六
六
）

被
告
Y
会
社
（
控
訴
人
・
上
告
人
）
に
つ
ぎ
、
登
記
簿
上
二
つ
の
株
主
総
会
決
議

が
な
さ
れ
た
旨
の
記
載
が
あ
る
が
、
右
各
決
議
は
い
ず
れ
も
存
在
し
な
い
こ
と
が

明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
Y
会
社
の
株
主
で
あ
る
原
告
X
．
瓦
（
被
控
訴
人
．
被
上

告
人
）
は
そ
の
不
存
在
確
認
の
訴
を
提
起
し
た
。
こ
れ
が
本
訴
で
あ
る
。
Y
会
社

代
表
者
は
原
告
の
主
張
は
認
め
る
が
原
告
は
Y
会
社
の
株
主
で
は
な
い
か
ら
本
訴

提
起
の
利
益
が
な
い
と
主
張
し
た
。
被
告
の
抗
弁
が
容
れ
ら
れ
ず
原
告
等
が
Y
会

社
の
株
主
で
あ
る
と
さ
れ
て
、
第
一
審
原
告
勝
訴
。

Y
会
社
は
法
定
の
控
訴
期
間
内
に
控
訴
を
提
起
せ
ず
、
補
助
参
加
人
L
が
そ
の
期

間
内
に
本
件
控
訴
を
提
起
し
た
。
X
は
本
案
前
の
答
弁
と
し
て
本
件
控
訴
却
下
の

判
決
を
求
め
．
そ
の
理
由
と
し
て
、
Y
会
社
が
控
訴
を
提
起
す
る
こ
と
な
く
控
訴

期
間
を
徒
過
し
た
の
は
控
訴
権
放
棄
の
意
志
を
表
明
し
た
も
の
で
あ
る
．
補
助
参

加
人
L
が
Y
を
補
助
す
る
た
め
本
件
訴
訟
に
参
加
し
、
控
訴
期
間
内
に
本
件
控
訴

を
提
起
し
た
が
、
補
助
さ
る
べ
ぎ
Y
が
控
訴
期
問
を
徒
過
し
控
訴
が
で
ぎ
な
く
な

つ
て
い
る
以
上
、
Y
に
対
す
る
訴
訟
は
も
は
や
係
属
せ
ず
、
Y
を
補
助
す
る
訴
訟

行
為
は
あ
り
得
な
く
な
つ
た
と
い
う
べ
ぎ
で
、
同
参
加
人
が
独
立
し
て
控
訴
す
る

こ
と
は
不
適
法
で
あ
る
、
と
主
張
し
た
．
こ
れ
に
対
し
、
控
訴
審
裁
判
所
は
、
Y

が
控
訴
期
間
を
徒
過
し
た
一
事
を
以
て
被
控
訴
人
に
対
し
控
訴
を
な
す
権
利
を
放

棄
す
る
旨
の
意
志
表
示
を
し
た
と
は
い
い
難
く
、
又
控
訴
人
L
か
ら
な
さ
れ
た
本

件
控
訴
が
当
然
第
一
審
被
告
の
意
に
反
し
、
且
つ
そ
の
訴
訟
行
為
に
抵
触
す
る
も

の
と
い
う
こ
と
も
で
き
な
い
（
第
一
審
被
告
は
当
審
に
お
け
る
各
口
頭
弁
論
に
出

頭
し
て
弁
論
し
て
い
る
こ
と
は
記
録
上
明
ら
か
で
あ
る
．
然
ら
ば
補
助
参
加
人
L

の
本
件
控
訴
は
当
然
第
一
審
被
告
会
社
の
利
益
の
た
め
に
同
被
告
自
ら
控
訴
申
立

を
し
た
の
と
同
一
の
効
力
を
も
招
来
す
る
も
の
と
い
う
べ
く
、
こ
の
点
に
関
す
る

被
控
訴
人
の
主
張
は
採
用
し
が
た
い
、
と
し
て
控
訴
は
適
法
で
あ
る
と
し
た
う
え

で
、
控
訴
棄
却
．

補
助
参
加
人
狛
上
告
。
上
告
理
由
は
以
下
の
ご
と
し
．
原
審
判
決
は
民
訴
法
第
三

九
四
条
に
規
定
す
る
判
決
に
影
響
を
及
ぽ
す
こ
と
明
ら
か
な
法
令
の
違
反
が
あ

る
。
す
な
わ
ち
被
上
告
人
等
の
本
訴
請
求
は
過
去
の
事
実
関
係
の
存
否
を
確
定
す



る
〕
と
を
目
的
と
す
る
も
の
轟
、
あ
る
か
ら
、
原
審
栽
判
所
は
確
認
訴
訟
と
し
て
は

不
適
法
と
し
て
却
下
又
は
請
求
を
棄
却
せ
ら
る
べ
き
で
あ
つ
た
．
も
つ
と
も
上
告

人
等
は
原
審
口
頭
弁
論
期
日
に
そ
の
旨
の
主
張
を
し
な
か
つ
た
が
確
認
訴
訟
に
お

け
る
即
時
確
定
の
利
益
の
存
否
は
当
該
訴
訟
成
立
の
要
件
で
あ
る
か
ら
上
告
人
等

の
主
張
の
有
無
に
拘
ら
ず
原
審
裁
判
所
は
職
権
を
以
て
調
査
し
第
一
審
判
決
を
取

消
し
訴
を
却
下
す
る
か
乃
至
第
一
審
判
決
を
取
消
し
そ
の
請
求
を
棄
却
す
べ
ぎ
で

あ
つ
た
と
思
う
、
そ
の
理
由
は
本
訴
請
求
が
第
一
審
被
告
会
社
の
当
該
株
主
総
会

決
議
の
不
存
在
確
認
で
あ
り
、
こ
れ
は
単
に
過
去
に
存
在
し
な
か
つ
た
事
実
の
確

認
を
求
め
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
．
か
よ
う
な
確
認
の
訴
は
民
訴
法
第
二
二
五
条
に

規
定
す
る
と
こ
ろ
の
権
利
又
は
法
律
関
係
の
存
否
を
確
定
す
る
訴
で
は
な
い
の
で

あ
る
か
ら
確
認
訴
訟
と
し
て
の
権
利
保
護
の
要
件
を
欠
き
、
第
一
審
判
決
を
取
消

し
訴
を
却
下
し
乃
至
は
そ
の
請
求
を
棄
却
す
べ
き
て
あ
つ
た
。
し
か
る
に
原
判
決

が
控
訴
を
棄
却
し
た
の
は
民
訴
法
二
二
五
条
の
規
定
を
逸
脱
し
て
為
さ
れ
た
違
法

が
あ
り
、
こ
の
違
法
は
判
決
に
影
響
を
及
ぽ
す
こ
と
明
ら
か
な
る
法
令
の
違
反
で

あ
る
．
け
だ
し
被
上
告
人
等
が
主
張
す
る
ご
と
く
本
件
係
争
の
決
議
が
真
に
不
存

在
で
あ
り
被
上
告
人
等
が
真
に
株
主
で
あ
る
な
ら
ば
既
に
過
去
に
流
れ
去
つ
た
事

実
の
確
認
を
求
め
ず
に
真
正
面
か
ら
不
存
在
決
議
に
基
く
不
法
登
記
の
抹
消
と
所

有
権
其
他
被
上
告
人
等
が
保
有
す
る
こ
と
あ
る
べ
き
実
体
的
権
利
に
基
き
給
付
の

訴
を
提
起
し
一
挙
に
紛
争
を
解
決
す
べ
き
が
訴
訟
経
済
の
上
に
も
は
た
又
被
上
告

人
等
の
権
利
保
護
の
上
に
も
適
切
な
手
段
で
は
な
か
つ
た
か
．
然
る
に
被
上
告
人

等
が
本
件
請
求
の
よ
う
に
過
去
に
存
在
し
な
か
つ
た
株
主
総
会
決
議
の
不
存
在
確

認
を
求
め
る
が
如
き
は
確
認
訴
訟
に
お
け
る
即
時
確
定
の
利
益
が
な
い
こ
と
明
白

で
あ
る
。
大
審
院
は
此
点
に
判
示
し
て
曰
く
「
凡
そ
確
認
訴
訟
は
現
在
の
権
利
関

係
を
確
定
す
る
に
於
い
て
起
訴
者
が
直
ち
に
利
益
を
有
す
べ
き
場
合
に
限
り
之
を

提
起
し
得
べ
き
も
の
に
し
て
他
日
に
履
行
訴
権
を
行
使
せ
ん
と
す
る
と
き
の
請
求

権
保
持
の
た
め
の
前
提
と
し
て
確
認
訴
訟
を
提
起
す
る
が
如
き
は
固
よ
り
之
を
許

さ
れ
ざ
る
こ
と
は
既
に
当
院
法
理
と
し
て
認
む
る
と
こ
ろ
の
判
例
な
り
」
と
（
繍
輻

鮪
騰
調
罎
識
剛
劃
瑚
硬
鮨
）
。
　
こ
れ
に
対
し
て
本
判
決
は
以
下
の
理
由
か
ら
上
告
を
棄

判
例
研
究

却
し
て
い
る
。
被
上
告
人
ら
の
第
｝
審
に
お
け
る
清
求
趣
旨
ぽ
、
論
旨
に
い
う
よ

う
に
株
主
総
会
決
議
の
不
存
在
と
い
う
単
な
る
過
去
の
事
実
関
係
の
存
否
の
確
定

を
求
め
る
も
の
で
は
な
く
．
商
業
登
記
簿
に
登
記
さ
れ
て
外
見
上
会
社
井
、
の
他
関

係
人
に
拘
束
力
を
持
つ
か
の
よ
う
に
見
え
る
株
主
総
会
決
議
か
そ
の
効
力
を
有
し

な
い
こ
と
の
確
定
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
論
旨
は
そ
の
前
提
を
欠
く
も
の

と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
而
し
て
、
商
法
二
五
二
条
は
、
　
「
総
会
ノ
決
議
ノ

内
容
ガ
法
令
又
ハ
定
款
二
違
反
ス
ル
コ
ト
ヲ
理
由
ト
シ
テ
決
議
ノ
無
効
ノ
確
認
ヲ

請
求
ス
ル
訴
」
に
つ
い
て
規
定
し
、
商
法
一
〇
九
条
の
準
用
に
よ
り
そ
の
無
効
確

定
判
決
に
対
世
的
効
力
を
与
え
て
い
る
が
、
株
主
総
会
決
議
が
そ
の
成
立
要
件
を

欠
き
不
存
在
を
評
価
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
も
、
本
件
の
よ
う
に
そ
の
決
議
の
内

容
が
商
業
登
記
簿
に
登
記
さ
れ
て
い
る
場
合
に
、
そ
の
効
力
の
な
い
こ
と
の
対
世

的
確
定
を
求
め
る
訴
の
必
要
性
は
決
議
の
内
容
の
違
反
の
場
合
と
何
ら
異
ら
ず
、

同
条
に
お
い
て
と
く
に
こ
れ
を
除
外
す
る
趣
旨
が
う
か
が
わ
れ
な
い
か
ら
、
本
訴

は
商
法
二
五
二
条
に
照
し
適
法
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
所
論
引
用

の
判
例
は
本
件
に
適
切
で
な
く
、
論
旨
は
採
用
で
き
な
い
、
と
。

　
判
旨
に
賛
成
。

　
昭
和
二
二
年
の
商
法
改
正
前
は
、
総
会
決
議
の
最
疵
に
基
づ
く
救
済
と
し
て

は
、
旧
商
法
一
六
三
条
一
項
が
、
い
わ
ゆ
る
決
議
無
効
の
訴
と
し
て
「
総
会
招

集
ノ
手
続
又
ハ
其
決
議
ノ
方
法
力
法
令
又
ハ
定
款
一
一
反
ス
ル
ト
キ
ハ
株
主
取
締

役
又
ハ
監
査
役
ハ
訴
ヲ
以
テ
ノ
ミ
其
決
議
ノ
無
効
ヲ
主
張
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
と

規
定
す
る
に
す
ぎ
な
か
つ
た
。
し
か
し
同
条
二
項
、
一
六
三
条
ノ
ニ
以
下
に
出

訴
期
間
の
制
限
が
あ
り
、
そ
の
実
質
は
現
商
法
二
四
七
条
の
決
議
取
消
の
訴
に

該
当
す
る
も
の
で
あ
つ
た
。
そ
こ
で
、
こ
れ
と
は
別
に
決
議
不
存
在
の
場
合
及

び
決
議
が
内
容
上
の
蝦
疵
に
基
い
て
無
効
の
場
合
出
訴
期
間
の
制
限
に
服
さ
な

い
「
決
議
不
存
在
確
認
の
訴
」
乃
至
「
決
議
無
効
の
訴
」
が
判
例
学
説
上
認
め
ら

九
七

（
四
六
七
）



　
　
　
　
判
働
研
究

れ
て
い
た
（
恥
齪
潔
細
肇
砂
簾
曝
郵
鰭
鷺
髪
繕
霧
鮎
墳
驚
堕
猷

協
⑳
蹴
慰
）
。
現
行
商
法
二
五
二
条
は
、
　
「
決
議
ノ
内
容
ガ
法
令
又
ハ
定
款
二
違

反
ス
ル
コ
ト
ヲ
理
由
ト
シ
テ
」
決
議
無
効
確
認
の
訴
を
認
め
て
い
る
。
そ
こ
で

決
議
不
存
在
確
認
の
訴
を
ど
う
取
扱
う
か
と
い
う
こ
と
が
当
然
に
問
題
に
な
る

（
蒜
魚
の
の
槻
鰐
謹
隣
識
夢
擦
櫛
編
瓦
五
一
（
灘
捲
黙
翫
蒜
鷺
蟻
コ
誰

釧
冊
）
。
第
一
説
は
、
商
法
二
五
二
条
は
、
決
議
が
成
立
し
且
つ
内
容
上
の
理
疵

の
あ
る
場
合
を
規
定
し
て
い
る
か
ら
、
決
議
不
存
在
の
場
合
に
は
適
用
さ
れ
ず
、

民
訴
の
一
般
原
則
に
よ
る
べ
し
と
す
る
見
解
．
第
二
説
は
、
決
議
不
存
在
の
場

合
も
、
商
法
二
五
二
条
の
適
用
に
よ
り
決
議
無
効
確
認
の
訴
を
提
起
し
う
る
と

す
る
見
解
．
第
三
説
は
、
決
議
不
存
在
の
場
合
は
、
決
議
が
存
在
し
な
い
こ
と

に
よ
つ
て
来
る
現
在
の
法
律
関
係
確
定
の
訴
と
し
て
決
議
不
存
在
確
認
の
訴
を

提
起
す
る
こ
と
が
で
ぎ
、
し
か
も
そ
の
判
決
に
対
世
効
が
あ
る
と
す
る
見
解
。

第
四
は
、
確
認
の
利
益
が
現
在
の
法
律
関
係
の
確
認
に
つ
い
て
の
み
し
か
存
し

な
い
と
す
る
の
は
誤
り
で
確
認
の
利
益
の
存
す
る
限
り
過
去
の
法
律
関
係
の
確

認
も
許
さ
れ
る
と
す
る
立
場
か
ら
、
決
議
不
存
在
確
認
の
訴
を
総
会
決
議
無
効

確
認
の
訴
と
は
別
個
に
認
め
る
、
商
法
二
五
二
条
の
類
推
を
認
め
る
見
解
、
と

が
対
立
し
て
い
る
。

　
以
下
決
議
不
存
在
確
認
の
訴
に
関
す
る
私
見
を
述
べ
て
み
よ
う
．

　
第
一
に
、
決
議
不
存
在
確
認
の
訴
の
訴
訟
物
は
決
議
の
不
存
在
と
い
う
過
去

の
事
実
で
あ
る
と
す
る
見
解
に
は
賛
成
で
き
な
い
（
賄
原
加
紙
踊
瓶
O
猟
搦
号
〇四
だ
臥

鯵
）
。
け
だ
し
、
決
議
の
成
立
・
不
成
立
乃
至
存
否
は
法
的
評
価
の
対
象
で
あ

り
、
法
的
に
評
価
さ
れ
た
決
議
の
存
否
が
争
い
の
対
象
と
な
つ
て
い
る
以
上
法

律
的
紛
争
が
存
在
す
る
の
で
あ
つ
て
、
決
議
の
存
否
が
事
実
問
題
と
し
て
争
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
八
　
　
（
四
六
乙

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
ひ
こ
の
意
味
で
は
、
本
判
決
が
現
在
か
過
去
か
は
別

と
し
て
決
議
不
存
在
確
認
の
訴
が
事
実
の
存
否
確
認
を
求
め
る
訴
に
非
ず
と
し

た
の
は
正
当
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
決
議
不
存
在
確
認
の
訴
は
決
議
の
不
存
在
に
基
因
す
る
現
在
の
法

律
関
係
の
確
認
を
求
め
る
訴
で
は
な
く
（
賊
雛
にの
唯
噂
礪
縣
あ
撫
擢
曽
鯨
勧
緬
噺
批
解
財
鵬

錦
鷹
）
、
決
議
の
不
成
立
・
不
存
在
と
い
う
過
去
の
法
律
関
係
の
確
認
を
求
め
る

訴
で
あ
る
。
本
判
決
が
、
決
議
不
存
在
確
認
の
訴
が
商
法
二
五
二
条
に
照
ら
し

て
許
さ
れ
る
と
し
た
点
に
つ
き
、
西
原
教
授
は
、
決
議
不
存
在
確
認
の
訴
に
類

推
さ
れ
る
の
は
ひ
と
り
商
法
二
五
二
条
の
み
な
ら
ず
二
四
七
条
も
そ
う
で
あ
る

と
さ
れ
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
決
議
よ
り
発
生
せ
る
個
々
の
法
律
関
係
の
確
定

を
す
る
よ
り
、
複
数
の
法
律
関
係
発
展
の
基
礎
た
る
決
議
自
体
の
存
否
、
効
力

を
画
一
的
に
確
定
す
る
こ
と
が
、
紛
争
の
解
決
と
し
て
は
抜
本
的
で
あ
り
、
こ
の

点
で
は
二
五
二
条
・
二
四
七
条
の
場
合
も
決
議
不
存
在
確
認
の
訴
の
場
合
も
全

く
事
情
は
同
一
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
囎
顯
”
齢
醐
噸
調
○○
顛
ポ
馳
お
）
。
こ
の
見
解
は
正

当
で
あ
る
と
思
う
。
た
だ
そ
の
場
合
決
議
の
現
在
に
お
け
る
存
否
・
効
力
の
有

無
を
確
定
す
る
よ
り
、
決
議
が
成
立
し
た
と
さ
れ
る
時
又
は
決
議
が
成
立
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
舎

と
き
に
お
い
て
、
決
議
の
成
立
・
不
成
立
、
有
効
・
無
効
を
画
一
的
に
確
定
す

る
こ
と
が
紛
争
の
解
決
と
し
て
は
よ
り
抜
本
的
で
あ
る
。
現
在
の
法
律
関
係
の

確
認
を
求
め
る
訴
と
す
る
見
解
の
前
提
に
は
、
確
認
の
利
益
は
現
在
の
法
律
関

係
に
つ
い
て
の
み
存
し
、
過
去
の
法
律
関
係
に
つ
い
て
は
存
在
し
な
い
と
す
る

原
則
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
過
去
の
法
律
関
係
の
確
認
に
つ
い
て
常
に
確

認
の
利
益
を
欠
く
と
解
す
る
こ
と
自
体
問
題
で
あ
る
．
過
去
の
法
律
関
係
に
つ

い
て
も
確
認
の
利
益
の
あ
る
場
合
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
（
恥
ゆ
融
裁
⑳
泌
叡
鄭
解
廃



縦
課
傭
融
脚
体
艦
転
魁
謄
脚
鉱
嗣
仁
っ
頓
翻
訓
一
舗
訓
駄
仙
林
朗
か
鰍
事
）
。
　
決
議
不
存
在
を
不

存
在
確
認
の
訴
の
既
判
力
の
標
準
時
に
お
い
て
確
定
し
た
と
し
て
も
、
決
議
が

当
初
よ
り
右
の
標
準
時
ま
で
の
間
不
成
立
で
あ
つ
た
こ
と
を
確
定
し
な
い
。
決

議
が
当
初
よ
り
不
存
在
で
あ
る
こ
と
を
確
定
す
る
た
め
に
は
、
当
初
に
決
議
が

不
存
在
で
あ
つ
た
こ
と
を
確
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
以
後
も

反
射
的
に
当
該
決
議
は
存
在
し
な
い
こ
と
が
確
定
さ
れ
る
。
こ
の
意
味
で
決
議

の
不
成
立
と
い
う
過
去
の
法
律
関
係
を
確
認
す
る
利
益
は
あ
る
．
本
判
決
は
、

本
訴
が
過
去
の
事
実
関
係
の
存
否
の
確
定
を
求
め
る
も
の
と
は
し
て
い
な
い

が
、
本
訴
確
定
の
対
象
た
る
法
律
関
係
が
過
去
の
も
の
か
現
在
の
も
の
か
明
確

に
し
て
い
な
い
点
は
問
題
で
あ
る
（
擁
鷹
蜥
撒
かの
樹
像
鵜
糊
灘
の
の
歌
曜
燗
唖
和
嚇
麟
齢
蝦
鵬
靴

耐
畿
動
翫
怒
預
．
∀

　
第
三
に
、
決
議
不
存
在
確
認
の
訴
は
商
法
第
二
五
二
条
の
総
会
決
議
無
効
確

認
の
訴
に
当
然
に
含
ま
れ
る
と
す
る
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
坂

井
氏
は
こ
の
点
に
つ
ぎ
以
下
の
如
く
主
張
さ
れ
る
．
す
な
わ
ち
、
　
「
確
認
訴
訟

で
あ
る
限
り
、
確
認
の
対
象
た
る
訴
訟
物
を
限
定
す
る
こ
と
が
あ
る
の
み
で
あ

つ
て
、
訴
訟
物
た
る
法
律
関
係
の
存
否
を
判
断
す
る
に
至
る
べ
き
理
由
を
限
定

す
る
と
い
5
こ
と
は
無
意
味
で
あ
る
．
そ
う
で
あ
れ
ば
、
商
法
二
五
二
条
の
無

効
原
因
の
列
挙
は
、
決
議
の
当
然
無
効
原
因
の
例
示
に
す
ぎ
な
い
と
解
す
る
の

ほ
か
は
な
い
。
商
法
二
五
二
条
は
何
故
こ
の
よ
う
な
例
示
を
し
た
か
と
い
う
と

商
法
二
四
七
条
の
取
消
原
因
た
る
か
し
と
区
別
す
る
意
味
で
、
決
議
の
内
容
が

法
令
定
款
に
違
反
す
る
と
ぎ
は
、
そ
れ
は
取
消
原
因
で
は
な
く
、
無
効
原
因
で

あ
る
旨
を
明
ら
か
に
し
た
趣
旨
で
あ
る
と
解
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
決
議

不
存
在
の
如
き
、
決
議
の
効
力
を
認
め
え
な
い
こ
と
に
つ
き
疑
問
の
余
地
の
な

　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

い
場
合
は
、
あ
え
て
法
文
に
よ
る
例
示
を
ま
た
な
か
つ
た
か
ら
、
こ
れ
を
二
五

二
条
中
に
明
示
し
な
か
つ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
．
換
言
す
れ
ば
、
商
法
二
五
二

条
は
、
旧
商
法
当
時
判
例
上
『
決
議
無
効
確
認
の
訴
』
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い

た
も
の
を
、
そ
の
ま
ま
立
法
化
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
決
議
不
存
在
の
場
合

は
、
そ
の
効
力
を
認
め
え
な
い
こ
と
は
当
然
の
事
理
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
明

示
せ
ず
決
議
の
内
容
上
の
か
し
に
つ
い
て
は
取
消
原
因
と
の
区
別
の
必
要
上
こ

れ
を
法
文
中
に
明
示
し
た
も
の
、
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
」
（
揃
謁
嘗
）
と
さ

れ
る
。
二
五
二
条
の
訴
を
確
認
訴
訟
と
み
、
且
つ
訴
訟
物
に
つ
ぎ
新
説
の
立
場

を
と
る
と
、
か
か
る
見
解
の
成
立
つ
余
地
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
．
し
か
し
、

二
五
二
条
の
訴
が
決
議
不
存
在
確
認
の
訴
を
当
然
に
包
含
す
る
か
否
か
は
、
前

者
を
確
認
訴
訟
と
解
し
且
つ
既
述
の
ご
と
く
後
者
が
前
者
に
準
じ
て
許
さ
れ
る

と
解
す
る
以
上
あ
ま
り
実
益
の
な
い
議
論
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
た
だ
訴
訟
物

に
つ
き
新
旧
い
ず
れ
の
見
解
を
と
る
に
し
て
も
、
二
五
二
条
の
訴
を
解
釈
論
と

し
て
形
成
訴
訟
と
解
す
る
場
合
、
こ
れ
を
確
認
訴
訟
た
る
決
議
不
存
在
確
認
の

訴
と
は
全
く
区
別
す
る
必
要
が
存
す
る
．
ま
た
現
行
商
法
二
五
二
条
の
訴
が
確

認
訴
訟
で
あ
る
か
形
成
訴
訟
で
あ
る
か
は
問
題
で
あ
る
が
、
仮
り
に
確
認
訴
訟

で
あ
る
と
し
て
も
、
法
律
政
策
上
の
必
要
が
あ
れ
ば
こ
れ
を
形
成
訴
訟
と
し
て

構
成
す
る
こ
と
も
で
ぎ
る
。
決
議
無
効
の
訴
を
解
釈
上
も
立
法
政
策
上
も
形
成

訴
訟
と
し
て
構
成
す
る
余
地
を
残
し
て
い
る
以
上
は
、
不
存
在
確
認
の
訴
が
無

効
確
認
の
訴
に
当
然
に
包
含
さ
れ
て
い
る
と
断
定
す
る
こ
と
に
は
賛
し
難
い
。

　
も
つ
と
も
、
こ
の
点
に
つ
い
て
坂
井
氏
は
以
下
の
ご
と
く
主
張
さ
れ
る
。
す

な
わ
ち
、
「
か
し
の
程
度
が
甚
し
く
、
画
一
化
の
要
請
を
一
歩
譲
歩
す
べ
き
場
合

に
は
、
決
議
訴
訟
に
よ
る
判
決
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
そ
の
無
効
主
張
を
許
さ
ざ
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判
　
例
　
研
　
究

る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
1
中
略
f
対
世
的
効
力
を
も
つ
特
殊
訴
訟
を
設

け
る
以
上
は
、
そ
れ
は
形
成
訴
訟
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
、

少
し
い
い
す
ぎ
で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ
ら
に
推
論
す
れ
ば
、
判
決
の
効
果
が
形

成
的
で
あ
る
か
確
認
的
で
あ
る
か
は
、
そ
の
判
決
が
決
め
る
の
で
は
な
く
、
決

議
に
存
す
る
か
し
の
程
度
に
応
じ
て
実
体
法
的
に
既
に
定
ま
つ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
決
議
訴
訟
の
判
決
は
、
決
議
に
存
す
る
か
し
を
認
定
し
、
そ
れ
を
理
由

と
し
て
決
議
の
効
力
の
な
い
こ
と
を
宣
言
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
そ
の
判
決

前
に
お
い
て
決
議
の
効
力
を
否
定
で
き
る
か
否
か
は
、
か
し
の
程
度
に
応
じ
、

前
述
の
諸
要
請
を
参
酌
し
た
上
で
、
実
体
法
の
解
釈
問
題
と
し
て
判
断
す
れ
ば

よ
い
の
で
あ
つ
て
ま
ず
商
法
二
五
二
条
の
訴
が
形
成
訴
訟
で
あ
る
か
否
か
を
き

め
、
そ
し
て
当
該
の
か
し
が
二
五
二
条
の
訴
に
服
す
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
を

き
め
る
、
と
い
う
思
惟
過
程
に
よ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
．
こ
の
よ
う
に
見
て

く
る
と
、
特
定
の
決
議
の
効
力
否
定
の
た
め
に
商
法
二
五
二
条
の
訴
を
提
起

し
、
そ
の
請
求
原
因
と
し
て
、
第
一
に
決
議
の
不
存
在
を
主
張
し
、
第
二
に
決

議
の
内
容
上
の
か
し
で
は
あ
る
が
、
実
体
法
上
は
判
決
確
定
ま
で
は
有
効
と
し

て
取
扱
う
べ
き
か
し
を
主
張
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
こ
の
場
合
、
こ
れ
ら

の
主
張
は
、
請
求
を
理
由
あ
ら
し
め
る
事
実
の
主
張
に
止
ま
り
、
こ
れ
を
訴
の

併
合
で
あ
る
と
考
え
た
り
、
第
一
の
主
張
か
ら
第
二
の
主
張
に
変
更
す
る
こ
と

を
訴
の
変
更
と
考
え
た
り
す
る
必
要
が
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
。
」

と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
決
議
の
内
容
上
の
暇
疵
の
う
ち
決
議
の
当
然
無
効
を
招

来
す
る
が
ご
と
き
も
の
が
存
す
る
と
解
す
る
な
ら
ば
格
別
で
あ
る
が
、
決
議
の

内
容
上
の
蝦
疵
が
常
に
形
成
要
件
を
な
す
と
考
え
る
な
ら
ば
、
二
五
二
条
の
訴

は
常
に
形
成
訴
訟
で
あ
つ
て
、
不
存
在
確
認
を
二
五
二
条
の
訴
で
主
張
す
る
こ
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と
は
で
ぎ
な
い
。
形
成
請
求
と
確
認
請
求
と
は
明
ら
か
に
請
求
と
し
て
は
別
個

で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
見
解
に
は
賛
し
難
い
。

　
本
判
決
は
、
本
訴
が
商
法
二
五
二
条
に
照
ら
し
て
適
法
で
あ
る
と
い
い
、
お

そ
ら
く
そ
の
前
提
に
は
本
訴
と
二
五
二
条
の
訴
と
を
別
個
の
訴
と
す
る
考
え
方

が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
本
判
決
は
既
述
の
ご
と
く
第
二
点
で
そ
の
論
旨
に
明
確
性
を
欠
い
た
と
は
い

え
、
本
訴
を
認
容
し
た
こ
と
は
、
以
上
の
理
由
か
ら
正
当
で
あ
る
と
考
え
る
。
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