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半日
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究

〔
最

高

裁

民

訴

事

例

研

究

三

五
〕

昭
三
丸
一出（

桔
一持
品
一手
当時）

相
手
方
の
陳
述
し
た
事
実
に
基
づ
く
訴
の
変
更

家
屋
明
渡
請
求
事
件
（
昭
三
九・
七
・

一
O
第
二
小
法
廷
判
決）

X（
原
告）
が
自
己
の
所
有
地
上
の
家
屋
居
住
者
E
L
を
共
同
の
被
告
と
し
て 、

巴
に
対
し
て
は
賃
貸
借
契
約
の
解
除
に
基
づ
く
家
屋
の
明
渡
と
損
害
金
の
支
払

と
を
訴
求 、
VU“
に
対
し
て
は
不
法
占
拠
に
基
づ
く
同一
家
屋
の
明
渡
を
訴
求
し

た
と
こ
ろ 、
被
告
ら
は
目
的
家
屋
が
当
初
か
ら
巴
の
所
有
に
属
し
家
屋
賃
貸
借

契
約
な
ど
存
在
し
な
かっ
た
も
の
で
あ
る
旨
を
主
張
し
た
の
で 、
X
は
土
地
所

七
六

（一
つ
七
二
V

有
権
に
基
づ
く
対
も
家
屋
収
去
土
地
明
渡 、
対
VH
家
屋
退
去
土
地
明
渡
の
請
求

を
予
備
的
請
求
と
し
て
追
加
併
合
し
た 。
ー
も
は
こ
の
追
加
を
不
適
法
で
あ
る

と
主
張
し
た
が 、
第一
審・
大
阪
地
裁
は
追
加
を
適
法
と
し
た
う
え 、
X
の
主

請
求
を
棄
却
し 、
予
備
的
請
求
を
認
容
し
た 。
E
VH
か
ら
の
控
訴
も
大
阪
高
裁

が
棄
却 。
VH
L
か
ら
更
に
上
告
に
及
ん
だ
の
が
本
件
で
あ
っ
て 、
上
告
理
由
は

右
訴
の
変
更
の
違
法
論
を
展
開
し
た 。
最
高
裁
臼
く 、
（一
）
「

相
手
方
の
提
出

し
た
防
禦
方
法
を
是
認
し
た
う
え
そ
の
相
手
方
の
主
張
事
実
に
立
脚
し
て
新
た

に
請
求
を
す
る
場
合 、
す
な
わ
ち
相
手
方
の
陳
述
し
た
事
実
を
と
っ
て
も
っ
て



新
講
求
の
原
因
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
か
り
に
そ
の
新
請
求
が
請
求
の
基

礎
を
変
更
す
る
訴
の
変
更
で
あ
つ
て
も
、
相
手
方
は
こ
れ
に
対
し
異
議
を
と
な

え
そ
の
訴
の
変
更
の
許
さ
れ
な
い
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
相
手
方

が
右
の
訴
の
変
更
に
対
し
現
実
に
同
意
し
た
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
右
の

訴
の
変
更
は
許
さ
れ
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
　
・
」
。
（
二
）
「
右
の
場

合
に
お
い
て
、
相
手
方
の
陳
述
し
た
事
実
は
、
か
な
ら
ず
し
も
、
狭
義
の
抗
弁
、

再
々
抗
弁
な
ど
の
防
禦
方
法
に
か
ぎ
ら
れ
ず
、
相
手
方
に
お
い
て
請
求
の
原
因

を
否
認
し
て
附
加
陳
述
す
る
と
こ
ろ
の
い
わ
ゆ
る
積
極
否
認
の
内
容
と
な
る
重

要
な
る
間
接
事
実
も
含
ま
れ
る
と
解
す
ぺ
き
で
あ
る
」
、
と
．
i
上
告
棄
却
．

　
新
訴
請
求
原
因
の
一
部
を
み
ず
か
ら
提
供
し
た
相
手
方
は
、
た
と
え
請
求
の

基
礎
に
変
更
が
あ
る
場
合
で
も
、
訴
の
変
更
に
応
じ
な
け
れ
ぽ
な
ら
ね
と
い
う

理
窟
が
、
い
ま
仮
に
成
立
つ
と
す
れ
ば
、
こ
の
前
提
の
も
と
で
．
相
手
方
陳
述

事
実
の
内
容
を
、
抗
弁
か
間
接
事
実
か
に
区
分
し
て
考
え
る
こ
と
は
余
り
意
味

が
な
い
．
恐
ら
く
右
の
理
窟
は
、
も
し
こ
れ
を
認
め
よ
う
と
す
れ
ば
、
コ
ノ

訴
二
於
ケ
ル
被
告
ナ
ル
者
、
予
ハ
斯
ク
斯
ク
ノ
主
張
ワ
防
禦
方
法
ト
シ
テ
之
ヲ

提
出
ス
ル
モ
、
恰
カ
モ
此
ノ
主
張
ヲ
原
告
ガ
ナ
シ
来
ル
ニ
於
イ
テ
ハ
予
ハ
之
二

応
訴
セ
ズ
ト
云
イ
テ
潭
ラ
ザ
ル
」
は
洵
に
不
都
合
（
税
焔
鯉
軸
朋
調
款
醐
昭
）
と
い
う

よ
う
な
、
そ
う
い
う
論
法
で
こ
れ
を
認
め
る
ほ
か
あ
る
ま
い
が
、
そ
う
で
あ
る

と
す
れ
ば
、
た
と
え
そ
れ
が
テ
ク
ニ
カ
ル
に
は
、
信
義
則
の
顕
現
を
構
成
で
き

る
に
も
せ
よ
、
で
き
な
い
に
も
せ
よ
、
基
準
は
常
に
不
応
訴
を
不
都
合
な
ら
し

め
る
具
体
的
状
況
の
み
で
あ
つ
て
、
主
張
の
抽
象
的
な
種
類
の
ご
と
き
は
関
連

が
な
い
筈
だ
か
ら
で
あ
る
が
、
不
幸
、
上
告
理
由
は
、
さ
よ
う
な
主
張
の
種
別

を
行
う
べ
書
あ
妻
詳
論
し
奄
の
墓
つ
て
（
躰
酬
蜥
離
撚
難
謄
灘

　
　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

縛
鷺
鐸
髄
辮
榛
認
動
震
蹄
鶴
耕
就
謬
苦
宝
最
高
整
軽

く
一
蹴
さ
れ
て
し
ま
つ
た
の
で
あ
つ
た
。
も
し
そ
れ
が
、
「
例
え
ば
、
原
告
が
売

掛
代
金
の
請
求
を
し
た
の
に
対
し
、
被
告
が
右
代
金
と
は
別
個
の
借
入
金
債
務

の
未
払
い
は
認
め
る
が
、
右
売
掛
代
金
に
つ
い
て
は
既
に
弁
済
ず
み
で
あ
る
と

抗
弁
し
た
と
し
よ
う
．
原
告
は
右
事
情
と
し
て
陳
述
さ
れ
た
に
止
ま
る
消
費
貸

借
上
の
債
権
の
請
求
に
訴
変
更
す
る
こ
と
が
無
条
件
に
許
さ
れ
る
か
」
と
の
上

告
人
設
例
の
場
合
に
、
「
結
論
の
不
当
な
こ
と
は
火
を
見
る
よ
り
明
ら
か
」
と

な
る
が
ご
と
き
は
、
抗
弁
と
間
接
事
実
と
を
区
分
し
な
い
こ
と
に
基
づ
く
帰
結

で
は
な
く
し
て
、
前
提
た
る
理
窟
そ
の
も
の
の
限
界
を
示
す
帰
結
た
る
に
す
ぎ

ぬ
。　

事
実
、
冒
頭
掲
記
の
よ
う
な
前
提
理
窟
そ
の
も
の
が
、
決
し
て
成
立
た
な
い

も
の
で
あ
ろ
う
。
強
い
ら
れ
て
被
告
の
地
位
に
立
つ
て
応
訴
し
、
防
禦
方
法
で

身
を
守
る
と
い
う
容
態
が
、
ど
う
し
て
新
訴
の
挑
発
と
看
倣
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な

ら
な
い
の
で
あ
る
か
。
守
備
と
挑
発
と
は
全
く
別
の
こ
と
で
、
守
備
の
た
め
に

不
可
欠
な
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
一
そ
う
挑
発
と
同
視
さ
れ
る
（
鋪
巌
簾
膿
ゆ
駐

姻
繍
耕
瞳
膿
物
駐
厳
読
坊
泌
㎡
右
）
に
至
つ
て
は
、
ま
さ
に
事
理
の
顛
倒
で
あ
る
。
挑

発
の
な
い
と
こ
ろ
で
異
議
権
の
喪
失
を
生
ぜ
し
め
る
の
は
乱
暴
な
話
で
、
判
旨

の
定
立
す
る
テ
ー
ゼ
に
賛
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
こ
こ
で
異
議
権
の
喪
失
を
、
必
要
な
「
被
告
の
同
意
」
の
擬
制
と
い
う
形
で
、

人
に
承
認
さ
せ
よ
う
と
試
み
る
こ
と
も
無
益
で
あ
る
（
傭
轍
融
頒
齢
鰍
階
の
臨
蜥
礒
購

臆
施
翫
捉
礎
購
駄
朧
朧
ユ
嘆
硬
鑛
偽
騰
の
の
蔽
腰
価
繍
秘
れ
）
。
何
故
な
ら
、
「
原
告
が
被
告
の
陳

述
し
た
抗
弁
事
実
を
採
つ
て
以
て
新
請
求
の
理
由
と
す
る
よ
う
な
場
合
…
…
、

当
該
事
実
は
新
請
求
に
つ
い
て
は
原
告
の
援
用
に
よ
り
裁
判
上
の
自
白
と
し
て

七
七
　
　
（
一
〇
七
三
）



判
例
研
究

証
拠
を
要
し
な
い
こ
と
と
は
な
つ
て
も
、
他
の
点
で
被
告
の
防
禦
を
困
難
な
ら

し
め
な
い
と
も
限
ら
な
い
か
ら
、
直
ち
に
変
更
後
の
新
請
求
に
対
す
る
応
訴
と

同
視
す
る
こ
と
は
疑
間
で
あ
る
」
か
ら
で
あ
る
が
（
謙
謝
脚
剥
瑚
祇
臨
）
、
訴
変
更
の

許
否
を
客
観
的
な
形
で
規
定
し
て
い
る
現
行
法
は
、
被
告
の
防
禦
の
困
難
よ
り

は
寧
ろ
、
手
続
の
制
度
的
意
味
（
舗
儲
湘
謝
翫
渤
髄
）
を
託
し
て
請
求
基
礎
の
概
念

を
樹
て
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
（
儲
け
紗
瀞
鞭
糖
曜
儲
胆
伽
留
漸
飢
こ
の
凄
碓
鵬
脳

囎
曜
端
馳
畷
）
、
請
求
の
基
礎
に
変
更
を
来
す
と
き
は
、
た
と
え
被
告
の
積
極
明
示

の
同
意
が
あ
つ
て
も
訴
の
変
更
を
許
す
べ
ぎ
も
の
で
な
く
（
繭
財
．
舞
野
縫
一
一
七
〇

廊
）
、
．
被
告
の
同
意
」
が
あ
れ
ば
請
求
の
基
礎
が
同
一
か
否
か
を
間
う
こ
と
な

く
訴
の
変
更
を
許
す
べ
し
と
す
る
前
提
そ
の
も
の
に
．
そ
れ
が
判
例
の
大
勢
の

よ
う
だ
し
、
新
し
い
学
説
に
も
そ
の
大
勢
を
支
持
す
る
も
の
が
多
い
よ
う
だ

が
、
そ
も
そ
も
賛
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
本
件
を
扱
つ
た
判
例
批
評
で
、
小
山
教
授
は
、
本
件
訴
の
変
更
が
実
は
請
求

の
基
礎
を
変
更
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
（
服
鏑
伍
濫
甦
一
一
）
。
主

請
求
と
予
備
請
求
と
の
間
に
主
要
且
つ
多
く
の
攻
撃
方
法
、
従
つ
て
被
告
に
つ

い
て
主
要
且
つ
多
く
の
防
禦
方
法
の
共
通
が
あ
る
と
い
う
趣
旨
の
よ
う
で
あ
る

が
（
鰍
瀬
諒
紛
観
藤
瞭
紛
y
法
技
術
的
構
成
以
前
の
原
態
に
還
元
し
て
み
た
紛
争
そ

の
も
の
が
前
後
同
一
で
あ
る
と
い
う
趣
旨
で
、
教
授
の
見
解
に
賛
成
し
た
い
と

考
え
る
。

　
但
し
、
本
件
で
は
、
更
に
一
歩
を
遡
つ
て
、
請
求
自
体
に
変
更
な
く
、
従
つ
て

始
か
ら
訴
の
変
更
は
存
し
な
い
と
見
る
べ
き
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
主
請
求

は
家
屋
の
明
渡
請
求
で
あ
り
、
予
備
請
求
は
土
地
の
明
渡
請
求
で
あ
る
か
ら
、

実
体
権
ご
と
に
請
求
を
細
分
す
る
訴
訟
物
旧
理
論
が
こ
の
取
扱
を
承
認
し
え
な

七
八
　
　
（
一
〇
七
四
）

い
こ
と
は
勿
論
、
判
決
の
主
文
内
容
を
識
別
の
基
準
と
す
る
訴
訟
物
新
理
論
も

こ
の
結
果
を
是
認
す
る
こ
と
は
で
き
ま
い
．
し
か
し
、
紛
争
は
終
始
一
貫
、

払
と
L
と
を
こ
の
土
地
か
ら
排
除
し
よ
う
と
し
て
の
み
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ

つ
て
、
す
べ
て
の
主
張
は
土
地
の
不
法
占
拠
と
い
う
法
理
念
で
一
つ
に
括
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
（
家
屋
は
こ
の
場
合
人
と
土
地
と
の
関
係
を
媒
介
し
て
い

る
だ
け
で
あ
る
）
。
勿
論
、
判
決
の
既
判
力
は
、
た
と
え
ば
主
請
求
の
み
が
認
容

せ
ら
れ
た
と
し
た
場
合
、
家
屋
明
渡
請
求
権
に
つ
い
て
の
み
生
じ
て
、
土
地
明

渡
請
求
権
に
つ
い
て
生
じ
る
こ
と
は
な
い
（
働
濾
鋤
舗
鰍
渤
鯉
織
一
鰍
旅
噺
硫
歴
躰
耕
抑
鰍

翻
境
霧
雑
等

　
尤
も
、
主
張
の
変
更
以
前
に
、
た
と
え
ば
原
告
が
特
に
家
屋
明
渡
請
求
権
の

有
無
に
つ
い
て
判
断
を
求
め
る
趣
旨
で
あ
る
こ
と
を
明
言
し
、
あ
る
い
は
第
一

審
裁
判
所
が
一
た
ん
家
屋
明
渡
請
求
権
の
存
否
に
つ
い
て
判
断
す
る
な
ど
の
事

情
に
よ
つ
て
、
右
全
一
の
請
求
が
家
屋
明
渡
問
題
と
そ
の
余
の
問
題
と
に
細
分

せ
ら
れ
て
し
ま
い
、
そ
の
後
に
更
め
て
土
地
明
渡
問
題
が
お
こ
さ
れ
た
よ
う
な

場
合
は
、
請
求
の
追
加
、
従
つ
て
訴
の
変
更
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が

（
簿
にの
鞭
硬
の
の
蛸
蝋
燃
駐
厳
甑
鞭
肋
鍛
硝
疏
驚
骸
妨
凍
隔
弥
齢
欄
禰
謙
館
邸
静
）
、
本
件
で
は
か
か

る
事
情
も
認
め
ら
れ
な
い
（
獅
肋
蔽
頗
呪
勤
脳
醐
耐
鴫
諭
魅
⑳
駄
）
。

　
か
く
て
は
、
し
か
し
、
請
求
自
体
の
最
大
限
の
枠
と
請
求
の
基
礎
と
が
、
す

な
わ
ち
同
一
に
帰
す
る
の
で
あ
つ
て
、
あ
る
い
は
こ
の
点
が
請
求
と
そ
の
基
礎

と
の
両
概
念
を
混
同
せ
し
め
る
も
の
と
し
て
非
難
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
か
も

知
れ
な
い
．
だ
が
、
右
の
両
概
念
は
い
ず
れ
も
等
し
く
紛
争
の
法
的
解
決
て
う

同
じ
訴
訟
目
的
か
ら
出
て
同
じ
く
訴
訟
対
象
の
規
定
に
任
じ
る
の
で
あ
る
か

ら
、
そ
れ
ら
が
窮
極
に
は
同
一
に
帰
す
る
こ
と
当
然
で
、
寧
ろ
、
た
と
え
ば
選



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
　
　
ヤ
　
　
ト

択
的
併
合
と
い
う
こ
と
が
攻
撃
方
法
に
っ
い
て
あ
り
5
る
も
の
な
ら
ば
そ
の
故

に
こ
そ
却
つ
て
請
求
に
つ
い
て
も
選
択
的
併
合
と
い
う
も
の
が
あ
り
う
る
の
と

同
じ
く
、
請
求
の
基
礎
も
ま
た
窮
極
に
は
そ
れ
自
体
一
箇
の
請
求
た
り
う
べ
き

も
の
で
あ
れ
ば
こ
そ
（
且
つ
そ
の
限
度
で
の
み
）
請
求
変
更
の
限
度
を
劃
す
る
合

理
的
な
枠
で
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。

　
判
旨
に
は
賛
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
（
伊
東
　
乾
）

昭
三
九
1
9
（
撮
驕
嘱
諜
陛
略
贈
）

　
医
師
の
消
毒
の
不
完
全
を
理
由
と
す
る
損
害
賠
償
の
請
求
を
認
容
す
る
判
決

　
に
お
い
て
右
消
毒
の
不
完
全
部
分
を
確
定
し
な
い
で
過
失
を
認
定
し
て
も
違

　
法
で
な
い
と
さ
れ
た
事
例

　
　
損
害
賠
償
請
求
事
件
（
昭
和
三
九
・
七
・
二
八
第
三
小
法
廷
判
決
）

　
　
原
告
X
（
控
訴
人
・
被
上
告
人
）
は
分
娩
の
た
め
被
告
Y
（
被
控
訴
人
・
上
告

　
　
人
）
の
病
院
に
入
院
し
た
。
Y
は
X
に
対
し
無
痛
分
娩
の
方
法
と
し
て
脊
髄
硬

　
　
膜
外
麻
酔
注
射
を
し
た
が
．
注
射
器
具
の
完
全
消
毒
を
怠
る
な
ど
慎
重
な
注
意

　
　
を
欠
い
た
た
め
、
注
射
部
位
に
ブ
ド
ウ
状
球
菌
が
侵
入
し
、
分
娩
後
脊
髄
硬
膜

　
　
外
膿
傷
及
び
圧
迫
性
脊
髄
炎
に
か
か
つ
た
と
し
て
、
財
産
上
の
損
害
五
〇
万

　
　
円
、
精
神
上
の
損
害
一
〇
〇
万
円
の
賠
償
請
求
を
し
た
。
第
一
審
原
告
敗
訴
。

　
　
X
控
訴
。
控
訴
審
で
は
原
判
決
を
取
消
し
、
Y
に
五
九
万
余
円
の
損
害
賠
償
を

　
　
命
じ
た
。
そ
の
理
由
は
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
．
ま
ず
第
一
に
、
X
の
右
の
病

　
　
気
は
Y
の
注
射
に
基
因
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。
第
二
に
、
ブ
ド
ウ
状

　
　
球
菌
の
伝
染
経
路
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
ω
注
射
器
具
、
施
術
者
の
手

　
　
指
、
患
者
の
注
射
部
位
等
の
消
毒
の
不
完
全
、
ω
注
射
薬
の
不
良
乃
至
汚
染
、
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③
空
気
中
の
ブ
ド
ウ
状
球
菌
が
注
射
に
際
し
た
ま
た
ま
附
着
侵
入
す
る
こ
と
．

ω
保
菌
者
で
あ
る
患
者
の
抵
抗
力
が
弱
ま
つ
た
際
血
行
に
よ
つ
て
注
射
部
位
に

病
菌
が
運
ぽ
れ
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
が
、
本
件
の
場
合
は
右
の
う
ち
ω
の
場
合

で
あ
る
と
推
認
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
．
し
た
が
つ
て
注
射
器
具
・
施
術
者
の

手
指
・
患
者
の
注
射
部
位
の
消
毒
の
不
完
全
が
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
Y
は

医
師
と
し
て
当
然
な
す
べ
ぎ
注
意
を
怠
り
、
過
失
あ
り
と
い
う
の
で
あ
る
。
Y

上
告
．

　
上
告
理
由
　
論
旨
は
三
点
に
わ
か
れ
て
い
る
が
重
複
が
認
め
ら
れ
る
。
要
す

る
に
、
原
判
決
は
消
毒
が
不
完
全
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
注
射
を
し
た
こ
と

に
過
失
を
認
め
て
い
る
が
、
消
毒
が
不
完
全
で
あ
つ
た
こ
と
に
つ
き
故
意
過
失

が
あ
つ
た
と
い
う
こ
と
、
消
毒
が
完
全
で
な
い
の
を
知
り
な
が
ら
あ
る
い
は
上

告
人
の
過
失
に
よ
り
こ
れ
を
知
ら
ず
に
注
射
を
お
こ
な
つ
た
と
い
う
認
定
ば
な

い
か
ら
、
医
師
と
し
て
な
す
べ
き
注
意
を
怠
つ
た
と
い
う
原
審
の
認
定
に
ぼ
、

明
ら
か
に
理
由
不
備
の
違
法
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
具
体
的
に
ど
の
点
で
消
毒
が

不
完
全
で
あ
る
の
か
も
判
示
し
て
い
な
い
の
は
、
前
示
の
点
に
あ
わ
せ
て
、
民

法
七
〇
九
条
の
適
用
を
誤
つ
た
違
法
が
あ
り
、
こ
の
違
法
は
判
決
に
影
響
を
及

ぽ
す
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
判
旨
は
本
件
に
お
け
る
が
ご
と
き
経
路
の
伝
染
は
、
Y
が
完
全

に
消
毒
を
し
て
い
れ
ば
防
ぎ
え
た
も
の
で
、
Y
が
消
毒
を
不
完
全
に
し
た
ま
ま

で
注
射
を
す
る
こ
と
は
医
師
と
し
て
当
然
な
す
べ
き
注
意
義
務
を
怠
つ
て
い
る

こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
こ
れ
ら
消
毒
の
不
完
全
は
診
療
行
為
で
あ

る
麻
酔
注
射
に
さ
い
し
て
の
過
失
と
す
る
に
足
る
も
の
で
、
か
つ
医
師
の
診
療

行
為
と
し
て
の
特
殊
性
に
か
ん
が
み
れ
ば
、
具
体
的
に
そ
の
い
ず
れ
の
消
毒
が

不
完
全
で
あ
つ
た
か
を
確
定
し
な
く
て
も
、
過
失
の
認
定
事
実
と
し
て
は
不
完

全
と
は
い
え
な
い
、
と
し
て
上
告
棄
却
。

七
九
　
　
（
一
〇
七
五
）
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判
旨
に
賛
成
。

一
　
ま
ず
本
件
判
旨
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
す
で
に
最
高
裁
は
昭
和
三
二
年
五

月
一
〇
日
第
二
小
判
決
（
號
牒
一
卜
聴
五
）
で
同
旨
の
判
決
を
し
て
い
る
。
す
な
わ

ち
「
注
射
液
の
不
良
、
注
射
器
の
消
毒
不
完
全
は
と
も
に
診
療
行
為
の
過
失
と

な
す
に
足
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
い
ず
れ
か
の
過
失
で
あ
る
と
推
断
し
て

も
、
過
失
の
認
定
事
実
と
し
て
、
不
明
又
は
未
確
定
と
い
う
べ
き
で
は
な
い
。

又
被
上
告
人
の
主
張
し
な
い
注
射
液
の
不
良
を
過
失
認
定
の
具
体
的
事
実
と
し

て
挙
げ
た
か
ら
と
い
つ
て
、
民
訴
一
八
六
条
に
違
背
す
る
と
い
う
こ
と
は
で
き

な
い
．
け
だ
し
同
条
は
、
当
事
者
の
主
張
し
な
い
訴
訟
物
以
外
の
事
実
に
つ
い

て
、
判
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
定
め
た
も
の
で
あ
つ
て
、
前
記
注
射

液
不
良
と
い
う
事
実
の
如
き
は
、
被
上
告
人
主
張
の
訴
訟
物
以
外
の
事
実
と
認

め
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
」
と
。

　
不
法
行
為
の
損
害
賠
償
請
求
権
の
特
定
は
、
被
害
法
益
と
加
害
行
為
に
よ
り

十
分
に
な
さ
れ
る
。
加
害
行
為
が
故
意
に
よ
つ
て
な
さ
れ
た
か
、
あ
る
い
は
過

失
に
よ
つ
て
な
さ
れ
た
か
、
過
失
が
加
害
行
為
の
ど
の
点
に
あ
つ
た
か
と
い
う

こ
と
に
よ
り
請
求
は
別
個
に
な
ら
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
本
件
に
お
い
て
原
告

が
過
失
を
特
に
ど
の
部
分
に
あ
り
と
限
定
す
る
こ
と
な
く
、
「
注
射
器
具
の
完
全

な
消
毒
を
怠
る
な
ど
慎
重
な
注
意
を
欠
い
て
注
射
し
た
」
と
し
て
も
請
求
は
特

定
し
て
い
る
．
さ
ら
に
、
仮
り
に
裁
判
所
が
「
注
射
器
具
の
不
完
全
な
消
毒
」

以
外
の
点
で
過
失
を
認
定
し
て
も
、
ま
た
本
件
判
旨
の
ご
と
く
選
択
的
に
過
失

を
認
定
し
て
も
、
民
訴
法
一
八
六
条
の
申
立
て
ざ
る
事
項
に
つ
い
て
裁
判
し
た

こ
と
に
は
奮
な
い
（
鮒
聾
羅
ゼ
鷲
導

　
と
こ
ろ
で
損
害
賠
償
請
求
に
お
け
る
主
要
事
実
は
何
か
。
問
題
を
本
件
と
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
○
　
　
⊃
〇
七
六
）

連
し
て
特
に
過
失
に
絞
つ
て
み
る
と
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ

は
、
民
法
七
〇
九
条
の
過
失
と
い
う
法
律
要
件
は
、
そ
れ
自
体
が
主
要
事
実
な

の
か
、
あ
る
い
は
過
失
の
具
体
的
内
容
を
な
す
事
実
が
主
要
事
実
な
の
か
と
い

う
問
題
で
あ
る
。
前
説
に
よ
る
と
過
失
の
内
容
を
な
す
事
実
は
い
わ
ゆ
る
間
接

事
実
で
あ
る
か
ら
、
当
事
者
の
主
張
し
な
い
事
実
を
認
定
し
て
も
よ
い
こ
と
に

な
る
（
凋
蕪
聚
憩
簾
藤
轄
哩
驚
職
転
瑠
羅
異
寵
靴
舞
勧
繁
醐

胴
朋
塑
統
謹
配
㎝
覧
五
）
。
　
こ
れ
に
反
し
、
後
説
に
よ
る
と
、
当
事
者
の
主
張
し

な
い
過
失
の
認
定
は
当
事
者
の
主
張
し
な
い
主
要
事
実
の
認
定
を
意
味
し
違
法

で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
過
失
の
具
体
的
内
容
を
な
す
事
実
例
え
ば
注
射
器
の
消

毒
の
不
完
全
は
．
過
失
と
い
う
事
実
す
な
わ
ち
通
常
な
す
べ
き
注
意
を
欠
い
て

損
害
発
生
行
為
を
な
し
た
と
い
う
事
実
を
推
認
さ
せ
る
事
由
で
あ
つ
て
．
間
接

事
実
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
私
は
過
失
が
主
要
事
実
で
あ
る
と
み
る
前
説
を
是

と
し
た
い
。
し
た
が
つ
て
選
択
的
認
定
の
形
式
で
あ
つ
て
も
過
失
そ
の
も
の
が

認
定
さ
れ
れ
ば
よ
く
、
過
失
の
内
容
た
る
具
体
的
事
実
ま
で
確
定
す
る
必
要
は

な
い
．
過
失
の
内
容
た
る
事
実
を
確
定
L
な
く
て
も
主
要
事
実
た
る
過
失
の
認

定
は
な
し
う
る
．
本
件
で
は
鑑
定
の
結
果
発
病
の
原
因
を
四
つ
の
ル
ー
ト
に
わ

け
て
考
察
し
、
そ
れ
以
外
の
ル
ー
ト
が
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
四
つ
の
う
ち

三
つ
の
可
能
性
を
否
定
し
、
残
り
の
一
つ
の
ル
ー
ト
に
つ
き
選
択
的
認
定
を
し

て
い
る
。
残
り
の
一
つ
の
ル
ー
ト
の
内
容
た
る
三
つ
の
間
接
事
実
（
裁
明
猪
擬
噛
齢

儲
勧
嵯
樹
熟
錐
の
）
は
、
い
ず
れ
も
特
別
の
事
情
が
な
け
れ
ば
主
要
事
実
で
あ
る
過

失
の
存
在
を
推
認
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
右
の
三
つ
の
原
因
以
外
に
発
病

原
因
が
考
え
ら
れ
な
い
以
上
特
に
い
ず
れ
の
事
実
が
存
在
し
た
か
を
確
認
す
る

こ
と
な
く
、
選
択
的
認
定
に
よ
り
過
失
を
認
定
す
る
こ
と
は
適
法
で
あ
る
。
右



の
三
つ
の
問
接
事
実
か
ら
特
別
の
事
情
が
な
け
れ
ば
過
失
を
推
認
し
う
る
と
い

う
の
は
医
師
の
治
療
行
為
の
特
殊
性
す
な
わ
ち
そ
の
専
門
性
・
技
術
性
に
由
来

す
る
．
し
か
し
医
師
の
治
療
行
為
の
特
殊
性
か
ら
無
過
失
の
挙
証
責
任
を
医
師

に
負
わ
せ
る
の
は
行
過
ぎ
で
、
や
は
り
過
失
の
挙
証
責
任
を
原
告
で
あ
る
被
害

者
に
負
わ
す
の
が
正
当
で
あ
ろ
う
。

　
既
述
の
ご
と
く
、
損
害
賠
償
請
求
を
特
定
す
る
た
め
に
は
被
害
法
益
と
加
害

行
為
と
を
挙
げ
れ
ぽ
十
分
で
あ
り
、
ま
た
過
失
そ
の
も
の
が
主
要
事
実
で
あ
れ

ぽ
、
過
失
の
内
容
た
る
具
体
的
事
実
は
主
張
す
る
必
要
が
な
い
。
し
か
し
逆
に

被
告
の
側
か
ら
み
れ
ば
過
失
の
内
容
た
る
具
体
的
事
実
が
主
張
さ
れ
て
い
れ
ば

防
禦
が
し
や
す
い
こ
と
も
事
実
で
あ
る
．
原
告
も
明
示
的
に
は
主
張
し
て
い
な

い
し
、
被
告
も
重
要
と
は
考
え
な
か
つ
た
よ
う
な
具
体
的
事
実
に
基
い
て
過
失

を
認
定
さ
れ
て
敗
訴
し
た
と
い
う
よ
う
な
場
合
も
考
え
ら
れ
な
い
で
は
な
い

が
、
間
接
事
実
か
ら
主
要
事
実
を
推
認
す
る
場
合
に
生
じ
る
か
か
る
不
利
益
は

一
般
的
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
．
仮
り
に
過
失
の
内
容
を
な
す
具
体
的
事

実
が
主
要
事
実
で
あ
る
と
し
て
も
、
選
択
的
認
定
に
よ
り
う
け
る
被
告
の
不
利

益
は
、
選
択
的
認
定
の
範
囲
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
減
殺
し
え
よ
う
。
こ
の

点
に
つ
ぎ
奈
良
調
査
官
は
、
「
こ
の
よ
う
な
選
択
的
認
定
に
も
、
や
は
り
一
定

の
ち
く
カ
あ
る
筈
と
解
さ
れ
る
が
、
こ
の
わ
く
も
社
会
通
念
に
従
つ
て
こ
の
よ

う
な
認
冗
が
是
認
し
う
る
か
ど
う
か
に
よ
つ
て
き
ま
り
、
結
局
判
例
の
蒐
積
に

ま
つ
て
き
ま
る
」
と
さ
れ
る
（
講
難
焦
酵

　
む
し
ろ
右
の
危
険
を
強
調
す
る
あ
ま
り
選
択
的
認
定
を
否
定
す
る
こ
と
は
、

し
た
が
つ
て
過
失
の
内
容
た
る
具
体
的
事
実
の
認
定
を
し
い
る
こ
と
は
、
逆
に

か
え
つ
て
、
救
済
さ
る
べ
き
被
害
者
ま
で
救
済
し
え
な
く
し
、
ま
た
本
来
不
要
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で
あ
る
証
拠
調
を
必
要
と
す
る
意
味
で
は
訴
訟
経
済
上
か
ら
も
問
題
が
あ
る
と

い
え
よ
う
（
翻
H
離
諺
評
）
．

　
以
上
の
理
由
か
ら
、
本
件
判
旨
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
す
な
わ
ち
医

師
の
消
毒
の
不
完
全
を
理
由
に
す
る
損
害
賠
償
の
請
求
を
認
容
す
る
判
決
に
お

い
て
、
右
消
毒
の
不
完
全
部
分
を
確
定
し
な
い
で
過
失
を
認
定
し
て
も
違
法
で

は
な
い
と
す
る
点
に
は
賛
成
。

二
　
原
審
判
決
に
お
い
て
、
消
毒
が
不
完
全
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
注
射
を

し
た
こ
と
に
過
失
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
消
毒
の
不
完
全
に
つ
き
過
失
が

あ
つ
た
こ
と
、
消
毒
の
不
完
全
を
知
り
な
が
ら
あ
る
い
は
知
り
う
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
過
失
に
よ
り
こ
れ
を
知
ら
ず
に
注
射
し
た
と
い
う
認
定
が
な
い
か

ら
、
理
由
不
備
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
過
失
の
内
容
で
あ
る
事

実
に
つ
き
全
く
な
ん
の
認
定
も
な
く
被
告
に
過
失
あ
り
と
す
れ
ば
、
上
告
人
の

主
張
す
る
よ
う
に
原
判
決
に
理
由
不
備
の
違
法
が
あ
る
と
い
い
う
る
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
本
件
原
判
決
は
、
注
射
と
発
病
の
間
に
因
果
関
係
を
認
め
、
特

別
の
事
情
の
な
い
た
め
加
害
行
為
た
る
注
射
に
医
師
の
過
失
を
認
定
し
て
い
る

の
で
あ
る
か
ら
、
理
由
不
備
の
違
法
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
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