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判
　
例
　
研
　
究

七
六
　
　
（
一
〇
五
四
）

〔
最
高
裁
民
訴
事
例
研
究

一
三
七
〕

昭
五
〇
1
（
報
胴
漏
墾
一
簸
巻
）

　
独
立
当
事
者
参
加
訴
訟
に
お
い
て
上
訴
の
相
手
方
と
さ
れ
ず
か
つ
み
ず
か
ら

　
上
訴
し
な
か
つ
た
当
事
者
の
上
訴
審
に
お
け
る
地
位

　
　
土
地
所
有
権
移
転
登
記
手
続
・
土
地
所
有
権
確
認
反
訴
・
土
地
所
有
権
確

　
　
認
等
当
事
者
参
加
・
土
地
所
有
権
確
認
反
訴
請
求
事
件
（
昭
五
〇
・
三
・

　
　
二
二
第
一
小
法
廷
判
決
）

原
告
X
は
被
告
Y
に
対
し
①
土
地
所
有
権
移
転
登
記
手
続
請
求
の
訴
を
お
こ
し
、
Y

が
X
に
対
し
②
所
有
権
確
認
講
求
と
③
土
地
明
渡
請
求
と
を
も
つ
て
反
訴
、
こ
の
訴

訟
の
第
一
審
係
属
中
に
Z
が
X
に
対
し
て
は
④
所
有
権
移
転
登
記
手
続
請
求
、
Y
に

対
し
て
は
⑤
所
有
権
確
認
請
求
を
お
こ
し
て
独
立
の
当
事
者
と
し
て
参
加
、
Y
は
Z

に
対
し
⑥
所
有
権
確
認
請
求
と
⑦
土
地
明
渡
請
求
と
を
も
つ
て
反
訴
し
た
。
第
一

審
・
京
都
地
裁
が
①
⑤
の
請
求
を
棄
却
し
て
②
③
④
⑥
⑦
の
請
求
を
認
容
し
た
の
で

Z
が
Y
を
相
手
方
と
し
て
控
訴
し
た
が
、
X
は
控
訴
の
相
手
方
と
さ
れ
る
こ
と
な
く
、

み
ず
か
ら
も
控
訴
し
な
か
つ
た
。
第
二
審
・
大
阪
高
裁
は
、
第
一
審
の
判
決
を
維
持

す
べ
き
も
の
と
認
め
控
訴
を
棄
却
し
た
が
、
そ
の
際
、
右
X
も
ま
た
控
訴
人
の
地
位

に
あ
る
も
の
と
し
て
扱
わ
る
べ
き
こ
と
を
説
示
し
て
、
X
の
控
訴
を
も
棄
却
す
る
と

い
う
形
を
と
つ
た
。
控
訴
審
判
決
に
対
し
更
に
Z
か
ら
上
告
し
た
の
が
本
件
で
あ
る

が
、
こ
こ
で
も
再
び
Z
は
Y
の
み
を
相
手
方
と
し
た
。
最
高
裁
は
上
告
を
棄
却
し
た

が
、
判
示
し
て
曰
く
、
「
民
訴
法
七
一
条
に
よ
る
参
加
の
な
さ
れ
た
訴
訟
に
お
い
て

は
、
原
告
．
被
告
及
び
参
加
人
の
三
者
間
に
そ
れ
ぞ
れ
対
立
関
係
が
生
じ
、
か
つ
、

そ
の
一
人
の
上
訴
に
よ
り
全
当
事
者
に
つ
き
移
審
の
効
果
が
生
ず
る
も
の
で
あ
る
と

こ
ろ
、
か
か
る
三
当
事
老
間
の
訴
訟
に
お
い
て
、
そ
の
う
ち
の
一
当
事
者
が
他
の
二

当
事
者
の
う
ち
の
一
当
事
者
の
み
を
相
手
方
と
し
て
上
訴
し
た
場
合
に
は
、
こ
の
上

訴
の
提
起
は
同
法
六
二
条
二
項
の
準
用
に
よ
り
残
る
一
当
事
者
に
対
し
て
も
効
力
を

生
じ
、
こ
の
当
事
者
は
被
上
訴
人
と
し
て
の
地
位
に
立
つ
も
の
と
解
す
る
の
を
相
当

と
す
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
、
上
訴
審
は
、
上
訴
提
起
の
相
手
方
に
さ
れ
な
か
つ
た

右
当
事
者
の
上
訴
又
は
附
帯
上
訴
が
な
く
て
も
、
当
該
訴
訟
の
合
一
確
定
に
必
要
た

限
度
に
お
い
て
は
、
そ
の
当
事
者
の
利
益
に
原
審
判
決
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
（
最
高
裁
昭
和
四
八
年
七
月
二
〇
日
第
二
小
法
廷
判

決
・
民
集
二
七
巻
七
号
八
六
三
頁
参
照
）
、
上
訴
を
提
起
し
た
当
事
者
と
そ
の
上
訴

の
相
手
方
と
さ
れ
な
か
つ
た
当
事
者
と
の
利
害
が
実
質
的
に
共
通
で
あ
る
場
合
で
あ

つ
て
も
、
そ
の
こ
と
は
後
者
を
上
訴
人
と
し
て
取
扱
う
べ
ぎ
で
あ
る
と
す
る
理
由
と

は
な
ら
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
本
件
第
一
審
原
告
〔
X
〕
は
、
当
審
に
お
い
て
は
被

上
告
人
の
地
位
に
立
つ
も
の
で
あ
る
（
原
審
は
、
本
件
第
一
審
判
決
に
対
す
る
控
訴

を
提
起
し
な
か
つ
た
第
一
審
原
告
〔
X
〕
は
第
一
審
参
加
人
〔
Z
〕
と
実
質
上
利
害

を
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
理
由
で
同
原
告
〔
X
〕
を
控
訴
人
と
し
て
取
扱
い

そ
の
控
訴
を
棄
却
し
た
の
で
あ
つ
て
、
こ
の
点
に
お
い
て
原
判
決
は
違
法
で
あ
る
こ

と
を
免
れ
な
い
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
当
審
に
お
い
て
不
服
申
立
が
な
く
、
か

つ
、
後
記
の
と
お
り
上
告
人
（
第
一
審
参
加
人
）
〔
Z
〕
の
本
件
上
告
は
理
由
な
く
、
原

判
決
中
第
一
審
参
加
人
〔
Z
〕
の
控
訴
を
棄
却
し
た
部
分
は
正
当
で
あ
る
か
ら
、
原



判
決
中
第
一
審
原
告
〔
X
〕
の
控
訴
を
棄
却
し
た
部
分
も
変
更
の
要
な
く
、

破
棄
す
べ
き
で
は
な
い
）
。
」
、
と
。
た
だ
し
〔
　
〕
内
は
筆
者
。

こ
れ
を

　
具
体
的
案
件
と
し
て
の
処
理
の
結
果
は
正
当
だ
が
、
そ
の
た
め
に
X
を
被
上

告
人
と
規
定
し
た
こ
と
は
、
不
要
且
つ
不
当
な
こ
と
で
あ
つ
た
。

　
本
件
を
評
釈
さ
れ
た
小
室
教
授
は
、
X
と
の
関
係
で
の
控
訴
棄
却
を
違
法
と

し
な
が
ら
破
棄
し
な
い
措
置
が
な
お
充
分
に
は
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
と
し

て
疑
問
を
と
ど
め
て
お
ら
れ
る
が
（
判
時
七
九
五
号
一
四
二
頁
以
下
の
本
件
評
釈
中

一
四
五
頁
）
、
右
棄
却
部
分
の
違
法
に
つ
い
て
は
不
服
の
申
立
が
な
く
、
不
服
部

分
の
判
断
が
合
一
確
定
の
必
要
と
の
関
係
で
右
の
部
分
に
触
れ
る
こ
と
を
余
儀

な
く
さ
せ
る
わ
け
で
も
な
い
本
件
に
お
い
て
、
こ
と
さ
ら
不
服
外
に
出
て
破
棄

に
及
ん
だ
と
す
れ
ば
却
つ
て
不
当
で
、
こ
の
限
度
で
の
理
由
は
明
確
に
誌
さ
れ

て
お
り
、
寧
ろ
そ
の
限
度
を
こ
え
て
一
般
的
要
件
を
論
証
な
い
し
教
示
す
る
こ

と
は
判
決
の
慎
し
む
べ
き
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
如
上
の
点
で
判
旨
を
責
め
る
の

は
当
ら
な
い
。

　
に
も
拘
ら
ず
、
「
上
訴
し
な
か
つ
た
敗
訴
者
の
一
人
を
あ
え
て
被
上
訴
人
と

す
る
意
味
は
ほ
と
ん
ど
な
い
」
と
断
じ
、
「
積
極
的
に
上
訴
を
提
起
し
た
当
事

者
だ
け
に
控
訴
人
の
名
称
を
付
加
す
れ
ば
足
る
」
と
論
じ
ら
れ
る
小
室
教
授
の

評
釈
（
前
掲
）
は
、
主
要
部
に
お
い
て
、
極
め
て
正
当
で
あ
る
。
前
出
の
判
示

は
案
件
と
の
関
係
で
は
、
X
を
も
上
告
人
と
認
め
、
従
つ
て
こ
れ
に
対
し
て
も

上
告
棄
却
の
判
決
を
宣
言
す
べ
き
か
否
か
を
決
め
る
か
ぎ
り
で
の
み
必
要
が
あ

つ
た
も
の
で
、
そ
の
た
め
に
は
X
が
上
告
人
の
地
位
に
な
い
こ
と
が
言
わ
れ
れ

ば
充
分
で
、
彼
が
被
上
告
人
の
地
位
に
立
つ
と
言
つ
た
の
は
余
計
な
こ
と
と
す

　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
ひ
と
り
た
だ
、
余
計
・
不
要
な
こ
と
で
あ
つ
た
ば
か
り

で
は
な
い
。
も
し
一
般
的
に
コ
当
事
者
が
他
の
二
当
事
者
の
う
ち
の
一
当
事

者
の
み
を
相
手
方
と
し
て
上
訴
し
た
場
合
に
は
」
常
に
「
残
る
一
当
事
者
は
…

…
被
上
訴
人
と
し
て
の
地
位
に
立
つ
も
の
と
解
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の

と
す
る
に
お
い
て
は
、
請
求
内
容
・
判
決
内
容
お
よ
び
不
服
範
囲
の
い
か
ん
に

応
じ
て
彼
の
地
位
に
生
ず
べ
き
多
様
性
が
無
視
せ
ら
れ
ざ
る
を
え
ま
い
。
こ
れ

は
、
一
律
に
上
訴
人
の
地
位
に
立
つ
と
論
じ
る
原
審
の
よ
う
な
所
見
で
も
同
じ

こ
と
で
あ
る
が
、
と
も
あ
れ
、
判
旨
が
被
上
訴
人
説
を
謳
い
あ
げ
た
の
は
不
当

と
評
し
な
い
わ
け
に
い
か
な
い
。

　
お
よ
そ
、
七
一
条
参
加
が
、
い
わ
ゆ
る
三
面
訴
訟
構
造
を
作
る
こ
と
は
、
既

に
判
例
上
も
確
立
し
た
認
識
で
あ
る
。
一
人
の
上
訴
に
よ
つ
て
全
員
と
の
関
係

で
判
決
の
確
定
は
遮
断
さ
れ
、
全
部
の
訴
訟
が
上
級
審
に
移
る
こ
と
も
、
否
定

し
え
な
い
道
理
で
あ
る
。
こ
れ
を
前
提
と
し
て
、
X
が
Y
Z
両
名
を
被
控
訴
人

と
し
て
控
訴
を
お
こ
し
た
と
き
、
Z
Y
間
の
請
求
に
関
す
る
判
決
を
も
変
更

し
う
る
か
に
触
れ
た
の
が
、
判
旨
も
援
用
す
る
昭
和
四
八
年
の
判
決
で
あ
つ

た
。
こ
の
判
決
に
つ
い
て
は
林
屋
教
授
の
文
献
を
総
撹
し
た
解
説
が
あ
り
（
ジ

ュ
リ
昭
四
八
重
要
判
例
解
説
一
一
五
頁
以
下
）
、
本
誌
本
欄
に
も
石
川
教
授
の
判
批

が
あ
る
が
（
法
研
四
七
巻
一
一
号
八
二
頁
以
下
）
、
理
論
構
成
は
別
と
し
て
、
「
当
該

訴
訟
の
合
一
確
定
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
は
」
直
接
上
訴
の
対
象
と
さ
れ
ず

そ
の
当
事
者
間
で
は
上
訴
や
附
帯
上
訴
が
な
い
請
求
に
つ
い
て
も
「
原
審
判
決

を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
す
る
判
示
の
取
扱
は
、
一
お
う
何
人
も
認
め

ざ
る
を
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
な
ら
、
三
人
の
う
ち
の
一
人
た
と
え

ば
Z
が
、
残
る
二
人
の
う
ち
の
一
人
た
と
え
ば
Y
だ
け
を
相
手
方
と
し
て
上
訴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
七
　
　
（
一
〇
五
五
）



　
　
　
判
例
　
研
　
究

を
お
こ
し
、
X
を
相
手
と
し
な
か
つ
た
場
合
は
ど
う
か
、
と
い
う
の
が
本
件
の

問
題
だ
が
、
こ
れ
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
上
訴
人
説
・
被
上
訴
人
説
・
利
害
共

同
説
・
上
訴
人
兼
被
上
訴
人
説
・
等
が
入
り
乱
れ
て
、
学
説
上
や
か
ま
し
く
議

論
さ
れ
て
い
る
問
題
で
あ
る
。

　
だ
が
、
　
「
当
該
訴
訟
の
合
一
確
定
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
は
」
直
接
上
訴

の
対
象
と
さ
れ
ず
そ
の
当
事
者
間
で
は
上
訴
や
附
帯
上
訴
が
な
い
請
求
に
つ
い

て
も
「
原
審
判
決
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
取
扱
を
認
め
る
以
上

は
、
昭
和
四
八
年
の
案
件
と
今
次
の
案
件
と
の
間
に
性
質
上
の
相
違
は
な
い
の

み
な
ら
ず
、
今
次
の
案
件
で
X
を
上
訴
人
と
言
つ
て
み
て
も
被
上
訴
人
と
言
つ

て
み
て
も
、
変
更
が
許
さ
れ
る
限
度
が
こ
れ
に
よ
つ
て
変
わ
る
べ
き
も
の
で
な

い
か
ら
、
上
訴
人
に
な
る
か
被
上
訴
人
に
な
る
か
を
論
じ
る
こ
と
は
余
り
意
味

が
な
い
。
変
更
が
許
さ
れ
る
限
度
は
、
現
実
の
不
服
申
立
の
範
囲
を
基
準
と
し

つ
つ
、
そ
の
範
囲
内
で
の
変
更
が
「
合
一
確
定
の
必
要
な
限
度
で
」
申
立
外
の

請
求
に
触
れ
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
、
と
い
う
形
で
決
ま
る
の
で
あ
つ
て
、
そ
れ

が
ど
の
よ
う
な
広
が
り
を
も
つ
か
は
、
請
求
内
容
と
判
決
内
容
と
不
服
の
範
囲

と
に
よ
つ
て
一
々
相
違
す
る
こ
と
当
然
で
あ
る
。
こ
の
多
様
性
を
、
上
訴
人
な

の
か
被
上
訴
人
な
の
か
で
一
律
も
し
く
は
類
型
化
し
て
捉
え
よ
う
と
い
う
の
は

無
理
な
話
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
現
実
の
上
訴
の
不
服
範
囲
の
み
が
出
発
点

で
あ
つ
て
、
上
訴
人
と
さ
れ
る
者
は
こ
れ
を
左
右
す
る
こ
と
を
え
ず
、
被
上
訴

人
と
さ
れ
る
者
が
あ
つ
て
も
そ
の
相
手
方
は
不
服
申
立
を
こ
れ
に
対
し
て
拡
大

し
た
者
と
扱
わ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
ら
、
上
訴
人
の
地
位
に
就
く
か
被
上
訴

人
の
地
位
に
就
く
か
を
論
じ
る
こ
と
は
、
却
つ
て
話
を
混
乱
さ
せ
る
。
寧
ろ
重

要
な
こ
と
は
、
「
合
一
確
定
の
必
要
」
と
い
う
も
の
を
、
具
体
的
事
件
を
離
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
八
　
　
（
一
〇
五
六
）

漢
然
と
も
し
く
は
超
越
的
に
考
え
る
こ
と
を
せ
ず
、
個
々
の
請
求
に
即
し
、
個

々
（
現
実
）
の
不
服
内
容
に
即
し
、
最
少
限
何
が
要
求
さ
れ
る
か
を
考
え
る
こ
と

に
よ
つ
て
決
定
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
で
な
い
か
ぎ
り
、
明
確
な

範
囲
を
劃
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
姿
勢
の
模

範
と
し
て
、
小
山
教
授
の
「
独
立
当
事
者
参
加
訴
訟
の
控
訴
審
の
構
造
」
（
北
大

法
学
論
集
二
六
巻
一
号
一
頁
以
下
）
が
、
高
く
評
価
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
れ
を
要
す
る
に
、
Z
が
Y
の
み
を
相
手
方
と
し
て
上
訴
を
提
起
し
た
場

合
、
こ
れ
に
よ
つ
て
三
者
間
の
全
請
求
に
関
し
判
決
の
確
定
は
遮
断
さ
れ
、
三

者
間
の
全
請
求
が
上
級
審
に
移
審
す
る
。
従
つ
て
、
上
訴
人
Z
と
被
上
訴
人
Y

は
も
ち
ろ
ん
、
X
も
ま
た
上
訴
審
手
続
に
お
け
る
当
事
者
で
あ
つ
て
、
審
判
の

許
さ
れ
る
限
度
で
は
、
訴
訟
行
為
が
許
さ
れ
、
且
つ
そ
の
機
会
が
保
障
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
審
判
が
許
さ
れ
る
限
度
は
控
訴
人
Z
の
現
実
の
不
服
申
立

の
範
囲
で
あ
つ
て
、
そ
の
限
度
で
取
消
を
求
め
ら
れ
た
原
判
決
の
変
更
が
、
爾

余
の
請
求
に
つ
い
て
の
判
決
内
容
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
行
わ
れ
て
は
「
合
一
確

定
の
必
要
」
と
抵
触
す
る
と
き
、
抵
触
の
除
去
に
必
要
な
最
少
限
に
お
い
て
爾

余
の
請
求
に
つ
い
て
の
判
決
内
容
を
変
更
す
る
こ
と
も
ま
た
許
さ
れ
る
。
こ
の

最
後
の
点
は
、
X
の
上
訴
や
附
帯
上
訴
を
ま
つ
こ
と
で
な
く
、
X
も
し
く
は
Y

の
利
益
不
利
益
を
問
う
こ
と
で
な
い
が
、
こ
れ
を
言
う
た
め
に
X
を
上
訴
人
と

規
定
す
る
必
要
も
な
け
れ
ば
被
上
訴
人
と
規
定
す
る
必
要
も
な
い
。
い
つ
、
い

か
な
る
場
合
に
も
、
現
実
に
上
訴
を
提
起
し
た
Z
の
み
が
上
訴
人
、
現
実
に
そ
の

相
手
方
と
さ
れ
た
Y
の
み
が
被
上
訴
人
で
あ
つ
て
、
X
は
、
上
訴
審
の
当
事
者
で

は
あ
る
が
、
上
訴
人
で
も
な
く
被
上
訴
人
で
も
な
い
。
　
昭
和
五
一
年
一
月
稿
。
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