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〔
最
高
裁
民
訴
事
例
研
究

一
四
三
〕

昭
和
五
〇
6
（
畷
鵬
服
喋
血
動
蜷
頁
）

　
国
際
的
裁
判
管
轄
の
合
意
の
方
式

外
国
裁
判
所
を
専
属
管
轄
裁
判
所
と
す
る
国
際
的
専
属
的
裁
判
管
轄
の
合
意

　
の
有
効
要
件

船
荷
証
券
に
基
づ
く
国
際
的
専
属
的
裁
判
管
轄
の
合
意
が
公
序
違
反
と
し
て

無
効
と
は
い
え
な
い
と
さ
れ
た
事
例

　
　
損
害
賠
償
請
求
事
件
（
昭
和
五
〇
・
一
一
・
二
八
・
第
三
小
法
廷
判
決
）

　
　
昭
和
三
二
年
二
月
二
七
目
、
日
本
の
輸
入
業
者
訴
外
A
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
輸
出
業
者

　
　
訴
外
B
か
ら
、
原
糖
二
万
一
四
七
八
袋
を
代
金
米
貨
一
一
万
四
〇
〇
ド
ル
、
F
・
0
・

　
B
の
約
で
買
受
け
る
契
約
を
し
た
。
B
は
、
オ
ラ
ン
ダ
の
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
に
本
店

　
　
を
置
き
日
本
に
営
業
所
を
持
つ
海
運
業
者
Y
（
被
告
・
被
控
訴
人
・
被
上
告
人
）
と
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
件
原
糖
の
海
上
運
送
契
約
を
結
び
、
本
件
原
糖
を
船
積
み
す
る
と
と
も
に
、
Y
よ
り

　
同
三
三
年
一
月
四
目
付
船
荷
証
券
の
交
付
を
受
け
、
こ
れ
を
A
に
引
渡
し
た
。
同
三

　
　
三
年
三
月
一
日
Y
所
有
の
船
は
大
阪
港
に
到
着
し
た
が
、
本
件
原
糖
は
荷
揚
げ
の
時

　
　
に
お
い
て
既
に
著
し
い
海
水
濡
れ
損
が
あ
り
、
A
は
本
件
原
糖
の
運
送
に
先
だ
ち
日

　
本
の
損
害
保
険
会
社
X
（
原
告
・
控
訴
人
・
上
告
人
）
と
締
結
し
た
積
荷
保
険
契
約

　
　
に
基
づ
い
て
、
同
三
三
年
七
月
八
目
、
　
二
一
毛
万
円
の
保
険
金
の
支
払
い
を
受
け

　
た
。
そ
こ
で
、
A
の
Y
に
対
す
る
債
務
不
履
行
又
は
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償

　
請
求
権
を
代
位
取
得
し
た
X
は
、
Y
に
対
し
て
の
損
害
賠
償
を
求
め
、
Y
の
営
業
所

　
所
在
地
を
管
轄
す
る
神
戸
地
方
裁
判
所
に
提
訴
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
本
件
船
荷
証
券

　
の
裏
面
に
は
「
こ
の
運
送
契
約
に
基
づ
く
一
切
の
訴
訟
は
、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
裁
判

　
所
に
提
起
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
す
る
。
他
国
の
裁
判
所
は
、
他
の
ど
ん
な
訴
訟
に
関

判
　
例
　
研
　
究

し
て
も
管
轄
権
を
有
し
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
運
送
人
が
他
の
裁
判
所
に
提
起

し
、
ま
た
自
発
的
に
他
の
裁
判
所
に
服
し
た
時
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
旨
の
英
文

の
記
載
が
存
し
、
Y
は
本
案
前
の
抗
弁
と
し
て
神
戸
地
裁
に
裁
判
権
が
な
い
旨
主
張

し
た
。

第
一
・
二
審
は
、
本
件
船
荷
証
券
の
発
行
交
付
に
よ
つ
て
国
際
的
専
属
的
裁
判
管
轄

の
合
意
が
有
効
に
成
立
し
た
と
し
て
X
の
訴
を
却
下
し
た
。
そ
こ
で
X
は
、
①
原
審

が
国
際
的
裁
判
管
轄
の
合
意
に
は
書
面
を
要
し
な
い
と
す
る
点
、
民
訴
法
二
五
条
二

項
な
い
し
は
そ
の
法
意
を
誤
解
し
て
い
る
、
②
外
国
裁
判
所
を
専
属
管
轄
裁
判
所
と

す
る
合
意
は
有
効
要
件
と
し
て
当
該
外
国
裁
判
所
の
判
決
が
わ
が
国
で
承
認
さ
れ
る

こ
と
を
要
す
る
と
こ
ろ
、
原
審
は
こ
の
点
の
判
断
を
欠
く
、
③
原
審
は
船
荷
証
券
統

一
条
約
・
国
際
海
運
法
に
照
ら
し
て
も
、
本
件
合
意
が
無
効
で
な
い
と
す
る
が
、
こ

れ
は
右
条
約
・
法
律
を
誤
解
し
て
い
る
、
と
し
て
上
告
し
た
。
最
高
裁
は
次
の
通
り

判
示
し
て
X
の
上
告
を
棄
却
し
た
。
①
に
つ
い
て
「
国
際
民
訴
法
上
の
管
轄
の
合
意

の
方
式
に
つ
い
て
は
成
文
法
規
が
存
在
し
な
い
の
で
民
訴
法
の
規
定
の
趣
旨
を
も
参

酌
し
つ
つ
条
理
に
従
つ
て
こ
れ
を
決
す
べ
き
で
あ
る
と
こ
ろ
、
同
条
（
民
訴
法
二
五

条
・
筆
者
注
）
の
法
意
が
当
事
者
の
意
思
の
明
確
を
期
す
る
た
め
の
も
の
に
ほ
か
な

ら
ず
、
ま
た
諸
外
国
の
立
法
例
は
、
裁
判
管
轄
の
合
意
の
方
式
と
し
て
必
ず
し
も
書

面
に
よ
る
こ
と
を
要
求
せ
ず
、
船
荷
証
券
に
荷
送
人
の
署
名
を
必
要
と
し
な
い
も
の

が
多
い
こ
と
、
及
び
迅
速
を
要
す
る
渉
外
的
取
引
の
安
全
を
顧
慮
す
る
と
き
は
、
国

際
的
裁
判
管
轄
の
合
意
の
方
式
と
し
て
は
、
少
な
く
と
も
当
事
者
の
一
方
が
作
成
し

た
書
面
に
特
定
国
の
裁
判
所
が
明
示
的
に
指
定
さ
れ
て
い
て
、
当
事
者
間
に
お
け
る

合
意
の
存
在
と
内
容
が
明
白
で
あ
れ
ぽ
足
り
る
。
」

②
に
つ
い
て
「
国
際
的
専
属
的
裁
判
管
轄
の
合
意
は
、
ω
当
該
事
件
が
わ
が
国
の
裁

九
七

（
五
三
七
）



判
　
例
　
研
　
究

判
権
に
専
属
的
に
服
す
る
も
の
で
は
な
く
、
㈲
指
定
さ
れ
た
外
国
の
裁
判
所
が
そ
の

外
国
法
上
、
当
該
事
件
に
つ
き
管
轄
権
を
有
す
る
こ
と
、
の
二
個
の
要
件
を
み
た
す

限
り
、
わ
が
国
の
国
際
民
訴
法
上
、
原
則
と
し
て
有
効
で
あ
る
。
」
「
前
記
＠
の
要
件

を
必
要
と
す
る
趣
旨
は
、
か
り
に
、
当
該
外
国
の
裁
判
所
が
当
該
事
件
に
つ
い
て
管

轄
権
を
有
せ
ず
、
当
該
事
件
を
受
理
し
な
い
と
す
れ
ば
、
当
事
者
は
管
轄
の
合
意
の

目
的
を
遂
げ
る
こ
と
が
で
ぎ
な
い
の
み
で
は
な
く
、
い
ず
れ
の
裁
判
所
に
お
い
て
も

裁
判
を
受
け
る
機
会
を
喪
失
す
る
結
果
と
な
る
が
ゆ
え
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る

か
ら
、
当
該
外
国
裁
判
所
が
そ
の
国
の
法
律
の
も
と
に
お
い
て
、
当
該
事
件
に
つ
き

管
轄
権
を
有
す
る
と
き
は
、
右
＠
の
要
件
は
充
足
さ
れ
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、

当
該
外
国
法
が
国
際
的
専
属
的
裁
判
管
轄
の
合
意
を
必
ず
し
も
有
効
と
認
め
る
こ
と

を
要
す
る
も
の
で
は
な
い
。
」
「
外
国
判
決
に
よ
り
当
該
外
国
に
お
い
て
強
制
執
行
を

す
る
こ
と
は
一
般
的
に
可
能
で
あ
り
、
相
互
保
証
が
存
在
し
な
い
た
め
わ
が
国
に
お

け
る
右
外
国
判
決
に
よ
る
強
制
執
行
が
不
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
前
記
一
＠
の
要
件

を
欠
く
場
合
と
は
異
な
り
、
権
利
の
実
現
が
全
く
閉
ざ
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
も
の
で

は
な
く
、
管
轄
の
合
意
は
本
来
判
決
手
続
に
つ
い
て
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
当
事
者

は
、
そ
の
合
意
を
す
る
に
あ
た
つ
て
、
当
該
外
国
に
お
け
る
強
制
執
行
の
実
効
性
を

考
慮
し
う
る
し
、
ま
た
、
こ
の
強
制
執
行
の
た
め
費
用
等
の
負
担
の
増
大
を
き
た
す

こ
と
が
あ
る
が
、
か
か
る
負
担
の
増
大
は
、
管
轄
の
合
意
に
伴
う
附
随
的
結
果
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
わ
が
国
の
裁
判
権
を
排
除
す
る
管
轄
の
合
意
を
有
効
と

認
め
る
た
め
に
は
、
当
該
外
国
判
決
の
承
認
の
要
件
と
し
て
の
相
互
保
証
を
も
要
件

と
す
る
必
要
は
な
い
。
」

③
に
つ
い
て
、
「
被
告
の
普
通
裁
判
籍
を
管
轄
す
る
裁
判
所
を
第
一
審
の
専
属
的
裁

判
管
轄
と
定
め
る
国
際
的
専
属
的
裁
判
管
轄
の
合
意
は
、
　
『
原
告
は
被
告
の
法
廷
に

従
う
』
と
の
普
遍
的
な
原
理
と
、
被
告
が
国
際
的
海
運
業
者
で
あ
る
場
合
に
は
渉
外

的
取
引
か
ら
生
ず
る
紛
争
に
つ
き
特
定
の
国
の
裁
判
所
に
の
み
管
轄
の
限
定
を
は
か

ろ
う
と
す
る
の
も
経
営
政
策
と
し
て
保
護
す
る
に
足
り
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
慮

九
八

（
五
三
八
）

す
る
と
き
は
、
右
管
轄
の
合
意
が
は
な
は
だ
し
く
不
合
理
で
公
序
法
に
違
反
す
る
と

き
等
の
場
合
は
格
別
、
原
則
と
し
て
有
効
と
認
め
る
べ
ぎ
で
あ
る
。
」

　
結
論
に
疑
問
。

　
一
　
周
知
の
通
り
、
わ
が
国
に
は
国
際
的
裁
判
管
轄
に
関
す
る
直
接
の
成
文

規
定
は
存
在
し
な
い
。
そ
こ
で
従
来
、
渉
外
事
件
に
つ
い
て
の
わ
が
国
の
裁
判

権
の
有
無
の
判
断
は
、
民
訴
法
の
土
地
管
轄
に
関
す
る
規
定
か
ら
推
知
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

と
に
よ
つ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
当
該
事
件
に
民
訴
法
の
規
定
を
適

用
し
て
、
裁
判
籍
が
国
内
に
認
め
ら
れ
れ
ぽ
、
論
理
上
、
そ
の
前
提
と
し
て
、

当
該
事
件
に
つ
い
て
の
裁
判
権
が
わ
が
国
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
従
つ
て
本

件
の
よ
う
な
場
合
、
そ
の
営
業
所
所
在
地
で
あ
る
神
戸
に
普
通
裁
判
籍
（
民
訴

法
四
条
三
項
）
が
認
め
ら
れ
、
ま
た
義
務
履
行
地
・
不
法
行
為
地
で
あ
る
大
阪

に
特
別
裁
判
籍
（
民
訴
法
五
条
．
一
五
条
一
項
）
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
わ

が
国
に
裁
判
権
が
あ
る
と
さ
れ
る
の
が
通
常
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
件
に
お
い

て
は
、
わ
が
国
の
裁
判
権
を
排
除
し
外
国
裁
判
所
を
専
属
管
轄
裁
判
所
と
す
る

旨
の
管
轄
約
款
が
存
し
た
わ
け
で
あ
る
。
か
か
る
管
轄
の
合
意
が
為
し
得
る
こ

と
に
つ
い
て
は
、
民
訴
法
七
八
六
条
・
七
八
七
条
が
わ
が
国
の
裁
判
所
の
関
与

を
排
除
す
る
仲
裁
契
約
を
認
め
、
ま
た
民
訴
法
二
五
条
が
管
轄
の
合
意
を
認
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

る
こ
と
を
根
拠
に
、
判
例
・
学
説
と
も
に
争
い
が
な
い
。
本
件
に
お
い
て
は
、

か
か
る
合
意
の
方
式
・
有
効
要
件
が
問
題
と
な
つ
て
お
り
、
ま
た
本
件
管
轄
の

合
意
が
約
款
に
よ
る
合
意
で
あ
る
た
め
、
そ
の
効
力
が
問
題
と
な
つ
て
い
る
。

　
二
　
わ
か
国
の
裁
判
権
を
対
象
と
す
る
国
際
的
裁
判
管
轄
の
合
意
の
方
式
に

つ
い
て
の
準
拠
法
は
何
か
。
ま
た
そ
の
準
拠
法
は
い
か
な
る
方
式
を
定
め
る
か
。



本
判
決
は
準
拠
法
が
わ
が
国
の
国
際
民
訴
法
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い

る
。
学
説
に
は
、
訴
訟
法
上
の
合
意
で
あ
つ
て
も
合
意
自
体
は
先
決
問
題
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

て
契
約
準
拠
法
に
よ
る
べ
き
と
す
る
立
場
も
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
準
拠
法
の
異

な
る
の
に
応
じ
て
同
一
方
式
の
合
意
の
効
力
が
区
々
に
な
り
国
際
的
取
引
の
安

全
を
害
す
る
。
む
し
ろ
問
題
が
わ
が
国
の
国
際
民
訴
法
上
の
問
題
で
あ
る
か

ら
、
本
判
決
が
前
提
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
わ
が
国
の
国
際
民
訴
法
に
よ
る
べ

　
　
　
（
5
）

き
で
あ
ろ
う
。
然
る
に
、
わ
が
国
に
は
こ
の
点
に
つ
い
て
の
成
文
規
定
が
存
し

な
い
。
方
式
に
つ
い
て
は
民
訴
法
の
規
定
（
二
五
条
二
項
）
に
従
う
べ
き
で
あ
ろ

う
か
。
本
判
決
は
「
当
事
者
の
一
方
が
作
成
し
た
書
面
に
特
定
国
の
裁
判
所
が

明
示
的
に
指
定
さ
れ
て
い
て
、
当
事
者
に
お
け
る
合
意
の
存
在
と
内
容
が
明
白

で
あ
れ
ば
足
り
る
」
と
し
、
民
訴
法
二
五
条
二
項
に
従
わ
な
い
こ
と
を
明
ら
か

に
し
た
。
民
訴
法
二
五
条
二
項
は
管
轄
の
合
意
は
「
書
面
ヲ
以
テ
」
為
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
と
規
定
す
る
が
、
こ
れ
は
合
意
内
容
と
こ
れ
に
対
す
る
両
当
事
者

の
合
意
意
思
が
書
面
に
示
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。
従

つ
て
民
訴
法
二
五
条
の
方
式
と
本
判
決
の
方
式
と
の
顕
著
な
差
異
は
、
前
者
が

両
当
事
老
の
合
意
意
思
が
書
面
に
示
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
反
面
、
後
者
が

こ
れ
を
不
要
と
す
る
点
に
あ
る
。
民
訴
法
二
五
条
の
趣
旨
は
、
管
轄
の
合
意
が

当
事
者
に
重
大
な
利
害
を
与
え
る
た
め
当
事
者
の
軽
率
を
防
止
し
、
ま
た
当
事

者
の
意
思
の
明
確
を
期
し
て
合
意
管
轄
に
関
す
る
紛
争
を
回
避
す
る
こ
と
に
あ

る
。
管
轄
の
合
意
が
当
事
者
に
重
大
な
利
害
を
与
え
る
こ
と
は
国
際
的
レ
ベ
ル

に
お
い
て
は
一
層
著
し
い
し
、
ま
た
合
意
管
轄
に
関
す
る
紛
争
を
極
力
回
避
し

て
権
利
保
護
の
迅
速
を
は
か
る
要
請
が
あ
る
こ
と
は
、
国
際
事
件
に
つ
い
て
も

同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
要
請
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
判
決
は
両
当
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事
者
の
合
意
意
思
が
書
面
に
示
さ
れ
る
こ
と
を
不
要
と
す
る
。
本
判
決
は
当
事

者
の
意
思
を
尊
重
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
真
実
合
意
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

合
意
意
思
が
書
面
に
示
さ
れ
な
か
つ
た
為
に
無
効
と
さ
れ
る
の
は
当
事
者
に
は

な
は
だ
酷
で
あ
る
。
し
か
し
本
判
決
が
他
方
に
お
い
て
指
定
裁
判
所
を
明
記
し

た
書
面
を
要
求
す
る
の
は
一
貫
し
た
態
度
と
い
え
な
い
。
裁
判
所
の
明
確
な
指

定
は
管
轄
の
合
意
の
重
要
な
要
素
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
か
か
る
書
面
の
要
求

は
合
意
の
存
在
を
明
確
に
す
る
機
能
は
も
ち
え
な
い
し
、
当
事
者
の
負
担
と
な

る
だ
け
で
は
な
か
ろ
う
か
。
国
内
民
訴
法
上
の
管
轄
の
合
意
に
つ
い
て
で
は
あ

る
が
、
英
米
独
仏
に
お
い
て
は
当
事
者
の
意
思
を
尊
重
し
て
何
ら
の
方
式
も
課

し
て
い
な
い
。
国
際
的
裁
判
管
轄
の
合
意
に
は
無
方
式
を
採
用
し
て
も
よ
か
つ

た
で
あ
ろ
う
。
但
し
一
九
六
四
年
「
裁
判
所
の
選
択
に
関
す
る
条
約
」
四
条
は

本
判
決
と
同
様
の
方
式
を
採
用
し
て
い
る
。

　
三
　
わ
が
国
の
裁
判
権
を
排
除
す
る
合
意
の
有
効
要
件
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

本
判
決
は
、
有
効
要
件
と
し
て
「
ω
当
該
事
件
が
わ
が
国
の
裁
判
権
に
専
属
的

に
服
す
る
も
の
で
は
な
く
、
＠
指
定
さ
れ
た
外
国
裁
判
所
が
そ
の
外
国
法
上
、

当
該
事
件
に
つ
き
管
轄
権
を
有
す
る
こ
と
」
の
二
個
の
要
件
を
挙
げ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
（
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

従
来
の
判
例
・
通
説
は
、
本
判
決
と
同
様
の
立
場
を
採
る
が
、
少
数
説
は
こ
れ

ら
の
要
件
に
加
え
て
、
指
定
外
国
裁
判
所
の
判
決
が
わ
が
国
で
承
認
・
執
行
さ

れ
得
る
こ
と
（
民
訴
二
〇
〇
条
四
号
）
を
挙
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
当
該
外
国
判

決
が
わ
が
国
で
承
認
・
執
行
さ
れ
な
く
と
も
原
告
の
権
利
は
満
足
さ
れ
る
の
が

通
常
で
、
当
該
外
国
判
決
が
わ
が
国
で
承
認
さ
れ
な
い
限
り
わ
が
国
の
裁
判
権

を
排
除
す
る
管
轄
の
合
意
を
す
べ
て
無
効
と
取
扱
う
の
は
不
当
で
あ
る
。
当
該

外
国
に
被
告
の
財
産
が
な
く
、
当
該
外
国
判
決
が
い
ず
れ
の
国
に
お
い
て
も
承

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
九
　
　
　
（
五
三
九
）
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認
・
執
行
さ
れ
得
な
い
為
に
原
告
の
権
利
が
事
実
上
満
足
さ
れ
得
な
い
結
果
が

生
じ
た
と
し
て
も
、
当
事
者
が
意
思
に
基
づ
い
て
当
該
外
国
裁
判
所
の
管
轄
に

服
す
る
こ
と
に
し
た
以
上
、
已
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。
本
判
決
の
立
場
は

妥
当
で
あ
る
。

　
四
　
以
上
は
管
轄
の
合
意
か
当
事
者
の
意
思
に
基
づ
く
こ
と
を
前
提
に
し
て
・

き
た
。
し
か
し
本
件
の
合
意
は
約
款
に
よ
る
擬
制
さ
れ
た
合
意
で
あ
る
。
管
轄
の

合
意
は
当
事
者
に
重
大
な
利
害
を
与
え
、
と
き
に
は
事
実
上
の
権
利
放
棄
に
す

ら
な
り
得
る
。
そ
れ
故
に
、
民
訴
法
二
五
条
は
当
事
者
の
意
思
の
確
実
を
期
し

て
重
い
方
式
を
課
し
て
い
た
し
、
ま
た
本
判
決
で
は
方
式
が
緩
和
さ
れ
た
も
の

の
、
そ
れ
は
当
事
者
の
意
思
を
尊
重
し
た
た
め
で
あ
つ
た
。
こ
の
こ
と
は
合
意

を
擬
制
す
る
普
通
契
約
約
款
論
の
存
立
基
盤
と
は
本
質
的
に
馴
染
み
に
く
い
。

前
述
の
一
九
六
四
年
「
裁
判
所
の
選
択
に
関
す
る
条
約
」
四
条
も
、
一
項
で
は

承
諾
は
無
方
式
で
よ
い
と
し
な
が
ら
、
三
項
で
は
「
裁
判
所
の
選
択
の
合
意

は
、
そ
れ
が
経
済
的
実
力
そ
の
他
の
不
正
の
手
段
に
よ
つ
て
得
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
と
き
は
、
有
効
で
な
い
」
と
規
定
し
、
附
合
契
約
に
対
し
て
警
告
す
る
と

と
も
に
、
た
と
え
真
実
合
意
が
あ
つ
た
場
合
に
も
無
効
と
す
べ
き
こ
と
を
明
記

す
る
。
約
款
に
よ
る
管
轄
の
合
意
は
、
仮
に
合
意
の
存
在
を
法
律
上
、
一
応
認

め
た
に
し
て
も
、
両
当
事
者
の
各
々
の
利
益
を
衡
量
し
て
導
び
か
れ
た
合
理
に

適
さ
な
い
限
り
、
た
と
え
約
款
作
成
者
の
た
め
の
利
益
を
考
慮
し
た
合
理
に
適

し
て
も
、
公
序
良
俗
に
反
す
る
も
の
と
し
て
無
効
と
す
べ
き
で
あ
る
。

　
本
判
決
は
、
本
件
管
轄
約
款
が
「
は
な
は
だ
し
く
不
合
理
で
公
序
法
に
違
反

す
る
」
場
合
に
は
あ
た
ら
な
い
と
し
て
、
本
件
約
款
に
よ
る
管
轄
の
合
意
を
有

効
と
認
め
た
。
そ
の
主
要
な
根
拠
は
、
本
件
約
款
の
指
定
す
る
裁
判
所
が
被
告

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
〇
　
　
　
（
五
四
〇
）

の
本
店
所
在
地
を
管
轄
す
る
オ
ラ
ン
ダ
の
裁
判
所
で
あ
り
、
オ
ラ
ン
ダ
で
の
訴

訟
は
「
原
告
は
被
告
の
法
廷
に
従
う
」
と
い
う
ロ
ー
マ
法
以
来
の
公
平
原
理
に

適
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
は
本
件
管
轄
約
款
の
存
在
と
合
し
て
、
本
件

に
オ
ラ
ン
ダ
の
排
他
的
裁
判
権
を
認
め
る
根
拠
と
な
り
得
る
。
し
か
し
「
原
告

は
被
告
の
法
廷
に
従
う
」
と
い
う
原
理
は
、
被
告
の
利
益
を
考
慮
し
た
公
平
原

理
で
あ
り
、
ま
た
オ
ラ
ン
ダ
以
外
の
地
で
の
訴
訟
を
絶
対
に
認
め
な
い
と
い
う

趣
旨
ま
で
含
む
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
こ
の
こ
と
だ
け
か
ら
、
本
件
に
オ
ラ
ン
ダ

の
排
他
的
裁
判
権
を
認
め
る
の
は
片
手
落
ち
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
逆
に
、
本

件
に
わ
が
国
の
裁
判
権
を
も
認
め
る
根
拠
を
挙
げ
て
み
る
と
、
①
本
来
わ
が
国

に
は
義
務
履
行
地
・
不
法
行
為
地
の
裁
判
籍
が
認
め
ら
れ
（
民
訴
法
五
条
．
一
五

条
一
項
）
、
わ
が
国
に
は
本
件
損
害
の
原
因
・
態
様
・
数
額
等
の
立
証
の
為
の
証
拠

が
存
し
、
わ
が
国
で
の
訴
訟
は
両
当
事
者
の
立
証
を
迅
速
容
易
に
す
る
こ
と
、
②

本
件
の
原
因
と
な
つ
た
航
路
は
南
米
ー
南
ア
フ
リ
カ
ー
東
南
ア
ジ
ア
ー
日
本
を

継
続
往
復
す
る
第
三
国
間
航
路
で
、
当
該
航
路
に
つ
い
て
の
業
務
は
被
告
営
業

所
が
直
接
取
り
扱
つ
て
お
り
、
本
件
と
被
告
本
店
と
の
関
係
は
希
薄
で
、
実
質
的

に
本
件
に
つ
い
て
の
「
被
告
の
法
廷
」
（
普
通
裁
判
籍
）
は
被
告
営
業
所
を
管
轄
す

る
裁
判
所
で
あ
る
と
も
解
せ
ら
れ
、
そ
う
で
な
い
と
し
て
も
、
被
告
営
業
所
を
管

轄
す
る
わ
が
国
の
裁
判
所
は
本
件
に
つ
い
て
、
本
来
、
裁
判
権
を
有
す
る
（
民

訴
法
九
条
・
四
条
三
項
）
こ
と
、
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
双
方
か
ら
み
る
と
、

本
件
は
客
観
的
に
は
わ
が
国
に
専
属
し
、
ま
た
主
観
的
に
も
本
件
と
わ
が
国
と

の
関
係
は
オ
ラ
ソ
ダ
と
の
関
係
に
劣
る
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。
わ
が
国
で
の

訴
訟
は
本
件
の
実
質
に
も
適
し
、
被
告
に
負
担
を
強
い
る
も
の
で
な
い
反
面
、

オ
ラ
ン
ダ
で
の
訴
訟
は
原
告
に
重
い
負
担
を
課
す
こ
と
に
な
る
。
従
つ
て
こ
の



よ
う
な
事
情
の
下
で
は
、
オ
ラ
ン
ダ
の
裁
判
所
を
専
属
管
轄
裁
判
所
と
す
る
合

意
は
、
真
実
合
意
か
あ
る
場
合
は
と
も
か
く
、
法
律
上
一
応
擬
制
さ
れ
た
に
す

ぎ
な
い
場
合
に
は
、
公
序
に
反
す
る
も
の
と
し
て
無
効
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

仮
に
裁
判
所
が
公
序
に
反
し
な
い
と
判
断
し
本
件
約
款
に
よ
る
合
意
を
有
効
と

認
め
た
と
し
て
も
、
本
件
の
よ
う
な
事
情
の
も
と
で
は
、
裁
判
権
の
な
い
旨
の

被
告
の
抗
弁
は
、
妨
訴
抗
弁
権
の
濫
用
と
し
て
、
そ
の
法
律
効
果
を
否
定
す
べ

き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

〔
附
記
〕
本
件
に
つ
い
て
は
、
久
保
田
（
ジ
ュ
リ
．
二
九
五
号
八
九
頁
．
賛
成
）
．
谷

　
　
川
（
ジ
ュ
リ
・
三
五
〇
号
一
三
四
頁
・
賛
成
）
・
平
塚
（
ジ
ュ
リ
・
四
八
二
号
二
一

　
　
六
頁
・
賛
成
）
・
溜
池
（
別
冊
ジ
ュ
リ
一
五
号
・
海
事
判
例
百
選
二
〇
二
頁
）
．
藤

　
　
田
（
判
タ
・
一
四
四
号
三
八
頁
・
反
対
）
・
川
上
（
判
タ
ニ
一
五
六
号
二
九
頁
．
反

　
　
対
）
・
矢
吹
（
判
タ
・
三
三
三
号
一
一
七
頁
・
反
対
）
諸
氏
の
判
例
評
釈
が
あ
る
。

　
（
1
）
　
売
買
契
約
に
付
随
し
て
売
主
に
運
送
契
約
を
な
す
こ
と
を
委
託
し
た
も
の
と
思

　
　
わ
れ
る
。
上
坂
酉
三
・
新
訂
貿
易
実
務
六
五
頁
参
照
。

　
（
2
）
兼
子
・
体
系
六
六
頁
、
江
川
「
国
際
私
法
に
お
け
る
裁
判
管
轄
権
」
・
法
協
．

　
　
六
〇
巻
三
号
三
七
三
頁
。

　
（
3
）
大
判
大
正
五
年
一
〇
月
二
八
目
・
民
録
二
二
輯
一
九
一
六
頁
、
兼
子
・
前
掲
．

　
　
六
七
頁
、
江
川
・
前
掲
・
三
九
一
頁
。

　
（
4
）
　
谷
川
・
前
掲
・
二
二
八
頁
。

　
（
5
）
　
同
旨
、
溜
池
・
前
掲
・
二
〇
三
頁
、
平
塚
・
前
掲
ニ
コ
七
頁
、
池
原
隠
平
塚

　
　
「
渉
外
事
件
に
お
け
る
裁
判
管
轄
権
」
・
実
務
民
訴
講
座
六
巻
二
三
頁
。

　
（
6
）
　
前
掲
大
判
大
正
五
年
一
〇
月
一
八
日
、
兼
子
・
前
掲
・
九
〇
頁
、
三
ヵ
月
・
民

　
　
訴
法
・
二
五
四
頁
、
江
川
・
前
掲
三
九
二
頁
。

　
（
7
）
菊
井
目
村
松
・
民
訴
法
－
八
六
頁
、
矢
吹
・
前
掲
・
一
二
〇
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
東
乾
・
本
田
耕
輔

判
　
例
　
研
　
究

一
〇
一

（
五
四
一
）


