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判
　
例
　
研
　
究

九
六
　
　
（
二
壬
六
）

〔
最
高
裁
民
訴
事
例
研
究

一
四
九
〕

昭
和
五
一
3
（
撮
驕
恨
蝶
だ
酌
巻
）

　
前
訴
と
訴
訟
物
を
異
に
す
る
後
訴
の
提
起
が
信
義
則
上
許
さ
れ
な
い
と
さ
れ

　
た
事
例

　
　
所
有
権
移
転
登
記
等
請
求
事
件
（
昭
五
一
・
九
・
三
〇
第
扁
小
法
廷
判
決
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
こ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
ぞ
　

　
　
訴
外
A
の
相
続
人
X
　
（
原
告
・
控
訴
人
・
上
告
人
）
は
訴
外
B
の
相
続
人
y
　
及

　
　
び
相
続
人
等
か
ら
本
件
係
争
の
土
地
の
一
部
を
買
受
け
た
Z
（
被
告
・
被
控
訴
人
・

　
　
被
上
告
人
）
に
対
し
て
所
有
権
移
転
登
記
抹
消
に
代
る
所
有
権
移
転
登
記
請
求
を
訴

　
　
求
し
た
の
が
本
件
訴
訟
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
本
件
土
地
は
元
来
は
A
の
も
の
で
あ

　
　
つ
た
と
こ
ろ
、
昭
和
二
三
年
六
月
頃
大
阪
府
知
事
が
買
収
し
、
二
四
年
七
月
頃
B
に

　
　
売
渡
処
分
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
買
収
処
分
が
無
効
で
あ
る
か
ら
所
有
権

　
　
　
ユ
ぞ
ム
る

　
　
は
X
　
に
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
　
な
お
本
訴
に
先
立
つ
て
恥
は
B
の
相
続
人
め
施
C
（
B
の
妻
）
に
対
し
て
農
地
法
所

　
　
定
の
許
可
申
請
手
続
及
び
許
可
を
条
件
と
す
る
所
有
権
移
転
登
記
手
続
等
を
、
求
め

る
訴
（
以
下
、
前
訴
と
い
う
）
を
提
起
し
、
請
求
棄
却
の
確
定
判
決
を
得
て
い
る
（
C

は
訴
訟
中
死
亡
）
。
も
つ
と
も
予
備
的
請
求
で
あ
る
交
付
し
た
代
金
の
返
還
請
求
は

認
容
の
確
定
判
決
を
得
た
。

第
一
審
は
、
前
訴
は
昭
和
三
〇
年
に
埼
が
B
と
の
間
に
締
結
し
た
売
買
契
約
に
基
づ

く
訴
訟
で
あ
つ
て
、
そ
こ
で
濁
が
問
題
の
処
分
の
有
効
性
を
認
め
た
と
は
い
い
が
た

い
と
し
て
、
被
告
の
主
張
の
本
訴
の
提
起
は
訴
権
の
濫
用
で
あ
る
旨
の
主
張
を
排
し

た
。
し
か
し
、
昭
和
三
四
年
七
月
二
日
に
取
得
時
効
が
完
成
し
て
い
る
と
し
て
請
求

棄
却
の
判
決
を
下
し
た
。

ユ
ぞ
も

x
　
は
控
訴
し
、
新
し
く
昭
和
二
三
年
六
月
頃
の
B
の
返
還
約
束
を
理
由
に
よ
る
請

求
を
予
備
的
に
追
加
し
た
。
大
阪
高
等
裁
判
所
は
次
の
理
由
で
原
判
決
を
取
消
し
訴

を
却
下
し
た
。
「
控
訴
人
は
、
前
訴
に
お
い
て
も
本
訴
と
同
様
に
B
の
相
続
人
ら
に
対

し
本
件
と
同
一
の
土
地
の
返
還
請
求
を
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
前
訴
の
確
定
判
決
の

既
判
力
が
本
訴
に
及
ぶ
か
否
か
は
別
と
し
て
、
相
続
人
側
と
し
て
は
二
重
の
訴
を
避

け
る
こ
と
を
求
め
る
の
は
無
理
か
ら
ぬ
節
が
あ
る
。
一
方
、
控
訴
人
の
側
に
お
い
て
、



こ
の
よ
う
に
二
重
に
訴
を
提
起
す
る
に
つ
い
て
の
実
益
の
有
無
を
考
察
す
る
と
、
控

訴
人
は
前
訴
に
お
い
て
は
費
地
の
買
収
お
よ
び
売
渡
の
効
力
と
い
う
根
本
の
問
題
に

触
れ
る
こ
と
な
く
、
こ
れ
を
有
効
な
も
の
と
の
前
提
の
下
に
単
に
右
売
渡
を
受
け
た

被
控
訴
人
先
代
が
控
訴
人
先
代
に
対
し
売
戻
し
の
契
約
を
し
た
と
し
て
そ
の
履
行
を

求
め
る
と
と
も
に
、
仮
り
に
右
売
戻
し
の
契
約
が
農
地
法
に
反
し
て
無
効
で
あ
る
と

す
れ
ば
、
そ
の
交
付
し
た
代
金
の
返
還
を
請
求
す
る
と
主
張
し
て
、
右
予
備
的
請
求

に
つ
い
て
の
み
勝
訴
し
た
の
で
あ
る
が
、
本
訴
に
お
い
て
は
、
あ
ら
た
め
て
買
収
お
よ

び
売
渡
が
根
本
的
に
無
効
で
あ
る
と
し
て
、
右
農
地
の
返
還
を
請
求
す
る
と
と
も
に
、

仮
り
に
右
が
有
効
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
昭
和
二
三
年
六
月
頃
右
農
地
を
控
訴
人
先
代

に
返
還
す
る
約
定
が
成
立
し
た
と
し
て
、
そ
の
履
行
を
請
求
し
て
い
る
。
以
上
の

二
つ
の
訴
の
主
張
を
比
較
す
る
と
、
本
訴
に
お
い
て
は
買
収
売
渡
の
効
力
に
つ
い
て

前
訴
と
全
く
正
反
対
の
主
張
を
し
て
い
る
の
で
あ
つ
て
、
二
つ
の
訴
に
お
け
る
控
訴

人
の
す
べ
て
の
主
張
を
検
討
し
て
み
る
と
、
結
局
本
訴
は
前
訴
と
殆
ん
ど
同
一
の
紛

争
の
む
し
返
し
で
あ
る
か
の
ご
と
き
感
さ
え
も
あ
る
。
も
と
よ
り
訴
訟
に
お
い
て
如

何
な
る
主
張
を
な
し
、
如
何
な
る
主
張
を
し
な
い
か
の
取
捨
選
択
は
、
い
ず
れ
の
当

事
者
に
と
つ
て
も
重
要
な
訴
訟
技
術
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
が
若
し
控
訴
人
が
本
訴

に
お
い
て
主
張
す
る
よ
う
な
無
効
の
事
由
が
あ
つ
た
と
す
れ
ば
、
前
訴
の
係
属
中
に

気
付
か
ぬ
筈
は
な
く
、
ま
た
当
時
こ
の
主
張
を
す
る
に
つ
い
て
何
ら
か
の
支
障
が
あ

つ
た
と
も
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
…
。
こ
の
点
を
被
控
訴
人
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、

控
訴
人
が
前
訴
に
お
い
て
買
収
売
渡
の
無
効
を
主
張
し
な
か
つ
た
理
由
の
如
何
に

拘
わ
ら
ず
、
兎
も
角
二
重
に
訴
を
提
起
さ
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
迷
惑
を
受
け
る
こ
と

に
は
何
ら
相
違
は
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
当
裁
判
所
は
、
当
事
者
双
方
の
利

害
関
係
を
公
平
に
比
較
調
整
す
べ
き
民
事
訴
訟
法
の
理
想
に
照
ら
し
て
考
察
し
た
場

合
、
当
事
者
の
訴
訟
技
術
の
選
択
に
つ
い
て
も
、
信
義
則
に
基
づ
く
制
約
が
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
の
見
地
に
立
つ
て
、
本
件
の
よ
う
な
農
地
買
収
と
売
渡
、
お
よ
び
そ

の
買
主
よ
り
旧
地
主
に
対
す
る
売
戻
し
と
い
う
一
連
の
事
実
関
係
の
下
に
お
い
て
、

売
渡
の
相
手
方
に
対
し
右
農
地
の
返
還
を
求
め
る
に
つ
い
て
は
、
特
段
の
事
情
が
な

判
　
例
　
研
　
究

い
か
ぎ
り
、
訴
訟
経
済
の
理
念
に
則
り
、
い
や
し
く
も
主
張
し
得
べ
き
事
由
は
な
る

べ
く
同
一
の
訴
に
お
い
て
主
張
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
相
手
方
に
対
し
二
重
応
訴
と

い
う
不
当
な
迷
惑
が
か
か
ら
な
い
よ
う
に
配
慮
す
る
こ
と
こ
そ
信
義
則
の
要
請
す
る

と
こ
ろ
で
あ
る
と
解
し
、
右
の
配
慮
を
欠
く
本
訴
請
求
は
こ
の
原
則
に
抵
触
す
る
も

の
と
し
て
、
許
す
べ
き
で
な
い
と
判
断
す
る
。
本
訴
請
求
に
つ
い
て
は
訴
権
の
要
件

と
し
て
の
正
当
な
利
益
を
欠
く
も
の
と
解
す
る
」
（
高
裁
民
集
二
六
巻
五
号
四
八
七
頁
）
。

x
等
は
前
訴
で
正
反
対
の
主
張
し
た
こ
と
は
な
い
し
、
信
義
則
は
悪
質
な
ケ
ー
ス
に

限
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
上
告
。
最
高
裁
判
所
は
「
原
審
が
適
法
に
確
定
し
た
事
実
及

び
本
件
記
録
に
よ
れ
ば
」
と
し
て
前
訴
か
ら
本
訴
ま
で
の
経
違
を
e
と
＠
に
分
け
て

明
ら
か
に
し
（
な
お
こ
こ
に
お
い
て
前
訴
が
昭
和
四
一
年
一
二
月
二
日
に
確
定
し
、

本
訴
の
提
起
が
翌
年
四
月
で
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
）
、
続
け
て

「
㊧
と
こ
ろ
で
、
上
告
人
濁
は
、
前
訴
に
お
い
て
も
前
記
買
収
処
分
が
無
効
で
あ
る

こ
と
を
主
張
し
、
買
収
処
分
が
無
効
で
あ
る
た
め
本
件
各
土
地
は
当
然
そ
の
返
還
を

求
め
う
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
実
現
す
る
方
法
と
し
て
、
土
地
返
還
約
束
を
内

容
と
す
る
、
実
質
は
和
解
契
約
の
性
質
を
も
つ
前
記
売
買
契
約
を
締
結
し
、
こ
れ
に
基

づ
き
前
訴
を
提
起
し
た
も
の
で
あ
る
旨
を
［
貫
し
て
陳
述
し
て
い
た
こ
と
、
㈲
右
上

告
人
は
、
本
訴
に
お
け
る
主
張
を
前
訴
で
請
求
原
因
と
し
て
主
張
す
る
に
つ
き
な
ん

ら
支
障
は
な
か
つ
た
こ
と
が
、
明
ら
か
で
あ
る
。
右
事
実
関
係
の
も
と
に
お
い
て
は
、

前
訴
と
、
本
訴
は
訴
訟
物
を
異
に
す
る
と
は
い
え
、
ひ
つ
き
よ
う
、
右
A
の
相
続
人

が
、
右
B
の
相
続
人
及
び
右
相
続
人
か
ら
譲
渡
を
う
け
た
者
に
対
し
、
本
件
各
土
地

の
買
収
処
分
の
無
効
を
前
提
と
し
て
そ
の
取
戻
を
目
的
と
し
て
提
起
し
た
も
の
で
あ

り
、
本
訴
は
、
実
質
的
に
は
、
前
訴
の
む
し
返
し
と
い
う
べ
ぎ
も
の
で
あ
り
、
前
訴

に
お
い
て
本
訴
の
請
求
を
す
る
こ
と
に
支
障
も
な
か
つ
た
の
に
か
か
わ
ら
ず
、
さ
ら

に
上
告
人
ら
が
本
訴
を
提
起
す
る
こ
と
は
本
訴
提
起
時
に
す
で
に
、
右
買
収
処
分
後

約
二
〇
年
も
経
過
し
て
お
り
、
右
買
収
処
分
に
基
づ
き
本
件
各
土
地
の
売
渡
を
う
け

た
右
B
及
び
そ
の
承
継
人
の
地
位
を
不
当
に
長
く
不
安
定
な
状
態
に
お
く
こ
と
に
な

る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
き
は
、
信
義
則
に
照
ら
し
て
許
さ
れ
な
い
も
の
と
解
す
る
の

九
七
　
　
（
二
一
二
七
）



　
判
　
例
　
研

が
相
当
で
あ
る
。
」

究と
し
て
上
告
を
棄
却
。

　
楠
　
本
判
決
は
、
訴
訟
物
を
異
に
す
る
場
合
で
あ
つ
て
も
後
訴
の
提
起
が
場

合
に
よ
つ
て
は
信
義
則
に
反
し
て
許
さ
れ
な
い
と
判
示
し
た
も
の
で
、
事
案
が

特
殊
な
も
の
と
は
い
え
現
在
の
理
論
的
状
況
か
ら
み
て
非
常
に
重
要
な
意
味
を

も
つ
て
い
る
と
思
う
。
そ
こ
で
第
一
に
、
本
判
決
の
結
論
で
あ
る
実
体
的
審
理

を
許
さ
な
い
と
い
う
こ
と
を
一
応
是
認
し
た
上
で
、
は
た
し
て
そ
の
理
由
が
正

当
な
も
の
か
否
か
を
考
え
て
み
よ
う
と
思
う
。
そ
し
て
次
に
果
し
て
そ
も
そ
も

本
判
決
の
結
論
は
正
し
い
か
否
か
を
考
え
て
み
よ
う
と
思
う
。

　
な
お
問
題
と
な
つ
た
前
訴
を
提
起
し
た
の
は
X
の
み
で
あ
り
本
訴
は
瓦
の
他

に
瓦
等
三
名
が
提
起
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
て
み
る
と
前
訴
に
全
く
関
与
し
な

か
つ
た
X
等
を
X
と
同
じ
く
扱
つ
て
問
題
は
な
い
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ

る
。
こ
の
点
判
決
は
全
く
言
及
し
て
い
な
い
が
、
こ
の
点
の
理
由
づ
け
は
必
要

　
　
　
　
　
　
（
1
）

で
は
な
い
か
と
思
う
。
確
か
に
信
義
則
と
い
う
一
般
条
項
を
も
ち
だ
す
こ
と

は
、
細
か
い
形
式
的
側
面
よ
り
も
紛
争
の
実
質
的
把
握
に
重
点
を
置
く
こ
と
で

は
あ
る
が
、
信
義
則
は
そ
も
そ
も
各
人
の
行
動
が
問
題
で
あ
り
、
X
と
他
の
原

告
と
を
区
別
せ
ず
し
て
一
律
に
論
ず
る
こ
と
は
信
義
則
理
論
の
適
用
と
い
え
ど

も
問
題
が
あ
る
と
思
う
。
以
下
で
は
前
訴
で
も
原
告
で
あ
つ
た
X
に
つ
い
て
の

問
題
点
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
二
　
本
判
決
の
結
論
で
あ
る
実
質
的
審
理
を
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
信
義
則

理
論
以
外
も
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
。
そ
こ
で
本
判
決
の
理
由
の
当
否
を
考
え

る
に
あ
た
つ
て
こ
の
点
を
先
ず
考
え
て
み
よ
う
と
思
う
。
一
番
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
八
　
　
（
二
三
八
）

ス
な
理
論
は
前
訴
の
既
判
力
に
よ
る
本
件
訴
の
却
下
で
あ
ろ
う
。
こ
の
た
め
に

は
前
訴
と
本
訴
と
は
同
一
の
訴
訟
物
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る

新
説
的
に
訴
訟
物
を
構
成
す
る
な
ら
、
本
件
で
は
前
訴
と
本
訴
と
は
要
す
る
に

同
一
土
地
に
対
す
る
所
有
権
移
転
登
記
請
求
で
あ
る
か
ら
同
一
訴
訟
物
と
み
る

　
　
　
　
　
　
（
2
）

こ
と
は
容
易
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
新
説
の
立
場
を
と
れ
ば
本
件
の
よ
う
な
問
題
は

簡
単
に
処
理
で
き
る
と
い
う
批
判
が
信
義
則
理
論
に
よ
つ
た
高
裁
及
び
本
判
決

に
対
し
て
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
本
件
第
一
審
判
決
及
び
本
判
決
の
事

実
認
定
㊧
よ
り
前
訴
の
審
理
状
況
を
推
測
す
る
限
り
で
は
、
前
訴
に
お
い
て

本
件
訴
訟
の
中
心
で
あ
る
農
地
買
収
処
分
の
有
効
・
無
効
に
つ
い
て
十
分
審
理

が
な
さ
れ
た
と
は
思
え
な
い
。
前
訴
は
あ
く
ま
で
買
戻
契
約
の
有
効
・
無
効
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

争
点
の
中
心
で
あ
つ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
審
理
を
十

分
し
て
い
な
か
つ
た
事
項
に
対
し
て
も
単
に
訴
訟
物
の
範
囲
で
あ
つ
た
か
ら
と

し
て
こ
の
点
に
つ
い
て
主
張
す
る
後
訴
を
遮
断
す
る
の
は
問
題
で
あ
る
。
今
後

訴
訟
は
新
説
的
に
処
理
す
べ
し
と
い
え
て
も
、
従
来
の
訴
訟
を
そ
の
審
理
内
容

を
離
れ
て
新
説
的
に
は
評
価
は
で
き
な
い
と
思
う
。
さ
ら
に
本
件
の
よ
う
な
事

例
の
場
合
に
、
果
し
て
前
訴
で
紛
争
解
決
の
一
回
性
か
ら
新
説
的
に
処
理
す
べ

き
だ
つ
た
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
。
処
分
の
問
題
と
契
約

の
間
題
と
は
一
つ
の
争
点
と
は
考
え
に
く
く
、
結
局
そ
の
こ
と
は
い
た
ず
ら
に

審
理
の
範
囲
を
拡
大
し
審
理
を
な
が
び
か
せ
る
か
、
あ
る
い
は
当
事
者
に
場
合

に
よ
つ
て
は
不
測
な
失
権
を
与
え
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。
従
つ
て
訴
訟
物
で

は
決
定
的
な
こ
と
は
い
え
な
い
と
思
う
。
以
上
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
し
て
、
本

件
で
は
訴
訟
物
に
つ
い
て
は
問
題
点
と
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
本

件
で
は
ま
さ
に
ど
の
裁
判
所
も
こ
の
点
を
問
題
と
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。



　
次
に
既
判
力
以
外
の
理
論
で
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
前
訴
の
判
決
で
訴
訟
物

以
外
の
判
断
事
項
で
あ
つ
て
も
一
定
の
場
合
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
は
や
後
訴

で
矛
盾
し
た
判
断
を
許
さ
な
い
理
論
と
し
て
、
兼
子
博
士
の
参
加
的
効
力
理
論
、

ツ
ォ
イ
ナ
ー
の
意
味
関
連
理
論
、
新
堂
教
授
の
争
点
効
理
論
が
有
名
で
あ
る
。

し
か
し
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
前
訴
判
決
は
十
分
な
審
理
も
し
て
い
な
い
し
、

処
分
に
つ
い
て
そ
の
有
効
性
に
つ
い
て
判
断
し
て
い
る
と
は
思
え
な
い
本
件
の

よ
う
な
場
合
、
こ
れ
ら
理
論
の
適
用
は
無
理
で
あ
ろ
う
。
本
判
決
は
既
述
の
よ

う
に
既
判
力
の
範
囲
や
こ
う
い
つ
た
新
し
い
理
論
に
つ
い
て
は
全
く
考
察
は
し

て
い
な
い
が
、
し
か
し
、
す
く
な
く
と
も
前
訴
判
決
の
効
力
の
範
囲
、
審
理
の

状
況
に
つ
い
て
触
れ
る
べ
き
で
は
な
か
つ
た
か
と
思
う
。

　
以
上
か
ら
結
論
的
に
い
え
る
こ
と
は
従
前
の
理
論
で
は
本
件
訴
訟
を
不
適
法

視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
さ
に
信
義
則
に
頼

る
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
信
義
則
は
補
充
的
に
使
用
す
べ
き
か
否

か
と
い
う
問
題
が
あ
る
が
、
本
件
で
は
従
つ
て
こ
の
こ
と
は
問
題
に
な
ら
な
い
。

　
三
　
次
に
信
義
則
理
論
と
し
て
本
判
決
・
原
判
決
は
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。
信

義
則
の
内
容
と
し
て
禁
反
言
の
理
論
が
あ
る
こ
と
も
今
日
一
般
に
認
め
ら
れ
て

　
　
　
　
　
　
（
4
）

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
先
行
行
為
に
矛
盾
す
る
挙
動
の
禁
止
の
理
論

　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

で
あ
る
。
た
だ
山
木
戸
教
授
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
後
訴
に
お
け
る
主
張

か
前
訴
と
全
く
正
反
対
で
あ
つ
て
、
し
か
も
前
訴
で
主
張
し
う
べ
き
も
の
で
あ

つ
た
か
ら
と
い
つ
て
、
直
ち
に
こ
の
理
論
を
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
こ

ろ
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
予
備
的
請
求
の
併
合
な
り
予
備
的
主
張
な
り
を
否

定
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
理
論
の
よ
り
明
確
な
要
件
化

判
　
例
研
　
究

　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

に
努
め
ら
れ
た
中
野
教
授
が
述
べ
る
よ
う
に
問
題
に
対
し
て
総
合
的
利
益
判
断

が
要
求
さ
れ
る
の
で
、
理
論
の
形
式
的
適
用
は
ま
さ
に
信
義
則
理
論
の
矛
盾
で

あ
ろ
う
。
本
件
の
よ
う
な
場
合
（
注
3
を
参
照
）
に
、
上
告
理
由
が
指
摘
し
本
判

決
が
既
に
述
べ
た
よ
う
に
㊧
で
認
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
信
義
に
反

し
て
い
る
状
況
と
は
思
え
ず
、
ま
さ
に
か
か
る
信
義
則
の
適
用
は
、
許
さ
れ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

い
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
点
、
原
判
決
の
こ
の
理
論
適
用
に
つ
い
て

こ
れ
を
排
斥
し
た
本
判
決
は
評
価
で
ぎ
る
。

　
問
題
は
本
判
決
の
信
義
則
理
論
で
あ
る
。
本
判
決
の
信
義
則
の
根
拠
は
ω

「
後
訴
は
実
質
的
に
は
前
訴
の
繰
り
返
し
で
あ
り
、
し
か
も
後
訴
で
の
主
張
は

前
訴
で
主
張
し
え
た
筈
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
と
、
＠
「
本
訴
提
起
時
は
既
に
処

分
後
二
〇
年
を
経
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
思
う
。
そ
し
て
こ
れ
ら
に
よ

つ
て
B
及
び
B
の
承
継
人
に
不
当
な
不
安
定
な
状
態
に
お
く
こ
と
が
信
義
に
反

す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
問
題
は
ω
＠
が
正
し
い
命
題
か
否
か
で
あ
る
。

ω
に
つ
い
て
い
え
ば
一
般
的
に
は
か
よ
う
な
場
合
で
あ
つ
て
も
後
訴
を
不
適
法

視
し
な
い
原
則
が
制
度
の
根
幹
に
あ
る
よ
う
に
思
う
。
即
ち
、
制
度
は
後
訴
を
不

適
法
視
す
る
こ
と
は
別
訴
禁
止
効
の
拡
大
で
あ
り
、
あ
る
い
は
訴
の
併
合
強
制

で
あ
り
、
こ
の
こ
と
に
よ
つ
て
生
じ
る
問
題
の
方
が
大
ぎ
い
と
判
断
し
て
い
る

の
だ
と
思
う
。
例
え
ば
不
適
法
と
し
た
場
合
、
「
実
質
的
」
と
か
「
主
張
し
え
た
」

と
か
と
い
う
一
義
的
で
な
い
要
件
で
は
適
用
に
あ
た
つ
て
混
乱
を
招
く
恐
れ
が

十
分
あ
る
。
争
点
効
理
論
に
お
い
て
は
要
件
に
つ
い
て
き
め
の
こ
ま
か
い
配
慮

が
な
さ
れ
て
い
る
点
が
思
い
だ
さ
れ
る
。
従
つ
て
、
正
義
に
著
し
く
反
す
る
場

合
に
限
つ
て
後
訴
を
不
適
視
す
る
と
い
う
の
が
制
度
の
建
前
で
あ
る
と
思
う
。

既
に
述
べ
た
よ
う
に
本
件
に
あ
つ
て
は
、
前
訴
で
判
断
さ
れ
て
い
な
か
つ
た
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
九
　
　
（
コ
三
九
）



　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

ら
こ
そ
後
訴
で
判
断
を
求
め
た
の
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
不
正
義
な
場
合
と
は
思

え
な
い
。
そ
し
て
仮
に
ω
命
題
が
成
り
立
つ
と
す
る
と
、
そ
れ
は
い
ず
れ
訴
訟

物
論
の
中
で
解
消
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
。
訴
訟
物
は
異
な
る
が
、
し
か

し
後
訴
は
許
さ
れ
な
い
と
す
る
に
は
相
当
な
慎
重
な
配
慮
が
必
要
と
思
う
。
そ

こ
で
次
に
＠
命
題
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
こ
れ
に
対
し
て
も
疑
問
が
あ
る
。
実

体
法
上
か
か
る
処
分
の
無
効
を
主
張
す
る
権
利
が
消
滅
し
て
い
る
、
あ
る
い
は

失
効
し
て
い
る
と
い
う
の
な
ら
話
は
別
で
あ
る
が
、
実
体
法
上
主
張
す
る
権
利

を
認
め
て
お
い
て
、
そ
れ
は
訴
訟
法
上
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
の
は
問
題
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

る
。
勿
論
、
こ
の
点
に
つ
い
て
見
解
は
わ
か
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
本
件
に
つ
い

て
言
え
ば
、
訴
権
の
失
効
を
認
め
る
立
場
で
あ
つ
て
も
、
こ
れ
を
適
用
す
る
の

は
難
し
い
と
思
う
。
即
ち
、
本
件
で
は
瓦
は
前
訴
で
も
処
分
の
無
効
を
主
張

し
、
し
か
も
前
訴
終
了
後
、
直
ち
に
本
訴
を
提
起
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
し
て
み
る
と
、
本
判
決
の
理
由
と
す
る
と
こ
ろ
は
説
得
力
を
欠
く
も

の
と
評
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
あ
る
い
は
、
こ
れ
以
外
の
理
由
が
あ
つ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
判
決
か
ら
こ
の
点
は
明
確
で
は
な
い
。

　
四
　
既
に
み
た
よ
う
に
理
由
づ
け
に
問
題
が
あ
る
本
判
決
は
、
そ
れ
で
は
結

論
は
本
件
具
体
的
紛
争
の
解
決
と
し
て
不
当
か
と
い
う
と
簡
単
に
い
か
な
い
よ

う
な
気
が
す
る
。
一
で
述
べ
た
第
二
の
問
題
で
あ
る
。
二
、
三
の
検
討
か
ら
は
本

判
決
は
原
判
決
を
破
棄
し
差
戻
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
し
て
実
体
的
審
理
を
お
こ

な
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
導
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
一
審
が
時
効

で
訴
を
排
斥
し
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
ま
た
い
わ
ゆ
る
農
地
解
放
に
よ
る

農
地
買
収
処
分
の
有
効
性
と
い
う
事
件
の
性
質
か
ら
し
て
も
、
仮
に
実
質
的
に

審
理
し
て
も
勾
の
主
張
が
認
め
ら
れ
る
可
能
性
は
ほ
と
ん
で
な
い
と
い
つ
て
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
〇
　
　
（
二
二
二
〇
）

　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
従
つ
て
、
こ
れ
以
上
、
理
論
の
た
め
に
の
み
訴
訟
を
続

け
る
こ
と
に
最
高
裁
は
た
め
ら
い
を
感
じ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
た
だ
こ

れ
で
は
理
由
に
な
ら
な
い
か
ら
、
あ
え
て
信
義
則
を
使
用
し
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
本
判
決
の
真
意
は
あ
る
い
は
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
あ
つ
た
の
で
は
な
い

　
　
　
　
（
1
0
）

か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
な
ら
ば
そ
れ
な
り
の
理
論
を
正
面
か
ら
考
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

る
べ
き
で
は
な
か
つ
た
か
と
思
う
。
本
判
決
の
よ
う
な
理
論
で
は
こ
の
理
論
の

今
後
の
活
動
領
域
を
考
え
る
に
あ
た
つ
て
混
乱
を
招
く
の
で
は
な
い
か
と
思

う
。
判
例
集
の
判
決
要
旨
は
確
か
に
慎
重
な
表
現
で
本
判
決
の
理
論
と
な
つ
た

信
義
則
理
論
の
発
動
の
要
件
を
表
わ
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
見
方
に
よ
れ
ぽ
本

件
限
り
し
か
適
用
で
き
な
い
よ
う
な
法
理
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
あ
る
い
は

広
く
拡
張
さ
れ
る
も
の
を
も
つ
て
い
る
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、
し
か
し

既
に
述
ぺ
た
よ
う
に
い
ろ
い
ろ
問
題
が
あ
る
か
ら
し
て
か
よ
う
に
解
す
る
の
で

な
く
、
非
常
に
限
定
し
た
も
の
（
極
端
に
い
え
ば
本
件
限
り
）
と
解
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。

　
具
体
的
結
論
に
つ
い
て
は
確
か
に
問
題
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
本
件
の
場
合

理
論
を
通
し
て
や
は
り
、
問
題
を
実
体
法
上
で
結
着
を
つ
け
る
べ
き
で
あ
る
と

思
う
。
従
つ
て
私
見
は
こ
の
限
度
で
具
体
的
妥
当
性
に
欠
け
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
し
か
し
、
こ
れ
が
法
的
安
定
性
を
重
視
す
る
訴
訟
理
論
の
建
前
で
あ
る
と

思
う
。
以
上
に
よ
り
本
判
決
の
結
論
及
び
理
由
づ
け
に
反
対
す
る
し
だ
い
で
あ

る
。

　
（
1
）
本
件
判
例
評
釈
を
し
た
水
谷
氏
（
判
例
タ
イ
ム
ズ
三
四
五
号
八
六
頁
以
下
）
、

　
　
山
木
戸
教
授
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
六
四
二
号
一
二
九
頁
）
が
指
摘
す
る
点
で
も
あ
る
。
特

　
　
に
水
谷
・
前
掲
書
八
七
頁
以
下
は
こ
の
理
由
づ
け
に
つ
い
て
深
く
考
察
し
た
も
の
で



あ
る
。
氏
は
民
訴
の
通
常
の
理
論
で
は
苦
し
い
説
明
に
な
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
。

（
2
）
　
新
説
と
は
い
わ
な
い
ま
で
も
、
所
有
権
登
記
請
求
訴
訟
で
は
そ
の
所
有
権
に

も
既
判
力
が
生
ず
る
と
す
る
見
解
も
あ
る
（
兼
子
・
判
例
民
訴
法
二
九
二
頁
、
同
・

体
系
三
四
三
頁
）
。
し
か
し
最
高
裁
の
判
例
は
こ
れ
を
認
め
な
い
　
（
昭
和
三
〇
年
一

二
月
一
日
民
集
九
巻
二
二
号
一
九
〇
三
頁
）
。

（
3
）
　
前
訴
の
記
録
を
水
谷
氏
が
報
告
し
て
い
る
（
前
掲
書
九
八
頁
）
。
そ
れ
に
よ
る

と
前
訴
の
一
審
は
無
条
件
返
還
契
約
と
み
る
べ
ぎ
で
売
買
契
約
で
は
な
い
と
し
、
二

審
で
は
売
買
契
約
は
農
地
法
上
履
行
で
き
な
い
契
約
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
。
即

ち
、
い
ず
れ
に
し
て
も
農
地
買
収
の
有
効
性
に
つ
い
て
は
ふ
れ
て
い
な
い
し
、
水
谷

氏
は
「
こ
の
よ
う
な
判
示
が
あ
つ
た
か
ら
こ
そ
瓦
ら
は
本
訴
で
A
B
間
の
無
条
件
返

還
契
約
や
売
渡
処
分
の
無
効
を
主
張
し
た
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

な
お
本
件
一
審
、
原
審
、
本
判
決
、
上
告
理
由
は
前
訴
の
契
約
に
つ
い
て
締
結
者
及

び
締
結
さ
れ
た
日
、
締
結
さ
れ
た
内
容
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
若
干
の
違
い
を
み
せ
て

い
る
。

（
4
）
　
山
本
卓
「
民
事
訴
訟
に
お
け
る
信
義
誠
実
の
原
則
」
司
法
研
究
報
告
書
一
四

輯
一
号
一
六
五
頁
以
下
、
中
野
貞
一
郎
「
民
事
訴
訟
に
お
け
る
信
義
誠
実
の
原
則
」

訴
訟
関
係
と
訴
訟
行
為
八
一
頁
以
下
、
竹
下
守
夫
「
訴
訟
行
為
と
信
義
則
」
判
例
演

習
講
座
民
訴
法
一
四
八
頁
以
下
、
中
野
貞
一
郎
「
民
事
訴
訟
に
お
け
る
禁
反
言
」
司

法
研
修
所
論
集
五
七
号
一
頁
以
下
等
に
詳
し
い
。

（
5
）
　
山
木
戸
・
前
掲
書
二
二
〇
頁
。

（
6
）
　
中
野
・
前
掲
論
集
五
七
号
一
〇
頁
以
下
。

（
7
）
　
坂
口
裕
英
「
信
義
則
が
民
事
訴
訟
法
で
果
た
す
機
能
」
（
法
学
教
室
第
二
版
一

四
九
頁
）
は
本
件
原
審
判
決
を
評
し
て
「
信
義
則
を
適
用
し
た
こ
と
が
具
体
的
正
義

で
あ
り
、
法
的
公
平
で
あ
る
と
納
得
さ
せ
る
も
の
は
な
い
。
む
し
ろ
原
告
が
、
あ
ら

た
め
て
買
収
無
効
を
主
張
す
る
こ
と
に
は
、
背
信
性
も
、
詐
害
性
も
な
い
と
い
う
べ

き
で
は
な
か
ろ
う
か
と
さ
え
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
8
）
訴
権
の
失
効
を
認
め
る
下
級
審
の
判
例
に
つ
い
て
は
林
屋
礼
二
「
民
事
訴
訟
に

お
け
る
権
利
濫
用
と
信
義
則
」
民
商
法
雑
誌
七
一
巻
一
号
六
六
頁
以
下
に
詳
し
い
。

学
説
に
お
い
て
訴
権
失
効
を
否
定
す
る
近
時
有
力
説
に
つ
い
て
は
山
木
戸
・
前
掲
書

二
一
二
頁
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
9
）
水
谷
氏
に
よ
れ
ば
既
に
瓦
瓦
は
大
阪
府
知
事
及
び
国
を
相
手
ど
つ
て
、
買
収
処

分
無
効
確
認
と
買
収
処
分
に
よ
る
登
記
の
抹
消
を
、
求
め
る
訴
を
提
起
し
敗
訴
し
て

い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
（
前
掲
書
九
六
頁
）
。

（
1
0
）
判
例
時
報
八
二
九
号
四
七
頁
の
本
判
決
の
コ
メ
ン
ト
は
　
「
お
そ
ら
く
、
本
判

決
は
、
こ
れ
以
上
紛
争
を
長
び
か
せ
る
こ
と
の
不
当
を
考
慮
し
て
右
の
よ
う
な
結
論

を
導
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
い
い
、
水
谷
氏
は
　
「
結
局
、
本
訴
一
審
が
取
得
時
効

を
認
め
て
請
求
を
棄
却
し
た
の
に
、
原
判
決
で
訴
が
却
下
さ
れ
た
た
め
、
差
し
戻
す

の
を
手
控
え
て
…
…
『
結
果
の
妥
当
性
を
重
じ
た
』
（
判
タ
三
四
一
号
一
六
一
頁
…

…
）
と
い
う
の
が
あ
る
い
は
本
音
か
も
し
れ
な
い
。
本
件
限
り
の
法
理
な
の
か
』
（
前

掲
書
九
六
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

（
11
）
山
木
戸
教
授
は
無
効
の
主
張
に
つ
い
て
も
長
い
期
間
経
過
す
れ
ぽ
そ
の
主
張

が
で
き
な
く
な
る
と
す
る
実
体
関
係
に
お
け
る
信
義
則
の
発
現
と
し
て
の
失
効
の
原

則
が
、
本
件
の
よ
う
な
行
政
処
分
の
無
効
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
と
思
、
わ
れ
る
と
述

べ
て
い
る
（
前
掲
書
コ
三
頁
）
。

　
昭
和
五
二
年
七
月
一
日
稿
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