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〔
最
高
裁
民
訴
事
例
研
究

一
五
　
一
〕

昭
和
二
三
6
（
畷
煽
眠
蘇
一
一
巻
八
号
）

　
建
物
の
医
業
経
営
に
必
要
な
限
度
の
判
断
を
執
行
吏
に
委
ね
る
仮
処
分
の

　
効
力

　
　
仮
処
分
異
議
並
び
に
仮
処
分
取
消
申
立
事
件
（
昭
和
二
三
年
七
月
一
七
日
第
二
小
法

　
　
廷
判
決
）

　
　
X
（
上
告
人
・
控
訴
人
・
債
権
者
）
は
、
葛
（
被
上
告
人
・
被
控
訴
人
・
債
務
者
）

　
　
か
ら
昭
和
一
九
年
二
月
一
〇
日
金
七
万
円
を
借
り
う
け
た
。
そ
の
担
保
と
し
て
、

　
　
X
所
有
の
病
院
建
物
お
よ
び
同
建
物
内
に
あ
る
医
療
器
等
病
院
経
営
に
必
要
な
一

　
　
切
の
動
産
を
譲
渡
し
、
X
が
右
元
利
金
を
返
済
し
た
と
き
は
何
時
に
て
も
右
担
保

　
　
物
件
を
返
還
す
る
こ
と
、
兄
は
X
の
承
諾
な
く
し
て
右
物
件
を
売
渡
し
ま
た
は
担
保

　
　
と
し
な
い
こ
と
を
約
し
た
。
ま
た
同
時
に
、
右
貸
借
関
係
が
継
続
す
る
か
ぎ
り
X
・

　
　
昭
は
共
同
し
て
病
院
を
経
営
し
て
い
く
こ
と
を
約
し
た
。
そ
れ
以
来
、
右
約
旨
に
従

　
　
っ
て
X
・
狛
は
共
同
し
て
経
営
し
、
L
は
右
病
院
の
病
院
長
と
し
て
右
建
物
等
を
管

　
　
理
し
て
き
た
。
X
は
昭
和
二
〇
年
四
月
二
六
目
Y
に
借
入
金
の
弁
済
と
し
て
元
利
金

　
　
全
部
の
提
供
を
し
た
。
し
か
し
L
が
受
領
を
拒
絶
し
た
た
め
同
年
五
月
三
日
供
託

　
　
し
、
本
件
建
物
に
対
す
る
所
有
権
移
転
登
記
お
よ
び
同
建
物
内
の
す
べ
て
の
動
産
の

判
　
例
　
研
　
究

引
渡
請
求
の
訴
を
提
起
し
、
昭
麹
二
年
八
月
二
日
X
勝
訴
の
判
決
を
得
た
。
そ
こ

で
X
は
同
年
八
月
一
六
日
込
に
対
し
書
面
を
も
つ
て
契
約
解
除
の
意
思
表
示
を
な
し

た
。
X
は
、
さ
ら
に
、
磧
L
に
対
し
同
年
同
月
二
〇
日
山
形
地
裁
に
右
契
約
の
不
存
在

確
認
な
ら
ぴ
に
本
件
建
物
明
渡
請
求
の
訴
を
提
起
し
た
。
ま
た
、
X
は
、
本
件
建
物

に
つ
い
て
、
昭
和
一
二
年
八
月
二
目
の
勝
訴
判
決
の
仮
執
行
宣
言
に
基
づ
い
て
同
年

同
月
一
六
日
執
行
を
完
了
し
た
。
し
か
し
、
凪
L
は
、
な
お
病
院
を
占
有
し
て
い
る

の
で
、
本
案
勝
訴
の
判
決
が
な
さ
れ
た
際
に
執
行
が
支
障
を
ぎ
た
さ
な
い
よ
う
現
状

を
維
持
し
、
再
び
医
療
器
等
そ
の
他
の
動
産
を
も
ち
込
ま
せ
な
い
よ
う
に
X
は
同
年

同
月
二
〇
日
占
有
禁
止
の
仮
処
分
の
申
請
を
し
、
即
目
そ
の
決
定
を
得
、
二
一
日
執

行
を
な
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
Y
Y
は
、
右
仮
処
分
決
定
異
議
の
申
立
を
す
る
と
と

も
に
特
別
事
情
の
存
在
を
理
由
と
し
て
取
消
の
申
立
を
し
た
。
原
裁
判
所
は
、
両
事

件
併
合
し
て
審
理
し
右
「
仮
処
分
決
定
は
磧
鵠
に
お
い
て
金
五
千
円
の
保
証
を
立
て

る
こ
と
を
条
件
と
し
て
こ
れ
を
取
消
す
」
旨
の
判
決
を
し
た
。
X
控
訴
。

仙
台
高
裁
は
、
特
別
事
情
の
存
在
は
認
め
た
が
、
全
面
的
に
仮
処
分
を
取
消
す
必
要
な

し
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
右
仮
処
分
決
定
は
、
凪
L
に
お
い
て
金
一
万
円
の
保
証
を
立

て
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
そ
の
一
部
を
取
消
し
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
判
決
を
し

た
。
「
本
件
建
物
に
対
す
る
磧
」
の
占
有
を
解
き
之
を
控
訴
人
の
委
任
し
た
山
形
地

一
Q
一

（
一
〇
一
）



判
　
例
　
研
　
究

方
裁
判
所
所
属
執
行
吏
の
保
管
に
付
す
る
。
同
執
行
吏
は
磧
Y
げ
申
出
あ
る
と
き
は

Y
Y
の
医
業
経
営
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
Y
Y
に
対
し
右
建
物
の
使
用
を
許
さ
な

け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
L
L
に
お
い
て
そ
の
医
業
経
営
の
た
め
に
診
療
に
必

要
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
医
療
用
の
器
械
器
具
什
器
等
を
右
建
物
内
に
持
込
備
付
す

る
こ
と
は
差
支
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
以
上
に
右
建
物
の
現
状
を
変
更
し
又
は
そ
の

占
有
を
他
に
移
転
し
て
は
な
ら
な
い
。
」
X
上
告
。
上
告
理
由
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
原

判
決
は
X
の
委
任
す
る
執
行
吏
を
し
て
、
Y
Y
の
申
出
あ
る
と
き
は
Y
Y
の
医
業
経

営
に
必
要
な
る
限
度
に
お
い
て
、
亀
ぬ
に
本
件
病
院
の
使
用
を
許
す
旨
言
渡
し
た
。

し
か
し
、
か
よ
う
な
病
院
使
用
の
許
否
の
判
断
の
如
き
相
当
重
大
な
事
項
は
、
豊
富

な
る
社
会
常
識
と
鋭
敏
な
る
観
察
と
が
要
求
さ
れ
る
か
ら
、
執
行
裁
判
所
に
判
断

さ
せ
る
べ
き
で
、
第
二
次
大
戦
中
よ
り
能
力
の
抵
下
し
た
執
行
吏
を
し
て
こ
れ
に
あ

た
ら
せ
る
の
は
す
こ
ぶ
る
不
当
で
、
「
原
判
決
は
実
験
則
に
背
反
す
る
不
法
の
判
決
」

で
あ
る
。

最
高
裁
は
以
下
の
よ
う
に
判
決
し
た
。
「
右
判
断
は
唯
本
件
建
物
の
使
用
の
範
囲
に

つ
い
て
の
み
為
さ
る
べ
き
判
断
で
あ
っ
て
、
極
め
て
限
定
さ
れ
て
い
る
の
で
甚
し
く

複
雑
な
も
の
と
は
言
え
な
く
、
普
通
の
常
識
を
具
備
す
る
も
の
に
こ
れ
を
求
む
る
も

決
し
て
不
当
で
は
な
い
の
で
あ
つ
て
、
執
行
に
際
し
て
相
当
の
範
囲
に
於
て
種
々
の

判
断
を
委
か
さ
れ
て
い
る
執
行
吏
に
こ
れ
を
求
む
る
こ
と
は
不
当
と
は
言
え
な
い
も

の
と
解
す
る
が
相
当
で
あ
る
。
」
1
棄
却

判
旨
の
結
論
に
は
賛
成
す
る
が
、
若
干
問
題
も
あ
る
。

一
　
本
件
に
お
け
る
論
点
は
、
仮
処
分
執
行
の
際
、
執
行
吏
（
執
行
官
法
・
昭
和

四
一
年
七
月
一
目
法
二
一
号
に
よ
り
、
現
在
は
執
行
官
と
呼
ぽ
れ
る
。
以
下
、
執
行
官
と
す

る
。
）
に
判
断
の
余
地
を
残
す
内
容
の
仮
処
分
命
令
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る

か
否
か
に
あ
る
。

一
〇
二

（
一
〇
二
）

　
最
高
裁
は
、
執
行
法
上
執
行
官
に
相
当
の
範
囲
に
お
い
て
種
々
の
判
断
が
委

さ
れ
て
お
り
、
本
件
の
如
き
内
容
は
決
し
て
複
雑
な
も
の
で
は
な
く
執
行
官
の

判
断
に
委
せ
て
も
不
当
で
は
な
い
、
と
し
た
。

　
本
件
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
、
い
く
つ
か
の
判
例
批
評
・
評
釈
な
い
し
解
説
が

　
（
1
）

あ
る
が
、
判
旨
に
反
対
す
る
も
の
は
み
あ
た
ら
な
い
。

二
　
仮
処
分
は
、
仮
差
押
と
異
な
り
、
被
保
全
権
利
も
緊
急
性
の
程
度
も
多
種

多
様
で
あ
る
た
め
、
そ
の
命
令
内
容
も
ま
た
多
種
多
様
と
な
る
。
民
訴
法
は
、

仮
処
分
の
方
法
に
つ
ぎ
、
七
五
八
条
一
項
で
「
裁
判
所
ハ
其
意
見
ヲ
以
テ
申
立

ノ
目
的
ヲ
達
ス
ル
ニ
必
要
ナ
ル
処
分
ヲ
定
ム
」
と
規
定
し
、
裁
判
所
に
自
由
裁

量
権
を
与
え
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
自
由
裁
量
権
は
、
無
制
限
な
も
の
で

は
な
い
し
、
ま
た
一
定
の
基
準
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
古
く
か
ら
、

裁
判
所
が
処
分
の
方
法
を
定
め
る
場
合
の
自
由
裁
量
の
限
界
と
基
準
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

論
じ
ら
れ
て
き
て
い
る
。
本
件
も
、
こ
の
自
由
裁
量
権
の
限
界
の
問
題
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
、
従
来
は
、
い
わ
ゆ
る
満
足
的
仮
処
分
や
申
立
の
範
囲

を
こ
え
た
仮
処
分
の
許
否
が
問
題
と
な
つ
て
お
り
、
本
件
の
如
き
執
行
官
に
判

断
の
余
地
を
残
す
内
容
の
仮
処
分
命
令
が
問
題
と
な
つ
て
争
わ
れ
た
の
は
極
め

て
稀
な
例
で
あ
る
。

三
　
本
件
各
判
批
は
、
以
下
の
理
由
に
よ
り
判
旨
を
肯
定
し
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
ω
最
高
裁
が
い
う
よ
う
に
、
執
行
法
上
執
行
官
に
は
相
当
の
範
囲
で
判
断

の
余
地
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
②
執
行
官
に
よ
る
判
断
の
余
地
が
本
件
の

程
度
な
ら
か
ま
わ
な
い
こ
と
、
⑥
執
行
官
の
判
断
お
よ
び
そ
れ
に
基
づ
く
処
置

に
つ
い
て
の
違
法
不
当
は
、
執
行
方
法
の
異
議
（
民
訴
法
五
四
四
条
）
や
第
三

者
異
議
（
同
五
四
九
条
）
等
の
救
済
方
法
が
認
め
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で



あ
る
。
③
の
点
ば
そ
の
と
お
り
で
問
題
な
い
。

　
ま
た
、
①
の
点
も
そ
の
と
お
り
で
、
事
実
的
な
執
行
行
為
に
お
い
て
、
執
行

官
に
相
当
広
い
範
囲
で
判
断
の
余
地
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
自
体
間

題
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
民
訴
法
の
条
文
上
で
も
、
五
六
四
条
二
項
・
三
項
、

五
七
〇
条
ノ
ニ
、
五
七
一
条
、
六
一
八
条
ノ
ニ
な
ど
は
、
執
行
官
に
実
質
的
な

判
断
を
ゆ
だ
ね
て
い
る
。
問
題
は
、
ど
の
程
度
ま
で
執
行
官
に
判
断
の
余
地
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

与
え
ら
れ
て
い
る
か
で
あ
る
（
前
記
②
の
点
）
。
こ
の
こ
と
は
、
本
件
の
論
点
と

し
て
前
記
一
で
述
べ
た
裁
判
所
は
、
執
行
官
に
判
断
の
余
地
を
残
す
内
容
の
仮

処
分
命
令
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
の
問
題
と
相
互
関
係
に
あ
る
。

　
②
の
点
に
つ
き
、
吉
川
博
士
は
、
本
件
は
現
状
保
全
の
仮
処
分
で
「
現
状
不

変
更
を
条
件
と
す
る
」
と
書
く
べ
き
と
こ
ろ
を
「
医
業
を
経
営
す
る
に
必
要
な

限
度
に
お
い
て
」
と
し
た
に
す
ぎ
ず
、
こ
の
相
違
も
本
件
家
屋
が
病
院
で
あ
る

か
ら
、
そ
の
使
用
目
的
を
医
業
経
営
に
必
要
な
限
度
に
限
定
す
る
こ
と
に
よ
つ

て
現
状
不
変
更
を
具
体
的
に
表
現
し
た
も
の
と
解
さ
れ
、
む
し
ろ
執
行
官
の
判

断
も
比
較
的
容
易
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
（
後
掲
判
批
二
五
頁
）
。
こ
の
点
、
紺
谷
助

教
授
も
同
様
に
解
し
て
お
ら
れ
る
（
後
掲
解
説
五
五
頁
）
。
兼
子
博
士
H
和
田
氏

は
、
本
件
判
断
は
建
物
の
一
時
的
な
使
用
の
範
囲
に
つ
い
て
の
み
の
判
断
で
・

通
常
人
で
あ
れ
ば
十
分
判
断
の
で
ぎ
る
も
の
で
あ
り
、
複
雑
な
判
断
で
は
な
い

し
、
判
断
の
如
何
に
よ
つ
て
現
状
を
著
し
く
変
更
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
よ
う
な

種
類
の
も
の
で
も
な
い
、
と
解
さ
れ
る
（
後
掲
評
釈
九
頁
）
。

四
　
本
件
判
旨
お
よ
び
そ
れ
に
賛
成
す
る
各
判
批
に
私
も
結
論
的
に
は
賛
成
す

る
が
、
若
干
問
題
も
あ
る
。

　
ま
ず
、
吉
川
博
士
と
紺
谷
助
教
授
の
見
解
で
は
、
現
状
変
更
禁
止
の
仮
処
分

　
　
　
判
例
研
究

で
通
常
記
載
さ
れ
る
文
言
「
現
状
を
変
更
し
な
い
こ
と
を
条
件
に
」
の
か
わ
ウ

に
、
本
件
が
「
医
療
経
営
に
必
要
な
限
度
」
と
し
て
い
る
の
は
、
む
し
ろ
具
体

的
で
あ
り
執
行
官
の
判
断
も
容
易
と
解
さ
れ
て
お
ら
れ
る
が
、
果
し
て
そ
う
で

あ
ろ
う
か
。
私
の
考
え
で
は
、
む
し
ろ
本
件
の
如
く
「
医
療
経
営
に
必
要
な
限

度
」
と
す
る
方
が
漠
然
と
「
現
状
を
変
更
し
な
い
こ
と
を
条
件
に
」
と
い
う
よ

り
も
、
か
え
つ
て
困
難
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
現
状
変
更
禁
止
と
い
う
場
合
の
「
現
状
変
更
」
の
意
味
ば
、
弾
力
的
に
解
さ

れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
本
件
の
如
ぎ
係
争
物
に
関
す
る
仮
処
分
は
、
将
来
の

執
行
が
不
能
も
し
く
は
著
し
く
困
難
に
な
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
な
さ
れ
る
の

で
あ
る
か
ら
、
目
的
物
の
現
状
変
更
と
い
う
こ
と
は
、
「
将
来
の
本
執
行
に
際

し
て
そ
の
執
行
が
困
難
と
な
る
か
否
か
を
も
つ
て
そ
の
標
準
と
す
る
」
「
目
的

物
の
単
純
な
保
存
行
為
と
み
ら
れ
る
変
更
や
現
状
回
復
の
比
較
的
容
易
で
あ
る

場
合
は
、
現
状
変
更
に
あ
た
ら
な
い
」
（
小
野
寺
．
後
掲
論
文
一
七
八
頁
）
と
解
さ

　
　
（
4
）

れ
て
い
る
。
し
た
が
つ
て
、
現
状
不
変
更
を
条
件
と
す
る
使
用
許
可
の
場
合
、

外
観
上
は
現
状
変
更
と
み
ら
れ
よ
う
が
、
と
も
か
く
本
執
行
が
困
難
に
な
ら
な

け
れ
ぽ
い
い
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
あ
る
も
の
に
限
定
さ
れ
た
場
合
、
そ

の
限
定
さ
れ
た
も
の
の
概
念
や
限
界
が
不
明
確
な
場
合
、
か
え
つ
て
判
断
に
迷

う
。
限
定
さ
れ
た
条
件
で
の
使
用
の
み
が
許
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
た
と
え

現
状
を
変
更
し
な
い
使
用
で
も
限
定
さ
れ
た
も
の
の
た
め
以
外
の
使
用
は
許
さ

れ
な
い
わ
け
で
、
か
え
つ
て
判
断
が
困
難
に
な
る
場
合
も
多
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
本
件
の
「
医
療
経
営
に
必
要
な
限
度
」
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
、
単
な
る

現
状
変
更
禁
止
の
場
合
よ
り
判
断
が
困
難
に
な
る
場
合
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

し
た
が
つ
て
、
簡
単
に
、
本
件
は
使
用
目
的
を
限
定
し
て
い
る
か
ら
、
む
し
ろ
具

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
三
　
　
　
（
一
〇
三
）



　
　
　
判
例
研
究

体
的
で
執
行
官
の
判
断
も
容
易
と
い
え
る
、
と
す
る
こ
と
に
は
疑
問
を
感
じ
る
。

　
ま
た
判
旨
は
じ
め
い
ず
れ
の
見
解
も
、
執
行
官
に
は
な
る
べ
く
裁
量
の
余
地

を
な
く
し
実
質
的
な
判
断
は
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る

点
に
は
不
満
が
あ
る
。
執
行
官
に
相
当
の
範
囲
で
独
立
し
て
判
断
を
下
す
余
地

を
認
め
て
い
る
と
は
い
う
も
の
の
、
一
般
の
基
本
的
な
考
え
は
、
ω
執
行
機
関

に
は
実
体
な
い
し
実
質
的
判
断
を
原
則
と
し
て
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
、
＠
も
し

判
断
を
許
す
場
合
で
も
、
執
行
裁
判
所
と
執
行
官
と
で
は
質
的
能
力
が
異
な
る

か
ら
、
執
行
裁
判
所
に
な
ら
あ
る
程
度
判
断
さ
せ
て
も
い
い
が
、
執
行
官
に
判

断
さ
せ
る
こ
と
に
は
否
定
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
件
の
如
き
判
例
が
で
る
の
は
、
の
仮
処
分
の
場

合
、
実
際
上
の
問
題
と
し
て
、
包
括
的
・
抽
象
的
内
容
の
命
令
を
出
さ
ざ
る
を

得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
の
の
点
を
認
め
る
に
し
て
も
、
ω
お
よ
び
㈲

の
点
か
ら
ど
の
程
度
の
内
容
な
ら
い
い
か
が
問
題
と
な
る
。

　
④
の
点
を
強
調
す
る
と
、
判
決
機
関
と
執
行
機
関
と
が
分
離
さ
れ
て
い
る
現

行
法
の
制
度
上
、
執
行
機
関
に
は
余
計
な
判
断
を
さ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
か
ら
、
仮
処
分
命
令
の
抽
象
化
に
反
対
し
、
常
に
具
体
的
に
書
か
な
け

れ
ぽ
な
ら
な
い
と
す
る
見
解
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
執
行
機

関
に
判
断
0
余
地
を
残
す
内
容
の
仮
処
分
命
令
は
違
法
と
解
す
べ
き
こ
と
に
な

ろ
う
。
他
方
、
の
の
点
を
強
調
す
れ
ば
、
社
会
生
活
が
複
雑
に
な
つ
て
い
る
現

在
、
抽
象
的
な
仮
処
分
命
令
を
発
す
る
現
実
の
必
要
が
あ
る
か
ら
、
具
体
的
に

書
く
必
要
は
な
い
と
も
解
さ
れ
よ
う
。
後
者
の
こ
の
考
え
に
対
し
、
前
者
の
見

解
か
ら
、
仮
処
分
命
令
は
比
較
的
簡
単
に
手
に
入
る
か
ら
、
具
体
的
に
命
令
内

容
を
書
く
よ
う
に
し
、
そ
の
仮
処
分
命
令
で
カ
バ
ー
で
き
な
く
な
つ
た
ら
、
す
ぐ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
四
　
　
　
（
一
〇
四
）

に
ま
た
そ
れ
に
対
処
し
た
新
ら
し
い
命
令
を
求
め
る
よ
う
に
す
れ
ば
よ
い
と
の

反
論
が
あ
ろ
う
。
判
例
・
学
説
は
、
ω
の
点
を
強
調
す
る
立
場
と
、
の
の
点
を
強

調
す
る
立
場
と
の
中
間
的
な
立
場
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
の
方
に
傾
く
か
に
つ
き
、

大
き
な
ウ
エ
イ
ト
を
占
め
る
の
は
＠
の
執
行
官
の
質
の
問
題
で
あ
る
。
従
来
、

仮
処
分
の
場
合
に
か
ぎ
ら
ず
広
く
執
行
機
関
に
判
断
の
余
地
を
残
す
よ
う
な
抽

象
的
な
債
務
名
義
が
問
題
に
な
る
の
は
、
執
行
機
関
が
執
行
官
の
場
合
で
あ

る
。
執
行
裁
判
所
が
判
断
す
る
な
ら
ば
い
い
が
、
執
行
官
の
場
合
は
不
可
と
す

る
考
え
が
強
い
。
執
行
機
関
は
判
断
機
関
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
も
さ
る
こ
と

な
が
ら
、
特
に
執
行
官
の
場
合
の
み
を
間
題
と
す
る
の
は
、
執
行
官
に
は
判
断
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能
力
が
な
い
、
あ
る
い
は
劣
つ
て
い
る
と
い
う
理
解
に
基
づ
い
て
い
る
。

　
q
D
お
よ
び
＠
に
関
す
る
従
来
の
観
念
か
ら
、
ど
の
程
度
ぬ
け
だ
せ
る
か
で
本

問
の
考
え
方
も
か
わ
つ
て
く
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
従
来
の
考
え
方
は
、
執
行

機
関
は
実
体
な
い
し
実
質
的
な
判
断
を
し
て
は
な
ら
な
い
、
し
か
し
、
現
実
の

必
要
か
ら
こ
の
程
度
な
ら
い
い
、
と
い
う
例
外
的
に
認
め
る
消
極
的
な
発
想
法

で
あ
つ
た
。
私
は
、
む
し
ろ
執
行
機
関
に
も
執
行
を
実
施
し
て
い
く
う
え
で
不

可
欠
の
実
体
な
い
し
実
質
的
判
断
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
整
理
し
て

積
極
的
に
ど
の
程
度
ま
で
判
断
で
き
る
の
か
を
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
解

す
る
。
執
行
機
関
の
固
有
の
権
限
の
洗
い
な
お
し
や
ど
の
程
度
ま
で
判
断
で
き

る
の
か
は
、
な
お
、
今
後
の
研
究
が
必
要
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
現
在
考
え
ら

れ
て
い
る
よ
り
は
も
つ
と
広
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
執
行
官
に
対
す
る

イ
メ
ー
ジ
の
一
掃
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
執
達
吏
、
執
行

吏
時
代
に
、
本
来
、
．
執
行
機
関
と
し
て
の
彼
等
に
予
定
さ
れ
て
い
た
職
務
範
囲

が
質
の
点
で
不
当
に
せ
ば
め
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
独
立



の
執
行
機
関
で
あ
る
以
上
、
質
の
点
に
関
係
な
く
固
有
の
職
務
を
行
な
う
こ
と

が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
が
質
の
点
で
、
職
務
範
囲
が
変
動
す
る
の
は
、

制
度
の
上
か
ら
考
え
て
も
疑
問
に
思
わ
れ
る
。
私
は
、
保
全
に
必
要
な
方
法

は
、
執
行
官
に
臨
機
応
変
に
や
ら
せ
た
方
が
い
い
と
解
し
て
い
る
か
ら
、
包
括

的
・
抽
象
的
な
仮
処
分
命
令
で
一
向
に
差
し
支
え
な
い
と
思
う
。
し
か
し
、
こ

の
点
、
本
件
判
旨
は
、
本
件
の
如
き
仮
処
分
命
令
は
「
甚
し
く
複
雑
な
も
の
と

は
言
え
な
く
普
通
の
常
識
を
具
備
す
る
も
の
に
之
を
求
む
る
も
決
し
て
不
当
で

は
な
い
」
と
し
て
お
り
、
甚
し
く
複
雑
・
困
難
な
も
の
の
場
合
は
、
そ
の
命
令
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自
体
違
法
で
あ
る
と
解
し
う
る
余
地
が
あ
る
。
ま
た
、
本
件
各
判
批
で
も
、
医

業
の
経
営
に
必
要
な
限
度
と
し
た
こ
と
で
具
体
的
に
な
り
執
行
官
に
も
判
断
し

や
す
く
な
つ
て
い
る
か
ら
と
か
、
そ
う
複
雑
な
も
の
と
は
い
え
な
い
か
ら
と

か
、
と
い
う
こ
と
で
判
旨
に
賛
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
点
、
残
念
に
思
う
。
も

う
少
し
、
積
極
的
に
肯
定
し
て
い
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

五
　
な
お
、
本
件
第
一
審
は
、
仮
処
分
命
令
に
対
す
る
異
議
と
特
別
事
情
に
よ

る
取
消
の
訴
（
民
訴
七
五
九
条
）
と
を
併
合
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、

吉
川
博
士
は
、
異
議
は
仮
処
分
申
請
の
続
行
で
あ
り
、
異
議
申
立
後
も
当
事
者

の
地
位
に
変
更
は
な
い
が
、
特
別
事
情
に
基
づ
く
取
消
申
立
は
、
「
申
請
に
関

す
る
裁
判
手
続
の
続
行
と
し
て
で
は
な
く
、
債
務
者
の
別
個
独
立
の
申
立
に
よ

る
取
消
制
度
を
認
め
た
も
の
な
の
で
あ
る
か
ら
、
当
事
者
の
地
位
も
債
務
者
が

能
動
的
地
位
に
立
つ
わ
け
で
」
（
本
件
判
批
後
掲
二
六
頁
）
、
併
合
審
理
は
許
す
べ

き
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。

　
右
問
題
は
、
本
件
判
旨
と
直
接
関
係
な
い
し
、
異
議
と
取
消
申
立
と
の
関
係

に
つ
い
て
は
、
競
合
否
定
説
、
競
合
肯
定
説
、
折
衷
説
の
問
に
争
い
が
あ
る
と

判
　
例
　
研
究

こ
ろ
で
あ
り
こ
こ
で
は
、

　
　
　
　
（
7
）

た
い
と
思
う
。

か
よ
う
な
問
題
も
あ
る
こ
と
だ
け
を
指
摘
し
て
お
ぎ

（
1
）
吉
川
大
二
郎
・
民
商
法
雑
誌
二
五
巻
一
号
二
二
頁
目
判
例
保
全
処
分
一
〇
七

　
頁
、
兼
子
一
睦
和
田
久
・
判
例
民
事
法
昭
和
二
二
年
度
一
五
事
件
、
紺
谷
浩
司
・

　
保
全
判
例
百
選
五
四
頁
。

（
2
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
、
柳
川
真
佐
夫
・
保
全
訴
訟
（
補
訂
版
）
二
八
四
頁
以
下
、

　
西
山
俊
彦
・
保
全
処
分
概
論
一
四
二
頁
以
下
、
宮
崎
富
哉
「
民
訴
法
七
五
八
条
一
項

　
の
意
味
」
宮
崎
富
哉
・
中
野
貞
一
郎
編
・
仮
差
押
・
仮
処
分
の
基
礎
一
四
五
頁
以

　
下
等
参
照
。

（
3
）
　
動
産
を
執
達
吏
の
保
管
に
付
す
る
仮
処
分
命
令
の
執
行
方
法
に
つ
き
、
執
達

　
吏
に
個
々
の
場
合
に
適
当
な
方
法
を
選
択
す
る
権
限
を
認
め
た
も
の
と
し
て
大
判

　
昭
和
三
年
一
〇
月
三
一
日
民
集
七
巻
二
号
八
八
二
頁
が
あ
る
。
兼
子
博
士
は
、
こ

　
の
判
旨
に
賛
成
さ
れ
る
（
判
民
昭
租
三
年
度
八
四
事
件
）
。

（
4
）
　
現
状
変
更
に
つ
い
て
は
、
西
山
・
前
掲
書
三
〇
二
頁
以
下
、
菊
井
維
大
“
村

　
松
俊
夫
“
西
山
俊
彦
・
二
訂
版
仮
差
押
・
仮
処
分
二
七
六
頁
以
下
お
よ
び
二
七
九

　
頁
に
あ
げ
ら
れ
た
文
献
参
照
。

（
5
）
　
こ
の
点
に
つ
き
、
栂
、
紹
介
矯
b
R
O
①
ユ
島
房
く
9
巨
魯
9
巴
ω
の
9
7

　
ω
鼠
ロ
α
蒔
o
ω
O
嘆
α
q
四
旨
鎚
R
N
名
曽
昌
閃
の
く
o
目
ω
霞
Φ
o
犀
q
ロ
o
q
．
、
〈
o
μ
零
葺
δ
一
旨

　
∪
騨
N
民
訴
雑
誌
二
三
号
二
三
五
頁
以
下
参
照
。

（
6
）
　
同
旨
・
柳
川
・
前
掲
書
四
三
二
頁
。

（
7
）
　
西
山
・
前
掲
書
一
八
七
頁
以
下
、
柳
川
・
前
掲
書
三
二
八
頁
以
下
、
鈴
木
俊
光

　
「
異
議
と
取
消
申
立
て
』
宮
崎
・
中
野
編
・
前
掲
書
二
四
一
頁
等
参
照
。
な
お
文
献

　
に
つ
い
て
は
、
柳
川
・
前
掲
書
三
三
五
頁
に
詳
し
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
栂
　
　
善
夫

一
〇
五

（
一
〇
五
）


