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判
例
研
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一
　
一
四
　
　
　
（
一
一
二
三
六
）

〔
最
高
裁
民
訴
事
例
研
究
一
五
八
〕

昭
和
五
二
5
（
諏
顎
祇
選
一
評
巻
）

　
書
証
の
成
立
の
真
正
に
つ
い
て
の
自
白
の
裁
判
所
に
対
す
る
拘
束
力

建
物
収
去
土
地
明
渡
請
求
事
件
（
昭
和
五
二
・
四
・
一
五
第
二
小
法
廷
判
決
）

本
訴
に
先
立
ち
、
訴
外
甲
は
、
Y
（
本
訴
被
告
・
被
控
訴
人
・
被
上
告
人
）
の
代
理

人
と
称
す
る
訴
外
乙
を
通
じ
て
、
Y
に
対
し
て
金
二
百
万
円
を
貸
与
し
、
そ
の
担

保
と
し
て
Y
所
有
の
土
地
（
本
件
土
地
）
に
つ
い
て
、
訴
外
乙
の
提
示
し
た
Y
名
義

の
本
件
土
地
に
関
す
る
登
記
済
証
、
白
紙
委
任
状
及
び
印
鑑
証
明
書
に
よ
つ
て
抵
当

権
設
定
登
記
を
受
け
る
と
と
も
に
、
代
物
弁
済
契
約
を
締
結
し
て
本
件
土
地
に
つ
ぎ

所
有
権
移
転
請
求
権
仮
登
記
を
行
つ
た
が
、
Y
が
弁
済
期
に
弁
済
し
な
か
つ
た
の

で
、
Y
の
代
理
人
と
し
て
の
訴
外
乙
と
の
共
同
申
請
に
基
づ
ぎ
、
本
件
土
地
に
つ
き

代
物
弁
済
を
原
因
と
す
る
仮
登
記
に
基
づ
く
所
有
権
移
転
本
登
記
を
経
由
し
た
。
甲

は
そ
の
後
本
件
土
地
を
X
（
本
訴
原
告
・
控
訴
人
・
上
告
人
）
に
譲
渡
し
、
X
へ
の

所
有
権
移
転
登
記
手
続
を
完
了
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
Y
は
訴
外
甲
を
相
手
方
と



し
て
（
途
中
か
ら
X
が
参
加
）
、
訴
外
乙
が
無
権
代
理
人
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て

所
有
権
移
転
登
記
抹
消
手
続
を
求
め
る
訴
を
起
こ
し
た
が
、
第
一
審
な
い
し
上
告
審

は
、
Y
と
訴
外
乙
と
の
間
に
表
見
代
理
の
成
立
を
認
め
て
、
Y
を
敗
訴
せ
し
め
た
。

し
か
し
Y
が
こ
の
判
決
確
定
後
も
引
続
い
て
本
件
土
地
を
占
有
し
て
い
る
の
で
、
X

が
所
有
権
に
基
づ
く
建
物
収
去
土
地
明
渡
を
訴
求
し
た
の
が
、
本
訴
で
あ
る
。
第
一

審
で
は
Y
が
訴
外
乙
に
代
理
権
を
与
え
て
い
た
か
ど
う
か
が
争
点
と
な
り
、
X
は
Y

が
訴
外
甲
と
の
間
に
二
百
万
円
の
金
銭
消
費
貸
借
契
約
の
締
結
と
仮
登
記
担
保
権
を

設
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
訴
外
乙
に
代
理
権
を
与
え
る
旨
の
委
任
状
一
通
及
び
訴
外

甲
の
仮
登
記
を
本
登
記
へ
あ
ら
た
め
る
こ
と
に
つ
い
て
、
訴
外
乙
に
代
理
権
を
与
え

る
旨
の
委
任
状
一
通
を
提
出
し
た
。
Y
は
こ
れ
ら
二
通
の
委
任
状
の
真
正
の
成
立
を

認
め
な
が
ら
も
、
こ
れ
ら
は
も
と
も
と
Y
が
他
の
目
的
で
第
三
者
に
交
付
し
た
白
紙

委
任
状
で
あ
る
と
こ
ろ
、
Y
の
関
知
し
な
い
事
情
に
よ
つ
て
訴
外
乙
の
手
に
渡
り
、

訴
外
乙
が
勝
手
に
こ
れ
を
補
充
し
た
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
て
、
X
の
主
張
を
否
認

し
た
。
X
は
第
一
審
で
敗
訴
し
、
さ
ら
に
控
訴
し
た
が
、
控
訴
審
は
、
Y
が
控
訴
審

に
お
け
る
弁
論
の
過
程
で
み
ぎ
二
通
の
委
任
状
の
成
立
の
真
正
に
つ
い
て
の
自
白
を

撤
回
し
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
書
証
の
成
立
に
つ
い
て
の
自
白
は
主
要
事

実
に
つ
い
て
の
自
白
と
異
な
り
、
当
事
者
が
自
由
に
こ
れ
を
撤
回
で
ぎ
る
と
し
て
、

自
白
の
撤
回
を
許
し
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
二
通
の
委
任
状
の
作
成
過
程
に
つ
い
て
、
ほ
ぽ

Y
の
主
張
通
り
の
事
実
を
認
定
し
て
控
訴
を
棄
却
し
た
。
X
か
ら
さ
ら
に
上
告
。
上

告
理
由
は
、
結
局
原
審
の
認
定
に
は
書
証
の
成
立
の
真
正
に
つ
い
て
の
自
白
の
当
事

者
に
対
す
る
拘
束
力
を
認
め
な
か
つ
た
違
法
が
あ
る
こ
と
に
帰
す
る
。
最
高
裁
は
次

の
よ
う
に
判
示
し
た
。
「
論
旨
は
所
論
の
各
書
証
の
成
立
の
真
正
に
つ
い
て
の
被
上

告
人
の
自
白
が
裁
判
所
を
拘
束
す
る
と
の
前
提
に
立
つ
て
、
右
自
白
の
撤
回
を
許
し

た
原
審
の
措
置
を
非
難
す
る
が
、
書
証
の
成
立
の
真
正
に
つ
い
て
の
自
白
は
裁
判
所

を
拘
束
す
る
も
の
で
は
な
い
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
か
ら
、
論
旨
は
、
右
前
提

を
欠
き
、
判
決
に
影
響
を
及
ぽ
さ
な
い
点
に
つ
ぎ
原
判
決
を
非
難
す
る
に
帰
し
、
失

当
で
あ
る
。
原
判
決
に
所
論
の
違
法
は
な
く
、
論
旨
は
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
な

判
例
　
研
究

い
…
。
」
f
上
告
棄
却
。
さ
ら
に
ζ
被
上
告
人
が
所
論
の
各
書
証
の
成
立
を
認
め

る
と
陳
述
し
た
の
は
、
こ
れ
ら
委
任
状
の
受
任
者
名
、
委
任
事
項
、
日
付
が
被
上
告

人
以
外
の
者
に
よ
つ
て
記
入
さ
れ
る
以
前
の
、
右
各
欄
が
空
白
の
ま
ま
の
委
任
状
用

紙
に
、
被
上
告
人
が
署
名
捺
印
し
た
こ
と
だ
け
を
認
め
た
趣
旨
で
あ
り
、
被
上
告
人

が
上
告
人
の
主
張
す
る
よ
う
な
事
項
に
関
す
る
代
理
権
を
訴
外
乙
に
授
与
す
る
に
つ

ぎ
作
成
し
た
文
書
と
し
て
、
そ
の
成
立
の
真
正
を
自
白
し
た
趣
旨
で
は
な
い
こ
と
が

明
ら
か
で
あ
つ
て
、
原
判
決
の
い
う
よ
う
に
被
上
告
人
が
い
つ
た
ん
右
自
白
を
し
た

の
ち
こ
れ
を
撤
回
し
た
場
合
に
あ
た
る
と
は
い
え
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
論
旨
は
、

こ
の
点
に
お
い
て
前
提
を
欠
く
こ
と
に
な
り
、
失
当
で
あ
る
と
考
え
る
」
と
い
う
吉

田
裁
判
官
の
意
見
が
あ
る
。

　
判
示
に
賛
成
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
一
、
文
書
の
成
立
の
真
正
に
関
す
る
事
実
は
、
一
種
の
補
助
事
実
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

大
審
院
及
び
下
級
審
の
判
例
は
、
こ
の
事
実
に
つ
い
て
従
来
裁
判
上
の
自
白
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

成
立
を
認
め
て
き
た
が
、
こ
れ
に
反
対
す
る
学
説
も
有
力
で
あ
る
。
本
判
決

は
、
最
高
裁
と
し
て
初
め
て
後
者
に
従
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
、
注

目
に
価
す
る
。
本
判
決
は
、
後
述
の
如
く
、
そ
の
結
果
的
な
具
体
的
妥
当
性
に

お
い
て
は
評
価
さ
れ
る
が
、
し
か
し
事
案
の
解
決
方
法
と
し
て
適
切
で
あ
つ
た

か
ど
う
か
に
は
、
疑
問
が
残
る
。
と
り
わ
け
本
判
決
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て

お
く
べ
き
点
は
、
そ
の
理
論
的
根
拠
、
し
た
が
つ
て
間
接
事
実
に
関
す
る
先
の

　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

二
つ
の
最
高
裁
判
決
と
の
そ
の
関
連
如
何
で
あ
る
。

　
二
、
書
証
の
成
立
の
真
正
に
つ
い
て
の
自
白
は
、
裁
判
所
を
拘
束
し
な
い
、

と
す
る
判
旨
は
、
通
説
の
い
わ
ゆ
る
間
接
事
実
の
法
理
に
よ
つ
て
も
承
認
さ
れ

る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
通
説
に
よ
る
と
、
主
要
事
実
の
存
在
を
推

一
一
五
　
　
（
一
三
三
七
）



判
例
研
究

認
さ
せ
る
間
接
事
実
に
は
、
弁
論
主
義
の
適
用
が
な
く
、
裁
判
所
は
、
間
接
事

実
な
ら
ば
、
当
事
者
が
弁
論
で
主
張
し
な
い
事
実
で
も
、
こ
れ
を
判
決
に
斜
酌

し
う
る
し
、
ま
た
か
か
る
事
実
の
自
白
に
は
拘
束
力
が
な
い
。
こ
れ
が
間
接
事

実
の
法
理
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
考
え
方
は
、
何
よ
り
も
間
接
事

実
を
証
拠
資
料
と
同
一
視
す
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
の
で
、
む
し
ろ
補
助
事
実

（
補
助
事
実
は
必
ず
し
も
証
拠
資
料
で
は
な
い
が
）
に
つ
い
て
こ
そ
成
立
し
う
る
可

能
性
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
学
説
に
も
、
間
接
事
実
に
つ
い
て
の
か
か
る
取
扱

い
は
補
助
事
実
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
、
と
述
べ
る
も
の
が
多
い
。
最
高
裁

は
、
既
に
昭
和
一
三
年
と
昭
和
四
一
年
の
そ
の
判
決
に
お
い
て
、
間
接
事
実
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

つ
い
て
の
自
白
が
裁
判
所
な
い
し
当
事
者
を
拘
束
し
な
い
旨
を
述
べ
て
い
る
の

で
、
本
判
決
は
そ
の
当
然
の
結
果
で
あ
つ
た
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
間
接
事

実
の
法
還
に
は
、
最
近
主
要
事
実
と
間
接
事
実
の
区
別
の
限
界
線
を
め
ぐ
つ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

疑
問
の
声
が
高
ま
つ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
こ
れ
は
、
間
接
事
実
と
証
拠
資

料
を
同
一
視
す
る
そ
の
前
提
に
お
い
て
不
当
を
犯
し
て
い
る
も
の
と
言
わ
な
け

　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
本
判
決
は
、
み
ぎ
の
間
接

事
実
に
関
す
る
二
つ
の
判
例
を
追
認
強
化
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
て
は
な
ら
な

い
。
判
旨
は
、
む
し
ろ
証
拠
の
問
題
と
し
て
、
み
ぎ
の
判
例
か
ら
は
区
別
し
て

独
自
に
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
三
、
文
書
は
、
そ
れ
が
提
出
さ
れ
る
と
、
ま
ず
そ
の
成
立
の
真
正
・
ど
確
定
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
民
訴
三
二
五
条
）
。
立
法
上
は
、
自
由
心
証
主
義
を
徹
底

し
て
、
あ
ら
ゆ
る
文
書
に
つ
い
て
そ
の
証
明
力
（
実
質
的
証
拠
力
）
の
有
無
な
い

し
程
度
を
裁
判
官
の
自
由
心
証
に
委
せ
て
お
く
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
現
行

法
は
、
文
書
の
真
正
の
確
定
を
み
ぎ
の
規
定
に
よ
つ
て
そ
の
実
質
的
証
拠
力
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
六
　
　
（
二
三
二
八
）

前
提
要
件
と
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
実
務
上
は
、
書
証
の
証
拠
調
を
す
る
た

め
に
、
そ
れ
に
先
立
つ
て
相
手
方
に
そ
の
成
立
の
認
否
を
さ
せ
る
の
が
普
通
で

あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
文
書
の
成
立
の
真
正
に
関
す
る
相
手
方
の
認
否
は
、
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

実
上
の
陳
述
で
あ
つ
て
証
拠
調
の
一
環
で
は
な
い
。
他
に
証
書
真
否
確
認
の
訴

が
法
定
さ
れ
て
お
り
、
文
書
の
真
正
も
主
要
事
実
と
同
様
に
独
立
の
立
証
命
題

と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
つ
い
て
裁
判
上
の
自
白
の
成
立
を
認
め
る
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

え
方
に
も
相
当
の
理
由
が
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
し
か
し
、
文
書
の
真
正
の
確
定
は
あ
く
ま
で
も
そ
の
実
質
的
証
拠
力
を
判
定

す
る
た
め
の
前
提
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
主
要
事
実
の
よ
う
な
究
極

的
立
証
命
題
の
認
定
と
の
間
に
何
程
か
の
違
い
を
求
め
る
こ
と
も
、
可
能
で
あ

ろ
う
。
つ
ま
り
、
裁
判
官
は
、
本
来
あ
ら
ゆ
る
文
書
に
つ
い
て
自
由
な
心
証
に

よ
り
そ
の
証
明
力
を
判
定
し
う
る
と
こ
ろ
、
法
は
裁
判
官
の
そ
の
判
定
を
容
易

に
す
る
た
め
に
、
文
書
の
真
正
の
確
定
を
要
求
し
て
い
る
、
そ
れ
ゆ
え
文
書
の

真
正
の
確
定
手
続
も
、
自
由
心
証
主
義
に
よ
つ
て
そ
の
構
造
を
規
定
さ
れ
て
い

る
、
た
だ
法
は
、
そ
の
確
定
の
仕
方
に
主
要
事
実
認
定
の
方
式
を
借
り
た
の

で
、
裁
判
所
は
そ
の
限
度
で
当
事
者
の
自
白
を
尊
重
す
る
こ
と
が
で
ぎ
る
が
、

し
か
し
、
他
の
証
拠
か
ら
そ
れ
と
は
異
な
る
事
実
が
認
定
で
ぎ
る
場
合
に
は
、

も
は
や
そ
の
自
白
に
拘
束
さ
れ
な
い
、
と
考
え
る
こ
と
も
で
ぎ
る
し
、
ま
た
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

う
考
え
る
こ
と
が
、
訴
訟
に
お
け
る
補
助
事
実
の
意
義
に
適
う
で
あ
ろ
う
。
判

旨
は
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

に
よ
れ
ば
、
相
手
方
の
自
白
の
撤
回
の
可
否
は
問
題
に
な
ら
な
い
。

　
四
、
認
否
の
対
象
と
な
る
文
書
が
、
本
件
に
お
け
る
よ
う
に
署
名
ま
た
は
捺

印
の
あ
る
私
文
書
で
あ
る
時
に
は
、
そ
の
署
名
ま
た
は
捺
印
の
真
正
が
確
定
さ



れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
そ
の
文
書
自
体
の
真
正
が
推
定
さ
れ
る
（
民
訴
三
二
六

条
）
。
そ
こ
で
、
通
常
は
、
文
書
の
成
立
の
真
正
の
認
否
は
、
署
名
ま
た
は
捺

印
の
真
正
を
中
心
に
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
署
名
ま
た
は
捺
印
の

真
正
の
認
否
と
文
書
の
真
正
自
体
の
認
否
は
、
は
つ
ぎ
り
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
本
件
は
、
吉
田
豊
裁
判
官
の
意
見
に
あ
る
よ
う
に
、
相
手
方
が
署

名
ま
た
は
捺
印
の
真
正
を
認
め
て
い
る
だ
け
で
、
文
書
自
体
の
真
正
は
、
こ
れ

を
最
初
か
ら
否
定
し
つ
つ
、
み
ぎ
の
推
定
に
対
し
て
反
証
を
行
つ
て
い
る
も
の

と
理
解
す
る
こ
と
が
、
む
し
ろ
事
案
の
解
決
方
法
と
し
て
は
素
直
か
つ
適
切
だ

つ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
の
点
に
疑
問
が
残
る
。

　
（
1
）
　
学
説
に
は
微
妙
な
一
；
ア
ソ
ス
が
あ
る
。
磯
崎
・
「
文
書
の
形
式
的
証
拠
力
」
・

　
　
判
例
タ
イ
ム
ズ
八
七
号
一
〇
二
頁
参
照
。

　
（
2
）
　
大
審
判
大
正
元
・
一
二
・
一
四
民
録
一
八
輯
一
〇
三
五
頁
、
広
島
高
判
昭
和
三

　
　
一
・
二
丁
一
八
下
級
民
集
七
巻
一
二
号
三
六
九
九
頁
、
札
幌
地
判
昭
和
四
二
・
一
・

　
　
二
二
判
時
四
九
三
号
四
九
頁
等
。

　
（
3
）
　
磯
崎
・
前
掲
論
文
一
〇
三
頁
、
岩
松
・
兼
子
編
・
法
律
実
務
講
座
民
事
訴
訟
編

　
　
第
四
巻
一
二
頁
、
菊
井
・
村
松
・
民
事
訴
訟
法
－
四
〇
三
頁
、
斉
藤
編
・
注
解
民
事

　
　
訴
訟
法
ω
三
九
五
頁
、
中
務
・
「
民
事
訴
訟
の
動
向
』
現
代
の
裁
判
六
九
頁
、
松
本
・

　
　
「
裁
判
上
の
自
白
の
取
消
」
小
室
編
判
例
演
習
講
座
三
〇
八
頁
等
。

　
（
4
）
最
判
昭
和
三
一
・
五
・
二
五
民
集
一
〇
巻
五
号
五
七
七
頁
、
最
判
昭
和
四
一
・

　
　
九
・
二
二
民
集
二
〇
巻
七
号
一
三
九
二
頁
。

　
（
5
）
　
こ
れ
ら
判
例
の
理
論
的
根
拠
に
つ
い
て
は
、
小
室
・
判
批
・
民
商
法
雑
誌
五
三

　
　
巻
三
号
一
六
一
頁
。

（
6
）
　
三
ヶ
月
・
判
批
・
法
協
八
四
巻
八
号
一
〇
八
六
頁
、
新
堂
・
民
事
訴
訟
法
二
八

　
七
頁
。

（
7
）
伊
東
・
弁
論
主
義
一
〇
七
頁
。

（
8
）
法
律
実
務
講
座
・
前
掲
二
九
九
頁
注
（
4
）
。

（
9
）
　
間
接
事
実
に
裁
判
上
の
自
白
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
に
反
対
す
る
根
拠
は
小

　
室
・
前
掲
判
批
に
詳
細
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
正
鵠
を
射
て
い
な
い
こ
と

　
に
つ
い
て
は
、
伊
東
・
前
掲
一
四
七
頁
、
新
堂
・
前
掲
三
六
二
頁
、
住
吉
・
民
事
訴

　
も
、
裁
判
官
の
文
書
の
実
質
的
証
拠
力
に
つ
い
て
の
判
断
が
制
約
さ
れ
る
こ
と
に
は

　
な
ら
な
い
。

　
（
10
）
判
旨
は
、
か
か
る
事
実
に
つ
い
て
の
自
白
に
拘
束
力
が
な
い
こ
と
だ
け
を
述
べ

　
る
が
、
そ
の
自
白
が
原
則
的
に
証
拠
に
よ
る
認
定
を
排
除
す
る
効
果
を
も
つ
こ
と

　
を
、
お
そ
ら
く
前
提
と
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
を
説
明
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、

　
私
見
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
対
し
て

　
は
、
文
書
の
成
立
の
真
正
に
関
す
る
自
白
を
一
種
の
証
拠
資
料
と
み
て
、
文
書
は
証

　
拠
の
王
様
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
し
ば
し
ぽ
訴
訟
に
お
い
て
決
定
的
な
役
割
を
果
す

　
こ
と
か
ら
、
相
手
方
が
そ
の
真
正
を
認
め
る
場
合
に
は
真
正
な
も
の
と
認
定
す
べ

　
し
、
と
い
う
経
験
則
が
あ
る
と
考
え
る
か
、
ま
た
は
相
手
方
が
争
わ
な
い
こ
と
に
よ

　
つ
て
証
明
力
が
高
ま
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
場
合
に

　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
は
、
裁
判
官
は
、
自
白
の
効
果
と
し
て
で
は
な
い
が
、
当
事
者
の
態
度
に
拘
束
さ
れ

　
る
結
果
と
な
る
。
た
だ
こ
の
考
え
方
は
、
文
書
の
真
正
に
関
す
る
認
否
を
証
拠
資
料

　
と
み
る
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
。

（
11
）
　
法
律
実
務
講
座
・
前
掲
二
一
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
栗
　
田
　
　
陸
　
雄

判
例
研
究

一
七
　
　
（
二
一
一
三
九
）

訟
読
本
（
第
二
版
）
二
七
七
頁
。
ま
た
文
書
の
真
正
に
関
す
る
事
実
が
自
白
さ
れ
て


