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判
　
例
研
究

八
六
　
　
（
二
〇
六
）

〔
最
高
裁
民
訴
事

例
研
究

一
六
二
〕

昭
五
二
7
（
畷
驕
根
塗
葬
巻
）

　
民
訴
法
二
三
七
条
二
項
に
い
う
「
同
国
の
訴
」
の
意
義

　
　
建
物
収
去
土
地
明
渡
事
件
（
昭
五
二
・
七
・
一
九
・
第
三
小
法
廷
判
決
）

　
　
第
一
審
被
告
甲
は
、
昭
和
一
二
年
頃
、
原
告
X
所
有
の
本
件
土
地
上
に
権
限
な

　
　
く
、
平
家
建
物
⑩
を
建
築
所
有
し
そ
の
一
部
で
あ
る
、
①
建
物
を
訴
外
乙
に
、
昭
和

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
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る

　
　
二
六
年
頃
乙
に
代
つ
て
被
告
Y
に
、
⑧
建
物
を
Y
、
Y
に
、
⑨
建
物
を
Y
に
各
々
賃

　
　
貸
し
た
。
昭
和
壬
二
年
頃
右
賃
借
人
ら
は
甲
の
承
諾
を
得
た
上
、
ω
建
物
に
＠
建

　
　
物
、
⑧
建
物
に
㈲
建
物
、
⑨
建
物
に
㈲
建
物
を
各
々
附
加
し
、
ω
・
切
・
③
建
物
と

　
　
し
た
。
そ
し
て
甲
は
昭
和
二
四
年
一
一
月
一
二
日
⑩
建
物
に
つ
き
、
Y
は
昭
和
三
〇

　
　
年
一
二
月
一
四
日
⑥
建
物
に
つ
き
各
々
自
己
名
義
の
保
存
登
記
を
な
し
、
㌔
と
乳
は

　
　
各
々
㈲
、
㈲
建
物
に
つ
き
家
屋
補
充
課
税
台
帳
に
登
録
し
た
。

　
　
X
は
昭
和
二
九
年
甲
を
被
告
と
し
て
⑯
建
物
の
収
去
土
地
明
渡
の
訴
を
提
起
し
、

　
　
第
一
審
で
は
勝
訴
。
と
こ
ろ
が
控
訴
審
に
於
て
甲
か
ら
、
旧
建
物
は
賃
借
人
ら
の
増

　
　
改
築
に
よ
つ
て
現
状
が
著
し
く
変
更
さ
れ
実
在
し
な
く
な
つ
た
旨
の
主
張
が
な
さ
れ

　
　
た
た
め
、
X
は
こ
れ
以
上
訴
訟
を
維
持
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
と
誤
断
し
、
敷

　
　
地
の
賃
借
権
不
存
在
確
認
請
求
に
訴
を
変
更
し
、
昭
和
三
九
年
二
月
一
四
日
勝
訴
が

確
定
し
た
。
し
か
る
に
そ
の
後
、
甲
が
ω
な
い
し
⑨
建
物
は
自
己
の
所
有
で
あ
る
旨

主
張
し
た
た
め
、
X
は
甲
お
よ
び
Y
な
い
し
Y
を
相
手
ど
り
、
ω
な
い
し
⑥
建
物
に

つ
き
建
物
収
去
・
土
地
明
渡
訴
訟
を
提
起
し
、
被
告
ら
は
民
訴
法
二
三
七
条
二
項
の

一
抗
弁
を
提
出
し
た
。

第
一
審
・
第
二
審
と
も
に
、
ω
な
い
し
㈲
の
部
分
が
の
な
い
し
⑨
建
物
と
各
々
附

合
し
所
有
権
が
甲
に
帰
し
た
旨
を
認
定
し
た
後
、
民
訴
法
二
三
七
条
二
項
の
「
同
一

の
訴
」
と
は
、
訴
訟
物
が
同
一
で
あ
る
だ
け
で
は
足
り
ず
、
訴
の
利
益
・
必
要
の
点

に
つ
い
て
も
同
一
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
と
し
て
、
X
の
再
訴
請
求
を
認
め
た
。
こ

れ
に
対
し
被
告
ら
は
、
原
審
は
民
訴
法
二
三
七
条
二
項
の
解
釈
を
誤
つ
た
と
し
て
上

告
。こ

れ
に
対
し
最
高
裁
は
、
「
民
訴
法
二
三
七
条
二
項
は
終
局
判
決
を
得
た
後
に
訴
を

取
下
げ
る
こ
と
に
よ
り
裁
判
を
徒
労
に
帰
せ
し
め
た
こ
と
に
対
す
る
制
裁
的
趣
旨
の

規
定
で
あ
り
、
同
一
紛
争
を
む
し
返
し
て
訴
訟
制
度
を
も
て
あ
そ
ぶ
よ
う
な
不
当
な

事
態
の
生
起
を
防
止
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
ず
く
中
略
V
し
た
が
つ
て
、
同
条
に
い

う
『
同
一
の
訴
』
と
は
、
単
に
当
事
者
及
び
訴
訟
物
を
同
じ
く
す
る
だ
け
で
は
な

く
、
訴
の
利
益
又
は
必
要
性
の
点
に
つ
い
て
も
事
情
を
一
に
す
る
訴
を
意
味
」
す
る

と
説
示
し
た
上
、
本
件
に
於
て
は
、
X
が
建
物
の
附
合
関
係
を
誤
認
し
て
訴
の
変
更
を



し
た
の
は
無
理
か
ら
ね
と
こ
ろ
が
あ
り
、
し
か
も
、
前
訴
確
定
後
甲
が
従
前
の
主
張

を
変
え
、
ω
な
い
し
⑨
建
物
は
自
己
の
所
有
で
あ
る
と
主
張
す
る
に
至
つ
た
以
上
、

本
訴
を
提
起
し
維
持
す
る
新
た
な
必
要
が
あ
る
も
の
と
い
う
べ
ぎ
で
あ
る
、
と
述
べ

て
上
告
を
棄
却
し
た
。

　
判
旨
の
結
論
に
は
賛
成
す
る

　
一
、
訴
の
取
下
と
は
、
訴
に
よ
る
審
判
申
立
を
撤
回
す
る
旨
の
裁
判
所
に
対

す
る
意
思
表
示
で
あ
り
、
取
下
に
よ
つ
て
訴
訟
系
属
は
最
初
か
ら
な
か
つ
た
も

の
と
な
る
（
民
訴
法
壬
二
七
条
一
項
）
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
処
分
権
主
義
の
建

前
か
ら
い
つ
て
再
訴
は
何
ら
妨
げ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
（
一
九
七
七
年
ド
イ
ツ

民
訴
法
二
六
九
条
参
照
）
。
し
か
し
、
民
訴
法
二
三
七
条
二
項
は
、
本
案
の
終
局

判
決
後
に
訴
を
取
下
げ
た
者
は
再
訴
で
き
な
い
旨
規
定
し
、
訴
の
取
下
を
実
質

上
制
限
し
て
い
る
。

　
こ
の
条
文
の
意
義
に
つ
き
、
通
説
は
公
益
的
利
益
を
強
調
し
、
国
家
が
折
角

紛
争
の
解
決
案
を
示
し
た
の
に
、
こ
れ
を
失
効
さ
せ
て
徒
労
に
帰
せ
し
め
た
の

で
あ
る
か
ら
、
同
一
紛
争
の
解
決
を
要
求
し
て
も
二
度
と
相
手
に
し
て
や
ら
な

い
と
い
う
趣
旨
の
制
裁
規
定
と
捉
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
為
に
生
じ
う
る

不
都
合
な
結
果
を
回
避
す
る
た
め
、
民
訴
法
二
三
七
条
二
項
の
「
同
一
の
訴
」

を
、
当
事
者
及
び
訴
訟
物
で
あ
る
権
利
関
係
が
同
一
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な

く
、
原
告
を
し
て
訴
提
起
を
必
要
に
さ
せ
た
事
情
の
点
で
も
同
一
で
あ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

を
要
す
る
と
理
解
し
、
広
い
例
外
を
認
め
て
い
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
本
条
の
趣
旨
は
文
字
通
り
の
再
訴
禁
止
で
は
な
く
再
訴
濫
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

の
禁
止
で
あ
る
と
解
す
る
説
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
通
説
が
民
訴
法
二
三
七
条
二

　
　
　
判
例
研
究

項
の
文
言
に
拘
束
さ
れ
、
再
訴
が
許
さ
れ
る
場
合
を
「
同
一
の
訴
」
な
る
概
念

の
解
釈
論
に
よ
つ
て
認
め
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
、
再
訴
権
の
濫
用
の
場
合
に

の
み
当
該
再
訴
が
禁
じ
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
通
説
も
暗
黙
の
う
ち

に
認
め
て
い
た
、
諸
事
情
の
具
体
的
判
断
と
い
う
こ
と
を
本
条
解
釈
の
中
心
に

置
く
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
再
訴
が
禁
じ
ら
れ
る
か
否
か
は
、
前
訴

が
取
下
げ
ら
れ
た
事
情
と
後
訴
が
提
起
さ
れ
た
事
情
の
具
体
的
考
察
に
よ
つ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
説
を
、
か
り
に
濫
用
説
と
呼
ん
で
お
く
。

　
坂
口
教
授
は
濫
用
説
に
立
た
れ
た
上
で
次
の
如
く
主
張
さ
れ
る
。
即
ち
、

「
原
告
の
失
権
が
、
私
的
解
決
を
選
ん
だ
み
ず
か
ら
の
態
度
と
当
事
者
の
公
平

に
由
来
す
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
再
訴
禁
止
の
効
力
は
、
被
告
の
主
張
に
ま
つ
べ

き
こ
と
に
な
り
、
原
告
が
そ
れ
に
対
し
失
権
を
不
当
と
す
る
特
別
の
事
情
を
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
4
）

張
し
、
立
証
に
成
功
し
た
ば
あ
い
に
、
は
じ
め
て
再
訴
が
許
さ
れ
る
」
と
。

　
二
、
思
う
に
、
民
事
訴
訟
が
私
的
紛
争
の
法
的
解
決
を
目
的
と
し
て
い
る
こ

と
に
鑑
み
、
そ
の
国
家
的
な
い
し
は
公
的
な
利
益
を
あ
ま
り
に
強
調
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
し
、
他
方
、
民
事
訴
訟
制
度
も
国
家
制
度
で
あ
る
限
り
、
国
家
的

利
益
を
全
く
無
視
し
て
し
ま
う
こ
と
も
問
題
で
あ
る
。
故
に
本
条
の
解
釈
は
、

公
的
利
益
と
私
的
利
益
と
の
調
和
点
に
求
め
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味

で
、
通
説
・
濫
用
説
が
共
に
再
訴
を
一
律
に
禁
じ
て
し
ま
わ
な
い
態
度
は
評
価

で
き
よ
う
。

　
こ
こ
で
私
見
を
略
述
す
れ
ば
、
原
告
が
い
つ
た
ん
本
案
判
決
に
ま
で
進
ん
だ

訴
訟
に
よ
る
解
決
を
避
け
て
、
失
権
を
前
提
と
し
て
訴
を
取
下
げ
る
の
で
あ
る

か
ら
、
そ
の
私
的
解
決
の
選
択
を
理
由
に
、
原
告
が
失
権
し
被
告
が
応
訴
の
負

担
を
免
れ
る
と
す
る
こ
と
は
、
当
事
者
の
公
平
に
合
し
、
そ
れ
に
よ
る
裁
判
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
七
　
　
（
二
〇
七
）



　
　
　
判
例
研
究

の
原
告
の
権
利
救
済
の
拒
否
は
必
ず
し
も
不
当
と
は
い
え
な
い
こ
と
に
な
る
の

　
（
5
）

で
あ
る
。
故
に
、
民
訴
法
二
三
七
条
二
項
の
解
釈
と
し
て
は
、
原
則
と
し
て
同

一
事
件
に
つ
い
て
の
再
訴
は
禁
じ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
た
だ
再
訴
を
許
さ
な

い
こ
と
が
当
事
者
の
公
平
を
害
す
る
よ
う
な
場
合
に
の
み
、
例
外
と
し
て
再
訴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
し
て
、
例
外
的
に
再
訴
が
認
め
ら

れ
る
具
体
的
場
合
と
し
て
は
、
①
訴
を
取
下
げ
る
に
つ
ぎ
当
事
者
の
意
思
に
毅

疵
が
あ
つ
た
場
合
、
②
裁
判
外
で
な
さ
れ
て
い
た
和
解
又
は
請
求
の
放
棄
に
つ

き
、
当
事
者
の
意
思
に
理
疵
が
あ
つ
た
場
合
、
③
前
訴
被
告
に
著
し
く
不
誠
実

な
言
動
が
あ
つ
た
場
合
、
等
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
特
に
③
に
つ
い
て
は
、
訴
訟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

上
の
信
義
則
の
一
発
現
形
態
と
し
て
是
認
し
う
る
も
の
と
考
え
る
。

　
以
上
の
如
く
考
え
れ
ば
、
前
訴
で
原
告
が
勝
訴
し
て
い
よ
う
が
敗
訴
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

よ
う
が
原
則
と
し
て
再
訴
は
禁
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
し
、
又
、
同
一
の
訴
の

場
合
で
も
再
訴
が
許
さ
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
同
一
の
訴
と
は
言
え
な
い
場
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

で
も
再
訴
が
禁
じ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
原
則
と
し
て
再
訴
禁

止
効
が
認
め
ら
れ
る
と
解
す
る
な
ら
ば
、
例
外
的
場
合
、
す
な
わ
ち
再
訴
を
禁

じ
る
こ
と
が
当
事
者
間
の
公
平
を
害
す
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
そ
の
事
由
は
再

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

訴
原
告
が
主
張
立
証
す
る
こ
と
を
要
す
る
と
解
す
。
そ
う
解
す
る
こ
と
に
よ
つ

て
、
一
旦
自
己
の
訴
の
取
下
と
い
う
行
為
に
よ
つ
て
再
訴
禁
止
効
を
生
ぜ
し
め

た
原
告
に
、
あ
ら
た
め
て
再
訴
を
許
す
こ
と
の
根
拠
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。

　
三
、
以
上
を
前
提
と
し
て
本
件
事
案
を
具
体
的
に
見
る
と
、
第
一
に
、
本
件

に
お
い
て
原
告
が
訴
の
交
換
的
変
更
を
な
し
て
い
る
が
、
こ
れ
が
旧
訴
の
取
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

と
み
ら
れ
る
こ
と
は
判
例
・
学
説
に
よ
つ
て
認
め
ら
れ
て
お
り
異
論
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
八
　
　
（
二
〇
八
）

そ
れ
に
、
本
件
で
は
X
の
訴
の
変
更
に
も
か
か
わ
ら
ず
甲
は
別
段
異
議
を
述
べ

て
は
お
ら
ず
、
訴
の
取
下
に
つ
き
黙
示
の
同
意
あ
り
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。　

第
二
に
建
物
㈲
㈲
⑤
の
附
合
に
つ
ぎ
考
察
す
る
。
民
法
二
四
二
条
の
附
合
と

は
、
不
動
産
に
附
着
し
て
社
会
経
済
上
不
動
産
そ
の
も
の
と
見
ら
れ
る
よ
う
に

　
　
（
1
1
）

な
る
こ
と
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
本
件
で
は
第
一
審
裁
判
所
が
認
定
し
て
い
る

よ
う
に
、
㈲
な
い
し
⑥
の
建
物
の
一
階
部
分
は
各
々
の
な
い
し
⑨
建
物
に
接
着

し
て
建
築
さ
れ
、
ま
た
ω
・
②
建
物
の
二
階
部
分
は
同
建
物
の
一
階
部
分
の
上

に
増
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
つ
た
。
更
に
、
本
件
ω
な
い
L
⑥
の
建
物
部
分
は
い

ず
れ
も
居
間
も
し
く
は
店
舗
、
作
業
場
の
一
部
と
し
て
使
用
さ
れ
、
同
部
分
か

ら
外
部
へ
の
出
入
り
は
い
ず
れ
も
本
件
の
な
い
し
⑨
建
物
部
分
を
通
過
す
る
よ

り
ほ
か
な
く
、
建
物
の
構
造
上
か
ら
い
つ
て
も
機
能
上
か
ら
い
つ
て
も
、
本
件

㈲
と
ω
、
⑤
と
⑧
、
㈲
と
⑨
の
各
建
物
は
独
立
性
を
欠
き
不
可
分
の
状
態
に
あ

る
。
故
に
、
増
築
部
分
は
ω
な
い
し
⑨
建
物
と
附
合
し
た
と
い
う
べ
く
、
そ
の

所
有
権
は
甲
に
帰
し
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
第
三
に
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
X
の
本
件
請
求
は
甲
に
対
す
る
家
屋
収
去

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

土
地
明
渡
で
あ
り
、
こ
れ
は
前
訴
と
同
一
の
訴
訟
物
だ
と
解
せ
ら
れ
、
か
つ
被

告
も
甲
で
あ
り
同
一
で
あ
る
。
よ
つ
て
本
件
事
案
は
、
民
訴
法
二
三
七
条
二
項

の
適
用
の
有
無
が
直
接
に
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
問
題
に
つ
き
、
本
件
判
旨
は
通
説
に
従
い
「
同
一
の
訴
」
と
は
当
事
者

お
よ
び
訴
訟
物
を
同
じ
く
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
訴
の
利
益
又
は
必
要
性
の
点

に
つ
い
て
も
事
情
を
一
に
す
る
訴
を
意
味
す
る
と
解
し
、
新
に
同
一
の
訴
を
提

起
す
る
こ
と
を
正
当
な
ら
し
め
る
事
情
が
あ
れ
ば
再
訴
禁
止
の
適
用
は
な
い
と



す
る
。
そ
し
て
、
再
訴
の
提
起
を
正
当
な
ら
し
め
る
事
情
と
し
て
本
件
で
は
、

①
原
審
の
確
定
し
た
事
実
関
係
の
も
と
で
は
、
X
が
建
物
の
附
合
関
係
等
に
つ

き
誤
認
し
訴
の
変
更
を
し
た
の
も
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
、
②
甲
が
従
前
の
主
張
を

変
え
て
ω
な
い
し
⑨
建
物
は
自
己
の
所
有
で
あ
る
旨
主
張
す
る
に
至
つ
た
こ

と
、
の
二
点
を
あ
げ
て
い
る
。

　
①
の
点
に
つ
い
て
言
え
ば
、
X
は
甲
の
昭
な
い
し
琉
が
㈲
建
物
に
つ
ぎ
増
改

築
を
加
え
右
建
物
の
現
状
が
著
し
く
変
更
さ
れ
た
と
の
主
張
に
よ
り
訴
を
変
更

し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
民
法
二
四
二
条
の
趣
旨
か
ら
考
え
て
、
増
改
築
部
分

に
元
の
不
動
産
が
附
合
し
て
し
ま
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
り
、
も
し
附

合
に
よ
つ
て
甲
の
所
有
権
が
消
滅
し
た
の
だ
と
考
え
訴
を
変
更
し
た
の
で
あ
れ

ば
、
X
に
は
過
失
が
あ
つ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
点
、
X
の
代
理
人
に

対
し
て
な
さ
れ
た
、
実
務
家
と
し
て
考
え
ら
れ
な
い
程
度
の
失
態
云
々
と
い
う

甲
の
非
難
は
必
ず
し
も
的
は
ず
れ
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
故
に
、
本
件
判

旨
が
、
も
し
①
の
点
を
、
再
訴
を
認
め
る
主
た
る
理
由
と
す
る
な
ら
ば
賛
成
で

き
な
い
。
こ
こ
で
は
む
し
ろ
、
②
の
甲
が
従
前
の
主
張
を
翻
し
た
と
い
う
こ
と

が
重
要
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
判
旨
が
言
わ
ん
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
一
旦
自

己
の
建
物
は
消
滅
し
た
と
思
わ
せ
る
よ
う
な
主
張
を
し
て
原
告
に
訴
の
変
更
の

縁
由
を
与
え
て
お
き
な
が
ら
、
後
訴
で
旧
建
物
の
所
有
権
を
主
張
し
か
つ
民
訴

法
二
三
七
条
二
項
を
援
用
す
る
が
如
き
は
、
訴
訟
上
の
信
義
則
に
反
す
る
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

う
趣
旨
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
れ
は
、
相
手
方
の
欺
岡
そ
の
他
信
義
則
に
反
す

る
行
為
に
よ
つ
て
訴
訴
手
続
の
違
背
が
招
来
さ
れ
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

相
手
方
は
責
問
権
を
有
し
な
い
と
す
る
の
と
、
共
通
な
考
え
方
に
立
つ
こ
と
に

な
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
ま
さ
に
、
二
、
に
お
い
て
筆
者
が
掲
げ

　
　
　
判
　
例
研
　
究

た
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
う
ち
、
「
前
訴
被
告
に
著
し
く
不
誠
実
な
言
動
が
あ
つ
た

場
合
」
に
該
当
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
本
件
判
旨
を
理
解
す
る
な
ら

ば
、
表
現
上
は
「
同
一
の
訴
」
の
意
義
の
解
釈
に
よ
つ
て
結
論
を
ひ
き
出
し
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
む
し
ろ
正
面
か
ら
再
訴
の
濫
用
と
な
ら
な
い
事
由
を

類
型
的
に
考
え
て
い
こ
う
と
す
る
態
度
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
つ
て
、
本
質
的
に

は
濫
用
説
と
異
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
も
い
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
私
見
の
如
く
、
原
則
的
に
再
訴
を
禁
止
し
（
こ
の
点
で
は
通
説
と
一
致
す
る
）
、

例
外
も
比
較
的
厳
格
に
解
す
る
立
場
に
よ
つ
て
も
本
件
の
場
合
再
訴
を
認
め
て

も
妨
げ
な
い
と
考
え
る
。
け
だ
し
、
前
訴
被
告
に
信
義
則
に
も
と
る
言
動
が
あ

る
限
り
ど
こ
ま
で
も
原
則
と
し
て
の
再
訴
禁
止
に
こ
だ
わ
る
必
要
は
な
く
、
か

つ
本
件
で
は
再
訴
を
認
め
る
べ
き
事
由
（
本
件
で
は
信
義
則
違
反
）
が
X
に
ょ
つ

て
主
張
立
証
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

（
1
）
兼
子
・
体
系
二
九
六
頁
、
三
ケ
月
・
民
訴
四
三
二
頁
以
下
、
新
堂
・
民
訴
二
四

　
二
頁
、
菊
井
“
村
松
・
民
訴
丑
一
四
三
頁
、
斉
藤
編
・
注
解
民
訴
㈲
二
一
九
頁
以

　
下
。

（
2
）
　
井
上
・
最
判
昭
三
八
・
一
〇
・
一
判
例
評
釈
・
立
命
館
法
学
五
五
号
三
六
五

　
頁
、
近
藤
目
小
野
寺
・
本
件
評
釈
・
判
タ
三
五
七
号
八
九
頁
以
下
も
同
旨
。

（
3
）
井
上
・
前
掲
三
七
二
頁
以
下
参
照
。
も
つ
と
も
本
件
で
は
、
後
述
の
如
く
、
結

　
果
に
於
て
通
説
と
あ
ま
り
違
わ
な
い
よ
う
に
思
え
る
。

（
4
）
坂
口
「
訴
取
下
と
再
訴
の
禁
止
」
続
民
訴
判
例
百
選
一
〇
一
頁
．

（
5
）
　
坂
口
・
前
掲
一
〇
一
頁
。

（
6
）
　
こ
の
点
で
濫
用
説
が
再
訴
権
濫
用
の
時
に
だ
け
行
使
を
禁
じ
る
の
に
対
し
、
私

　
見
で
は
、
原
則
と
例
外
が
逆
に
な
つ
て
お
り
、
再
訴
の
認
め
ら
れ
る
範
囲
は
少
し
狭

　
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
再
訴
が
で
き
る
か
否
や
は
も
つ
ば
ら
、
前
訴
原
告
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
九
　
　
（
二
〇
九
）



判
　
例
　
研
　
究

　
例
外
事
由
を
主
張
立
証
で
き
る
か
否
か
に
か
か
つ
て
お
り
、
通
説
の
如
く
「
同
一
の

　
訴
」
の
解
釈
に
こ
だ
わ
る
必
要
は
な
い
。

（
7
）
　
中
野
“
松
浦
”
鈴
木
・
民
訴
法
講
義
三
一
頁
参
照
。

（
8
）
反
対
　
近
藤
“
小
野
寺
・
前
掲
九
二
頁
以
下
。

（
9
）
　
宮
崎
「
訴
の
取
下
」
民
訴
講
座
③
七
九
一
頁
以
下
が
、
「
同
一
の
訴
な
る
語
を

普
通
の
意
義
に
理
解
し
、
た
だ
こ
の
規
定
の
適
用
に
つ
ぎ
制
限
を
認
め
又
は
反
対
に

他
の
場
合
に
類
推
適
用
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
と
い
う
態
度
を

　
と
る
方
が
、
理
解
に
便
な
り
と
考
え
る
」
と
い
わ
れ
て
い
る
の
も
こ
の
趣
旨
で
あ
ろ

　
ろ
’
o

（
9
）
　
坂
口
・
前
掲
一
〇
一
頁
、
な
お
三
ケ
月
・
民
訴
四
三
三
頁
参
照
。

九
〇
　
　
（
二
一
〇
）

　
（
1
0
）
大
判
・
昭
一
六
・
三
・
二
六
民
集
二
〇
・
三
六
一
、
斉
藤
編
・
注
解
民
訴
㈲
二

　
　
二
一
頁
、
二
二
五
頁
、
お
よ
び
そ
こ
に
掲
げ
る
文
献
。

　
（
1
1
）
我
妻
・
物
権
法
二
〇
四
頁
以
下
、

　
（
12
）
本
訴
請
求
は
ω
な
い
し
③
建
物
の
収
去
・
土
地
明
渡
で
あ
る
が
、
前
訴
の
⑩
建

　
　
物
収
去
・
土
地
明
渡
と
同
じ
も
の
と
解
し
て
よ
い
。

　
（
1
3
）
近
藤
旺
小
野
寺
・
前
掲
九
五
頁
参
照
。

　
（
1
4
）
林
屋
「
民
事
訴
訟
と
権
利
濫
用
・
信
義
則
」
演
習
民
訴
（
上
）
七
四
頁
。

　
　
　
　
昭
五
十
三
年
五
月
二
十
日
脱
稿
　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
上
　
威
彦

〔
後
　
記
〕
脱
稿
後
、
上
田
・
本
件
評
釈
・
昭
和
五
十
二
年
度
重
要
判
例
解
説
一
四
一

頁
に
接
し
た
が
、
十
分
参
照
で
き
な
か
つ
た
こ
と
を
お
断
わ
り
し
て
お
く
。


