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〔
最
高
裁
民
訴
事
例
研
究
一
六
五
〕

蟹
9
（
撮
義
縫
群
）

　
民
訴
法
七
五
九
条
の
特
別
事
情
に
よ
る
仮
処
分
取
消
の
申
立
と
審
理
範
囲

　
　
仮
処
分
命
令
取
消
申
請
事
件
（
昭
二
三
二
一
・
九
・
第
三
小
法
廷
判
決
）

　
　
X
（
申
立
人
、
被
控
訴
人
、
被
上
告
人
、
仮
処
分
債
権
者
）
は
、
昭
和
十
九
年
春
か

　
　
ら
戦
時
中
三
人
の
軍
籍
者
を
出
し
た
た
め
働
き
手
が
な
く
な
り
、
所
有
す
る
田
地

　
　
を
、
Y
（
被
申
立
人
、
控
訴
人
、
上
告
人
、
仮
処
分
債
務
者
）
に
期
間
の
定
め
な
く

　
　
賃
貸
し
、
Y
は
こ
れ
を
耕
作
し
て
い
た
。
昭
和
二
十
年
十
月
に
訴
外
B
の
斡
旋
に
よ

　
　
り
、
Y
は
A
か
ら
八
反
余
の
農
地
返
還
を
受
け
、
同
時
に
Y
は
X
に
対
し
本
件
土
地

　
　
を
返
還
す
る
旨
の
協
定
が
X
Y
間
で
成
立
し
た
。
こ
の
協
定
に
対
し
て
A
は
Y
へ
の

　
　
返
還
の
一
年
延
期
を
Y
に
申
し
い
れ
た
た
め
、
Y
も
X
の
本
件
土
地
の
返
還
の
一
年

　
　
延
期
を
申
し
込
れ
た
。
X
は
こ
れ
を
承
諾
し
、
地
元
農
地
委
員
会
の
承
諾
を
得
て
、
県

　
　
知
事
に
許
可
申
請
を
出
し
た
。
昭
和
二
十
一
年
、
Y
は
X
に
苗
代
を
返
還
し
、
X
は

　
　
同
年
秋
か
ら
本
件
田
地
に
対
し
苗
代
の
耕
作
、
手
入
れ
、
播
種
、
苗
の
育
成
等
に
専

　
　
念
し
、
昭
和
二
十
二
年
五
月
ま
で
二
番
打
を
し
て
ぎ
た
。
と
こ
ろ
が
Y
は
A
か
ら
の

　
　
返
還
が
な
さ
れ
な
い
た
め
、
X
の
土
地
は
自
ら
が
耕
作
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
、
青

　
　
森
地
裁
に
本
件
水
田
に
対
す
る
立
入
禁
止
の
仮
処
分
申
請
を
し
、
同
年
五
月
十
四
日

　
　
　
「
本
案
判
決
に
至
る
迄
X
は
右
田
地
域
内
に
立
入
る
べ
か
ら
ず
」
と
の
仮
処
分
決
定

　
　
が
な
さ
れ
た
。
X
は
こ
の
取
消
を
申
請
し
、
同
年
六
月
九
日
に
取
消
が
な
さ
れ
た
。

　
　
そ
こ
で
Y
は
X
に
対
し
耕
作
妨
害
排
除
の
仮
処
分
を
申
請
し
、
同
年
六
月
十
九
日
に

　
　
　
「
X
は
本
案
判
決
確
定
に
至
る
ま
で
Y
が
右
田
を
耕
作
す
る
こ
と
を
妨
害
す
べ
か
ら

判
　
例
　
研
　
究

ず
、
Y
の
委
任
す
る
執
行
吏
は
、
右
目
的
を
達
す
る
た
め
適
当
の
方
法
を
講
ず
べ

し
」
と
の
趣
旨
の
決
定
を
得
た
。
X
は
、
本
件
の
田
地
以
外
耕
作
す
べ
き
田
地
を
持

た
ず
、
し
か
も
莫
大
な
労
力
費
用
を
本
件
土
地
に
加
え
て
い
る
た
め
、
耕
作
で
ぎ
る

か
否
か
は
死
活
問
題
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
Y
は
六
反
以
上
の
土
地
を
耕
作
し
て

お
り
、
X
よ
り
優
位
に
あ
り
、
本
件
土
地
に
関
す
る
Y
の
損
害
は
金
銭
で
補
償
さ
れ

得
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
民
訴
法
七
五
九
条
に
よ
る
特
別
事
情
に
よ
る
仮

処
分
決
定
取
消
を
求
め
た
。
第
一
審
は
、
特
別
事
情
あ
り
と
し
て
X
を
勝
訴
さ
せ

た
。
Y
は
控
訴
し
、
本
件
田
地
返
還
に
関
す
る
協
定
は
、
農
地
委
員
会
の
承
諾
は
得

た
が
、
県
知
事
の
許
可
が
な
く
無
効
で
あ
り
、
A
の
協
定
違
反
に
よ
る
Y
の
返
還
拒

否
に
よ
り
、
Y
も
X
へ
の
返
還
を
拒
否
し
た
と
述
べ
た
。
第
二
審
（
仙
台
高
裁
）

は
、
仮
処
分
に
よ
る
X
の
損
害
は
、
本
件
仮
処
分
が
維
持
さ
れ
な
い
た
め
に
生
ず
る

Y
の
損
害
に
比
べ
、
著
し
く
多
大
で
あ
る
と
し
、
更
に
本
件
で
は
仮
処
分
請
求
の
基

本
の
権
利
及
び
仮
処
分
の
必
要
性
の
有
無
に
は
関
係
な
く
、
仮
処
分
命
令
の
存
在
を

前
提
と
し
て
専
ら
こ
れ
を
取
消
す
べ
き
特
別
事
情
が
あ
る
か
否
か
を
判
断
す
ぺ
ぎ
も

の
で
あ
る
と
判
示
し
て
、
Y
の
控
訴
を
却
け
た
。
Y
は
上
告
し
、
農
地
の
賃
貸
借
の

解
約
は
、
農
地
調
整
法
九
条
三
、
四
項
等
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
の
許
可
が
要
件
と

な
つ
て
い
る
が
、
こ
の
許
可
の
な
い
前
記
協
定
は
効
力
が
な
く
、
従
つ
て
Y
は
耕
作
権

を
回
復
し
て
い
る
の
に
、
原
審
は
こ
の
Y
の
仮
処
分
の
基
本
の
権
利
及
び
仮
処
分
の

必
要
の
有
無
に
関
係
な
く
、
専
ら
仮
処
分
を
取
消
す
べ
ぎ
特
別
事
情
の
存
否
の
み
を

判
断
し
た
も
の
で
違
法
を
免
れ
な
い
と
主
張
し
た
。
最
高
裁
は
、
Y
の
上
告
を
棄
却

し
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、
本
件
に
お
い
て
仮
処
分
債
務
者
た
る
被

一
〇
九
　
　
（
五
九
五
）



　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

　
上
告
人
は
、
仮
処
分
に
よ
り
保
全
せ
ら
る
べ
ぎ
実
体
上
の
権
利
の
存
否
及
び
仮
処
分

　
　
の
理
由
の
有
無
を
争
つ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
民
事
訴
訟
法
第
七
百
五
十
九
条
の
特

　
別
の
事
情
の
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
仮
処
分
の
取
消
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
か

　
ら
、
こ
れ
が
当
否
を
審
理
す
る
に
つ
い
て
は
、
仮
処
分
に
よ
り
保
全
せ
ら
る
べ
き
実

　
体
上
の
権
利
の
存
否
及
び
仮
処
分
の
理
由
の
有
無
に
つ
い
て
判
断
す
る
必
要
は
な

　
く
、
も
つ
ぽ
ら
仮
処
分
取
消
の
特
別
事
情
の
有
無
を
判
断
す
ぺ
き
で
あ
り
、
且
つ
こ

　
れ
を
以
て
足
り
る
の
で
あ
る
と
し
、
原
審
の
認
定
し
た
事
実
に
よ
れ
ば
、
本
件
仮
処
分

　
が
維
持
さ
れ
な
い
こ
と
に
よ
り
上
告
人
の
蒙
る
こ
と
あ
る
べ
き
損
害
は
、
結
局
金
銭

　
を
以
て
償
い
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
瞭
だ
か
ら
、
原
審
が
、
被
上
告
人
に

　
　
お
い
て
保
証
を
立
て
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
該
仮
処
分
を
取
消
す
旨
の
第
一
審
判

　
決
を
維
持
し
た
の
は
結
局
正
当
で
あ
る
と
判
示
し
た
。
そ
し
て
、
上
告
人
の
「
本
件

　
　
田
地
を
被
上
告
人
に
返
還
す
べ
き
協
定
（
賃
貸
借
の
解
約
）
は
、
県
知
事
の
許
可
が

　
な
い
か
ら
無
効
で
あ
る
」
と
云
う
主
張
は
、
仮
処
分
に
よ
り
保
全
せ
ら
る
べ
き
実
体

　
上
の
権
利
の
存
否
に
関
す
る
論
議
で
あ
つ
て
、
本
件
仮
処
分
取
消
の
特
別
事
情
の
有

　
無
に
関
係
の
な
い
事
柄
で
あ
る
か
ら
、
本
件
で
は
こ
れ
に
つ
い
て
判
断
す
る
必
要
は

　
な
く
、
原
判
決
が
右
の
主
張
を
採
用
し
な
か
つ
た
の
は
当
然
で
あ
り
、
論
旨
は
理
由

　
が
な
い
と
判
示
し
た
。

　
判
旨
に
疑
問

　
聞
、
本
判
決
は
、
特
別
事
情
に
よ
る
仮
処
分
取
消
の
申
立
の
審
理
範
囲
に
つ

き
、
被
保
全
権
利
の
存
否
に
つ
い
て
は
判
断
す
べ
き
で
は
な
く
、
も
つ
ぱ
ら
特

別
事
情
の
存
否
の
み
を
審
理
判
断
す
れ
ば
足
り
る
と
の
立
場
を
、
初
め
て
明
ら

か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
も
最
判
昭
二
四
・
九
・
一
〇
、
第
二
小
法
廷

判
決
（
民
集
三
巻
一
〇
号
四
〇
九
頁
）
で
も
こ
の
立
場
が
採
ら
れ
、
以
後
本
判
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

の
立
場
は
現
在
の
判
例
及
び
通
説
に
よ
り
一
般
に
承
認
さ
れ
て
い
る
。

　
二
、
民
訴
法
七
五
九
条
の
特
別
事
情
に
よ
る
仮
処
分
取
消
の
申
立
は
、
仮
処

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
　
　
（
五
九
六
）

分
命
令
自
体
の
当
否
を
争
う
異
議
申
立
と
は
異
な
る
。
す
な
わ
ち
同
条
に
よ
る

取
消
は
、
被
保
全
権
利
及
び
仮
処
分
の
必
要
性
の
両
者
の
一
応
の
存
在
を
前
提

と
し
た
う
え
で
の
仮
処
分
績
務
者
の
救
済
を
目
的
と
す
る
制
度
で
あ
る
。
仮
処

分
は
、
被
保
全
権
利
が
未
確
定
の
間
に
、
簡
易
迅
速
に
与
え
ら
れ
る
強
力
な
手

段
で
あ
り
、
場
合
に
よ
つ
て
は
、
債
務
者
に
酷
に
失
し
、
公
平
の
観
念
に
反
す

る
事
態
が
生
ず
る
。
し
か
も
仮
処
分
発
令
前
の
審
理
は
、
債
権
者
側
か
ら
提
出

さ
れ
る
資
料
に
よ
つ
て
処
理
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
審
理

は
、
口
頭
弁
論
を
開
い
て
も
疎
明
で
足
り
る
。
従
つ
て
仮
処
分
命
令
付
与
手
続

で
は
債
務
者
側
の
事
情
が
無
視
さ
れ
か
ね
な
い
。
一
方
債
権
老
側
に
と
つ
て

も
、
仮
処
分
命
令
が
仮
差
押
の
よ
う
に
単
な
る
績
務
老
の
保
証
供
与
の
み
で
取

消
さ
れ
て
は
、
そ
の
目
的
を
達
し
が
た
い
と
い
う
事
情
が
あ
る
。
こ
の
両
者
の

調
和
を
図
る
た
め
に
、
仮
処
分
命
令
の
取
消
に
は
、
債
務
者
の
保
証
供
与
の
他

に
特
別
事
情
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
通
説
は
、
民
訴
法
七
五
九
条
は
適
法
に
成
立
し
て
い
る
仮
処
分
命
令

を
前
提
に
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
審
理
範
囲
は
専
ら
特
別
事
情
の
存

否
に
の
み
限
ら
れ
、
仮
処
分
の
被
保
全
権
利
や
必
要
性
の
有
無
に
は
触
れ
て
は

　
　
　
　
　
（
2
）

な
ら
な
い
と
す
る
。
し
か
し
こ
の
考
え
方
に
は
疑
問
が
あ
る
。
け
だ
し
仮
に
審

理
範
囲
を
特
別
事
情
に
限
定
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
特
別
事
情
の
認
定
に
は
被

保
全
権
利
の
存
在
や
仮
処
分
の
必
要
性
が
全
く
問
題
に
な
ら
な
い
と
は
言
え
な

い
か
ら
で
あ
る
。

　
三
、
特
別
事
情
と
は
、
一
般
的
に
は
、
債
務
者
の
保
証
供
託
が
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
当
該
仮
処
分
を
存
続
せ
し
め
る
の
を
公
平
の
観
念
上
不
当
な
ら
し

め
る
事
情
で
あ
り
、
逆
に
債
権
者
へ
の
保
証
の
供
与
に
よ
り
、
被
保
全
権
利
本



来
の
内
容
の
仮
処
分
に
よ
る
実
現
を
債
権
者
に
断
念
さ
せ
る
こ
と
を
合
理
化
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

る
事
情
で
あ
る
、
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
特
別
事
情
に
該
当
す
る
事

由
と
し
て
は
、
債
権
者
に
お
い
て
金
銭
的
補
償
に
よ
つ
て
仮
処
分
の
目
的
を
達

し
う
る
事
情
（
金
銭
的
補
償
可
能
）
と
、
債
務
者
に
お
い
て
仮
処
分
存
続
に
よ
り

通
常
被
る
と
予
想
さ
れ
る
以
上
の
多
大
の
損
害
を
被
る
事
情
（
債
務
者
は
異
常
損

害
）
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
特
別
事
情
の
認
定
に
は
、
こ
れ
ら
両
事
由
の
併

存
を
要
す
る
か
、
あ
る
い
は
い
ず
れ
か
一
方
の
事
情
で
足
り
る
か
に
つ
い
て

は
、
学
説
に
争
い
が
あ
る
。
現
在
で
は
、
通
説
は
い
ず
れ
か
一
方
の
事
情
の
存

　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

在
で
足
り
る
と
し
て
い
る
。

　
こ
の
点
に
つ
き
、
本
件
で
は
「
原
審
の
認
定
し
た
事
実
に
よ
れ
ば
、
本
件
仮

処
分
が
維
持
さ
れ
な
い
こ
と
に
よ
り
X
の
蒙
る
こ
と
あ
る
べ
き
損
害
は
、
結
局

金
銭
を
以
て
償
い
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
瞭
だ
か
ら
、
原
審
が
、
Y

に
お
い
て
保
証
を
立
て
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
該
仮
処
分
を
取
消
す
旨
の
第

一
審
判
決
を
維
持
し
た
の
は
、
結
局
正
当
で
あ
る
」
と
判
示
し
て
い
る
と
こ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

か
ら
、
通
説
と
同
じ
立
場
を
採
つ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
金
銭
的
補
償
可
能
性
の
有
無
は
、
被
保
全
権
利
の
内
容
、
仮
処
分
の
目
的
、

方
法
、
仮
処
分
取
消
に
よ
り
債
権
者
が
被
る
と
予
想
さ
れ
る
損
害
の
内
容
、
程

度
、
本
案
請
求
実
現
の
可
能
性
等
諸
般
の
情
況
か
ら
、
社
会
通
念
に
従
つ
て
客

　
　
　
　
　
　
（
6
）

観
的
に
判
定
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
債
権
者
側
に
、
仮
処
分
を
ぜ
ひ
と
も
存
続

さ
せ
る
必
要
性
が
乏
し
い
場
合
に
は
、
当
該
仮
処
分
は
債
務
者
の
保
証
提
供
に

ょ
り
取
消
さ
れ
る
。
ま
た
債
務
者
の
異
常
損
害
に
つ
い
て
は
、
両
当
事
者
双
方

の
利
害
を
比
較
衡
量
し
て
決
せ
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
、
債
権
者
の
仮
処
分
に
よ

る
利
益
が
債
務
者
の
被
る
損
害
よ
り
も
劣
る
場
合
に
は
、
特
別
事
情
が
あ
る
と

　
　
　
判
例
研
究

さ
れ
る
。
こ
の
場
合
に
も
、
当
該
仮
処
分
命
令
が
取
消
さ
れ
る
の
は
、
仮
処
分

を
存
続
さ
せ
る
必
要
性
が
乏
し
い
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
特
別
事
情
に
よ
る
仮
処
分
の
取
消
が
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
い

ず
れ
も
保
全
の
必
要
性
の
程
度
が
非
常
に
少
な
い
場
合
だ
と
い
え
る
。
特
に
、

特
別
事
情
の
存
否
が
両
当
事
者
の
利
益
衡
量
に
よ
り
判
定
さ
れ
る
場
合
に
は
、

保
全
の
必
要
性
に
応
じ
て
特
別
事
情
も
伸
縮
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
し
か
も

柳
川
判
事
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
ま
た
一
面
特
別
事
情
な
る
も
の
は
、
若
し

仮
処
分
発
令
以
前
か
ら
か
か
る
事
情
が
あ
り
、
旦
債
務
老
に
於
て
適
当
な
保
証

を
提
供
し
た
と
仮
定
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
仮
処
分
命
令
自
体
を
違
法
な
ら
し
め

る
事
情
に
外
な
ら
な
い
（
債
権
者
に
は
も
は
や
仮
処
分
に
よ
る
保
全
の
必
要
が
存
し
な

　
（
7
）

い
か
ら
）
。
」
と
言
え
る
。
以
上
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
特
別
事
情
の
存
否
は
、
被

保
全
権
利
の
存
在
や
保
全
の
必
要
性
を
全
く
除
外
し
て
は
判
断
し
得
な
い
。
む

し
ろ
保
全
の
必
要
性
そ
の
も
の
の
判
断
と
さ
え
言
え
る
場
合
が
あ
る
と
思
わ
れ

（
8
）

る
。
従
つ
て
、
特
別
事
情
の
認
定
が
既
述
の
方
法
で
行
な
わ
れ
る
限
り
、
実
質

的
に
は
保
全
の
必
要
性
が
審
理
さ
れ
て
い
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ

ば
、
通
説
や
本
判
決
の
よ
う
に
、
特
別
事
情
の
判
断
は
、
も
つ
ば
ら
そ
の
事
情

の
有
無
に
だ
け
向
け
ら
れ
、
被
保
全
権
利
や
仮
処
分
の
必
要
性
に
関
し
て
は
判

断
す
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
の
は
、
疑
問
だ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
む
し
ろ

被
保
全
権
利
の
存
在
や
、
保
全
の
必
要
性
は
、
特
別
事
情
認
定
に
あ
た
り
、
重

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

要
な
判
断
資
料
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
と
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

　
四
、
特
別
事
情
に
よ
る
仮
処
分
取
消
の
審
査
範
囲
に
関
す
る
通
説
の
論
拠
は

次
の
と
お
り
で
あ
る
．
す
な
わ
ち
特
別
事
情
に
よ
る
取
消
は
、
被
保
全
権
利
及

び
仮
処
分
の
必
要
性
の
存
在
を
正
当
に
認
め
た
仮
処
分
の
存
在
を
前
提
と
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
一
　
　
（
五
九
七
）
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（
1
0
）

上
で
の
取
消
で
あ
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
保
全
訴
訟
は
終
局
的
な
法

律
関
係
の
確
定
を
め
ざ
す
も
の
で
は
な
く
、
そ
こ
で
は
権
利
の
確
定
は
、
本
案

訴
訟
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
権
利
の
存
在
の
「
仮
定
」
の
下
に
仮
処
分
申
立
が

行
な
わ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
れ
に
相
応
し
て
民
訴
法
七
五
九
条
の
取
消
も
、
実

体
上
の
権
利
関
係
の
確
定
と
は
無
関
係
に
、
実
体
上
の
権
利
の
仮
定
的
存
在
の

前
提
の
下
で
な
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
通
説
は
、
特
別
事
情
に
お
い
て
も
、
本
案
に
お
い
て
確
定
さ
れ
る
ぺ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

き
権
利
関
係
を
持
ち
出
し
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
。
し
か
し
保
全
訴
訟
の
こ
の

暫
定
性
の
ゆ
え
に
、
却
つ
て
結
論
は
逆
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
法
も
、
こ
の
仮
処

分
命
令
の
前
提
の
不
確
定
性
の
ゆ
え
に
、
各
種
の
取
消
事
由
を
認
め
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
仮
処
分
の
要
件
は
、
当
事
者
が
当
該
仮
処
分
を
問
題
に
す
る
限

り
、
本
案
判
決
に
至
る
ま
で
常
に
審
査
さ
れ
て
よ
い
と
い
う
意
味
に
解
す
べ
き

で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
一
方
に
お
い
て
、
仮
処
分
命
令
が
そ
の
不
確
定

な
基
礎
に
基
づ
い
て
付
与
さ
れ
る
点
を
承
認
し
な
が
ら
、
他
方
で
は
そ
の
不
確

定
な
基
礎
の
審
査
を
禁
ず
る
場
合
を
認
め
る
の
は
、
結
果
的
に
不
確
定
な
基
礎

を
、
確
定
的
な
基
礎
と
し
て
扱
う
こ
と
に
な
り
、
不
合
理
だ
か
ら
で
あ
る
。
従

つ
て
特
別
事
情
に
よ
る
取
消
の
場
合
に
も
、
そ
の
申
立
の
時
点
に
お
い
て
当
該

仮
処
分
が
、
適
法
に
成
立
し
て
い
る
と
い
う
前
提
が
な
お
存
在
す
る
か
が
、
問

わ
れ
て
も
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
特
別
事
情
の
有
無
の
判
断
が
、
既
述

㊧
の
よ
う
に
、
実
質
的
に
は
被
保
全
権
利
の
存
在
や
仮
処
分
の
必
要
性
を
、
全

く
問
題
に
し
え
な
い
性
質
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
点
か
ら
も
明
ら
か
で
あ

る
。
仮
処
分
命
令
付
与
当
時
に
基
礎
と
な
つ
た
事
実
を
、
そ
の
後
も
前
提
に

し
、
そ
れ
を
不
問
に
し
て
「
も
つ
ぽ
ら
」
特
別
事
情
の
有
無
の
み
を
判
断
し
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
一
　
（
五
九
八
）

う
と
す
る
の
は
、
そ
の
審
理
に
お
い
て
、
債
務
者
が
被
保
全
権
利
の
存
在
や
、

保
全
の
必
要
性
を
肯
定
し
た
場
合
や
、
実
体
上
の
権
利
関
係
が
明
白
に
な
つ
て

い
る
場
合
に
も
、
こ
れ
ら
の
事
情
を
全
く
斜
酌
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
の
で

あ
れ
ば
、
明
ら
か
に
常
識
に
反
す
る
。
そ
の
上
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
特
別
事

情
の
判
断
か
ら
も
不
可
能
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
本
件
に
お
い
て
、
上
告
人
X
は
、
Y
の
耕
作
権
の
不
存
在
を
主
張
し
て
い
る

が
、
こ
れ
に
対
し
本
判
決
は
、
「
仮
処
分
に
よ
り
保
全
せ
ら
る
べ
き
実
体
上
の

権
利
の
存
否
に
関
す
る
論
議
で
あ
つ
て
、
本
件
仮
処
分
取
消
の
特
別
事
情
の
有

無
に
は
関
係
の
な
い
事
柄
で
あ
る
か
ら
、
本
件
で
は
こ
れ
に
つ
い
て
判
断
す
る

必
要
は
な
い
」
と
す
る
。
し
か
し
取
消
申
立
人
に
、
法
律
上
正
当
な
耕
作
権
が

帰
属
し
て
い
る
か
否
か
は
、
特
別
事
情
存
否
に
と
つ
て
重
要
な
事
実
で
あ
る
。

し
か
も
特
別
事
情
そ
の
も
の
が
、
被
保
全
権
利
の
存
否
や
保
全
の
必
要
性
に
係

わ
る
判
断
で
あ
り
、
当
該
仮
処
分
命
令
付
与
の
前
提
と
な
つ
た
事
実
の
再
審
査

機
能
を
有
す
る
点
か
ら
み
れ
ば
、
本
判
決
に
対
す
る
疑
問
は
免
れ
な
い
。
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