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判
例
　
研
究

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
〇
　
　
（
一
〇
七
八
）

〔
最
高
裁
民
訴
事
例
研
究
一
六
　
九
〕

昭
五
三
4
（
撮
騙
嘱
膜
陛
肛
蜷
）

　
上
告
理
由
と
し
て
、
民
訴
法
四
二
〇
条
一
項
六
号
の
事
由
が
主
張
さ
れ
、

二

項
後
段
の
要
件
が
具
備
さ
れ
た
場
合
の
、
上
告
審
の
と
る
べ
き
措
置

　
債
務
不
存
在
確
認
等
請
求
事
件
（
昭
五
三
二
二
二
二
第
一
小
法
廷
判
決
）



X
は
、
連
帯
保
証
契
約
及
び
、
担
保
権
設
定
契
約
の
成
立
を
否
定
し
、
債
務
の
不
存

在
確
認
及
ひ
、
抵
当
権
設
定
登
記
、
所
有
権
移
転
請
求
権
仮
登
記
の
各
抹
消
登
記
手

続
を
求
め
た
。
一
審
、
原
審
は
と
も
に
、
乙
第
一
号
証
（
五
〇
〇
万
円
の
、
抵
当
権

設
定
金
円
借
用
証
書
）
及
び
、
乙
第
五
号
証
（
二
〇
〇
〇
万
円
の
抵
当
権
設
定
金
円

借
用
証
書
）
の
X
名
義
部
分
が
、
本
人
尋
問
の
結
果
、
X
の
自
署
に
よ
る
も
の
で
あ

る
事
を
認
め
、
さ
ら
に
全
部
が
真
正
に
成
立
し
た
も
の
と
推
定
す
る
事
が
で
き
る
と

し
た
。
そ
し
て
右
各
文
書
を
重
要
な
証
拠
と
し
て
、
被
告
主
張
の
、
連
帯
保
証
契

約
、
抵
当
権
設
定
契
約
及
び
、
代
物
弁
済
予
約
の
成
立
を
認
め
、
X
の
請
求
を
棄
却

し
た
。
X
は
こ
れ
に
対
し
て
、
採
証
法
則
違
反
、
証
人
の
偽
証
、
前
記
各
契
約
書
が
、

X
の
息
子
の
妻
A
の
偽
造
に
か
か
る
も
の
で
あ
る
事
等
を
、
上
告
理
由
と
し
て
上
告

し
た
。
尚
こ
の
偽
造
に
関
し
て
、
上
告
理
由
書
に
よ
れ
ば
、
A
は
X
に
白
紙
様
の
紙

を
与
え
、
「
京
都
信
販
の
ク
ー
ポ
ン
に
使
う
」
と
偽
つ
て
自
署
さ
せ
た
上
、
X
の
留
守

に
同
家
に
侵
入
し
実
印
を
盗
み
出
し
、
こ
れ
を
用
い
て
、
前
記
の
金
円
借
用
証
書
な

ど
を
、
代
書
屋
に
作
成
さ
せ
た
も
の
だ
と
言
い
、
さ
ら
に
、
A
は
文
書
偽
造
に
つ
い

て
、
東
京
地
方
検
察
庁
か
ら
、
そ
の
事
実
は
あ
る
が
、
起
訴
猶
予
に
す
る
の
が
相
当

で
あ
る
と
し
て
、
前
記
各
契
約
書
に
関
す
る
私
文
書
偽
造
、
同
行
使
、
公
正
証
書
原

本
不
実
記
載
、
同
行
使
、
詐
欺
に
つ
い
て
、
不
起
訴
処
分
に
付
さ
れ
た
と
主
張
し
た

（
尚
こ
の
不
起
訴
処
分
は
、
上
告
理
由
書
提
出
期
間
後
に
な
さ
れ
た
の
で
、
上
告
審

は
、
上
告
理
由
書
提
出
期
間
伸
長
決
定
を
し
て
い
る
）
。
本
判
決
は
、
右
上
告
を
容

れ
、
原
判
決
を
破
棄
し
、
事
件
を
原
審
に
差
し
戻
し
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
乙
号

各
証
が
、
偽
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
事
は
、
民
訴
法
四
二
〇
条
二
項
に
い
う
、
証
拠

欠
敏
以
外
の
理
由
に
よ
つ
て
、
有
罪
の
確
定
判
決
を
得
る
事
が
、
で
き
な
い
場
合
に

あ
た
る
と
考
え
て
よ
く
、
上
告
理
由
と
し
て
、
原
判
決
に
つ
い
て
民
訴
法
四
二
〇
条

一
項
六
号
の
事
由
が
存
す
る
事
が
主
張
さ
れ
た
場
合
で
、
当
該
事
実
に
つ
い
て
同
条

二
項
所
定
の
要
件
が
具
備
さ
れ
た
場
合
に
は
、
原
判
決
に
つ
き
判
決
に
影
響
を
及
ぽ

す
こ
と
の
明
ら
か
な
、
法
令
違
背
が
あ
つ
た
も
の
と
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
し
て

判
　
例
　
研
究

こ
れ
を
破
棄
し
、

し
た
。

更
に
審
理
を
尽
く
さ
せ
る
た
め
、
事
件
を
原
審
に
差
し
戻
す
、

と

　
判
旨
に
賛
成
す
る
。

一
、
再
審
事
由
が
適
法
な
上
告
理
由
に
な
る
と
解
し
た
場
合
、
そ
の
要
件
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

て
民
訴
法
四
二
〇
条
二
項
の
要
件
の
具
備
が
必
要
な
事
、
さ
ら
に
起
訴
猶
予
処

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

分
が
こ
れ
に
あ
た
る
と
い
う
事
、
の
二
点
に
つ
い
て
は
、
争
い
が
な
い
。
し
か

し
民
訴
法
四
二
〇
条
一
項
四
号
か
ら
七
号
ま
で
の
事
由
が
主
張
さ
れ
た
場
合
、

上
告
審
は
ど
う
い
う
態
度
を
と
る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
見
解
が
わ
か
れ
て
い

る
。　

再
審
事
由
が
適
法
な
上
告
理
由
に
な
る
と
い
う
事
の
理
由
づ
け
と
、
上
告
審

の
と
る
べ
ぎ
態
度
と
の
間
に
は
、
論
理
的
に
必
然
な
脈
絡
が
あ
る
と
考
え
る
。

従
つ
て
こ
こ
で
は
ま
ず
、
理
由
づ
け
に
つ
い
て
の
学
説
の
対
立
を
見
た
上
で
、

上
告
審
の
態
度
に
つ
い
て
考
察
す
る
事
に
す
る
。

二
、
再
審
事
由
が
上
告
理
由
に
あ
た
る
か
否
か
に
関
し
て
は
、
判
例
は
大
審
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

時
代
か
ら
こ
れ
を
肯
定
し
て
い
る
。
学
説
も
理
由
づ
け
は
と
も
か
く
結
果
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

て
は
、
賛
成
す
る
も
の
が
多
い
。
近
時
有
力
に
主
張
さ
れ
る
理
由
は
、
事
実
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

定
手
続
違
背
の
特
殊
な
場
合
で
あ
る
と
す
る
見
解
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
民
訴
法

四
二
〇
条
一
項
但
書
の
「
当
事
者
力
上
訴
二
依
リ
其
ノ
事
由
ヲ
主
張
シ
タ
ル
ト

キ
又
ハ
之
ヲ
知
リ
テ
主
張
セ
サ
リ
シ
ト
キ
ハ
此
ノ
限
二
在
ラ
ス
」
と
い
う
文
言

か
ら
、
上
告
理
由
と
し
て
主
張
で
き
な
い
と
す
る
と
、
上
告
も
で
き
ず
（
知
つ

て
い
て
主
張
し
な
か
つ
た
以
上
は
）
再
審
も
許
さ
れ
な
い
と
い
う
よ
う
な
、
不
当
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

結
果
が
生
じ
る
所
か
ら
逆
に
、
上
告
理
由
と
す
べ
き
だ
と
し
て
い
る
。

二
二

（
一
〇
七
九
）



　
　
　
判
例
研
究

　
こ
の
説
明
に
対
し
て
、
旧
法
に
お
け
る
原
状
回
復
の
訴
の
法
文
と
し
て
の
取

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

扱
い
か
ら
、
反
対
す
る
も
の
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
現
行
民
訴
法
四
二
〇
条
一
項

四
号
か
ら
七
号
は
、
旧
民
訴
法
四
六
九
条
一
項
一
号
か
ら
四
号
に
あ
た
り
、
こ

れ
は
、
原
状
回
復
の
訴
と
さ
れ
、
取
消
の
訴
と
二
本
立
て
に
な
つ
て
、
現
在
の

再
審
の
訴
に
あ
た
る
場
合
を
ま
か
な
つ
て
い
た
。
こ
れ
と
の
対
比
か
ら
、
現
行

民
訴
法
を
立
法
す
る
過
程
に
お
い
て
、
四
二
〇
条
一
項
但
書
に
い
わ
ゆ
る
「
上

訴
」
に
上
告
は
、
含
ま
れ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
、
と
主
張
す
る
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
取
消
の
訴
に
あ
た
る
現
行
民
訴
法
四
二
〇
条
一
項
一
号
か
ら
三

号
は
上
告
が
、
許
さ
れ
る
が
、
四
号
か
ら
七
号
は
、
事
実
審
理
を
要
す
る
た
め
、

む
し
ろ
上
告
で
の
、
審
理
を
あ
き
ら
め
、
控
訴
判
決
を
確
定
さ
せ
、
再
審
を
控

訴
裁
判
所
に
起
こ
さ
せ
て
、
そ
こ
で
審
理
を
さ
せ
る
と
い
う
意
図
を
持
つ
て
、

立
法
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
な
の
で
あ
る
。
従
つ
て
、
上
告
審
が
法
律
審
で
あ

る
事
を
断
念
し
な
い
限
り
、
再
審
事
由
の
四
号
か
ら
七
号
が
、
上
告
理
由
と
認

め
ら
れ
る
事
は
な
い
と
い
う
事
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
又
、
ド
イ
ツ
普
通
法
時
代

の
原
状
回
復
制
度
を
参
照
し
た
上
で
、
再
審
事
由
の
四
号
か
ら
七
号
を
上
告
理

由
の
一
般
原
則
中
に
解
消
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
そ
れ
が
元
来
確
定
判
決
に
対

す
る
原
状
回
復
の
訴
の
事
由
で
あ
つ
た
事
を
思
え
ば
、
も
と
も
と
成
功
す
る
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

込
み
の
な
い
試
み
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

　
そ
の
よ
う
に
言
つ
て
論
者
は
、
再
審
事
由
が
上
告
理
由
と
し
て
認
め
ら
れ
る

の
は
、
訴
訟
経
済
と
い
う
言
葉
に
理
由
を
求
め
る
他
は
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。

確
定
を
待
つ
て
再
審
に
持
ち
込
む
事
は
、
上
告
を
許
す
事
に
比
べ
る
と
、
訴
訟

経
済
上
妥
当
で
な
い
。
む
し
ろ
、
上
告
が
許
さ
れ
る
の
は
、
ま
さ
に
そ
れ
が
再

審
事
由
で
あ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
一
二
　
　
（
一
〇
八
O
）

三
、
再
審
事
由
の
う
ち
、
現
行
民
訴
法
四
二
〇
条
一
項
一
号
か
ら
三
号
が
、
絶

対
的
上
告
理
由
と
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
四
号
か
ら
七
号
が
、
こ
れ
に
含

ま
れ
な
か
つ
た
の
は
、
立
法
の
段
階
に
お
け
る
基
本
的
な
発
想
と
し
て
、
判
決

確
定
を
待
つ
て
再
審
さ
せ
る
と
い
う
意
図
が
あ
つ
た
と
い
う
事
は
、
前
述
の
と

お
り
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
付
言
す
れ
ば
、
こ
れ
は
上
告
審
が
法
律
審
で
あ
る
事

を
厳
守
す
る
た
め
に
さ
れ
た
、
帰
結
と
言
う
事
も
で
き
そ
う
で
あ
る
。
従
つ
て

そ
こ
に
だ
け
着
目
す
れ
ぽ
、
上
告
審
が
法
律
審
で
あ
る
事
を
厳
守
し
た
上
で
、

再
審
事
由
の
四
号
か
ら
七
号
を
適
法
な
上
告
理
由
と
認
め
る
事
は
難
し
い
と
考

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
事
実
審
理
を
し
な
い
で
、
上
告
理
由
と
な
る
と
す
る
、

判
例
や
、
一
部
の
学
説
は
、
基
本
的
に
立
法
趣
旨
を
念
頭
に
お
く
限
り
、
矛
盾

す
る
所
説
と
言
わ
ね
ぽ
な
る
ま
い
。

四
、
立
法
過
程
の
発
想
を
重
視
し
て
い
る
以
上
、
有
力
説
の
論
拠
だ
け
で
は
、

　
　
　
（
9
）

非
常
に
弱
い
。
又
、
訴
訟
経
済
上
の
要
請
だ
と
い
う
だ
け
で
は
、
非
常
に
危
険

だ
と
考
え
る
。
上
告
理
由
、
再
審
事
由
に
あ
た
る
場
合
と
い
う
の
は
、
当
然
限

定
し
て
解
さ
れ
る
べ
き
で
、
便
宜
の
み
を
理
由
に
そ
の
ワ
ク
を
拡
げ
る
の
は
、

妥
当
で
は
な
い
。
結
局
、
上
告
理
由
と
解
す
る
事
が
、
許
さ
れ
る
か
否
か
は
、

こ
の
ワ
ク
を
限
定
し
よ
う
と
す
る
力
と
の
対
比
に
お
い
て
、
考
え
ら
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
、
考
え
る
。

　
民
事
訴
訟
が
、
紛
争
を
解
決
す
る
役
割
を
果
す
事
に
つ
い
て
は
、
問
題
が
な

い
（
そ
れ
が
、
目
的
と
し
て
運
営
さ
れ
て
い
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
今
は
問
題
に
し
な

い
）
。
そ
し
て
、
そ
の
方
法
と
し
て
、
訴
ー
判
決
と
い
う
プ
・
セ
ス
を
整
え
た
。

つ
ま
り
、
少
な
く
と
も
、
訴
を
も
つ
て
始
ま
り
、
判
決
を
も
つ
て
終
わ
る
と
い

う
手
続
を
、
民
訴
制
渡
が
備
え
て
い
る
事
は
、
間
違
い
が
な
い
。
さ
ら
に
、
判



決
が
紛
争
を
解
決
し
う
る
た
め
に
、
民
訴
制
度
の
全
力
を
既
判
力
と
い
う
形
で

結
集
さ
せ
、
強
い
遮
断
効
を
判
決
に
付
与
し
て
い
る
事
も
、
常
識
的
な
事
で
あ

ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
だ
け
の
大
き
な
力
を
判
決
に
与
え
る
事
が
可
能
な
の
は
、

民
訴
制
度
が
正
当
性
を
担
保
し
う
る
程
の
、
合
理
的
な
手
続
と
し
て
純
化
さ
れ

る
事
か
、
前
提
と
な
つ
て
い
る
。
そ
し
て
、
通
常
は
疑
う
必
要
か
な
い
程
度
に
、

我
々
の
民
訴
法
は
、
純
化
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
再
審
制
度
の
よ
う
に
、
既
判

力
を
何
ら
か
の
形
で
否
定
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
が
、
存
在
す
る
場
合
、
そ

の
再
審
の
起
さ
れ
る
可
能
佳
は
、
手
続
を
純
化
さ
せ
る
た
め
に
は
、
局
限
せ
ら

る
べ
き
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
と
す
れ
ば
、
再
審
事
由
に
あ
た
る
お
そ

れ
の
あ
る
場
合
は
、
判
決
が
確
定
す
る
以
前
に
は
、
既
判
力
制
度
の
当
然
の
要

求
と
し
て
、
そ
の
お
そ
れ
を
排
除
す
る
べ
く
、
上
告
理
由
と
す
べ
き
な
の
で
は

な
い
か
。
ひ
ら
た
く
言
え
ば
、
再
審
事
由
で
あ
る
が
故
に
、
上
告
理
由
と
さ
れ

る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
訴
訟
経
済
の
要
請
で
は
な
く
、
既
判
力
の
本
質
か
ら

導
か
れ
る
当
然
の
帰
結
で
あ
る
と
解
し
た
い
。
例
え
ば
、
上
告
を
許
し
て
事
実

審
理
を
し
た
と
し
て
、
他
の
理
由
か
ら
差
し
戻
し
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
、
又
、

事
実
審
理
を
許
さ
な
け
れ
ば
、
当
然
に
差
し
戻
さ
れ
る
。
結
局
控
訴
裁
判
所
で
、

審
理
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
訴
訟
経
済
上
ど
ち
ら
が
得
か
は
、
わ
か
ら
な
い
。

つ
ま
り
、
訴
訟
経
済
の
要
請
だ
け
で
は
、
上
告
理
由
に
す
べ
き
か
否
か
の
解
決

は
、
可
能
性
の
比
較
な
ど
と
い
う
、
あ
い
ま
い
な
領
域
へ
議
論
を
引
き
込
む
だ

け
で
、
結
着
か
つ
か
な
い
。
今
仮
に
百
歩
譲
つ
て
、
可
能
性
の
一
番
高
い
場
合

が
わ
か
つ
て
、
そ
れ
が
訴
訟
経
済
上
有
益
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
取
扱
い
が
、

合
理
性
も
な
い
単
な
る
便
宜
な
ら
、
む
し
ろ
排
斥
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
本

来
訴
訟
経
済
と
い
う
言
葉
は
、
説
明
原
理
に
は
な
り
え
て
も
、
決
し
て
第
一
義

　
　
　
判
例
研
究

の
も
の
と
し
て
、
指
導
原
理
に
は
な
り
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　
と
も
か
く
、
以
上
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
論
理
は
す
つ
き
り
す
る
、
再
審
事

由
に
あ
た
る
蓋
然
性
が
あ
れ
ば
、
上
告
理
由
と
な
る
程
度
の
違
法
は
、
少
な
く

と
も
存
在
す
る
、
と
い
う
事
に
な
る
。
具
体
的
に
は
、
有
力
説
が
言
う
よ
う
に
、

手
続
違
背
が
あ
る
と
い
う
事
な
の
だ
が
、
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
再
審
事
由
に
あ

た
る
お
そ
れ
の
あ
る
よ
う
な
証
拠
を
採
用
し
た
、
と
い
う
事
自
体
に
あ
る
違
法

を
、
指
し
て
い
る
事
に
な
る
。

五
、
以
上
を
前
提
と
し
て
、
上
告
審
の
と
る
べ
き
態
度
に
つ
い
て
、
考
察
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

学
説
は
、
例
外
的
事
実
審
理
を
す
る
べ
き
だ
、
と
す
る
か
、
法
律
審
で
あ
る
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

を
厳
守
し
て
、
破
棄
差
し
戻
し
を
す
べ
き
だ
、
と
す
る
か
の
、
二
説
に
わ
か
れ

て
い
る
。
判
例
は
、
必
ず
し
も
明
確
と
は
言
い
難
い
が
、
常
識
的
に
見
て
、
後

説
と
考
え
て
良
い
。
と
こ
ろ
で
、
従
来
の
学
説
の
解
釈
の
ま
ま
で
は
、
後
説
に

は
、
矛
盾
が
あ
る
事
は
、
前
述
三
の
所
で
、
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
従
つ

て
そ
の
点
か
ら
す
れ
ぽ
、
前
説
の
方
が
素
直
な
考
え
方
と
も
言
い
う
る
。

　
し
か
L
、
前
述
四
の
よ
う
に
手
続
違
背
が
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
事
が

制
度
自
体
の
当
然
の
要
請
で
あ
る
と
考
え
る
と
、
話
は
違
つ
て
く
る
。
上
告
審

が
、
法
律
審
で
あ
る
事
を
要
求
さ
れ
る
の
も
、
手
続
の
合
理
化
へ
の
志
向
の
一

つ
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
上
告
審
の
法
律
審
的
性
格
と
、
再

審
事
由
の
上
告
理
由
適
性
と
の
間
に
は
、
同
一
の
基
盤
が
考
え
ら
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
手
続
は
、
合
理
化
と
い
う
同
一
の
目
的
の
た
め
に
、
上
告
審
を
あ
く
ま

で
も
法
律
審
と
L
て
維
持
し
つ
つ
、
再
審
事
由
を
上
告
理
由
と
し
て
認
め
る
事

を
許
し
て
い
る
と
考
え
る
。

　
従
つ
て
、
民
訴
法
四
二
〇
条
一
項
六
号
に
関
し
て
も
、
二
項
所
定
の
要
件
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
三
　
　
（
一
〇
八
一
）
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（
起
訴
猶
予
処
分
と
し
て
）
具
備
さ
れ
た
場
合
は
、
上
告
審
は
、
そ
れ
だ
け
で
上

告
理
由
あ
り
と
し
て
、
原
判
決
を
破
棄
し
、
こ
れ
を
、
差
し
戻
し
て
良
い
と
解

す
る
。

　
（
1
）
　
山
木
戸
「
判
例
批
評
」
民
商
四
六
巻
四
号
六
九
二
頁
、
小
室
「
再
審
事
由
と
上

　
　
告
理
由
の
関
係
」
裁
判
法
の
諸
問
題
（
下
）
一
九
〇
頁
、
竹
下
「
最
高
裁
民
事
判
例
研

　
　
究
」
法
協
八
六
巻
七
号
八
二
〇
頁

　
（
2
）
兼
子
・
判
民
昭
工
年
五
九
事
件
評
釈
、
菊
井
職
村
松
・
コ
ン
メ
ソ
タ
ー
ル
民

　
　
訴
法
H
七
七
〇
頁
、
竹
下
・
前
掲
八
二
一
頁

　
（
3
）
　
大
判
昭
九
・
九
・
一
民
集
二
二
巻
二
〇
号
一
七
六
八
頁
、
最
二
判
昭
三
八
・
四
・

　
　
一
二
民
集
一
七
巻
三
号
四
六
八
頁
、
最
一
判
昭
四
三
・
五
・
二
民
集
二
二
巻
五
号
一

　
　
一
一
〇
頁

　
（
4
）
斎
藤
・
判
民
昭
九
年
一
二
五
事
件
四
〇
九
頁
、
兼
子
・
条
解
九
八
九
頁
、
菊
井

　
　
“
村
松
・
前
掲
六
五
一
頁

　
（
5
）
新
堂
「
最
高
裁
判
例
研
究
」
法
協
八
二
巻
三
四
二
頁
、
飯
塚
「
判
例
批
評
」
民

　
　
商
六
〇
巻
一
号
一
＝
一
頁
、
小
室
・
前
掲
一
八
二
頁

　
（
6
）
薬
師
寺
「
民
事
判
例
研
究
」
法
学
志
林
三
七
巻
六
号
七
六
四
頁

　
（
7
）
　
三
谷
「
可
罰
行
為
と
民
事
再
審
に
関
す
る
若
干
の
問
題
」
判
タ
三
〇
一
号
三
四

　
　
頁

　
（
8
）
竹
下
・
前
掲
八
一
九
頁

　
（
9
）
竹
下
・
前
掲
八
一
七
頁

　
（
1
0
）
　
小
室
・
前
掲
一
九
〇
頁

　
（
1
1
）
菊
井
”
村
松
・
前
掲
七
七
一
頁
、
奥
村
・
最
判
解
民
昭
和
四
三
上
四
七
八
頁
、

　
　
三
谷
・
前
掲
三
五
頁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
東

乾
・
山
田
恒
久

ご
一
四
　
　
（
一
〇
八
二
）


