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一
七
四
）
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〔
最
高
裁
民
訴
事
例
研
究
二
〇
ご

昭
和
五
六
6
　
（
撮
騙
嘱
㎎
蓋
蜷
）

　
隔
、
遺
言
無
効
確
認
訴
訟
に
お
け
る
確
認
の
利
益
の
判
断
に
あ
た
り
原
告
の

　
相
続
分
が
生
前
贈
与
等
に
よ
り
な
く
な
る
か
否
か
を
考
慮
す
る
こ
と
の
可
否

　
二
、
遺
言
無
効
確
認
訴
訟
が
固
有
必
要
的
共
同
訴
訟
に
あ
た
ら
な
い
と
さ
れ

　
た
事
例

　
　
遺
言
無
効
確
認
請
求
事
件
（
昭
五
六
・
九
二
一
第
二
小
法
廷
判
決
）

　
　
原
告
瓦
・
為
と
被
告
㌔
・
㌔
・
鞠
・
ぬ
ら
の
父
で
あ
る
A
は
、
昭
和
四
三
年
五
月
一

　
　
五
日
に
、
そ
の
妻
B
と
連
名
で
本
件
の
自
筆
証
書
遺
言
を
作
成
し
た
。
こ
の
内
容

　
　
は
、
A
・
B
の
相
続
人
九
人
の
う
ち
、
主
な
不
動
産
五
筆
を
、
ぬ
～
h
の
中
か
ら
相

　
　
続
す
べ
ぎ
者
を
定
め
、
A
が
B
よ
り
先
に
死
亡
し
た
時
は
、
ま
ず
B
が
す
べ
て
の
遺

　
　
産
を
相
続
し
、
B
死
亡
の
時
に
は
、
先
に
指
定
し
た
方
法
に
よ
り
、
h
～
ぬ
に
遺
産

　
　
を
相
続
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
つ
た
。
こ
の
結
果
、
A
・
B
の
長
女
・
二
女
・
三

　
　
女
（
訴
外
）
と
、
埼
・
為
は
、
右
不
動
産
を
相
続
で
ぎ
な
い
事
に
な
つ
て
い
た
。

　
　
A
が
昭
和
四
三
年
七
月
一
〇
日
に
、
B
が
昭
和
五
一
年
七
月
｝
八
日
に
死
亡
し
た

　
　
後
、
昭
和
五
二
年
に
、
X
ら
は
、
Y
ら
を
相
手
ど
つ
て
、
A
・
B
の
署
名
は
、
A
・

　
　
B
の
自
署
で
は
な
く
民
法
九
六
八
条
一
項
の
方
式
違
背
が
あ
る
た
め
無
効
で
あ
り
、

　
　
又
、
A
・
B
の
連
名
で
あ
る
た
め
に
共
同
遺
言
禁
止
を
規
定
し
た
民
法
九
七
五
条
に

　
　
反
し
て
い
る
と
主
張
し
て
、
本
件
遺
言
の
無
効
確
認
訴
訟
を
提
起
し
た
。

　
　
こ
れ
に
対
し
て
被
告
ら
は
、
ま
ず
本
訴
の
却
下
を
求
め
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
第
一

　
　
に
、
X
ら
は
A
の
生
前
に
、
A
か
ら
贈
与
を
受
け
て
お
り
、
X
ら
の
遺
産
に
対
す
る

　
　
相
続
分
は
零
で
あ
る
か
ら
確
認
の
訴
に
お
け
る
訴
の
利
益
が
な
い
事
、
第
二
に
、
遺

言
無
効
確
認
の
訴
は
固
有
必
要
的
共
同
訴
訟
で
あ
り
、
共
同
相
続
人
の
全
員
す
な
わ

ち
長
女
・
次
女
・
三
女
を
被
告
に
加
え
な
い
本
訴
が
不
適
法
で
あ
る
事
を
あ
げ
た
。

さ
ら
に
、
本
案
に
つ
い
て
は
、
本
件
遺
言
は
A
の
単
独
遺
言
で
、
同
人
は
勝
手
に
妻

B
の
名
を
書
い
た
が
、
そ
れ
は
単
に
右
遺
言
の
威
厳
を
示
す
た
め
に
な
し
た
も
の
に

過
ぎ
ず
、
原
告
の
主
張
す
る
よ
う
な
違
法
は
な
い
と
主
張
し
た
。

｝
審
・
原
審
は
、
訴
の
利
益
に
つ
い
て
は
、
本
件
遺
言
書
が
有
効
で
あ
れ
ば
、
当
該

不
動
産
は
Y
ら
の
所
有
と
な
り
、
X
ら
は
共
有
持
分
を
取
得
し
え
な
い
の
で
、
訴
の

利
益
は
あ
る
。
生
前
贈
与
に
よ
り
X
ら
の
具
体
的
相
続
分
が
な
く
な
る
か
否
か
は
、

遺
産
分
割
の
段
階
で
間
題
に
す
べ
ぎ
で
、
そ
の
ま
え
の
段
階
で
あ
る
遺
言
無
効
確
認

の
訴
訟
で
問
題
に
す
べ
ぎ
で
は
な
い
。
固
有
必
要
的
共
同
訴
訟
か
否
か
の
点
に
つ
い

て
は
、
遺
言
無
効
確
認
の
訴
訟
の
実
質
は
、
相
続
財
産
に
対
す
る
被
告
の
権
利
の
全

部
又
は
一
部
の
不
存
在
の
主
張
で
あ
る
こ
と
及
び
相
続
財
産
に
対
す
る
共
同
所
有
は

合
有
で
な
く
共
有
で
あ
る
と
解
す
べ
ぎ
事
に
か
ん
が
み
る
と
遺
言
無
効
確
認
訴
訟

は
、
固
有
必
要
的
共
同
訴
訟
に
は
当
ら
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
本
件
遺
言
に
つ

い
て
は
、
夫
A
が
妻
B
の
名
前
を
書
い
た
も
の
で
、
妻
B
は
自
己
の
名
を
自
署
し
て

は
い
な
い
が
、
妻
B
は
共
同
遺
言
者
と
な
る
事
を
承
諾
し
て
い
た
も
の
と
認
め
ら
れ

る
た
め
、
実
質
的
に
共
同
遺
言
禁
止
に
反
し
無
効
と
考
え
る
と
し
て
、
X
ら
の
請
求

を
認
容
し
た
、
以
上
三
点
に
つ
ぎ
法
令
違
反
あ
り
と
し
て
、
Y
ら
が
上
告
し
、
本
判

決
は
こ
れ
に
応
え
て
以
下
の
如
く
判
示
し
た
。

遺
言
無
効
確
認
の
訴
訟
に
お
い
て
、
原
告
で
あ
る
相
続
人
に
確
認
の
利
益
が
あ
る
か

否
か
は
、
遺
言
の
内
容
に
よ
つ
て
定
め
れ
ば
足
り
、
原
告
が
受
け
た
生
前
贈
与
等
に

よ
り
原
告
の
相
続
分
が
な
く
な
る
か
否
か
は
、
将
来
に
お
け
る
遺
産
分
割
の
時
に
問



題
と
さ
れ
る
べ
ぎ
事
項
で
あ
る
事
に
か
ん
が
み
る
と
、
原
則
と
し
て
右
確
認
の
利
益

の
存
否
の
判
断
に
お
い
て
は
考
慮
す
べ
ぎ
で
は
な
い
。
本
件
遺
言
確
認
の
訴
が
固
有

必
要
的
共
同
訴
訟
に
あ
た
ら
な
い
と
し
た
原
審
の
判
断
は
正
当
で
あ
る
。
又
、
同
一

の
証
書
に
二
人
の
遺
言
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
う
ち
の
一
方
に
氏
名
を

自
書
し
な
い
方
式
の
違
背
が
あ
る
時
で
も
、
右
遺
言
は
民
法
九
七
五
条
に
よ
り
禁
止

さ
れ
た
共
同
遺
言
に
あ
た
る
。

よ
つ
て
、
上
告
棄
却

　
判
旨
に
賛
成
す
る
。

　
本
件
判
示
事
項
の
う
ち
、
第
一
点
で
あ
る
訴
の
利
益
に
関
す
る
判
断
と
、
第

二
点
で
あ
る
遺
言
無
効
確
認
訴
訟
と
必
要
的
共
同
訴
訟
に
関
す
る
判
断
は
、
手

続
法
上
の
問
題
と
考
え
ら
れ
、
第
三
点
で
あ
る
共
同
遺
言
に
関
す
る
判
断
は
、

実
体
法
上
の
問
題
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
特
に
、
手
続
法
上
の
問
題
点

に
論
点
を
限
定
し
て
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。

一
、
遺
言
の
無
効
確
認
を
求
め
る
訴
が
、
確
認
の
利
益
を
有
す
る
原
告
に
よ
つ

て
起
さ
れ
た
場
合
、
こ
れ
を
、
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
事
に
つ
い
て

は
、
争
い
が
な
い
。
本
件
で
問
題
と
な
つ
た
の
は
、
そ
の
確
認
の
利
益
を
判
断

す
る
に
あ
た
つ
て
、
原
告
の
相
続
財
産
に
お
け
る
持
分
権
の
割
合
が
、
生
前
贈

与
に
よ
つ
て
零
に
な
つ
て
し
ま
う
事
を
、
考
慮
す
べ
き
か
否
か
と
い
う
点
で
あ

る
。
原
告
が
、
特
に
、
遺
言
の
効
力
の
有
無
の
み
に
、
争
い
を
限
定
し
て
訴
を

起
す
と
し
て
も
、
結
局
、
持
分
権
の
割
合
が
零
に
な
つ
て
し
ま
う
の
で
あ
れ

ば
、
遺
言
の
無
効
を
争
う
事
自
体
、
無
駄
だ
と
い
う
事
も
言
え
な
い
わ
け
で
は

な
い
。
特
に
、
遺
言
無
効
確
認
の
訴
を
、
相
続
財
産
に
お
け
る
持
分
権
に
関
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

る
争
い
の
一
部
分
と
理
解
す
る
説
に
お
い
て
は
、
そ
う
考
え
る
の
は
、
自
然
で

　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
遺
言
無
効
確
認
訴
訟
は
、
遺
言
の
効
力
の
有

無
の
み
に
争
い
を
限
定
し
て
い
る
と
解
釈
し
て
も
、
そ
の
訴
訟
に
ょ
つ
て
、
持

分
権
争
い
の
一
場
面
に
結
着
を
つ
け
よ
う
と
い
う
意
図
が
あ
る
以
上
、
あ
る
程

度
、
最
終
目
的
で
あ
る
持
分
権
争
い
の
勝
敗
の
ゆ
く
え
が
、
原
告
に
と
つ
て
有

利
で
な
け
れ
ば
、
無
効
確
認
を
す
る
事
が
、
烏
有
に
帰
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
点
に
関
し
て
、
遺
言
無
効
確
認
訴
訟
を
、
持
分
権
争
い
か
ら
切
り
離

し
、
た
だ
単
に
、
持
分
権
争
い
と
は
無
関
係
な
遺
言
の
効
力
の
争
い
と
し
て
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

解
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
所
説
が
あ
る
。
確
か
に
、
所
説
の
よ
う
に
考
え

れ
ば
、
持
分
権
争
い
の
勝
敗
の
ゆ
く
え
と
は
無
関
係
に
、
遺
言
無
効
確
認
訴
訟

の
確
認
の
利
益
を
考
え
る
事
が
で
き
る
。
し
か
し
、
遺
言
無
効
確
認
訴
訟
の
本

来
の
性
質
は
、
曖
昧
な
も
の
に
な
つ
て
し
ま
う
。
果
し
て
、
遺
言
の
効
力
だ
け

を
、
固
有
の
問
題
と
し
て
争
う
事
が
許
さ
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
甚
だ
疑

問
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
本
件
の
よ
う
な
遺
言
無
効
確
認
訴
訟
に
、

確
認
の
利
益
が
あ
る
事
を
認
め
る
た
め
に
は
、
矢
張
り
持
分
権
の
争
い
の
一
連

の
過
程
の
、
一
場
面
で
あ
る
と
い
う
位
置
づ
け
を
、
必
要
と
す
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
◎
そ
う
位
置
づ
け
る
事
に
よ
つ
て
、
初
め
て
、
遺
言
の
効
力
を
争
う
意
味

が
、
少
な
く
と
も
本
件
に
お
い
て
は
、
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
但
し
、
生
前
贈
与
に
よ
る
持
分
権
の
割
合
の
減
少
は
、
算
定
の
時
期
に
左
右

さ
れ
る
、
不
確
定
な
要
素
を
多
分
に
含
ん
だ
争
点
と
言
え
る
。
原
告
の
最
終
目

標
が
、
そ
の
生
前
贈
与
に
よ
る
持
分
権
の
増
減
で
あ
る
事
も
想
燥
に
難
く
な
い
。

遺
言
無
効
確
認
の
訴
訟
は
、
そ
の
前
段
階
の
争
い
で
あ
り
、
せ
つ
か
く
原
告

が
、
複
雑
に
な
る
訴
訟
を
さ
け
て
、
限
定
し
た
も
の
を
、
持
分
権
の
割
合
を
考

慮
す
る
事
に
よ
つ
て
、
混
乱
さ
せ
る
の
で
は
、
不
当
な
取
扱
い
と
言
わ
ざ
る
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
九
　
　
（
一
一
七
五
）
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得
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
右
の
よ
う
な
争
い
の
分
断
が
、
当
事
者
の
意
思
に
よ
つ

て
は
で
き
ず
、
遺
言
無
効
の
主
張
も
生
前
贈
与
に
よ
る
持
分
権
の
減
少
の
主
張

も
す
べ
て
、
持
分
権
争
い
の
訴
訟
と
い
う
一
個
の
訴
訟
の
中
で
な
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
と
考
え
る
な
ら
、
本
件
の
よ
う
な
取
扱
い
は
不
当
と
い
う
事
に
な
る
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
、
訴
訟
形
態
に
関
す
る
管
理
は
、
自
由
な
個
人
の
法
意

識
の
発
露
の
障
硬
に
こ
そ
な
れ
、
そ
れ
を
、
促
す
方
法
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
排

斥
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
従
つ
て
、
右
の
理
由
か
ら
、
第
一
点
に
関
す
る
判
断
は
正
当
で
あ
る
と
評
価

す
る
事
が
で
き
る
。

二
、
民
訴
法
六
二
条
は
「
訴
訟
ノ
目
的
力
共
同
訴
訟
人
ノ
全
員
二
付
合
一
ニ
ノ

ミ
確
定
ス
ベ
キ
場
合
」
を
、
必
要
的
共
同
訴
訟
の
要
件
と
し
て
規
定
し
て
い

る
。
学
説
は
こ
れ
を
、
共
同
訴
訟
人
に
つ
き
判
決
が
合
一
に
の
み
確
定
す
る
事

を
要
す
る
場
合
－
共
同
訴
訟
人
の
一
人
に
つ
き
な
さ
れ
た
判
決
の
既
判
力

が
、
互
い
に
他
に
お
よ
ぶ
関
係
が
あ
つ
て
、
そ
の
間
矛
盾
し
た
判
決
を
な
し
え

な
い
場
合
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
通
説
が
、
既
判
力
の
及
ぶ
範
囲
に
訴
訟
物

の
合
一
確
定
を
限
定
す
る
の
は
、
基
準
と
し
て
は
明
瞭
で
あ
る
と
し
な
が
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

妥
当
な
基
準
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
と
す
る
所
説
が
あ
る
。
所
説
は
、
必
要
的

共
同
訴
訟
と
い
う
制
度
が
、
元
来
、
共
同
訴
訟
人
間
に
共
通
の
審
理
を
行
い
、

合
一
の
判
決
を
な
す
た
め
に
存
在
す
る
と
い
う
基
本
的
認
識
の
上
に
立
ち
、
通

説
が
、
既
判
力
の
抵
触
回
避
と
い
う
も
つ
ば
ら
訴
訟
法
的
な
観
点
に
立
つ
て
必

要
的
共
同
訴
訟
を
考
え
る
態
度
に
対
し
て
、
訴
訟
が
実
体
法
と
訴
訟
法
の
綜
合

の
場
で
あ
る
事
を
見
落
し
て
い
る
と
論
難
す
る
。
実
体
法
上
合
一
な
判
決
の
み

が
可
能
で
あ
る
場
合
に
、
そ
の
合
一
な
判
決
を
生
成
す
る
プ
・
セ
ス
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
〇
　
　
（
一
一
七
六
）

必
要
的
共
同
訴
訟
を
と
ら
え
る
事
に
よ
り
、
通
説
よ
り
も
よ
り
実
体
法
的
で
あ

る
と
主
張
す
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
所
説
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
既
判
力

と
い
う
訴
訟
の
結
果
に
、
基
準
を
求
め
る
か
ら
と
言
つ
て
、
通
説
が
、
よ
り
訴

訟
法
的
で
あ
る
と
考
え
る
の
は
疑
問
で
あ
る
。
既
判
力
そ
の
も
の
の
実
体
法
的

な
意
味
を
捨
象
す
る
傾
向
の
あ
る
学
説
は
お
く
と
し
て
、
少
な
く
と
も
、
所
説

の
よ
う
に
、
訴
訟
を
実
体
法
と
訴
訟
法
の
綜
合
の
場
で
あ
る
事
を
正
当
に
評
価

し
な
が
ら
、
そ
の
訴
訟
の
プ
ロ
セ
ス
の
終
点
に
位
置
す
る
判
決
の
効
力
で
あ
る

既
判
力
に
、
通
説
が
基
準
を
求
め
た
点
を
、
既
判
力
も
又
i
と
い
う
よ
り
は

む
し
ろ
既
判
力
こ
そ
t
実
体
法
と
訴
訟
法
の
綜
合
の
賜
と
言
う
べ
き
で
あ
る

事
を
見
逃
し
て
、
即
座
に
、
訴
訟
法
的
で
あ
る
と
断
じ
る
の
は
、
所
説
の
自
己

矛
盾
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
Q

　
通
説
の
説
明
す
る
意
味
が
、
専
ら
抵
触
回
避
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
の
な

ら
、
所
説
の
指
摘
に
も
、
一
理
あ
る
と
言
え
る
が
、
む
し
ろ
通
説
は
、
抵
触
す

る
判
断
が
、
既
判
力
あ
る
判
決
の
た
め
に
、
で
き
な
く
な
り
、
そ
れ
が
た
め
、

正
当
な
権
利
者
が
、
実
体
法
上
、
不
当
な
扱
い
を
受
け
る
よ
う
な
場
合
を
避
け

る
た
め
に
、
必
要
的
共
同
訴
訟
が
存
在
す
る
と
考
え
て
い
る
と
理
解
す
べ
ぎ
で

あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
所
説
の
い
う
よ
う
に
、
訴
訟
が
実
体
法

と
訴
訟
法
の
綜
合
の
場
で
あ
る
事
を
見
落
す
こ
と
な
く
立
論
す
る
事
が
可
能
に

な
る
。

　
さ
ら
に
、
所
説
は
、
特
に
本
件
の
よ
う
な
遺
言
無
効
確
認
訴
訟
の
場
合
は
、

訴
訟
上
の
請
求
が
同
一
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
実
体
法
上
合
一
な
裁
判
の
み

が
可
能
で
あ
る
と
し
て
、
訴
訟
資
料
を
斉
一
に
蒐
集
し
、
合
一
に
判
断
さ
れ
る

必
要
が
あ
る
た
め
、
類
似
必
要
的
共
同
訴
訟
と
し
て
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
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（
4
）

主
張
す
る
。
所
説
の
見
解
が
通
説
的
な
理
解
と
大
き
く
分
か
れ
る
の
は
、
固
有

必
要
的
共
同
訴
訟
と
類
似
必
要
的
共
同
訴
訟
の
分
別
に
関
し
て
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
訴
訟
物
が
各
共
同
訴
訟
人
に
つ
き
実
体
法
上
合
一
に
の
み
確
定
す
べ
き
場

合
の
う
ち
、
訴
訟
追
行
権
を
、
各
共
同
訴
訟
人
が
共
同
し
て
の
み
有
す
る
場
合

を
固
有
必
要
的
共
同
訴
訟
と
定
義
し
、
然
ら
ざ
る
場
合
を
、
す
べ
て
類
似
必
要

的
共
同
訴
訟
と
定
義
す
る
た
め
に
、
通
説
の
よ
う
に
、
法
規
に
よ
つ
て
既
判
力

が
拡
張
さ
れ
る
場
合
を
も
つ
て
類
似
必
要
的
共
同
訴
訟
と
考
え
る
時
よ
り
も
、

拡
大
さ
れ
た
範
囲
の
中
に
、
類
似
必
要
的
共
同
訴
訟
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る

　
　
（
5
）

の
で
あ
る
o

　
所
説
は
、
通
説
が
実
体
法
的
な
観
点
に
無
関
心
（
明
確
に
言
い
表
わ
さ
な
か
つ

た
と
い
う
意
味
で
）
で
あ
つ
た
点
を
指
摘
し
、
必
要
的
共
同
訴
訟
の
問
題
が
す
ぐ

れ
て
実
体
法
的
な
領
域
に
属
す
る
事
を
示
唆
す
る
点
で
、
評
価
す
べ
ぎ
も
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
実
体
法
に
逆
に
偏
り
す
ぎ
て
い
る
事
も
否
め
な
い
。
確
か

に
、
実
体
法
上
、
す
べ
て
合
一
な
判
断
が
妥
当
す
る
方
が
、
生
活
関
係
は
規
律

さ
れ
や
す
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
訴
訟
と
は
、
一
定
の
時
間
と
一
定
の

範
囲
を
区
切
つ
て
、
そ
こ
に
妥
当
す
る
法
規
を
索
め
る
作
業
で
あ
つ
て
、
す
べ

て
の
生
活
関
係
に
画
一
的
に
妥
当
す
る
も
の
を
も
と
め
る
作
業
で
は
な
い
。
お

よ
そ
、
人
の
具
体
的
な
生
活
関
係
は
網
の
目
の
よ
う
に
絡
み
あ
つ
て
広
範
に
拡

が
つ
て
い
て
、
当
事
者
は
、
そ
の
一
部
を
限
定
し
そ
こ
に
お
け
る
法
の
宣
言
を

求
め
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
従
つ
て
、
問
わ
れ
る
べ
き
は
、
合
一
の
確
定
の
必

要
性
の
有
無
で
は
な
く
、
当
事
者
が
限
定
し
た
生
活
関
係
の
そ
の
切
断
の
適
否

な
の
で
あ
る
。
こ
の
適
否
の
判
断
の
基
準
と
な
る
の
は
、
そ
の
部
分
に
限
定
し

て
判
決
を
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
実
体
法
上
、
権
利
を
害
さ
れ
る
第
三
者
が
存

　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

在
す
る
か
否
か
と
い
う
事
で
あ
る
。

　
本
件
の
よ
う
な
遣
言
無
効
確
認
訴
訟
は
、
持
分
権
争
い
の
一
場
面
と
理
解
さ

れ
・
争
い
は
、
原
告
と
被
告
の
間
に
の
み
存
し
、
既
判
力
に
拘
束
さ
れ
る
者

も
、
当
事
者
だ
け
で
あ
る
。
他
に
実
体
法
上
権
利
を
害
さ
れ
る
第
三
者
も
い
な

い
点
か
ら
考
え
て
、
通
常
共
同
訴
訟
で
あ
る
と
判
示
し
た
本
判
決
に
は
、
問
題

が
な
い
と
考
え
ら
れ
る
Q
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