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118

〔
最
　
高
　
裁
　
民
　
訴
　
事
　
例
　
研
　
究
　
二
四
二
〕

昭
二
七
1
0
（
撮
號
班
嫌
琳
贈
）

相
手
方
不
在
廷
の
場
合
に
お
け
る
準
備
書
面
に
記
載
も
な
く
写
の
送
達

も
な
い
書
証
の
提
出

貸
金
請
求
事
件
（
昭
和
二
七
・
六
・
一
七
第
三
小
法
廷
判
決
）

X
（
原
告
・
被
控
訴
人
・
被
上
告
人
）
は
、
竹
製
品
販
売
業
を
営
む
商
人
で
あ

　
っ
た
が
、
昭
和
二
十
二
年
十
一
月
六
日
に
雑
貨
商
を
営
む
Y
（
被
告
・
控
訴
人

・
上
告
人
）
に
対
し
て
金
十
五
万
円
の
小
切
手
に
よ
り
、
貸
し
付
け
を
し
た
。

ま
た
、
連
帯
保
証
人
と
し
て
Z
（
第
一
審
共
同
被
告
）
を
た
て
た
。
し
か
し
な

が
ら
、
先
の
小
切
手
が
不
渡
り
と
な
っ
た
た
め
に
、
X
は
同
月
十
八
日
、
Y
・

Z
を
連
帯
債
務
者
と
し
同
月
二
十
二
日
を
弁
済
期
と
す
る
同
金
額
の
消
費
貸
借

契
約
を
結
ん
だ
。
と
こ
ろ
が
、
弁
済
期
日
を
徒
過
し
て
も
支
払
い
が
な
い
の
で
、

X
は
、
Y
・
Z
を
共
同
被
告
と
す
る
、
貸
金
返
還
並
び
に
、
弁
済
期
翌
目
以
降

の
年
六
分
の
遅
延
賠
償
を
求
め
て
本
訴
を
提
起
し
た
。
第
一
審
に
於
い
て
、
Z

は
X
の
主
張
を
す
べ
て
認
め
、
但
し
今
の
所
、
弁
済
能
力
が
な
い
旨
を
陳
述
し
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た
．
し
か
し
Y
及
び
Y
の
訴
訟
代
理
人
は
、
X
の
主
張
を
争
）
旨
の
答
弁
書
を
提

出
し
た
の
み
で
、
口
頭
弁
論
期
目
に
は
一
度
も
出
席
し
な
か
っ
た
。
答
弁
書
の

内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
「
原
告
の
主
張
事
実
は
否
認
し
、
一
、
小
切
手
の

借
り
受
け
の
事
実
は
認
め
た
と
し
て
も
Y
と
は
何
等
関
係
が
な
い
。
二
、
仮
に

X
主
張
の
消
費
貸
借
契
約
が
成
立
し
た
と
し
て
も
e
不
法
原
因
給
付
で
あ
る
口

Y
は
免
責
を
受
け
て
い
る
白
X
・
Z
の
通
謀
に
よ
る
詐
欺
で
あ
り
取
消
す
㊨
通

謀
で
な
け
れ
ば
、
X
は
充
分
に
事
情
を
知
っ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
Y
に
は
対

抗
て
き
な
い
」
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
で
、
第
一
審
裁
判
所
は
準
備
書
面
に

記
載
さ
れ
て
い
な
い
X
提
出
の
甲
第
一
乃
至
第
三
号
証
及
び
X
・
Z
の
本
人
尋

問
に
基
い
て
、
X
勝
訴
の
判
決
を
言
い
渡
し
た
。
こ
の
判
決
に
対
し
て
Y
の
み

が
控
訴
。
控
訴
理
由
は
第
一
審
で
の
答
弁
書
の
内
容
と
同
趣
旨
で
あ
っ
た
。
ま

た
こ
の
間
、
先
の
甲
第
一
乃
至
第
三
号
証
の
写
の
送
達
は
Y
へ
な
さ
れ
て
い
な

い
。
そ
し
て
控
訴
審
に
於
い
て
も
、
Y
は
終
始
欠
席
を
く
り
返
す
の
み
で
あ
り
、

控
訴
審
裁
判
所
は
、
第
一
審
で
の
証
拠
に
加
え
て
新
た
に
Y
よ
り
提
出
さ
れ
た

Z
第
一
、
第
二
号
証
及
び
X
・
Y
の
本
人
尋
問
を
基
礎
に
控
訴
棄
却
の
判
決
を

言
い
渡
し
た
。
こ
れ
に
対
し
Y
は
、
「
一
、
Y
に
対
し
て
ど
の
様
な
文
書
が
証

拠
と
さ
れ
た
の
か
、
謄
本
の
送
達
も
な
く
、
そ
れ
故
攻
撃
防
禦
の
方
法
を
な
し

得
る
機
会
を
失
し
た
と
し
て
、
原
判
決
は
民
訴
法
第
二
百
四
十
五
条
、
第
二
百

四
十
七
条
及
び
第
二
百
四
十
三
条
に
反
す
る
。
二
、
そ
の
上
、
書
証
の
謄
本
を

送
達
せ
ざ
る
事
は
、
民
訴
法
第
二
百
二
十
九
条
、
第
二
百
二
十
四
条
に
も
違
背

す
る
．
」
と
の
理
由
で
上
告
し
た
。
こ
れ
に
対
し
上
告
審
は
以
下
の
様
に
判
示

し
た
．
「
記
録
に
よ
っ
て
み
る
と
Y
お
よ
び
そ
の
代
理
人
は
、
第
一
、
二
審
と

も
正
規
の
呼
出
を
受
け
な
が
ら
、
一
回
も
口
頭
弁
論
に
出
頭
せ
ず
、
X
は
第
一

審
に
お
い
て
所
論
書
証
を
提
出
し
、
第
一
審
裁
判
所
は
こ
れ
に
よ
っ
て
X
主
張

の
事
実
を
認
定
し
て
X
勝
訴
の
判
決
を
な
し
、
そ
の
判
決
は
適
法
に
Y
代
理
人

に
送
達
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
Y
は
第
二
審
に
お
い
て
第
一
審
裁
判

所
の
認
定
し
た
事
実
が
主
張
さ
れ
、
ま
た
そ
の
事
実
の
立
証
資
料
た
る
所
論
書

証
が
提
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
十
分
予
想
し
得
べ
ぎ
こ
と
で
あ
っ
た
も
の

と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
そ
し
て
所
論
民
事
訴
訟
法
の
諸
規
定
は
口
頭
弁

論
に
お
い
て
当
事
者
の
予
想
し
得
な
い
事
項
が
あ
ら
わ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
裁

判
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
避
け
ん
と
す
る
趣
旨
に
出
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
前
記

の
ご
と
く
Y
に
お
い
て
十
分
予
想
し
得
べ
き
場
合
に
お
い
て
は
前
記
書
証
の
写

の
送
達
が
な
く
、
ま
た
同
証
の
提
出
さ
る
べ
き
こ
と
が
準
備
書
面
に
記
載
さ
れ

な
か
っ
た
と
し
て
も
、
原
審
が
右
書
証
に
よ
っ
て
事
実
の
認
定
を
な
し
判
決
を

下
し
た
こ
と
は
違
法
で
は
な
い
も
の
と
解
す
る
を
相
当
と
す
る
。
一
よ
っ
て
上

告
を
棄
却
し
た
。

　
判
旨
に
賛
成
で
あ
る
。
（
但
し
、
理
由
付
け
の
点
で
若
干
の
疑
問
が
あ
る
．
）

一
　
本
判
決
の
判
決
主
文
か
ら
窺
え
る
事
は
、
被
告
Y
が
再
三
の
呼
出
に

も
拘
ら
ず
口
頭
弁
論
に
出
頭
し
て
来
な
い
と
い
う
場
合
に
、
た
と
え
準
備

書
面
に
記
載
も
な
く
写
の
送
達
も
な
い
原
告
X
提
出
の
書
証
を
採
用
し
て

事
実
認
定
を
行
な
っ
た
と
し
て
も
そ
の
採
用
が
、
被
告
に
と
っ
て
充
分
に

予
想
し
得
べ
か
り
し
場
合
で
あ
れ
ば
、
民
訴
法
第
二
百
四
十
七
条
の
適
用

は
な
い
と
言
う
事
で
あ
る
．
こ
の
意
味
は
、
ま
ず
証
拠
の
申
出
は
第
二
百

四
十
七
条
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
た
っ
た
う
え
で
、
「
被
告
の
態

度
」
と
「
予
想
し
得
べ
か
り
し
場
合
」
の
二
要
素
が
満
た
さ
れ
る
場
合
に

は
、
適
法
で
あ
る
と
示
し
た
と
理
解
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
．

二
　
民
訴
法
第
二
百
四
十
七
条
は
「
準
備
書
面
二
記
載
セ
サ
ル
事
実
ハ
相

手
方
力
在
廷
セ
サ
ル
ト
キ
ハ
ロ
頭
弁
論
二
於
テ
之
ヲ
主
張
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

ス
」
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
こ
に
言
う
所
謂
「
事
実
」
の
「
主
張
」
に

「
証
拠
の
申
出
」
が
含
ま
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
か
ね
て
よ
り
判
例
・
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（
1
）
　
　
　
（
2
）

学
説
と
も
議
論
の
多
い
所
で
あ
り
、
否
定
説
・
肯
定
説
に
分
か
れ
て
い
る
。

否
定
説
の
理
由
と
す
る
所
は
次
の
点
で
あ
る
。
e
民
訴
法
文
中
の
「
事
項
』

に
は
証
拠
申
出
を
含
む
（
民
訴
法
第
二
百
五
十
条
な
ど
）
が
「
事
実
」
に
は

含
ま
れ
な
い
。
⇔
証
拠
の
申
出
は
弁
論
期
日
外
で
も
で
き
る
（
民
訴
法
第
二

百
五
十
八
条
二
項
）
。
㊧
ド
イ
ッ
民
訴
法
第
二
百
七
十
一
条
が
「
事
実
上
の

主
張
、
証
拠
方
法
並
に
申
立
」
と
明
記
し
て
い
る
の
と
比
較
し
て
も
自
ら

　
（
3
）

異
な
る
．
と
の
理
由
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
積
極
説
は
次
の
様
な
理
由
を

あ
げ
る
．
民
訴
法
第
二
百
四
十
七
条
は
、
民
訴
法
第
百
四
十
条
三
項
と
相

侯
っ
て
、
自
白
が
擬
制
さ
れ
る
た
め
に
は
、
双
方
審
尋
主
義
の
要
請
か
ら

も
口
頭
弁
論
に
於
け
る
こ
の
事
実
の
主
張
が
予
告
さ
れ
．
応
答
の
準
備
書

面
を
提
出
す
る
事
を
可
能
に
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
双
方
の
不

意
打
ち
防
止
、
及
び
あ
ら
か
じ
め
そ
の
攻
撃
に
対
し
て
充
分
防
禦
の
方
法

を
考
慮
す
る
余
地
を
残
し
た
も
の
だ
と
制
度
趣
旨
を
捉
え
る
な
ら
ぽ
、
反

証
の
準
備
や
、
証
人
の
反
対
尋
問
を
行
う
上
で
も
．
あ
ら
か
じ
め
了
知
し

て
お
く
事
は
重
大
な
利
害
関
係
に
あ
る
と
言
え
る
。
よ
っ
て
民
訴
法
第
二

百
四
十
七
条
の
「
事
実
の
主
張
」
に
「
証
拠
の
申
出
」
を
含
む
と
す
る
の

で
あ
る
．
確
か
に
肯
定
説
の
主
張
す
る
不
意
打
防
止
を
軸
と
す
る
フ
ェ
ア

プ
レ
ー
の
精
神
の
制
度
趣
旨
は
よ
く
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
だ
か
ら

と
言
っ
て
即
座
に
「
事
実
の
主
張
」
に
「
証
拠
の
申
出
」
を
含
め
て
し
ま

う
事
に
は
賛
成
し
難
い
。
な
ぜ
な
ら
、
民
訴
法
第
二
百
四
十
七
条
の
文
言

は
あ
く
ま
で
「
事
実
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
「
事
項
」
と
は
明

記
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
使
い
わ
け
に
は
充
分
意
味
が
あ
り
．
又
，
「
証

拠
」
は
「
事
実
」
主
張
が
尽
き
た
後
の
問
題
な
の
で
あ
る
．
従
っ
て
、

『
事
実
主
張
」
と
「
証
拠
申
出
」
は
明
確
に
峻
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
事
で
あ
る
。
第
二
百
四
十
七
条
に
は
、
本
来
、
「
証
拠
の
申
出
」

は
含
ま
れ
ず
、
よ
っ
て
相
手
方
が
在
廷
で
あ
ろ
う
と
不
在
廷
で
あ
ろ
う
と

何
時
に
て
も
構
わ
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
．
し
か
し
な
が
ら
、
不
意
打
ち

に
あ
う
当
事
者
の
防
禦
権
の
問
題
と
し
て
は
、
「
事
実
の
主
張
」
の
場
合
と

同
様
の
法
理
が
成
立
す
る
余
地
が
残
る
。
即
ち
、
こ
の
「
証
拠
申
出
」
は

右
の
異
な
っ
た
レ
ベ
ル
の
問
題
に
対
し
、
移
行
の
契
機
の
役
割
を
果
た
す

か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
時
，
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、

同
様
の
法
理
で
あ
っ
て
、
第
二
百
四
十
七
条
の
問
題
自
体
で
は
な
い
と
い

う
事
で
あ
る
．
「
証
拠
の
申
出
」
に
関
し
て
で
あ
る
が
故
に
、
一
定
の
基

準
の
場
合
に
、
相
手
方
が
不
在
廷
の
場
合
の
「
申
出
」
を
認
め
ら
れ
な
か

っ
た
り
、
或
い
は
、
不
在
廷
で
あ
っ
た
と
し
て
も
認
め
ら
れ
る
場
合
が
あ

り
う
る
わ
け
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
本
判
決
、
或
い
は
肯
定
説
の
よ
う
に
．

民
訴
法
第
二
百
四
十
七
条
の
制
度
趣
旨
を
重
ん
じ
る
ば
か
り
に
，
「
証
拠

の
申
出
」
を
「
事
実
の
主
張
」
の
中
に
包
含
し
て
し
ま
い
、
そ
し
て
、
あ

る
一
定
の
基
準
の
も
と
に
か
か
る
「
証
拠
の
申
出
」
を
許
す
事
を
認
め
て

し
ま
う
と
な
る
と
、
か
え
っ
て
．
「
事
実
の
主
張
」
に
つ
い
て
も
．
同
様

の
基
準
に
基
づ
い
て
相
手
方
不
在
廷
の
場
合
に
も
認
め
ざ
る
を
得
な
く
な

り
、
こ
の
事
は
、
肯
定
説
の
主
張
す
る
第
百
四
十
条
三
項
及
び
第
二
百
四

十
七
条
の
関
係
に
反
し
、
自
己
矛
盾
の
結
果
を
導
く
事
と
な
る
、
か
ら
で

　
　
　
　
　
　
　
　
の

あ
る
。
よ
っ
て
本
判
決
の
、
「
事
実
の
主
張
」
に
「
証
拠
の
申
出
」
を
含

ま
せ
て
い
る
前
提
に
つ
い
て
は
．
賛
成
し
難
い
．
あ
く
ま
で
も
、
「
事
実

主
張
」
の
問
題
と
「
証
拠
の
申
出
」
の
問
題
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、

120
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そ
こ
を
確
認
し
て
お
い
た
上
で
、
「
証
拠
の
申
出
」
に
つ
い
て
も
、
第
二

百
四
十
七
条
に
言
う
制
度
趣
旨
と
同
様
の
法
理
が
適
用
さ
れ
る
と
考
え
た

い
。三

　
で
は
、
「
証
拠
の
申
出
」
に
つ
い
て
も
、
反
証
の
準
備
や
証
人
の
反

対
尋
問
を
行
な
う
上
で
重
大
な
利
害
が
あ
る
事
な
ど
を
考
慮
に
入
れ
て
、

民
訴
法
第
二
百
四
十
七
条
と
同
様
の
法
理
が
適
用
さ
れ
る
と
し
て
、
一
定

の
規
準
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
そ
の

規
準
と
ば
い
か
な
る
も
の
な
の
か
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
ま
ず
、
本
来

何
時
に
て
も
、
申
出
が
で
き
る
筈
の
「
証
拠
の
申
出
」
で
あ
る
の
だ
か
ら
、

何
時
な
る
時
に
も
、
第
二
百
四
十
七
条
の
制
度
趣
旨
を
重
ん
じ
て
例
外
を

認
め
な
い
と
い
う
意
義
は
乏
し
い
。
（
「
事
実
の
主
張
」
に
つ
い
て
は
全
く
例
外

を
認
め
な
い
事
は
前
述
の
通
り
。
）

　
そ
の
基
準
と
し
て
判
旨
の
よ
う
に
．
「
被
告
の
態
度
」
と
「
予
想
し
得

べ
か
り
し
場
合
」
の
二
基
準
を
持
っ
て
く
る
の
は
、
大
い
に
正
当
で
あ
る

と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
わ
ざ
わ
ざ
第
二
百
四
十
七
条
を
類
推
し
て
ま
で

保
護
に
値
す
る
当
事
者
で
あ
る
の
か
は
、
重
大
な
要
素
で
あ
る
し
、
そ
れ

に
も
増
し
て
、
不
意
打
ち
と
な
っ
て
い
る
の
か
否
か
は
、
よ
り
重
要
な
規

準
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
十
分
予
想
し
得
べ
き
場
合
」
で
は
、
い

さ
さ
か
明
確
性
を
欠
く
よ
う
に
思
え
る
．
そ
こ
で
「
十
分
予
想
し
得
べ
き

場
合
」
と
は
何
を
指
す
の
か
検
討
し
て
み
た
い
。

四
　
か
か
る
「
予
想
し
得
べ
か
り
し
場
合
」
に
つ
い
て
平
峯
先
生
は
以
下

の
よ
う
に
具
体
的
検
討
を
加
え
ら
れ
て
お
ら
れ
る
．
『
単
に
事
実
に
争
い

が
あ
る
場
合
に
、
争
い
の
あ
る
事
実
に
つ
い
て
挙
証
責
任
を
負
う
者
が
、

証
拠
申
出
を
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
よ
う
な
漠
然
た
る
こ
と
を
指
す
の
で

な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
．
結
局
そ
れ
ぞ
れ
の
具
体
的
事
件
に
よ
っ

て
判
断
す
る
ほ
か
は
な
い
が
、
決
し
て
そ
の
判
断
は
常
に
難
し
い
と
い
う

こ
と
も
な
か
ろ
う
。
例
え
ば
「
売
買
契
約
が
成
立
し
、
契
約
書
を
作
成
し

て
各
自
一
通
づ
つ
所
持
し
た
。
」
と
い
う
主
張
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
に
、

契
約
書
の
提
出
さ
る
べ
き
こ
と
、
或
い
は
「
甲
立
会
の
も
と
に
契
約
し

た
。
」
と
い
う
主
張
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
に
、
甲
を
証
人
と
し
て
尋
問
の

申
出
が
な
さ
る
べ
き
こ
と
は
．
右
主
張
を
相
手
方
と
争
っ
て
い
る
限
り
、

相
手
方
と
し
て
は
、
当
然
予
想
し
得
べ
か
り
し
も
の
に
属
す
る
で
あ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

う
。
』
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
明
確
な
基
準
と
い
え
る
が
、
こ
の
基

準
で
も
、
ま
だ
予
想
し
得
べ
か
り
し
場
合
と
は
言
い
き
れ
な
い
と
考
え
る
。

即
ち
、
本
件
の
よ
う
に
、
第
一
審
判
決
正
本
が
被
告
の
訴
訟
代
理
人
の
も

と
に
届
い
て
、
控
訴
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
当
然
に
眼
を
通
す
で
あ
ろ
う
状

態
が
生
じ
た
時
に
、
つ
ま
り
、
現
実
に
、
客
観
的
に
、
了
知
て
き
る
資
料

が
被
告
の
支
配
下
に
到
達
し
て
い
る
場
合
に
は
、
不
意
打
ち
は
生
じ
て
い

な
い
と
考
え
る
。
例
え
ば
、
終
始
欠
席
の
被
告
に
甲
書
証
を
証
拠
と
し
て

提
出
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
な
ら
ぽ
．
た
と
え
、
準
備
書
面
に
記
載
も

な
く
写
の
送
達
が
な
く
と
も
、
第
二
百
四
十
七
条
の
制
度
趣
旨
に
反
す
る

ア
ン
フ
ェ
ア
ー
が
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
か
か
る
場

合
を
「
十
分
に
予
想
し
得
べ
き
場
合
」
と
し
て
認
め
る
べ
き
で
あ
り
、
そ

の
内
容
は
「
予
想
」
と
言
う
よ
り
は
む
し
ろ
「
了
知
可
能
性
」
と
解
す
る

べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
．

　
尚
、
本
判
決
と
同
様
の
結
論
を
責
問
権
の
喪
失
を
理
由
と
し
て
導
く
所
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（
5
）

説
が
あ
る
．
し
か
し
、
証
拠
の
申
出
は
何
時
に
て
も
申
出
が
で
き
る
の
が

原
則
で
あ
り
、
即
ち
第
二
百
四
十
七
条
に
言
う
「
事
実
」
の
「
主
張
」
に

は
含
ま
れ
ず
、
そ
の
例
外
と
し
て
、
広
範
囲
な
部
分
に
つ
い
て
第
二
百
四

十
七
条
の
制
度
趣
旨
を
適
用
す
る
場
面
が
あ
り
、
ま
た
そ
の
例
外
と
し
て
、

適
用
す
る
必
要
の
な
い
場
合
と
し
て
本
件
の
よ
う
な
事
案
が
考
え
ら
れ
る

事
を
顧
み
る
な
ら
ぽ
、
一
審
判
決
は
適
法
な
判
決
と
言
え
る
。
従
っ
て
、

所
説
に
は
賛
成
し
難
い
。
以
上
の
検
討
か
ら
判
旨
の
結
論
に
は
賛
成
で
あ

る
が
、
理
由
に
は
若
干
の
疑
問
が
あ
る
。

　
な
お
、
本
件
判
例
評
釈
と
し
て
他
に
、
三
ケ
月
章
先
生
（
法
学
協
会
雑
誌

七
三
巻
二
号
一
九
六
頁
）
判
旨
の
取
扱
い
に
賛
成
説
、
平
峯
隆
先
生
（
民
商

法
三
五
巻
三
号
｝
四
三
頁
）
判
旨
賛
成
説
、
高
根
義
三
郎
先
生
（
法
学
新
報
六

〇
巻
五
号
四
〇
頁
）
民
訴
法
第
二
四
七
条
に
い
う
「
事
実
」
の
「
主
張
」
に

『
証
拠
の
申
出
」
は
含
ま
れ
な
い
と
さ
れ
判
旨
反
対
説
な
ど
が
あ
る
の
で

参
考
と
さ
れ
た
い
。

（
1
）
　
否
定
説
、
高
根
・
前
掲
四
二
頁
、
片
山
・
諸
問
題
一
巻
一
三
四
頁
。

（
2
）
　
肯
定
説
、
三
ケ
月
・
前
掲
評
釈
、
平
峯
・
前
掲
評
釈
、
昭
和
八
・
四
・
一

八
民
集
一
二
巻
七
〇
三
頁
以
下
、
昭
和
九
・
一
一
・
五
民
集
一
三
巻
一
九
七
四

頁
以
下
。

（
3
）
　
高
根
・
前
掲
評
釈
。

（
4
）
　
平
峯
・
前
掲
評
釈
。

（
5
）
　
三
ケ
月
・
前
掲
評
釈
．
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