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136

〔
最
高
裁
民
訴
事
例
研
究
二
四
四
〕

昭
二
七
1
3
（
撮
鴉
眠
鹸
味
蜷
）

第
三
者
作
成
文
書
の
成
立
の
真
正
の
認
定

約
束
手
形
金
請
求
事
件
（
昭
和
二
七
・
一
〇
・
二
一
・
第
三
小
法
廷
判
決
）

X
（
原
告
・
控
訴
人
・
上
告
人
）
は
、
Y
（
被
告
・
被
控
訴
人
・
被
上
告
）
名

義
振
出
の
約
束
手
形
の
支
払
い
を
求
め
て
訴
を
提
起
し
た
。
し
か
し
Y
は
、
本

件
手
形
は
訴
外
A
が
勝
手
に
Y
の
印
章
を
盗
捺
し
て
振
出
し
た
も
の
で
偽
造
手

形
で
あ
る
と
抗
弁
し
た
。
そ
こ
で
X
は
こ
れ
に
対
し
、
仮
に
A
が
Y
の
印
章
を

盗
捺
し
た
と
し
て
も
、
Y
は
盗
捺
せ
ら
れ
る
事
に
重
大
な
過
失
が
あ
り
、
他
方
、

X
は
手
形
の
交
付
を
受
け
る
の
に
、
Y
の
印
鑑
証
明
ま
で
添
付
さ
せ
て
い
る
の

で
あ
る
か
ら
、
Y
が
そ
の
責
任
を
負
う
ぺ
ぎ
だ
、
と
主
張
し
た
。
第
一
審
、
X

敗
訴
。
X
控
訴
。
原
審
判
決
は
、
「
乙
第
一
号
証
の
一
、
二
（
同
号
証
の
一
書



判例研究

信
の
封
筒
の
記
載
中
郵
便
局
作
成
部
分
は
控
訴
人
が
そ
の
成
立
を
認
め
る
と
こ

ろ
で
あ
り
同
号
証
の
二
は
書
信
で
あ
り
い
つ
れ
も
第
三
者
の
作
成
に
係
る
も
の

で
あ
っ
て
真
正
に
成
立
し
た
も
の
と
認
め
る
）
と
原
審
に
お
け
る
被
告
本
人
訊

問
の
結
果
並
び
に
原
告
本
人
訊
問
の
結
果
の
一
部
を
綜
合
す
る
と
本
件
手
形
は

訴
外
A
が
勝
手
に
被
控
訴
人
の
印
章
を
使
用
し
て
振
出
し
た
こ
と
が
認
め
ら
れ

る
か
ら
本
件
手
形
の
振
出
名
義
は
同
人
の
偽
造
に
係
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら

ぬ
．
控
訴
人
は
本
件
手
形
が
仮
令
偽
造
で
あ
っ
て
も
被
控
訴
人
に
重
大
な
過
失

が
あ
っ
て
偽
造
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
被
控
訴
人
は
手
形
金
支
払
の
義
務

が
あ
る
と
主
張
す
る
け
れ
ど
も
手
形
の
振
出
名
義
か
偽
造
で
あ
る
以
上
名
義
を

冒
用
せ
ら
れ
た
も
の
は
過
失
の
有
無
に
か
か
わ
ら
す
手
形
法
上
の
責
任
を
負
わ

な
い
も
D
と
解
す
る
か
ら
被
控
訴
人
に
対
し
手
形
金
の
支
払
を
求
め
る
本
件
請

求
は
こ
れ
を
認
容
す
る
こ
と
は
で
ぎ
な
い
。
」
と
判
示
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て

X
は
、
e
弟
一
審
裁
判
所
は
、
第
三
者
の
作
成
し
た
手
紙
（
乙
一
号
証
）
を
証

拠
に
と
り
あ
げ
た
が
、
そ
れ
は
X
が
認
め
て
い
な
い
故
に
証
拠
に
出
来
な
い
。

夫
れ
を
採
択
し
た
控
訴
裁
判
は
訴
訟
法
規
に
反
し
、
ま
た
偽
造
の
認
定
に
際
し
、

証
拠
に
よ
ら
ず
し
た
違
法
が
あ
る
。
⇔
善
意
に
手
形
を
取
得
し
た
X
は
手
形
上

の
権
利
を
取
得
す
る
。
一
方
Y
は
、
た
と
え
偽
造
で
あ
っ
た
と
し
て
も
自
己
の

実
印
を
渡
し
て
い
た
と
い
う
重
過
失
が
あ
る
．
偽
造
に
つ
い
て
は
、
A
Y
間
の

内
部
関
係
で
あ
り
、
X
Y
間
で
は
Y
が
責
任
を
負
5
の
は
当
然
で
あ
る
。
と
し

て
上
告
し
た
。
こ
れ
に
応
え
て
本
判
決
は
、
「
e
、
論
旨
は
、
原
審
に
お
い
て
、

上
告
人
か
不
知
を
以
て
答
え
た
乙
第
一
号
証
（
第
三
者
の
作
成
し
た
手
紙
）
を

証
拠
に
採
用
し
た
こ
と
を
非
難
し
て
い
る
が
、
第
三
者
作
成
の
文
書
に
つ
い
て

は
、
特
段
の
立
証
は
な
く
と
も
裁
判
所
が
弁
論
の
全
趣
旨
に
よ
り
そ
の
成
立
の

真
正
を
認
め
う
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
原
審
が
右
乙
号
証
は
真
正
に

成
立
し
た
も
の
と
認
め
る
旨
判
示
し
た
の
は
、
弁
論
の
全
趣
旨
に
よ
り
こ
れ
を

認
め
た
趣
旨
で
あ
る
こ
と
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
．
同
号
証
を
証
拠
に
採
用
し
た

こ
と
は
何
等
違
法
で
は
な
く
．
所
論
は
理
由
が
な
い
。
ま
た
原
審
は
右
の
乙
一

号
証
の
一
、
二
及
び
第
一
審
に
お
け
る
被
告
本
人
訊
問
の
結
果
並
び
に
原
告
本

人
訊
問
の
結
果
の
一
部
を
綜
合
し
て
本
件
手
形
偽
造
の
事
実
を
認
定
し
た
も
の

で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
十
分
認
定
で
ぎ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
原
判
決
は

本
件
手
形
が
偽
造
で
あ
る
こ
と
を
証
拠
に
よ
ら
な
い
で
認
定
し
た
も
の
で
あ
る

と
非
難
す
る
論
旨
は
す
べ
て
理
由
が
な
い
。
⇔
手
形
の
被
偽
造
者
は
偽
造
手
形

に
よ
り
何
ら
手
形
上
の
義
務
を
負
う
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
こ
と
は
被
偽
造
者

に
重
大
な
過
失
が
あ
っ
た
と
否
と
、
ま
た
受
取
人
が
善
意
で
あ
っ
た
と
否
と
に

か
か
わ
ら
な
い
。
更
に
所
論
の
よ
う
な
手
形
の
社
会
上
の
地
位
も
こ
の
原
則
を

左
右
す
る
も
の
で
は
な
い
。
論
旨
は
右
と
異
な
る
独
自
の
見
解
に
立
脚
し
、
又

は
判
旨
に
添
わ
な
い
主
張
を
な
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
い
ず
れ
の
点
も
採
用
す

る
こ
と
が
で
ぎ
な
い
。
」
と
し
て
、
上
告
を
棄
却
し
た
。

（
以
上
が
本
件
の
事
実
の
概
要
で
あ
る
が
、
判
示
事
項
第
一
点
、
即
ち
弁
論
の

全
趣
旨
の
み
で
第
三
者
作
成
文
書
の
成
立
の
真
正
の
認
定
を
で
き
る
の
か
否
か
、

に
の
み
論
点
を
絞
っ
て
、
手
形
の
被
偽
造
者
の
手
形
上
の
責
任
に
っ
い
て
は
、

手
形
法
上
の
問
題
故
、
こ
こ
で
は
省
略
さ
せ
て
頂
く
。
）

　
判
旨
に
賛
成
す
る
。

鰯
　
本
件
は
民
集
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
実
関
係
も
不
明
瞭
で
ど
の
よ
う

な
証
拠
資
料
に
基
づ
い
て
上
告
棄
却
を
行
な
っ
た
の
か
、
資
料
不
足
の
為
、

判
決
の
妥
当
性
、
正
当
性
ま
で
確
証
は
で
き
な
い
の
が
実
際
で
あ
る
。
そ

こ
で
，
弁
論
の
全
趣
旨
の
み
で
事
実
認
定
を
行
な
え
得
る
、
と
い
う
点
の

正
当
性
の
当
否
に
つ
い
て
論
及
す
る
。
我
民
事
訴
訟
法
は
、
裁
判
に
於
け

る
事
実
認
定
を
裁
判
官
が
審
理
に
現
わ
れ
た
全
て
の
資
料
、
状
況
に
も
と

づ
い
て
自
由
な
判
断
で
形
成
さ
れ
る
心
証
に
委
ね
て
い
る
。
所
謂
、
自
由

心
証
主
義
を
と
っ
て
い
る
（
民
訴
法
第
一
八
五
条
）
。
こ
の
事
は
一
般
に
次
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の
様
に
理
解
さ
れ
て
い
る
．
複
雑
多
様
な
現
代
社
会
に
対
応
す
る
為
に
は
、

あ
ら
か
じ
め
、
証
拠
法
則
を
定
め
て
お
ぎ
裁
判
官
が
こ
れ
に
従
っ
て
事
実

認
定
を
行
な
う
法
定
証
拠
主
義
で
は
、
そ
の
多
様
性
故
に
と
て
も
充
分
に

は
処
理
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
事
。
ま
た
充
分
に
籠
に
か
け
ら
れ
た
裁
判
官

達
の
素
質
の
高
い
事
。
或
い
は
、
ど
れ
だ
け
少
な
い
資
料
で
あ
ろ
う
と
、

判
決
を
下
さ
ね
ぽ
な
ら
な
い
事
な
ど
の
理
由
か
ら
、
近
代
訴
訟
法
に
お
い

て
最
も
重
要
な
原
則
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
以
上
の
理
由
付
け
か
ら

自
由
心
証
主
義
が
採
用
さ
れ
る
事
に
は
、
異
論
は
な
い
が
、
加
え
て
．
訴

訟
が
当
事
老
を
主
体
と
し
た
、
当
事
者
夫
々
の
法
確
証
の
場
で
あ
る
事
も

強
調
し
て
お
き
た
い
。
訴
え
の
提
起
か
ら
判
決
の
確
定
ま
で
、
訴
訟
主
体

は
当
事
者
で
あ
り
、
反
面
そ
の
貴
任
も
究
極
的
に
は
当
事
者
に
あ
り
．
そ

の
確
証
す
る
法
も
当
事
者
各
々
に
存
在
す
る
訳
で
あ
る
。
当
事
者
の
働
き

か
け
の
度
合
も
含
め
て
、
法
確
証
は
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
目
指
す
所
は
、

絶
対
的
正
義
で
は
な
い
と
考
え
る
。
で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
ら
は
、
あ
ら
か

じ
め
法
則
を
規
定
し
．
当
て
は
め
る
事
で
処
理
で
き
る
も
の
で
は
な
い
の

で
あ
る
、
そ
の
様
な
自
由
心
証
主
義
の
も
と
で
事
実
認
定
の
基
礎
と
さ
れ

る
も
の
に
『
証
拠
調
べ
の
結
果
」
と
「
弁
論
の
全
趣
旨
」
が
規
定
さ
れ
て

い
る
。
前
者
は
、
証
拠
方
法
の
取
調
べ
か
ら
得
ら
れ
た
証
拠
資
料
を
指
す

（
1
）

が
、
証
拠
方
法
の
制
限
は
．
訴
訟
に
現
わ
れ
た
も
の
で
あ
れ
ば
原
則
と
L

て
受
け
な
い
．
訴
訟
当
事
者
の
争
い
あ
る
事
実
の
認
定
に
際
し
直
接
的
方

法
と
い
え
る
．
他
方
、
後
者
は
口
頭
弁
論
に
現
わ
れ
た
一
釦
の
資
料
・
模

様
・
状
況
を
指
す
。
即
ち
．
当
事
者
の
弁
論
の
内
容
は
勿
論
釈
明
処
分
と

し
て
な
さ
れ
た
検
証
・
鑑
定
・
調
査
の
嘱
託
の
結
果
、
及
び
当
事
者
、
訴

訟
代
理
入
の
陳
述
態
度
、
攻
撃
防
禦
方
法
の
提
出
時
期
｝
切
を
含
む
の
で

（
2
｝

あ
る
．
判
例
は
こ
の
両
者
に
つ
い
て
．
古
く
は
、
双
方
を
総
合
判
断
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

事
実
認
定
を
行
な
う
事
を
要
求
し
て
い
た
が
、
最
近
で
は
後
者
だ
け
で
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
》

足
り
る
と
す
る
見
解
に
た
っ
て
い
る
。
本
件
も
そ
の
立
場
を
と
っ
て
い
る

（
な
お
、
後
に
書
及
す
る
が
書
証
の
真
正
の
成
立
を
判
断
す
る
場
合
、
そ
の
作
成
者

が
誰
で
あ
る
の
か
と
い
う
点
を
区
別
し
て
理
解
せ
ね
ぽ
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
二
こ
で

は
、
そ
の
区
別
を
問
題
に
し
な
い
事
と
し
て
話
を
進
め
る
）
。
学
説
で
も
通
説
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

見
解
は
、
弁
論
の
全
趣
旨
の
み
で
判
断
で
き
る
と
す
る
が
、
否
定
説
も
存

　
（
6
）

在
す
る
。
否
定
説
は
、
こ
の
よ
う
な
事
実
認
定
は
証
拠
に
基
づ
く
事
実
認

定
と
は
呼
べ
な
い
と
い
う
理
由
に
よ
る
．
し
か
し
．
事
実
認
定
は
、
裁
判

官
が
確
証
を
得
れ
ぽ
よ
い
の
で
あ
り
、
証
拠
調
の
形
式
を
重
視
す
る
事
に

は
賛
成
し
難
い
。
ま
た
肯
定
説
の
立
場
と
い
え
ど
も
、
証
拠
調
べ
の
補
充

と
し
て
の
役
割
と
し
て
例
外
的
に
認
め
て
お
ら
れ
る
場
合
が
多
い
。
そ
の

理
由
と
し
て
、
弁
論
の
全
趣
旨
と
い
う
も
の
は
、
曖
味
な
も
の
で
．
上
級

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

審
の
審
査
が
困
難
で
裁
判
官
の
恣
意
に
流
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
。
或
い
は
．

た
と
え
心
証
を
得
た
と
し
て
も
、
他
の
何
等
の
証
拠
調
も
為
さ
な
い
の
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

裁
判
官
の
態
度
と
し
て
は
不
適
当
で
あ
る
と
の
非
難
は
残
る
と
さ
れ
安
易

に
認
め
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
と
さ
れ
る
。
確
か
に
双
方
相
侯
っ
て
判
断

さ
れ
る
の
が
、
よ
り
確
か
な
事
実
認
定
で
あ
る
故
．
ど
ち
ら
が
必
要
な
の

か
、
な
ど
と
い
う
議
論
は
乱
暴
な
議
論
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
本
質
的

な
部
分
で
ど
ち
ら
を
高
く
評
価
す
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
で
は
、
弁
論
の

全
趣
旨
は
．
補
充
的
な
も
の
で
は
な
く
寧
ろ
本
質
的
な
も
の
で
は
な
か
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
さ

う
か
。
な
ぜ
な
ら
、
弁
論
の
全
趣
旨
に
は
、
正
し
く
当
事
者
及
び
、
訴
訟

138



判例研究

代
理
人
の
態
度
が
含
ま
れ
、
そ
の
攻
撃
防
禦
方
法
の
提
出
時
期
如
何
ま
で

含
ま
れ
る
と
い
う
点
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
当
事
者
の
一
方
が
故
意
に
相

手
方
の
立
証
を
妨
げ
る
行
為
に
出
た
時
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
た
だ
ち
に
そ

の
者
に
対
し
て
不
利
な
事
実
認
定
を
し
て
も
構
わ
な
い
と
す
る
規
定
の
存

在
（
民
訴
法
第
一
三
七
条
、
同
法
第
三
二
九
条
第
二
項
等
）
。
こ
れ
等
の
規
定

は
単
に
訴
訟
の
迅
速
化
、
当
事
者
の
公
平
、
と
い
う
見
地
か
ら
だ
け
で
な

く
、
そ
の
よ
う
な
当
事
者
は
、
そ
の
よ
う
な
手
段
に
よ
る
、
そ
の
よ
う
な

法
確
証
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
と
評
価
す
べ
ぎ
で
あ
る
。
ま
た
、
裁
判

官
が
た
と
え
私
的
に
知
り
得
た
真
実
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
訴
訟
の
場
に

持
ち
出
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
自
己
の
信
念
を
そ
の
部
分
に
つ

い
て
抹
消
し
、
与
え
ら
れ
た
資
料
に
基
づ
ぎ
判
断
を
下
さ
ね
ぽ
な
ら
な
い

事
か
ら
も
、
そ
の
資
料
提
供
者
で
あ
る
当
事
者
の
態
度
等
は
重
要
な
フ
ァ

ク
タ
ー
で
あ
る
と
考
え
る
．
そ
れ
か
ら
、
裁
判
官
の
恣
意
に
委
ね
ら
れ
る

問
題
に
つ
い
て
は
、
お
よ
そ
、
自
由
心
証
主
義
を
と
る
段
階
で
、
そ
の
危

険
性
は
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
信
頼
に
足
る
裁
判
官
を
揃
え

た
我
国
に
於
い
て
、
こ
こ
の
場
面
に
の
み
の
、
こ
の
よ
う
な
非
難
は
当
た

ら
な
い
と
考
え
る
．
ま
た
、
上
級
審
の
審
査
が
困
難
で
あ
る
点
に
つ
い
て

も
、
弁
論
の
全
趣
旨
の
内
容
を
具
体
的
に
明
確
性
を
持
た
せ
る
事
に
よ
っ

て
、
（
こ
の
点
、
説
示
の
範
囲
、
要
・
不
要
、
に
つ
い
て
は
議
論
が
多
い
が
）
、
不

都
合
は
か
な
り
解
決
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
「
証
拠
調
べ
の
結

果
」
と
「
弁
論
の
全
趣
旨
」
の
双
方
は
、
事
実
認
定
の
基
礎
と
し
て
、
互

い
に
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
で
、
ど
ち
ら
か
一
方
に
依
っ
た
と
し
て
も
、
そ

れ
は
充
分
に
許
容
さ
れ
る
と
考
え
る
。

二
　
一
般
論
と
し
て
、
弁
論
の
全
趣
旨
の
み
で
、
事
実
認
定
を
行
な
え
得

る
と
し
て
、
で
は
、
木
件
の
よ
う
な
第
三
者
作
成
文
書
に
つ
い
て
果
た
し

て
か
よ
う
な
認
定
が
許
さ
れ
る
の
か
否
か
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

自
由
心
証
主
義
の
も
と
で
の
証
拠
力
の
自
由
評
価
と
い
う
原
則
は
、
文
書

に
つ
い
て
は
、
例
外
と
さ
れ
る
．
即
ち
文
書
は
、
形
式
的
証
拠
力
が
な
け

れ
ば
書
証
と
し
て
採
用
さ
れ
な
い
。
公
文
書
に
関
し
、
そ
の
性
質
上
、
形

式
的
証
拠
力
が
認
め
ら
れ
る
（
民
訴
法
第
三
二
三
条
）
．
し
か
し
私
文
書
に

つ
い
て
は
通
常
、
そ
の
真
正
の
推
定
は
働
か
ず
．
相
手
方
が
そ
の
成
立
を

争
え
ぽ
、
挙
証
者
は
そ
の
真
正
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
民
訴
法

第
三
二
五
条
）
．
ま
た
、
一
概
に
私
文
書
と
言
っ
て
も
、
当
事
者
作
成
の
文

書
と
、
第
三
者
作
成
の
文
書
と
で
は
、
真
正
の
立
証
は
ず
い
ぶ
ん
異
な
っ

て
く
る
。
つ
ま
り
、
挙
証
者
自
ら
の
作
成
し
た
文
書
で
は
、
真
正
は
肯
定

さ
れ
や
す
く
、
相
手
方
作
成
の
文
書
で
は
、
他
の
証
拠
と
相
侯
っ
て
真
正

を
認
定
さ
れ
る
．
こ
れ
に
対
し
、
第
三
老
作
成
の
文
書
に
つ
い
て
は
、
そ

の
文
書
自
体
の
性
質
か
ら
、
弁
論
の
全
趣
旨
と
あ
わ
せ
て
、
そ
の
成
立
を

真
正
と
認
め
ら
れ
る
事
が
多
い
．
そ
こ
で
判
例
は
古
く
か
ら
こ
の
両
者
を

区
別
し
て
あ
た
っ
て
来
た
が
こ
の
事
は
非
常
に
正
当
で
あ
る
と
考
え
る
．

な
ぜ
な
ら
、
挙
証
者
自
ら
作
成
の
場
合
、
文
書
と
し
て
提
出
す
る
も
の
は
、

真
正
と
考
え
ら
れ
や
す
く
、
（
真
正
を
否
定
さ
れ
る
も
の
を
あ
え
て
証
拠
と
し

て
提
出
し
な
い
で
あ
ろ
う
し
）
、
逆
に
相
手
方
は
他
の
証
拠
に
よ
っ
て
真
正
を

否
定
し
よ
う
と
争
う
で
あ
ろ
う
、
ま
た
、
第
三
者
の
場
合
は
、
そ
の
私
文

書
の
性
質
上
公
文
書
的
要
素
の
強
い
も
の
は
、
他
の
証
拠
に
よ
ら
ず
し
て

そ
の
形
式
的
証
拠
力
を
推
定
さ
れ
易
い
．
た
だ
し
、
公
文
書
で
は
な
い
の
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で
、
弁
論
の
全
趣
旨
に
よ
る
事
実
認
定
を
受
け
る
事
と
な
る
の
で
あ
る
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）
　
　
　
　
　
（
11
）

例
え
ば
、
株
主
総
会
の
議
事
録
、
定
時
総
会
報
告
書
、
内
容
証
明
郵
便
、

　
　
　
　
（
E
）

医
者
の
診
断
書
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
．
こ
の
よ
う
な
具
体
的
検
討
が
個
別

に
行
な
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
前
述
し
た
弁
論
の
全
趣
旨
に
よ
る
事
実
認

定
が
許
容
さ
れ
る
に
し
て
も
、
弁
論
の
全
趣
旨
の
み
で
よ
い
の
だ
か
ら
．

と
い
う
理
由
で
は
な
く
当
該
文
書
の
性
質
か
ら
、
訴
訟
経
済
．
訴
訟
の
迅

速
性
の
要
請
を
考
慮
し
て
弁
論
の
全
趣
旨
の
み
で
足
り
る
と
理
解
し
て
ゆ

く
べ
き
で
あ
り
．
第
三
者
作
成
文
書
の
中
で
も
．
よ
り
掘
り
下
げ
て
類
型

化
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
の
類
型
化
は
、
後
の
課
題
で
も
あ
る
が
、
そ

の
輔
つ
に
高
度
の
該
然
性
が
予
想
さ
れ
う
る
場
合
（
e
会
社
組
織
に
属
す

る
文
書
で
、
た
や
す
く
個
人
に
よ
っ
て
偽
わ
れ
な
い
も
の
。
ω
専
門
家
の

職
業
的
文
書
で
そ
の
職
業
者
と
し
て
の
良
心
か
ら
、
と
う
て
い
偽
造
で
き

な
い
も
の
。
白
長
期
に
わ
た
り
連
続
的
記
載
が
あ
り
、
安
易
に
そ
の
一
部

の
偽
造
が
で
き
な
い
も
の
。
四
準
公
的
機
関
の
作
成
し
た
文
書
、
な
ど
）
、

が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
を
考
慮
し
て
本
件
を
考
え
る
な
ら
ば
、
乙
第
一
号

証
の
一
、
二
と
も
書
信
で
あ
り
、
と
り
わ
け
封
筒
の
記
載
中
、
郵
便
局
作

成
部
分
は
控
訴
人
自
身
そ
の
成
立
を
認
め
て
い
る
訳
で
あ
る
。
加
え
て
．

そ
れ
の
み
で
真
正
を
推
定
し
た
訳
で
は
な
く
、
原
審
に
お
け
る
被
告
本
人

訊
問
の
結
果
並
び
に
原
告
本
人
訊
問
の
結
果
の
一
部
の
総
合
判
断
を
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
控
訴
審
の
こ
の
認
定
を
、
書
信
で
あ
る
た
め
日
付
等
の

変
更
も
容
易
に
は
で
き
ず
、
そ
の
性
質
上
、
弁
論
の
全
趣
旨
と
あ
わ
せ
て
、

そ
の
成
立
の
真
正
を
認
定
し
た
の
だ
と
解
す
れ
ば
、
X
主
張
の
上
告
理
由

は
、
何
等
存
在
し
な
い
事
と
な
る
．
但
し
．
弁
論
の
全
趣
旨
の
み
に
よ
る

事
実
認
定
を
行
な
っ
た
場
合
．
そ
の
具
体
的
な
内
容
を
示
し
判
決
に
理
由

を
付
さ
な
い
違
法
が
あ
る
（
民
訴
法
第
三
九
五
条
第
一
項
第
六
号
）
可
能
性
が

残
る
。

三
　
判
決
に
は
，
理
由
を
付
さ
ね
ば
な
ら
ず
（
民
訴
法
第
一
九
一
条
第
一
項

第
三
号
）
．
従
っ
て
裁
判
の
基
礎
と
な
る
事
実
認
定
に
つ
い
て
は
．
そ
の
根

拠
と
な
る
証
拠
原
因
を
具
体
的
に
示
す
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
．
と
り
わ

け
弁
論
の
全
趣
旨
の
よ
う
な
、
内
容
が
微
妙
か
つ
複
雑
多
様
な
も
の
を
説

示
す
る
に
は
、
困
難
が
生
じ
る
．
そ
こ
で
判
例
は
「
証
拠
調
べ
と
口
頭
弁

論
の
全
趣
旨
と
を
総
合
し
て
事
実
を
認
定
し
て
い
る
場
合
、
弁
論
の
全
趣

旨
が
何
を
さ
す
か
が
記
録
を
照
合
す
る
こ
と
に
よ
り
明
ら
か
で
あ
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

判
決
に
理
由
不
備
の
違
法
は
な
い
。
」
と
示
し
た
。
判
例
の
古
く
は
、
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
正
）

由
説
明
を
要
し
な
い
と
し
．
最
近
は
必
要
と
す
る
も
の
が
ふ
え
て
い
る
。

確
か
に
、
弁
論
の
全
趣
旨
の
説
明
は
困
難
を
極
ま
る
が
、
弁
論
の
全
趣
旨

に
よ
る
事
実
認
定
の
重
要
性
及
び
危
険
性
を
考
え
る
な
ら
ば
、
で
き
る
限

り
客
観
的
に
そ
の
内
容
を
理
解
で
き
る
程
度
の
説
明
を
要
求
す
る
方
向
で

考
え
て
い
く
ぺ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
事
は
、
か
か
る
事
実
認
定
を
活
気
あ

る
も
の
と
し
．
し
い
て
は
、
訴
訟
を
機
能
的
に
さ
せ
る
と
考
え
る
．
但
し
．

「
方
向
性
」
と
し
て
理
解
す
る
事
と
、
「
違
法
な
判
決
」
と
し
て
し
ま
う
事

と
は
、
別
問
題
で
あ
る
事
も
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
．
本
件
の
よ
う
な
場

合
は
、
弁
論
の
全
趣
旨
の
内
容
の
説
明
を
示
し
て
い
る
と
は
い
い
難
い
が
、

判
決
理
由
不
備
の
違
法
が
あ
る
と
ま
で
い
え
る
か
は
疑
わ
し
い
。
よ
っ
て

判
旨
に
賛
成
。
ま
た
民
訴
法
第
三
九
五
条
に
い
う
違
法
も
な
い
も
の
と
考

え
る
。
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　ハ　　　　　　54321））　）　） ）

中
野
腔
松
浦
日
鈴
木
・
民
事
訴
訟
法
講
義
三
コ
ニ
頁
。

中
野
”
松
浦
“
鈴
木
・
前
掲
一
一
コ
五
頁
。

大
判
昭
八
・
四
二
蓋
民
集
一
二
巻
八
七
〇
頁
。

最
高
三
小
昭
三
〇
・
一
一
・
八
民
集
一
〇
巻
三
七
三
頁
。

兼
子
・
条
解
四
六
〇
頁
。
菊
井
け
村
松
・
1
五
九
三
頁
。

松
岡
・
註
釈
V

一
〇
四
九
頁
．

欝範麗範雛旦法
三
六
巻
一
号
二
二
五
頁
）
、

西
島
弥
太
郎
教
授

中
島
・
日
本
民
訴
一
三
三
六
頁
．

菊
井
ー
村
松
・
前
掲
前
頁
．

村
松
・
諸
問
題
八
一
－
二
頁
。

大
判
明
三
二
・
二
二
五
民
録
五
輯
二
巻
六
七
頁
。

大
判
大
四
・
三
・
六
民
録
二
一
輯
二
三
〇
頁
。

大
判
大
一
〇
・
三
・
二
戻
録
二
七
輯
五
三
二
頁
。

斎
藤
・
注
解
白
二
四
八
頁
（
小
室
氏
著
）
。

最
高
昭
三
六
・
四
・
七
民
集
一
五
巻
四
号
六
九
四
頁
。

最
高
昭
二
六
・
三
・
二
九
民
集
五
巻
五
号
一
七
七
頁
。

最
高
昭
三
二
二
〇
・
三
一
民
集
二
巻
一
〇
号
一
七
七
九
頁
．

な
お
、
本
判
決
評
釈
に
は
、
他
に
中
野
貞
一
郎
ほ
小
橋
一
郎
教
授
（
民
商

　
　
　
　
　
　
　
　
菅
原
菊
志
教
授
（
法
学
一
七
巻
四
号
一
二
九
頁
）

　
　
　
　
（
法
と
政
治
四
巻
三
号
）
な
ど
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
花
房
　
博
文
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