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〔
最
高
裁
民
訴
事
例
研
究
二
四
八
〕

半1例研究

昭
二
七
1
9
（
畷
蟻
号
混
頒
蘇
一
蜷
）

喘
、
留
置
権
の
基
礎
た
る
事
実
関
係
の
主
張
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
場
合

　
と
留
置
権
の
抗
弁
に
関
す
る
判
断
の
要
否

二
、
右
の
場
合
に
お
け
る
裁
判
所
の
責
務

家
屋
収
去
土
地
明
渡
請
求
事
件
（
昭
二
七
・
一
一
・
二
七
・
第
一
小
法
廷
判
決
）

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

に
対
し
て
、
X
所
有
の
土
地
上
に
建
物
を
所
有
し
不
法
に
そ
の
敷
地
を
占
有
し

て
い
る
と
し
て
、
右
建
物
の
収
去
並
ひ
に
右
土
地
明
渡
を
求
め
て
、
訴
を
提
起

し
た
．
本
件
敷
地
は
訴
外
A
が
右
敷
地
上
の
建
物
を
所
有
す
る
た
め
賃
借
し
て

い
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
建
物
の
所
有
権
が
訴
外
B
を
経
て
Y
に
移
転
し
た

点
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
間
に
争
い
が
な
く
、
一
審
で
は
、
X
が
、
A
i
B
－

Y
の
本
件
土
地
に
関
す
る
賃
借
権
の
譲
渡
に
つ
い
て
の
承
諾
を
、
与
え
た
も
の

と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
．
X
の
請
求
を
認
め
る
判
決
が
下
さ
れ
た
。
Y
は

控
訴
し
て
、
「
も
し
借
地
権
の
譲
渡
を
X
が
承
諾
し
た
と
の
事
実
が
認
め
ら
れ

な
い
な
ら
ば
、
借
地
法
第
十
条
に
よ
り
、
X
に
対
し
て
借
地
上
の
建
物
の
買
取

を
請
求
す
る
。
そ
う
し
て
、
現
在
そ
の
土
地
を
占
有
し
て
い
な
い
か
ら
、
X
の

家
屋
明
渡
の
請
求
は
失
当
で
あ
る
」
と
主
張
し
た
。
一
方
X
は
、
再
三
に
わ
た

り
建
物
の
買
取
を
中
出
て
い
た
の
に
対
し
て
こ
れ
に
応
じ
な
か
っ
た
に
も
拘
わ

ら
ず
、
今
に
至
っ
て
Y
が
買
取
請
求
を
す
る
の
は
信
義
誠
実
の
原
則
に
反
す
る

も
の
叫
、
あ
っ
て
、
実
体
法
上
そ
の
請
求
は
無
効
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
訴
訟
法

上
も
、
時
機
に
遅
れ
た
防
禦
方
法
と
し
て
却
下
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し

た
。
X
は
さ
ら
に
、
た
と
え
買
取
請
求
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
Y
に
は
係

争
土
地
の
明
渡
義
務
が
あ
り
、
又
、
建
物
を
占
有
し
て
い
る
の
で
、
買
取
を
請

求
し
た
か
ら
に
は
、
そ
の
家
屋
を
X
に
明
渡
す
義
務
が
あ
る
と
し
て
、
予
備
的

に
、
土
地
明
渡
並
に
家
屋
明
渡
の
請
求
を
し
た
。
原
審
は
、
Y
の
買
取
請
求
権

の
行
使
を
適
法
な
も
の
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
建
物
の
所
有
権
は
こ
れ
に
よ
り

Y
か
ら
X
に
移
転
し
た
か
ら
、
Y
は
そ
の
敷
地
を
占
有
し
て
い
な
い
事
に
な
る

と
し
て
、
X
の
主
位
請
求
で
あ
る
家
屋
収
去
土
地
明
渡
の
請
求
は
認
め
ら
れ
な

い
と
い
う
判
断
か
ら
原
判
決
を
取
消
す
と
と
も
に
、
予
備
的
請
求
の
う
ち
土
地

明
渡
の
請
求
も
、
同
様
の
理
由
か
ら
棄
却
し
た
。
し
か
し
、
Y
は
、
当
該
家
屋

を
訴
外
C
に
よ
り
間
接
に
で
は
あ
れ
占
有
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
の

占
有
は
権
原
の
な
い
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
Y
は
X
に
対
し
て
家
屋
明
渡
の

義
務
が
あ
る
と
判
示
し
た
。
こ
れ
を
不
服
と
し
て
Y
上
告
。

Y
の
上
告
理
由
は
以
下
の
三
点
で
あ
る
。
「
ω
、
Y
の
買
取
請
求
の
意
思
表
示

に
よ
り
、
売
買
と
同
一
の
効
果
が
生
じ
る
結
果
、
Y
は
そ
の
代
金
支
払
を
受
け

る
ま
で
、
本
件
建
物
を
留
置
す
る
権
原
を
持
つ
に
至
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
Y
が

X
の
予
備
的
請
求
を
棄
却
す
る
旨
を
申
立
て
た
場
合
に
は
、
Y
は
本
件
建
物
の

時
価
相
当
の
支
払
あ
る
ま
で
、
建
物
を
留
置
す
る
と
い
う
主
張
を
も
し
て
い
る

と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
Y
の
占
有
は
適
法
で
あ
り
代
金
の
支
払

あ
る
ま
で
、
本
件
家
屋
を
明
渡
す
義
務
は
な
い
か
ら
、
原
判
決
に
は
違
法
が
あ

る
。
＠
、
Y
が
買
取
請
求
の
意
思
表
示
を
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
原
審
は
Y
に

対
し
て
、
X
の
代
金
支
払
と
Y
の
家
屋
明
渡
の
関
係
に
つ
き
、
同
時
履
行
の
抗
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弁
権
又
ば
留
置
権
の
存
否
並
び
に
そ
の
行
使
に
っ
い
て
、
釈
明
を
求
め
る
べ
き

で
あ
っ
た
の
に
、
こ
れ
を
為
さ
な
か
っ
た
の
は
違
法
で
あ
る
。
の
、
Y
が
訴
外

C
に
本
件
家
屋
を
使
用
さ
せ
て
い
る
か
ら
、
間
接
に
占
有
し
て
い
る
と
い
う
事

実
認
定
は
、
一
審
の
供
述
に
基
く
も
の
で
あ
り
、
採
証
の
原
則
に
違
反
し
た
違

法
が
あ
る
。
」

こ
れ
に
応
え
て
．
本
判
決
は
、
記
録
に
よ
る
と
、
原
審
で
Y
は
X
に
対
し
所
論

の
よ
う
に
借
地
法
一
〇
条
に
よ
る
建
物
買
取
請
求
の
意
思
表
示
を
し
た
こ
と
は

認
め
得
る
け
れ
ど
、
そ
の
代
金
の
支
払
あ
る
ま
で
当
該
建
物
を
留
置
す
る
旨
の

抗
弁
を
主
張
し
た
こ
と
を
認
む
べ
き
証
跡
は
存
在
し
な
い
。
従
っ
て
、
Y
が
X

の
代
金
支
払
ま
で
右
建
物
の
上
に
留
置
権
を
取
得
す
る
に
至
っ
た
と
し
て
も
、

Y
が
該
権
利
を
行
使
し
た
形
跡
の
な
い
以
上
、
原
審
が
こ
れ
を
倒
酌
し
な
か
っ

た
の
は
当
然
で
あ
り
、
原
判
決
に
は
所
論
第
一
点
の
よ
う
な
違
法
は
な
い
。
「
留

置
権
の
よ
う
な
権
利
抗
弁
に
あ
っ
て
は
、
弁
済
免
除
等
の
事
実
抗
弁
が
萄
し
く

も
そ
の
抗
弁
を
構
成
す
る
事
実
関
係
の
主
張
せ
ら
れ
た
以
上
、
そ
れ
が
抗
弁
に

よ
り
利
益
を
受
け
る
者
に
よ
り
主
張
せ
ら
れ
た
る
と
、
そ
の
相
手
方
に
よ
り
主

張
せ
ら
れ
た
る
と
を
間
わ
ず
、
常
に
裁
判
所
に
お
い
て
こ
れ
を
斜
酌
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
と
異
な
り
、
た
と
い
抗
弁
権
取
得
の
事
実
関
係
が
訴
訟
上
主
張

せ
ら
れ
た
と
し
て
も
権
利
者
に
お
い
て
権
利
を
行
使
す
る
意
思
を
表
明
し
な
い

限
り
裁
判
所
に
お
い
て
こ
れ
を
畠
酌
す
る
事
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
（
民
訴
噌

八
六
条
参
照
）
。
そ
し
て
ま
た
当
事
者
の
一
方
が
或
る
権
利
を
取
得
し
た
こ
と

を
窺
わ
し
め
る
よ
う
な
事
実
が
訴
訟
上
あ
ら
わ
れ
た
に
拘
わ
ら
ず
、
そ
の
当
事

者
が
こ
れ
を
行
使
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
も
、
裁
判
所
は
そ
の
者
に
対
し
、
そ

の
権
利
行
使
の
意
思
の
有
無
を
た
し
か
め
、
或
は
そ
の
権
利
行
使
を
促
す
べ
き

責
務
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
さ
れ
ば
論
旨
第
二
点
も
理
由
な
き
も
の
で
あ
る
。
」

同
第
三
点
に
関
す
る
所
論
は
、
適
法
に
な
さ
れ
た
原
審
の
事
実
認
定
を
非
難
す

る
に
帰
着
し
上
告
適
法
の
理
由
と
は
な
ら
な
い
。
と
判
示
し
て
、
上
告
を
棄
却

し
た
。

　
判
旨
に
賛
成
す
る
。

旧
　
民
事
訴
訟
法
上
抗
弁
と
は
、
挙
証
責
任
を
負
う
当
事
者
の
事
実
の
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
や
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る

張
を
言
う
。
一
般
に
実
体
法
上
の
権
利
の
主
張
と
、
そ
の
基
礎
と
な
る
事

実
の
主
張
と
は
、
戴
然
と
区
別
さ
れ
て
い
る
の
で
、
権
利
の
主
張
に
、
事

実
の
主
張
と
い
う
意
味
を
持
つ
「
抗
弁
」
と
い
う
名
称
を
与
え
る
の
は
、

適
切
な
用
語
例
と
は
言
え
な
い
。
一
方
、
「
事
実
上
の
抗
弁
」
も
、
抗
弁

が
事
実
の
主
張
を
意
味
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
一
部
同
義
語
反
覆
と
な
る
。

従
っ
て
、
判
旨
の
権
利
抗
弁
と
事
実
抗
弁
と
の
分
類
は
、
抗
弁
の
分
類
と

し
て
は
適
当
で
は
な
い
と
、
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
．
但
し
、
い
わ
ゆ
る
権

利
抗
弁
は
、
い
わ
ゆ
る
事
実
上
の
抗
弁
と
同
様
に
、
相
手
方
の
主
張
を
阻

却
す
る
と
い
う
機
能
の
点
で
は
、
同
じ
役
割
を
果
す
か
ら
、
機
能
の
点
に

着
目
し
て
、
「
抗
弁
」
を
事
実
上
の
主
張
に
限
定
せ
ず
に
、
理
解
す
る
事

も
不
可
能
で
は
な
い
。
「
権
利
抗
弁
」
と
は
、
抗
弁
と
同
様
に
、
相
手
方

の
主
張
を
阻
却
す
る
、
権
利
の
主
張
を
指
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。

二
　
判
旨
は
、
権
利
抗
弁
の
場
合
に
は
、
単
に
そ
の
権
利
の
主
張
を
す
る

事
が
で
き
る
た
め
の
基
礎
的
な
事
実
の
主
張
が
、
あ
る
だ
け
で
は
足
ら
ず
、

裁
判
所
の
面
前
で
、
当
該
権
利
を
明
ら
か
に
主
張
す
る
必
要
が
あ
る
と
す

る
。
し
か
し
、
訴
訟
外
で
、
例
え
ば
取
消
権
の
行
使
な
ど
の
形
成
権
の
行

使
が
為
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
行
使
が
為
さ
れ
た
と
い
う
事
実
が
、
訴
訟
内

で
事
実
と
し
て
主
張
さ
れ
た
場
合
も
、
判
旨
が
事
実
上
の
抗
弁
の
典
型
と

し
て
挙
げ
る
「
弁
済
」
の
事
実
が
主
張
さ
れ
た
場
合
も
、
い
ず
れ
の
場
合

に
も
．
そ
の
主
張
が
明
瞭
に
為
さ
れ
な
け
れ
ば
斜
酌
し
な
い
と
い
う
点
で

　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

両
者
に
区
別
は
な
い
。
差
異
が
存
在
す
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
の
は
、
た
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だ
．
訴
訟
内
で
右
の
よ
う
な
権
利
主
張
が
為
さ
れ
る
場
合
の
み
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
場
合
で
も
、
右
の
よ
う
な
先
行
す
る
べ
き
訴
訟
外
で
の
権

利
主
張
が
、
訴
訟
内
に
お
い
て
為
さ
れ
る
た
め
、
当
該
権
利
主
張
が
あ
っ

た
と
い
う
事
実
主
張
が
表
面
に
あ
ら
わ
れ
な
い
だ
け
の
事
で
、
い
わ
ぽ
、

権
利
抗
弁
に
よ
っ
て
、
権
利
の
主
張
と
そ
の
権
利
の
行
使
が
あ
っ
た
と
い

う
事
実
の
主
張
が
、
同
時
的
に
為
さ
れ
て
い
る
だ
け
の
事
で
し
か
な
い
．

そ
う
し
て
、
こ
の
よ
う
に
権
利
抗
弁
と
し
て
訴
訟
内
で
権
利
主
張
が
為
さ

れ
る
場
合
に
は
、
先
行
す
る
権
利
主
張
が
な
い
の
で
、
い
か
に
そ
の
権
利

主
張
の
基
礎
と
な
る
事
実
が
確
固
た
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
権
利
主

張
を
ま
っ
て
、
初
め
て
実
体
法
上
の
変
動
を
料
酌
で
き
る
と
考
え
る
他
は

な
い
。
こ
れ
は
、
あ
た
か
も
、
弁
済
の
た
め
の
資
金
は
十
分
に
調
達
さ
れ

て
い
た
事
実
が
明
ら
か
で
あ
る
と
い
う
心
証
を
裁
判
所
が
得
て
い
て
も
．

弁
済
の
事
実
の
主
張
が
な
い
限
り
、
弁
済
の
事
実
を
斜
酌
で
き
な
い
の
と

同
様
の
現
象
で
あ
る
．
従
っ
て
、
訴
訟
内
外
を
問
わ
ず
．
権
利
の
主
張
を
，

事
実
上
の
主
張
と
こ
と
さ
ら
に
区
別
す
る
必
要
は
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ

る
。　

あ
る
い
は
、
同
時
履
行
の
抗
弁
な
い
し
留
置
権
の
主
張
の
よ
う
な
権
利

主
張
は
、
相
手
方
の
履
行
請
求
の
都
度
に
、
新
た
な
権
利
行
使
と
し
て
取

扱
わ
れ
る
た
め
．
先
行
す
る
訴
訟
外
で
の
権
利
主
張
が
あ
っ
た
と
し
て
も
．

こ
れ
と
は
全
く
別
個
に
訴
訟
内
で
の
主
張
が
許
さ
れ
、
こ
の
意
味
で
は
、

先
に
示
し
た
よ
う
な
，
先
行
す
る
権
利
主
張
が
訴
訟
外
で
為
さ
れ
る
事
は

全
く
あ
り
得
な
い
点
で
、
他
の
権
利
抗
弁
と
は
異
質
で
あ
り
、
取
扱
い
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

異
に
す
る
可
能
性
を
．
肯
定
で
き
な
く
も
な
い
．
し
か
し
、
権
利
抗
弁
が
．

訴
訟
内
で
の
権
利
行
使
と
、
そ
の
権
利
行
使
の
あ
っ
た
事
に
関
す
る
事
実

の
主
張
と
を
、
同
時
的
に
為
す
意
味
を
持
つ
と
解
す
れ
ば
、
こ
の
二
者
は
、

単
に
、
訴
訟
外
に
お
け
る
権
利
行
使
は
訴
訟
内
で
は
意
味
を
持
た
な
い
と

い
う
事
以
外
に
、
他
の
権
利
と
何
ら
異
る
点
は
な
く
．
区
別
す
る
必
要
も

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
同
時
履
行
の
抗
弁
．
な
ら
び
に
、
留

置
権
の
主
張
を
含
め
た
権
利
抗
弁
は
、
事
実
上
の
抗
弁
と
同
様
の
取
扱
い

を
受
け
る
と
解
す
る
の
が
正
当
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
で
、
両
者
を
区
別
し

て
論
じ
る
判
旨
に
は
．
若
干
の
疑
悶
が
無
い
訳
で
は
な
い
。
と
は
言
え
，

そ
の
権
利
を
主
張
し
う
る
基
礎
的
な
事
実
の
主
張
で
は
足
ら
ず
、
明
ら
か

に
権
利
主
張
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
、
結
局
は
権
利
の
行
使
が
あ
っ
た
と
い

う
事
実
の
主
張
も
訴
訟
上
あ
ら
わ
れ
ず
．
斜
酌
で
き
な
い
と
い
う
結
論
に

は
、
問
題
が
な
い
の
で
、
判
旨
第
一
点
の
結
論
は
支
持
し
う
る
も
の
で
あ

ろ
う
。

三
　
釈
明
権
に
関
す
る
判
例
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
釈
明
権
の
行
使
が
要
求

さ
れ
る
範
囲
は
、
大
審
院
時
代
、
昭
和
二
十
年
代
か
ら
三
十
年
代
初
期
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

そ
れ
以
後
と
、
大
き
く
三
つ
に
分
類
さ
れ
る
と
言
わ
れ
る
。
広
く
そ
の
範

囲
を
認
め
よ
う
と
す
る
第
一
期
、
英
米
法
の
影
響
か
ら
、
か
な
り
制
限
的

に
解
そ
う
と
す
る
第
二
期
、
さ
ら
に
、
当
事
者
の
実
質
的
平
等
を
確
保
す

る
意
図
か
ら
、
除
々
に
そ
の
範
囲
が
拡
大
さ
れ
つ
つ
あ
る
第
三
期
の
う
ち

で
．
本
判
決
は
．
第
二
期
の
代
表
的
な
先
例
と
し
て
．
多
く
の
研
究
に
お

い
て
引
用
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
判
例
を
十
分
に
検
討
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
特
に
注
目
す
る
べ

き
は
、
釈
明
権
の
不
行
使
が
い
わ
ば
、
釈
明
権
行
使
の
範
囲
を
内
側
か
ら
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画
す
る
の
に
対
し
て
、
こ
れ
を
外
側
か
ら
画
す
る
事
に
な
る
、
釈
明
権
の

行
使
が
許
さ
れ
な
い
場
合
に
関
し
て
、
こ
の
行
使
を
不
当
と
す
る
判
例
が

あ
ま
り
多
く
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
釈
明
権
の
不
行

使
が
違
法
と
さ
れ
る
場
合
、
す
な
わ
ち
釈
明
義
務
違
反
と
さ
れ
る
範
囲
と
、

　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ち

釈
明
権
の
行
使
が
違
法
と
さ
れ
る
場
合
、
す
な
わ
ち
釈
明
権
の
許
容
範
囲

と
は
、
一
致
し
て
お
ら
ず
、
後
者
は
前
者
よ
り
も
広
く
考
え
ら
れ
て
い
る

と
い
う
事
な
の
で
あ
る
。
学
説
上
も
一
般
に
こ
れ
を
支
持
す
る
見
解
が
多

（
4
）い

。
し
か
し
、
釈
明
と
い
う
行
為
の
許
容
範
囲
を
い
わ
ぽ
内
側
と
外
側
か

ら
画
す
事
に
な
る
両
者
の
間
に
、
右
の
よ
う
な
差
異
が
あ
る
事
は
、
本
来

は
許
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。

　
通
説
的
見
解
に
よ
れ
ぽ
、
釈
明
権
は
弁
論
主
義
の
修
正
と
し
て
理
解
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
当
研
究
会
に
お
い
て
は
、
一
貫
し
て
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

に
反
対
す
る
立
場
を
明
ら
か
に
し
て
来
た
。
そ
も
そ
も
、
釈
明
と
は
、
審

ら
か
に
、
明
ら
か
に
す
る
事
を
意
味
し
、
民
事
訴
訟
法
一
二
七
条
一
項
に

　
　
　
　
　
　
う
　
　
　
う
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヨ
　
　
　
う
　
　
　
ヤ
　
　
　
ち
　
　
　
ち
　
　
　
う
　
　
　
も
　
　
　
う
　
　
　
ち
　
　
　
ち

お
い
て
も
、
「
訴
訟
関
係
ヲ
明
瞭
ナ
ラ
シ
ム
ル
為
事
実
上
及
法
律
上
ノ
事

項
二
関
シ
当
事
者
二
対
シ
テ
問
ヲ
発
シ
又
ハ
立
証
ヲ
促
ス
コ
ト
ヲ
得
」
と

し
て
お
り
．
釈
明
は
、
主
張
さ
れ
た
事
実
、
提
出
さ
れ
た
証
拠
に
関
し
て
、

当
事
者
の
意
図
が
奈
辺
に
あ
る
か
不
明
瞭
で
あ
る
場
合
に
求
め
ら
れ
る
と

い
う
の
が
筋
で
あ
ろ
う
。
実
際
に
、
お
よ
そ
何
ら
か
の
判
断
を
為
そ
う
と

す
る
者
が
、
判
断
の
材
料
を
十
分
に
理
解
せ
ず
、
不
明
瞭
な
点
を
残
し
た

ま
ま
、
結
論
を
導
き
出
そ
う
と
い
う
の
で
は
、
判
断
者
と
し
て
の
責
務
を

全
う
す
る
事
は
で
き
ま
い
。
従
っ
て
、
判
断
者
は
自
ら
の
責
任
に
基
い
て
、

判
断
の
材
料
を
十
分
に
把
握
す
る
た
め
の
権
利
を
持
ち
、
義
務
を
負
う
筈

で
あ
る
。
そ
の
権
利
・
義
務
こ
そ
が
、
本
来
の
意
味
で
の
釈
明
権
で
あ
り

釈
明
義
務
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
本
来
的
に
は
、
釈
明
権
と
釈
明
義
務

は
そ
の
範
囲
が
一
致
す
る
の
が
原
則
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
．
本
来
の
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

味
で
の
釈
明
権
は
、
学
説
上
に
い
う
消
極
的
釈
明
の
場
合
に
該
当
す
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
右
の
理
解
の
下
で
は
、
積
極
的
釈
明
は
許
容
さ
れ
な
い
．

　
し
か
し
、
判
断
の
材
料
を
把
握
す
る
事
が
判
断
者
に
と
っ
て
不
可
決
で

あ
る
と
同
様
、
判
断
者
が
ど
の
よ
う
に
判
断
材
料
を
把
握
し
て
い
る
か
と

い
う
事
を
知
ら
せ
る
事
も
、
判
断
者
の
責
務
と
し
て
、
不
可
決
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
、
ひ
ら
た
く
言
え
ば
．
「
か
く
か
く
の
主
張
を
し
か
じ
か
の
も
の

と
理
解
し
て
い
る
が
よ
ろ
し
い
か
」
と
い
う
よ
う
な
問
い
と
し
て
現
わ
れ

る
．
い
わ
ゆ
る
心
証
の
開
示
と
言
え
よ
う
。
こ
の
心
証
の
開
示
と
本
来
の

意
味
で
の
釈
明
権
は
、
と
も
に
、
判
断
材
料
を
当
事
者
の
意
図
に
沿
う
よ

う
に
把
握
す
る
と
い
う
目
的
に
奉
仕
す
る
点
で
、
共
通
の
基
盤
を
持
つ
。

そ
う
し
て
．
積
極
的
釈
明
は
．
そ
の
多
く
の
類
型
を
、
心
証
の
開
示
の
態

　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

様
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
う
し
て
、
本
来
の
釈
明
権
と
心
証
の
開
示
が
分
別
さ
れ
る
事
に
よ
り
、

両
者
が
別
個
の
運
用
を
許
さ
れ
、
従
来
の
釈
明
権
の
範
囲
（
本
来
の
釈
明

権
の
範
囲
と
心
証
の
開
示
の
範
囲
の
総
和
）
と
、
釈
明
義
務
の
範
囲
（
本
来
の

釈
明
権
の
範
囲
）
と
の
懸
隔
も
、
問
題
と
な
る
事
は
な
い
。
付
言
す
れ
ぽ
、

判
例
の
釈
明
権
の
拡
大
化
傾
向
と
は
、
実
は
、
開
示
義
務
の
拡
大
化
傾
向

と
一
致
す
る
と
も
言
え
よ
う
。

四
　
本
件
の
場
合
，
判
旨
の
よ
う
に
、
同
時
履
行
の
抗
弁
又
は
留
置
権
の

主
張
を
無
か
っ
た
も
の
と
し
て
扱
う
と
、
家
屋
の
引
渡
が
為
さ
れ
た
後
、
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右
家
屋
の
代
金
の
支
払
い
に
つ
い
て
、
別
訴
が
提
起
さ
れ
る
可
能
性
が
高

い
。
し
か
し
、
留
置
権
を
主
張
す
る
以
上
代
価
の
価
額
も
あ
わ
せ
主
張
す

　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
れ
を
せ
ず
に
釈
明
権
の
行
使
を
要
求
す
る
の

は
、
不
当
で
あ
ろ
う
．
実
際
．
不
明
瞭
な
主
張
を
理
解
す
る
た
め
の
釈
明

を
必
要
と
す
る
範
囲
で
も
、
開
示
を
必
要
と
す
る
範
囲
の
問
題
で
も
な
い
。

従
っ
て
、
判
示
第
二
点
に
つ
い
て
も
、
概
ね
賛
成
で
き
る
．

　
（
1
）
兼
子
・
民
事
法
研
究
二
一
八
頁
、
中
田
「
判
例
研
究
（
本
件
評
釈
）
」
法

　
　
学
論
叢
五
九
巻
三
号
コ
ニ
ニ
頁
。

　
（
2
）
　
中
田
・
前
掲
二
二
二
頁
．

　
（
3
）
奈
良
「
釈
明
権
と
釈
明
義
務
の
範
囲
」
実
務
民
訴
ω
二
〇
九
頁
以
下
、
本

　
　
井
「
釈
明
権
」
吉
川
追
悼
㊦
一
二
一
頁
。

　
（
4
）
　
兼
子
・
体
系
二
〇
四
頁
、
三
ケ
月
・
民
事
訴
訟
法
一
六
五
頁
、
奈
良
・
前

　
　
掲
二
〇
七
頁
．

　
（
5
）
豊
泉
「
判
例
研
究
」
法
研
四
三
巻
一
輔
号
一
九
八
八
頁
、
坂
原
「
判
例
研

　
　
究
」
法
研
四
四
巻
二
号
二
〇
六
一
頁
、
伊
東
腸
柴
「
判
例
研
究
」
法
研
五
〇

　
　
巻
六
号
八
六
三
頁
。

　
（
6
）
　
消
極
的
釈
明
・
積
極
的
釈
明
に
つ
き
最
近
の
も
の
と
し
て
、
奈
良
「
訴
訟

　
　
資
料
収
集
に
閨
す
る
裁
判
所
の
権
限
と
責
任
」
講
座
民
事
訴
訟
〔
4
〕
一
四
二

　
　
頁
以
下
参
照
．

　
（
7
）
　
心
証
の
開
示
の
意
義
と
位
置
づ
け
に
つ
き
、
釈
明
権
の
一
内
容
と
理
解
さ

　
　
れ
て
い
る
所
説
と
し
て
、
伊
東
「
判
決
骨
子
の
開
示
」
法
研
五
九
巻
二
号
七
頁

　
　
以
下
参
照
．

　
（
8
）
　
兼
子
・
本
件
評
釈
・
判
例
民
事
法
昭
和
二
七
年
度
三
一
〇
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
田
　
恒
久
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