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〔
最
高
裁
民
訴
事
例
研
究
二
六
口

判例研究

昭
二
八
8
（
畷
驕
眠
燦
〇
七
蜷
）

　
再
暮
期
間
の
起
算
点

　
農
地
売
渡
計
画
承
認
取
消
請
求
事
件
（
昭
和
二
八
・
四
・
三
〇
第
一
小
法
廷
判

　
決
）

　
本
事
件
は
、
最
高
裁
判
所
第
三
小
法
廷
が
農
地
売
渡
計
画
承
認
取
消
請
求
上
告

　
事
件
（
昭
和
二
六
年
オ
第
九
号
）
に
つ
き
、
昭
和
二
十
六
年
十
二
月
一
八
日
に

　
言
渡
し
た
判
決
に
対
し
て
、
判
決
に
影
響
を
及
ぽ
す
べ
き
重
要
な
事
項
に
つ
き

判
断
の
遺
脱
あ
る
こ
と
を
事
由
に
昭
和
二
七
年
二
月
五
日
に
提
起
さ
れ
た
再
書

請
求
に
対
し
て
、
最
高
裁
は
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
訴
え
を
却
下
し
た
。

「
…
…
本
件
で
主
張
せ
ら
れ
る
所
論
判
断
の
遺
脱
と
い
う
よ
う
な
再
審
事
由
は
、

そ
の
事
柄
の
性
質
上
、
通
例
原
判
決
正
本
の
送
達
を
受
け
こ
れ
を
一
読
す
れ
ば

容
易
に
覚
知
し
得
る
筈
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
別
段
の
事
情
の
な
い
限
り
再
審

原
告
は
前
示
判
決
正
本
送
達
当
時
所
論
判
断
の
遺
脱
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
り
得

た
も
の
と
な
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
る
に
再
審
原
告
は
…
中
略
…
そ
の
覚
知

を
妨
げ
た
特
段
の
事
情
に
つ
い
て
は
何
等
の
主
張
も
立
証
も
な
さ
れ
な
い
の
で
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あ
る
。
…
中
略
…
当
事
者
が
判
決
確
定
前
に
再
審
の
事
由
を
知
っ
た
場
合
に
お

い
て
は
、
通
例
、
上
訴
に
よ
り
こ
れ
を
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ

て
、
も
し
、
こ
れ
を
知
り
な
が
ら
上
訴
に
よ
り
主
張
す
る
こ
と
な
く
、
判
決
を

確
定
せ
し
め
る
な
ら
ば
、
爾
後
は
そ
の
事
由
に
基
づ
き
再
審
の
訴
を
提
起
す
る

こ
と
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
最
終
審
の
判
決
に
お

け
る
が
如
く
、
こ
れ
に
対
す
る
上
訴
の
途
が
存
在
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、

判
決
確
定
前
に
覚
知
し
た
事
由
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
確
定
後
再
審
の
訴
を
以
て

こ
れ
を
主
張
し
得
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
民
訴
四

二
四
条
一
項
所
定
の
三
〇
日
の
期
間
は
、
勿
論
、
再
審
の
事
由
を
知
っ
た
日
か

ら
で
は
な
く
、
判
決
確
定
の
日
か
ら
こ
れ
を
起
算
す
べ
き
も
の
と
解
す
る
の
を

相
当
と
す
る
。
…
中
略
…
果
た
し
て
然
り
と
す
れ
ば
、
原
判
決
は
前
示
判
決
正

本
送
達
の
日
か
ら
一
〇
日
を
経
過
し
た
（
民
訴
四
〇
九
条
ノ
五
）
昭
和
二
六
年

十
二
月
二
九
日
の
終
了
を
以
て
確
定
し
た
こ
と
勿
論
で
あ
り
．
従
っ
て
本
件
再

審
の
訴
は
同
日
か
ら
起
算
し
三
〇
日
間
、
す
な
わ
ち
昭
和
二
七
年
一
月
二
八
日

ま
で
に
提
起
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
に
拘
ら
ず
、
前
説
示

の
如
く
同
年
二
月
五
日
に
提
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
本
訴
は
不
適
法
と

し
て
却
下
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
」

　
判
旨
に
理
由
に
お
い
て
賛
成
し
、
結
論
に
お
い
て
反
対
す
る
．

　
一
、
裁
判
所
の
な
し
た
判
決
に
蝦
疵
が
あ
る
場
合
に
、
判
決
確
定
前
で

あ
れ
ば
、
上
訴
に
よ
り
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
再
審
の

問
題
は
生
じ
な
い
。

　
し
か
し
、
本
件
に
お
け
る
よ
う
な
上
告
審
判
決
に
判
断
遺
脱
の
蝦
疵
が

あ
っ
た
場
合
に
は
、
も
は
や
上
訴
の
途
は
な
く
、
再
審
に
よ
る
救
済
が
図

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
（
民
訴
法
四
二
〇
条
一
項
九
号
）
。

　
こ
の
よ
う
に
、
再
審
の
訴
え
の
場
合
、
当
然
に
判
決
確
定
後
の
環
疵
が

問
題
に
な
る
．
こ
の
再
審
の
訴
え
を
い
つ
ま
で
提
起
す
べ
き
か
に
つ
い
て

法
は
、
「
…
判
決
確
定
後
再
審
ノ
事
由
ヲ
知
リ
タ
ル
日
ヨ
リ
三
十
日
内
…
』

と
規
定
し
て
い
る
（
民
訴
法
四
二
四
条
一
項
）
。

　
こ
の
「
再
審
ノ
事
由
ヲ
知
リ
タ
ル
日
」
と
い
う
再
審
期
間
の
起
算
点
の

解
釈
に
お
い
て
は
、
当
該
起
算
点
が
訴
訟
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
た
そ
れ

ぞ
れ
の
法
律
関
係
を
最
終
的
に
確
定
す
る
時
期
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
以

上
、
法
的
基
準
と
し
て
の
明
確
性
を
強
く
要
求
さ
れ
る
と
い
う
点
と
、
設

定
さ
れ
る
起
算
点
が
当
事
者
間
に
不
公
平
を
生
じ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に

具
体
的
妥
当
性
（
公
平
）
を
必
要
と
す
る
と
い
う
二
点
を
し
か
る
べ
く
調

和
し
て
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

　
二
、
本
件
判
決
は
、
上
告
審
判
決
に
判
断
遺
脱
が
あ
っ
た
場
合
の
再
審

期
間
の
起
算
点
に
つ
い
て
、
判
決
確
定
の
目
と
す
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
（
3
）
（
4
）

同
調
す
る
学
説
も
多
数
存
在
す
る
。

　
こ
の
解
釈
に
よ
り
現
行
法
上
、
上
告
審
判
決
は
、
判
決
の
言
渡
し
に
よ

っ
て
確
定
す
る
の
で
あ
る
か
ら
上
告
審
判
決
に
対
す
る
す
べ
て
の
再
審
の

訴
え
に
つ
い
て
判
決
言
渡
期
日
を
基
準
に
し
て
再
審
期
間
を
起
算
す
る
こ

と
に
な
る
．
こ
れ
は
、
再
審
期
間
の
起
算
点
を
主
観
的
に
当
事
者
が
再
審

事
由
を
覚
知
し
た
場
合
と
す
る
よ
う
な
考
え
方
に
比
し
、
起
算
点
に
関
す

る
後
の
紛
争
の
余
地
を
生
じ
さ
せ
ず
、
法
的
基
準
と
し
て
明
確
性
を
有
し
、

法
的
安
定
性
に
資
す
る
解
釈
と
い
え
よ
う
。

　
こ
の
最
高
裁
の
判
断
の
根
底
に
は
、
次
の
よ
う
な
理
由
が
存
し
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
当
時
、
上
告
審
判
決
の
送
達
の
目
よ
り
一
〇
目
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以
内
に
、
法
令
違
背
を
理
由
と
し
て
、
上
告
審
判
決
に
異
議
の
申
立
て
を

す
る
こ
と
が
で
き
た
（
昭
和
二
三
年
法
一
四
九
号
に
よ
り
追
加
さ
れ
、
昭
和
二
九

年
法
二
一
九
号
に
よ
り
削
除
さ
れ
た
四
〇
九
条
ノ
九
以
下
）
。
し
た
が
っ
て
、
上

告
審
判
決
後
一
〇
日
を
経
過
す
る
と
原
則
と
し
て
判
決
が
確
定
し
た
の
で

あ
る
（
同
四
九
八
）
。
し
か
る
に
、
本
判
決
が
理
由
と
す
る
判
決
確
定
時
に

は
、
「
…
判
決
正
本
の
送
達
を
受
け
こ
れ
を
一
読
す
れ
ば
容
易
に
覚
知
し

得
る
筈
の
も
の
で
あ
る
か
ら
…
判
断
の
遺
脱
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
り
得
た

も
の
と
な
さ
ざ
る
を
得
な
い
．
」
と
い
う
こ
と
が
合
理
性
を
有
す
る
に
至
る
。

　
即
ち
、
最
高
裁
は
、
判
決
の
確
定
時
に
は
、
判
決
の
内
容
を
覚
知
し
得

る
と
い
う
理
由
に
基
づ
き
判
決
確
定
時
を
再
審
期
間
の
起
算
点
と
し
た
。

換
言
す
れ
ば
、
判
決
の
内
容
を
覚
知
し
う
る
段
階
イ
コ
ー
ル
再
審
期
間
の

起
算
点
と
い
う
論
理
に
立
脚
し
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
．

　
し
か
し
、
民
訴
法
四
〇
九
条
ノ
五
が
削
除
さ
れ
、
上
告
審
判
決
の
言
渡

し
に
よ
っ
て
直
ち
に
判
決
が
確
定
す
る
現
行
法
制
の
下
で
は
、
こ
の
判
例

を
当
然
に
は
、
現
行
法
解
釈
の
た
め
に
援
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ

（
5
）

ろ
う
。

　
三
．
だ
が
、
判
例
の
い
う
判
決
の
内
容
を
覚
知
し
た
段
階
で
は
な
く
、

覚
知
し
得
る
段
階
が
再
審
期
間
の
起
算
点
で
あ
る
と
す
る
判
決
の
理
由
の

部
分
は
、
今
後
も
援
用
し
う
る
も
の
と
考
え
る
。
単
に
、
そ
の
覚
知
し
得

る
時
点
が
、
当
時
の
法
制
下
に
お
い
て
は
、
判
決
の
確
定
時
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
現
行
法
制
下
に
お
い
て
、
ど
の
時
点
を
「
覚
知
し
得
る
時
点
」
と
し
て

設
定
す
べ
ぎ
か
。

　
判
決
の
言
渡
し
時
、
即
ち
、
判
決
の
確
定
時
は
ど
う
か
。
判
決
言
渡
期

日
に
当
事
者
が
出
頭
す
れ
ば
、
判
決
正
本
を
取
得
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
時
点
で
当
事
者
は
、
判
決
の
内
容
を
覚
知
し
得
る
の
で
あ
り
、
こ
の

よ
う
に
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
．
だ
が
、
口
頭
弁
論
を
開
か
ず
に
書

面
審
理
だ
け
に
よ
る
上
告
却
下
（
民
訴
法
三
九
九
条
一
項
一
号
、
三
九
九
条
ノ

三
）
、
上
告
棄
却
（
民
訴
法
四
〇
一
条
）
の
と
き
に
は
、
判
決
言
渡
期
目
を
当

事
者
に
知
ら
せ
な
い
の
が
実
務
の
慣
行
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
解
釈
に
よ
る

場
合
は
、
判
決
言
渡
期
日
を
知
っ
た
当
事
者
と
知
ら
な
か
っ
た
当
事
者
問

で
、
再
審
期
間
の
三
〇
目
間
の
保
障
が
異
な
り
、
不
公
平
で
あ
る
と
い
う

問
題
点
を
生
じ
さ
せ
る
．
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
一
定
の
場
合
に
判
決
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

渡
期
日
の
呼
出
状
を
当
事
者
に
送
達
し
な
く
て
も
よ
い
と
い
う
判
例
の
見

（
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
（
9
）

解
に
対
し
て
は
、
学
説
の
反
対
も
あ
る
．
実
務
の
慣
行
と
法
制
度
上
の
あ

る
べ
き
姿
と
は
、
明
確
に
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
判

決
言
渡
期
日
に
出
頭
し
て
判
決
の
正
本
を
取
得
す
る
こ
と
を
一
般
的
に
強

制
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
判
決
の
正
本
を
送
達
に
よ
っ
て
取
得
す
る

こ
と
が
慣
行
化
し
て
い
る
現
状
を
考
え
れ
ば
、
再
審
期
問
の
起
算
点
を
一

律
に
判
決
言
渡
時
と
す
る
見
解
は
、
法
的
基
準
と
し
て
の
明
確
性
を
有
し

て
い
る
が
、
公
平
の
要
請
を
調
和
し
た
解
釈
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
．

　
四
、
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
上
告
審
判
決
に
対
す
る
異
議
制
度
が

廃
止
さ
れ
た
現
行
法
下
に
お
い
て
は
、
再
審
期
間
は
、
判
決
送
達
時
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

三
〇
日
の
不
変
期
間
を
起
算
す
べ
き
も
の
と
解
す
る
．

　
尚
、
下
級
審
判
決
に
判
断
遺
脱
が
あ
る
場
合
は
、
当
事
者
は
、
判
決
確

定
前
に
送
達
に
よ
り
判
断
の
遣
脱
を
知
り
得
る
の
で
あ
る
か
ら
、
再
審
期
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間
は
、

　
（
1
）

　
（
2
）

　
（
3
）

　
（
4
）

　
（
5
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
11
）
（
1
2
）
（
1
3
）
（
1
4
）

判
決
確
定
の
日
か
ら
起
算
す
べ
き
も
の
と
解
す
る
。

民
事
訴
訟
法
改
正
調
査
委
員
会
速
記
録
八
三
七
頁
。

兼
子
一
「
民
事
訴
訟
法
体
系
」
四
八
四
頁
。

小
山
昇
「
民
事
訴
訟
法
」
五
三
六
頁
。

斎
藤
秀
夫
「
民
事
訴
訟
法
概
論
」
六
三
〇
頁
。

三
谷
忠
之
「
再
審
期
間
と
補
充
性
の
関
係
」
小
室
目
小
山
還
暦
・
裁
判
と

上
訴
（
下
）
一
六
〇
頁
以
下
。

（
6
）
最
判
昭
和
四
四
年
二
月
二
七
日
民
集
二
三
巻
二
号
四
九
七
頁
。

（
7
）
豊
水
道
祐
・
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
篇
昭
和
四
四
年
度
（
上
）
七
〇

頁
。

　　　パ　　パ　　パ　　パ　　パ　　　

141312111098）　　）　　）　　）　　）　　）　　）

菊
井
”
村
松
「
民
事
訴
訟
法
H
」
六
八
三
頁
。

兼
子
一
「
判
例
民
事
訴
訟
法
」
一
二
〇
頁
。

三
谷
忠
之
「
再
審
期
間
の
起
算
点
」
民
事
訴
訟
法
の
争
点
三
〇
〇
頁
。

最
判
昭
和
三
六
年
九
月
二
二
日
民
集
一
五
巻
八
号
二
二
〇
三
頁
。

最
判
昭
和
四
五
年
二
一
月
二
二
日
民
集
二
四
巻
一
三
号
一
二
七
三
頁
。

中
田
淳
一
「
民
事
訴
訟
判
例
研
究
」
三
一
九
頁
。

菊
井
”
村
松
「
民
事
訴
訟
法
n
」
七
七
九
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
河
　
　
正
慶

昭
二
八
1
0
（
撮
騙
研
蝶
砒
酷
）

証
拠
調
べ
の
結
果
の
援
用
と
証
拠
共
通
の
原
則

貸
金
等
請
求
事
件
（
昭
二
八
・
五
・
一
四
小
法
廷
判
決
）

詳
細
は
不
明
で
あ
る
た
め
、
上
告
理
由
か
ら
判
断
す
る
限
り
で
は
以
下
の
通
り

で
あ
る
。
X
（
原
告
・
被
控
訴
人
・
上
告
人
）
と
Y
（
被
告
・
控
訴
人
・
被
上

告
人
）
と
の
間
の
本
件
画
幅
売
買
契
約
の
成
立
の
事
実
に
関
し
、
原
審
に
於
い

て
Y
か
ら
A
他
の
証
人
訊
問
が
申
請
さ
れ
た
。
か
か
る
申
請
に
基
づ
き
、
嘱
託

証
拠
調
べ
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
の
口
頭
弁
論
期
日
に
Y
の
代
理

人
が
期
日
変
更
の
申
請
を
し
て
出
頭
し
な
か
っ
た
た
め
、
こ
れ
に
同
意
し
な
い

X
の
代
理
人
が
結
審
を
求
め
た
。
そ
の
際
裁
判
所
の
要
請
で
該
嘱
託
証
拠
調
べ

の
結
果
を
X
の
代
理
人
が
陳
述
し
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
ら
の
証
拠
調
べ
の
結
果
を

X
の
利
益
に
援
用
し
た
と
該
口
頭
弁
論
調
書
に
は
記
載
さ
れ
、
か
つ
原
審
は
そ

の
他
の
証
拠
と
と
も
に
総
合
判
断
し
て
結
審
し
、
事
実
を
認
定
し
た
。
そ
こ
で

X
よ
り
、
原
判
決
は
X
が
利
益
に
援
用
せ
ざ
る
証
拠
を
援
用
し
た
も
の
で
、
X

の
主
張
と
相
反
す
る
事
実
を
認
定
し
た
の
は
違
法
で
あ
る
と
上
告
が
な
さ
れ
た
。

こ
れ
に
応
え
て
最
高
裁
は
次
の
よ
う
に
判
示
し
、
上
告
を
棄
却
し
た
。

「
記
録
に
よ
る
と
、
所
論
嘱
託
証
人
訊
問
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
原
審
最
終
の

口
頭
弁
論
に
お
い
て
適
法
に
弁
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
裁
判
長
は
該

嘱
託
証
人
訊
問
の
調
書
を
当
事
者
に
掲
示
し
、
被
控
訴
代
理
人
は
そ
の
証
拠
調

べ
の
結
果
に
つ
ぎ
演
述
し
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
こ
れ
に

よ
っ
て
右
証
拠
調
べ
の
結
果
は
証
拠
と
し
て
適
法
に
顕
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
証
拠
共
通
の
原
則
に
従
い
、
裁
判
所
は
自
由
な
心
証
に
よ
っ
て
こ
れ

を
事
実
認
定
の
資
料
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
そ
の
証

拠
調
べ
の
申
出
を
な
し
、
若
し
く
は
そ
の
証
拠
調
べ
の
結
果
を
援
用
す
る
旨
を

陳
述
し
た
当
事
者
の
利
益
に
の
み
こ
れ
を
利
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で

は
な
い
。
当
事
者
は
訴
訟
の
実
際
に
お
い
て
た
ま
た
ま
一
定
の
証
拠
を
自
己
の

利
益
に
援
用
す
る
旨
を
陳
述
す
る
こ
と
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
裁
判
所
が

職
責
と
し
て
な
す
証
拠
判
断
に
つ
き
、
そ
の
注
意
を
喚
起
す
る
程
の
意
義
を
有

す
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
裁
判
所
は
か
か
る
陳
述
の
有
無
を
問
わ
ず
、

適
法
に
提
出
さ
れ
た
す
べ
て
の
証
拠
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
双
方
の
た
め
に
共

通
し
て
そ
の
価
値
判
断
を
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
れ
ば
、
所
論
を
と
る

こ
と
を
得
な
い
。
」
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判例研究

一
　
判
旨
に
賛
成
す
る
。
本
判
例
は
．
証
拠
調
べ
の
結
果
は
申
請
当
事
者

だ
け
で
な
く
そ
の
相
手
方
に
も
有
利
に
利
用
で
き
る
と
し
た
う
え
で
、
そ

の
根
拠
は
所
謂
、
証
拠
共
通
の
原
則
に
あ
る
と
し
た
判
例
で
あ
る
。

　
ご
く
初
期
の
判
例
で
は
、
相
手
方
申
請
の
証
拠
調
べ
の
結
果
の
利
用
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

関
し
て
は
否
定
的
な
立
場
に
立
つ
も
の
も
見
受
け
ら
れ
た
が
、
そ
の
後
、

肯
定
的
な
立
場
に
立
つ
こ
と
に
つ
い
て
は
争
い
が
な
く
な
り
、
た
だ
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

根
拠
に
つ
い
て
証
拠
共
通
の
原
則
に
求
め
る
多
数
説
の
見
解
と
、
職
権
証

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

拠
調
ぺ
が
可
能
で
あ
る
こ
と
に
求
め
る
少
数
説
の
見
解
と
に
分
か
れ
た
。

そ
し
て
こ
の
両
説
の
対
立
は
、
大
正
十
五
年
の
改
正
民
訴
法
の
下
で
は
、

同
法
第
二
六
一
条
（
職
権
証
拠
調
べ
の
一
般
規
定
）
に
よ
っ
て
職
権
証
拠
調

ぺ
が
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
実
質
的
意
味
を
持
た
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
昭
和
二
三
年
に
同
条
が
削
除
（
同
二
四
年
施
行
）
さ
れ
た
た
め
、

そ
の
直
後
の
最
高
裁
判
例
と
し
て
、
多
数
説
の
立
場
を
再
確
認
し
た
こ
と

に
は
大
き
な
意
義
が
あ
る
と
い
え
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
本
判
決
が
再
確
認
し
た
証
拠
共
通
の
原
則
を
容
認
す

る
こ
と
に
は
今
や
争
い
が
な
く
、
ひ
と
た
び
申
請
が
認
め
ら
れ
た
以
上
、

そ
の
証
拠
調
べ
の
結
果
に
対
し
て
は
い
ず
れ
の
側
の
有
利
に
も
自
由
に
裁

判
官
は
心
証
形
成
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
．
本
判
決
を
現
在
の
時
点
で
検

討
す
る
と
な
る
と
、
傍
論
で
は
あ
る
が
む
し
ろ
、
証
拠
調
べ
が
行
な
わ
れ

て
し
ま
っ
た
場
合
に
当
事
者
が
そ
の
結
果
に
対
し
て
援
用
の
自
由
を
持
つ

の
か
否
か
、
あ
る
い
は
援
用
の
自
由
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
そ
の
よ
う

な
援
用
（
口
頭
陳
述
）
を
行
な
わ
な
い
と
き
に
は
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
う

べ
き
な
の
か
な
ど
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
本
評
釈
で

は
、
証
拠
共
通
の
原
則
に
加
え
て
、
証
拠
調
べ
の
結
果
の
「
援
用
」
に
つ

い
て
も
検
討
し
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

二
　
証
拠
共
通
の
原
則
は
、
一
般
に
民
訴
法
第
一
八
五
条
に
求
め
ら
れ
、

次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
．
裁
判
官
の
心
証
は
、
訴
訟
に
お

い
て
認
識
し
た
す
べ
て
の
観
念
を
基
礎
と
し
て
形
成
さ
れ
る
の
が
合
理
的

で
自
然
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
裁
判
官
に
よ
っ
て
認
定
さ
れ
る
事
実
は
両
当

事
者
に
共
通
の
も
の
で
あ
る
．
証
拠
を
独
立
し
分
断
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

真
偽
が
判
然
と
し
て
い
る
証
拠
を
利
用
し
な
い
の
は
不
合
理
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
し
か
し
な
が
ら
、
伊
東
乾
教
授
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
右
の
説
明
に
は

い
く
つ
か
の
問
題
点
が
含
ま
れ
て
い
る
。

　
ま
ず
、
共
通
に
認
定
し
よ
う
と
す
る
事
実
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
必
ず

し
も
証
拠
独
立
の
原
則
が
排
斥
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
．
証
拠
な
し
と
し

て
挙
証
責
任
の
問
題
と
し
て
解
決
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
自
由

心
証
主
義
は
証
拠
資
料
の
証
明
力
の
間
題
で
あ
り
証
拠
資
料
の
制
限
に
関

す
る
自
由
の
問
題
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
自
由
心
証
主
義
の
当
然
の
帰

結
と
捉
え
る
べ
き
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
弁
論
主
義
は
主
張
の
問
題
で
あ

る
の
で
抵
触
し
な
い
と
説
か
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
も
、
証
拠
に
当
事
者

の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
拡
大
す
る
こ
と
へ
の
消
極
的
理
由
は
乏
し
い
。
や

は
り
、
弁
論
主
義
の
拡
大
と
自
由
心
証
主
義
の
拡
大
と
が
抵
触
す
る
場
面

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

で
ど
ち
ら
を
優
先
せ
さ
る
べ
き
か
を
合
理
的
に
判
断
す
べ
き
で
あ
る
。
し

か
し
、
証
拠
の
間
題
に
弁
論
主
義
の
拡
大
的
理
解
を
持
ち
込
む
事
は
、
元

来
異
質
の
も
の
を
統
一
的
に
捉
え
る
の
で
あ
り
、
同
質
の
自
由
心
証
主
義

の
拡
大
に
対
し
て
は
劣
後
す
る
事
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
理
由
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に
基
づ
き
、
結
局
、
証
拠
共
通
の
原
則
は
容
認
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
以
上
の
よ
う
な
視
点
で
、
証
拠
独
立
の
原
則
に
立
つ
見
解
に
つ
い
て
考

え
て
み
る
な
ら
ば
紛
争
の
解
決
は
決
し
て
技
術
的
な
も
の
で
は
な
い
と
批

判
す
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。
当
事
者
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
は
あ
く
ま
で
裁
判

官
に
判
断
を
求
め
る
資
料
の
範
囲
を
画
す
る
と
こ
ろ
ま
で
に
限
定
し
て
お

く
ほ
う
が
望
ま
し
い
し
、
証
拠
共
通
の
原
則
の
方
が
優
れ
て
い
る
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
次
に
職
権
調
査
が
許
さ
れ
る
こ
と
に
根
拠
を
持
つ
見
解
に
つ
い
て
考
え

て
み
よ
う
．
こ
の
見
解
は
職
権
調
査
が
許
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
証

拠
調
べ
の
申
請
を
行
な
っ
た
当
事
者
の
相
手
に
対
し
て
も
職
権
に
よ
っ
て

証
拠
調
べ
が
可
能
で
あ
る
と
説
明
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
で
は
や
は
り

根
拠
と
し
て
は
必
然
性
、
合
理
性
に
か
け
る
。
む
し
ろ
訴
訟
制
度
の
あ
り

方
を
積
極
的
に
考
察
し
て
捉
え
る
証
拠
共
通
の
原
則
に
根
拠
を
求
め
る
べ

ぎ
で
あ
ろ
う
。
ま
た
昭
和
二
三
年
に
大
正
一
五
年
の
改
正
民
訴
法
第
二
六

一
条
が
削
除
さ
れ
て
か
ら
の
扱
い
は
、
い
ず
れ
の
当
事
者
の
た
め
に
も
補

充
的
に
職
権
に
よ
る
証
拠
調
べ
を
な
し
う
る
と
さ
れ
て
い
る
．
こ
の
よ
う

に
職
権
証
拠
調
べ
は
あ
く
ま
で
補
完
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。

三
　
こ
こ
で
は
「
援
用
」
の
問
題
を
考
え
て
み
る
。
そ
も
そ
も
「
援
用
」

と
い
う
語
は
実
務
上
の
用
語
で
あ
り
、
訴
訟
法
上
の
用
語
で
は
な
い
．
そ

の
た
め
様
々
な
意
味
内
容
を
持
っ
て
い
る
が
、
概
ね
次
の
二
通
り
に
使
わ

れ
て
い
る
。
ま
ず
一
つ
は
当
事
者
が
自
己
に
有
利
に
事
実
認
定
を
し
て
も

ら
う
こ
と
を
意
欲
し
て
、
裁
判
所
に
対
し
て
そ
の
旨
を
促
す
こ
と
を
目
的

と
す
る
口
頭
陳
述
で
あ
る
．
そ
し
て
今
一
つ
は
証
拠
資
料
と
し
て
判
決
の

判
断
資
料
と
な
り
得
る
た
め
に
、
口
頭
弁
論
へ
顕
出
す
る
こ
と
を
目
的
と

　
　
　
　
（
9
）

す
る
口
頭
陳
述
で
あ
る
。
証
拠
共
通
の
原
則
が
認
め
ら
れ
る
限
り
、
前
者

の
意
味
で
の
「
援
用
」
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
後
者
の

意
味
で
の
援
用
が
は
た
し
て
必
要
で
あ
る
の
か
ど
う
か
が
次
の
問
題
と
な

っ
て
く
る
。

　
改
正
民
訴
法
第
二
一
六
条
で
は
、
「
受
命
判
事
又
ハ
受
託
判
事
ノ
面
前

二
於
テ
証
拠
調
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
証
拠
調
二
関
ス
ル
審
問
調
書
二
基
キ

其
結
果
ヲ
演
述
ス
可
シ
」
と
規
定
さ
れ
て
い
た
が
、
現
行
法
は
こ
の
よ
う

な
明
文
規
定
は
持
た
な
い
。
こ
の
削
除
の
意
味
は
、
現
行
法
に
お
い
て
も

改
正
民
事
訴
訟
法
の
も
と
に
お
い
て
と
同
様
に
、
直
接
主
義
や
口
頭
主
義

な
ど
の
民
事
訴
訟
法
の
指
導
理
念
は
そ
の
ま
ま
継
承
さ
れ
て
い
る
た
め
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

当
然
の
規
定
で
あ
る
と
し
て
削
除
さ
れ
た
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ

　
　
　
　
　
（
1
1
）

に
対
し
て
反
対
説
か
ら
は
形
骸
化
し
た
直
接
主
義
、
口
頭
主
義
の
偏
重
で

あ
る
と
し
て
あ
ま
り
に
形
式
的
に
過
ぎ
る
と
批
判
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
形
式
的
な
遵
守
こ
そ
が
実
は
重
要
な
意
味
を
持
つ
の
で
あ

る
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
訴
訟
経
済
の
観
点
か
ら
す
べ
て
の
証
拠
調
べ

を
受
訴
裁
判
所
の
裁
判
官
が
行
な
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
嘱
託
証
拠

調
べ
の
制
度
が
受
認
さ
れ
る
こ
と
は
止
む
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う

で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
場
合
に
こ
の
制
度
は
民
訴
法
の
諸
原
則
の
例
外
と

し
て
、
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
形
式
的
に
で
も
民
訴
法
の
根
幹
を

な
す
諸
原
則
と
同
様
に
、
受
訴
裁
判
所
と
の
一
体
化
を
な
す
手
続
き
の
必

要
性
に
基
づ
く
も
の
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
当
事
者
の
援
用
を
根
拠
と
し
て
口
頭
主
義
、
直
接
主
義
、
公
開
主
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（
1
2
）

義
、
弁
論
主
義
、
口
頭
弁
論
主
義
、
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の

根
拠
に
つ
い
て
も
こ
れ
ら
の
う
ち
い
ず
れ
か
一
つ
の
要
請
に
基
づ
い
て
い

る
と
解
す
る
べ
き
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
要
請
が
一
体
と
な
っ
て
働
い
て

い
る
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
嘱
託
証
拠
調
べ
の
結
果
を
受

訴
裁
判
所
に
お
い
て
口
頭
陳
述
す
る
こ
と
は
、
前
述
の
通
り
形
式
的
に
せ

よ
民
訴
法
の
基
本
原
則
と
い
う
総
合
的
な
要
請
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、

個
々
の
原
則
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
、

こ
の
援
用
の
制
度
は
実
務
上
の
要
請
と
、
理
論
上
の
要
請
と
が
微
妙
に
均

最
し
て
い
る
制
度
で
あ
り
、
改
正
民
訴
法
の
制
度
趣
旨
は
そ
の
削
除
後
も

最
少
限
度
守
ら
れ
て
い
く
べ
き
で
あ
ろ
う
．
そ
れ
ゆ
え
、
否
定
説
が
説
く

と
こ
ろ
の
援
用
の
不
必
要
や
裁
判
官
に
よ
る
援
用
な
ど
は
許
さ
れ
な
い
も

の
と
考
え
る
．
そ
の
よ
う
な
形
で
の
口
頭
弁
論
へ
の
証
拠
調
べ
の
結
果
の

顕
出
は
、
た
と
え
当
事
者
が
証
拠
調
べ
の
結
果
に
つ
い
て
の
陳
述
の
機
会

を
与
え
ら
れ
た
と
し
て
も
、
例
外
措
置
を
取
っ
た
こ
と
に
か
わ
り
な
く
民

訴
法
の
指
導
理
念
を
な
し
崩
し
に
し
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る

を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
証
拠
申
請
が
相
手
方
の
同
意
を
も
っ
て
撤
回
で
き
る
の
か
否
か
に

つ
い
て
考
え
て
み
る
。
そ
も
そ
も
、
証
拠
と
主
張
は
峻
別
さ
れ
る
べ
き
も

の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
証
拠
申
請
に
基
づ
き
証
人
尋
間
な
ど
が
行
な
わ
れ
、

裁
判
官
が
既
に
心
証
を
形
成
し
て
し
ま
っ
た
場
合
に
は
裁
判
所
も
含
め
た

関
係
当
事
者
の
損
失
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
た
と
え
申
請
者
と
そ
の
相
手
方

が
納
得
づ
く
で
あ
っ
た
と
し
て
も
も
は
や
申
請
の
撤
回
は
許
さ
れ
な
い
も

の
と
考
え
る
．

　
自
白
の
撤
回
が
許
さ
れ
る
の
は
、
当
事
者
が
争
う
範
囲
を
変
更
す
る
に

止
ま
り
、
書
証
の
場
合
に
撤
回
が
許
さ
れ
る
の
は
、
主
張
を
裏
付
け
る
証

明
書
の
提
出
を
撤
回
す
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
．
遠
隔
の
受
託
裁
判

官
を
も
っ
て
証
拠
調
べ
を
な
し
た
後
そ
の
心
証
形
成
の
報
告
を
撤
回
す
る

場
合
と
は
明
ら
か
に
そ
の
損
失
の
程
度
が
異
な
る
の
で
あ
る
。
一
般
に
は
、

裁
判
官
が
既
に
心
証
形
成
し
て
し
ま
っ
た
も
の
を
撤
回
す
る
こ
と
は
許
さ

れ
な
い
と
説
か
れ
て
い
る
が
、
心
証
の
形
成
と
い
う
点
に
力
点
を
置
い
て

考
え
ら
れ
て
は
い
け
な
い
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
、
裁
判
官
は
事
実
認
定
の

た
め
の
訓
練
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
私
的
に
知
り
得
た
事
実
を

除
外
し
た
り
．
自
白
の
撤
回
を
許
容
し
て
心
証
形
成
で
ぎ
る
か
ら
で
あ
る
．

こ
こ
で
は
む
し
ろ
、
公
的
な
機
関
を
利
用
し
て
失
っ
た
時
間
的
、
経
済
的

損
失
の
大
き
さ
に
基
づ
く
も
の
と
捉
え
る
。

四
　
最
後
に
本
件
の
具
体
的
当
否
に
つ
い
て
従
前
の
考
察
か
ら
考
え
て
み

よ
う
．
ま
ず
．
裁
判
所
の
指
示
に
基
づ
く
X
の
口
頭
陳
述
が
適
法
な
援
用

と
い
え
る
か
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
当
事
者
の
口
頭
弁
論
に
お
け
る
陳
述

を
も
っ
て
顕
出
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
裁
判
官
が
顕
出
し
た
わ
け
で
は
な
い

の
で
適
法
に
援
用
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
。
次
に
、
Y
の
申
請
し
た
証
拠

調
べ
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
証
拠
共
通
の
原
則
に
基
づ
き
、
Y
の
利
益
や

X
の
利
益
の
い
ず
れ
に
も
利
用
で
き
る
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
関
し
て

X
に
は
選
択
権
は
な
い
の
で
あ
る
．
そ
し
て
撤
回
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
、

嘱
託
証
拠
調
べ
の
終
了
後
で
は
X
と
Y
の
合
意
を
持
っ
て
も
、
も
は
や
撤

回
の
余
地
は
な
い
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
判
旨
は
正
当
と
考
え
る
（
尚
、

本
件
判
例
評
釈
に
は
ほ
か
に
、
兼
子
一
“
白
川
和
子
・
法
協
七
三
巻
六
号
七
三
四
頁
、
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中
務
俊
冒
・
民
商
法
雑
誌
二
九
巻
四
号
四
四
頁
、
井
上
正
三
・
旧
判
例
民
訴
法
百
選

一
〇
頁
な
ど
が
あ
る
）
。

（
1
）
大
判
明
三
三
・
二
・
一
七
民
録
六
巻
二
号
六
〇
二
頁
の
判
決
で
は
明
示
的

援
用
が
必
要
と
さ
れ
た
。

（
2
）
大
判
明
四
一
・
四
・
一
八
民
録
扁
四
巻
四
五
三
頁
、
大
判
明
四
二
・
二
・

九
民
録
一
五
巻
八
一
頁
、
大
判
大
六
ニ
ハ
・
七
民
録
二
三
巻
九
四
二
頁
。
昭
和

二
三
年
の
改
正
民
訴
法
第
二
六
一
条
削
除
後
で
は
、
最
判
昭
三
八
・
一
〇
・
三

民
集
一
七
巻
九
号
一
一
三
三
頁
、
最
判
昭
五
八
・
五
・
二
六
判
時
一
〇
八
八
号

七
四
頁
な
ど
が
あ
る
。
詳
し
く
は
井
上
正
三
・
後
掲
二
〇
頁
参
照
。

（
3
）
大
判
明
三
九
・
五
・
七
民
録
一
二
巻
六
八
七
頁
、
大
判
大
五
・
一
・
二
八

民
録
二
二
巻
三
一
頁
、
大
判
大
七
・
一
一
・
二
八
民
録
二
四
巻
二
二
七
二
頁
。

尚
、
学
説
に
関
し
て
は
、
殆
ど
争
い
な
く
証
拠
共
通
の
原
則
に
根
拠
を
求
め
て

お
り
、
雑
本
・
批
評
録
－
六
三
頁
が
明
示
的
援
用
を
要
求
し
て
い
る
。

（
4
）
殆
ど
の
学
者
が
説
か
れ
る
所
で
あ
る
が
、
中
で
も
加
藤
正
治
・
判
例
批
評

集
－
四
四
事
件
で
は
詳
し
い
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
10
）八

六
頁
、

（
1
1
）三

七
六
頁
．

（
1
2
）く

．

伊
東
・
弁
論
主
義
一
七
二
頁
以
下
で
非
常
に
理
論
的
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

伊
東
・
前
注
参
照
。

薙
本
・
前
注
参
照
。

前
注
掲
記
（
3
）
の
判
例
。

兼
子
”
岩
松
編
・
法
律
実
務
講
座
・
民
訴
編
四
ー
一
九
一
頁
。

加
藤
（
正
治
）
・
判
例
批
評
集
－
三
五
八
頁
、
細
野
・
民
訴
法
要
義
三
－
三

　
　
潮
（
久
郎
）
・
演
習
民
訴
四
八
七
頁
、
兼
子
・
体
系
民
訴
法
二
六
六
頁
。

近
藤
（
完
爾
）
・
民
訴
論
考
二
－
二
三
頁
．
三
ケ
月
・
法
律
学
全
集
民
訴
法

　
　
　
西
村
・
「
証
拠
調
べ
の
結
果
の
援
用
」
判
タ
四
〇
1
一
一
頁
、

丹
野
・
実
例
法
学
全
集
、
民
訴
法
上
巻
三
〇
一
頁
。
こ
こ
で
非
常
に
詳
し

各
主
義
の
検
討
を
さ
れ
、
結
局
口
頭
弁
論
主
義
の
立
場
に
立
た
れ
る
も
の

と
解
す
る
が
、
口
頭
弁
論
に
上
程
す
る
事
か
ら
直
接
的
に
口
頭
の
手
段
の
必
要

性
が
生
じ
て
く
る
点
に
疑
問
が
生
じ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
花
房
博
文
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