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8

〔
下
級
審
民
訴
事
例
研
究
八
〕

訴
え
の
取
下
げ
が
真
意
に
基
づ
か
な
い
も
の
と
し
て
無
効
と
さ
れ
た
事
例

東
京
地
裁
昭
和
六
三
年
八
月
二
九
日
民
事
第
六
部
判
決
（
東
京
地
裁
昭
五
五
（
ワ
）
九
六
一
九
号
（
第
一
事
件
）
・
同
昭
五
六
（
ワ
）

六
七
三
七
号
（
第
二
事
件
）
・
同
九
六
九
〇
号
（
第
三
事
件
）
・
同
一
〇
一
五
〇
号
（
第
四
事
件
）
土
地
所
有
権
移
転
登
記
抹
消
登
記

請
求
、
土
地
所
有
権
移
転
登
記
請
求
、
同
反
訴
請
求
、
土
地
所
有
権
移
転
仮
登
記
の
本
登
記
承
諾
請
求
事
件
、
判
例
時
報
一
三

一
四
号
六
八
頁
。

1101

〔
事
　
実
〕

　
本
件
は
．
反
訴
を
含
め
四
件
の
請
求
の
併
合
事
件
で
あ
る
が
、
判
示
事

項
と
な
っ
た
の
は
、
第
一
事
件
に
お
い
て
同
事
件
の
訴
訟
承
継
前
の
原
告

で
あ
る
亡
X
が
な
し
た
訴
え
取
下
げ
の
効
力
に
つ
い
て
で
あ
る
．
以
下
で

は
、
判
示
事
項
と
関
連
す
る
事
実
関
係
の
み
を
紹
介
す
る
．

　
X
（
明
治
四
三
年
生
ま
れ
）
は
Y
会
社
に
そ
の
所
有
す
る
土
地
を
売
却
し
、

当
該
土
地
に
つ
き
売
買
を
原
因
と
す
る
所
有
権
移
転
登
記
が
な
さ
れ
た
。

X
は
、
そ
の
頃
ま
で
に
数
回
脳
血
栓
の
発
作
を
起
こ
し
、
入
院
生
活
を
続

け
て
お
り
、
右
売
買
契
約
の
交
渉
、
売
買
代
金
の
受
領
な
ど
は
す
べ
て
X

の
子
で
あ
る
X
と
そ
の
妻
訴
外
A
が
行
っ
て
い
た
。
売
買
契
約
自
体
は
ズ

が
代
理
人
と
し
て
締
結
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
代
金
額
に
つ
い
て
X
側
と

Y
会
社
と
の
間
に
紛
争
が
生
じ
，
X
が
、
契
約
の
解
除
、
通
謀
虚
偽
表
示

に
よ
る
無
効
、
錯
誤
に
よ
る
無
効
ま
た
は
詐
欺
に
よ
る
取
消
し
を
主
張
し

て
、
所
有
権
移
転
登
記
抹
消
請
求
の
訴
え
を
提
起
し
た
．
こ
れ
が
第
一
事

件
で
あ
る
。
こ
の
訴
え
の
提
起
を
決
定
し
、
訴
訟
を
実
質
的
に
追
行
し
た

の
も
X
で
あ
る
。

　
被
告
Y
会
社
代
表
者
B
は
、
Y
側
の
主
張
す
る
売
買
価
格
を
完
済
し
た

形
を
整
え
る
こ
と
に
よ
り
、
第
一
事
件
を
Y
側
に
有
利
に
展
開
さ
せ
る
こ

と
を
企
て
、
X
を
そ
の
入
院
先
の
病
院
に
訪
ね
て
、
売
買
価
格
の
一
部
と

し
て
一
三
〇
〇
万
円
を
受
領
さ
せ
、
さ
ら
に
、
本
件
売
買
の
経
緯
、
訴
訟

の
状
況
な
ど
に
つ
い
て
の
詳
細
を
知
ら
な
い
X
に
対
し
、
「
訴
訟
を
取
り

下
げ
て
く
れ
れ
ば
、
供
託
済
み
の
五
〇
〇
万
円
（
Y
側
主
張
の
売
買
価
格
の
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残
額
に
相
当
す
る
額
－
筆
者
ー
）
も
支
払
っ
て
あ
げ
ま
す
よ
」
、
な
ど
と

言
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
準
備
し
て
き
た
第
一
事
件
の
訴
え
取
下
書
に
X
の

署
名
捺
印
を
さ
せ
た
．
こ
の
訴
え
取
下
書
は
、
翌
日
B
の
長
男
C
に
よ
っ

て
裁
判
所
に
提
出
さ
れ
た
．
な
お
．
当
時
X
は
記
憶
力
、
判
断
力
と
も
に

衰
え
、
脳
軟
化
症
、
脳
動
脈
硬
化
症
な
ど
の
診
断
を
受
け
て
い
た
。
そ
の

後
X
は
死
亡
し
、
X
が
訴
訟
を
承
継
し
た
．

　
以
上
の
よ
う
な
訴
訟
の
経
緯
の
も
と
で
、
Y
側
は
、
第
一
事
件
は
訴
え

取
下
げ
に
よ
り
終
了
し
た
、
と
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
X
側
は
、
第

一
事
件
の
訴
え
取
下
げ
は
無
効
で
あ
る
，
と
主
張
し
た
が
、
そ
の
理
由
と

し
て
、
①
取
下
書
が
偽
造
で
あ
る
こ
と
、
②
「
亡
X
は
、
右
文
書
が
訴
え

の
取
下
書
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
」
こ
と
、
③
取
下
げ
は

錯
誤
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
を
挙
げ
て
い
る
。
判
旨
も
左
の
理
由
か

ら
訴
え
の
取
下
げ
を
無
効
と
し
、
さ
ら
に
本
案
に
つ
い
て
も
X
側
の
主
張

を
容
れ
、
第
一
事
件
の
請
求
を
認
容
し
た
．

〔
判
　
旨
〕

「
右
事
実
認
定
に
よ
れ
ば
、
B
は
．
亡
X
の
訴
訟
代
理
人
か
ら
、
亡
X
は

老
齢
か
つ
病
身
の
た
め
判
断
能
力
が
低
下
し
て
い
る
の
で
本
件
売
買
に
関

す
る
交
渉
は
一
切
右
訴
訟
代
理
人
又
は
原
告
X
と
行
う
よ
う
に
通
告
さ
れ

て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
無
視
し
、
殊
更
に
、
老
齢
か
つ
病
身

の
た
め
判
断
能
力
が
衰
え
、
し
か
も
本
件
売
買
契
約
の
経
緯
及
び
第
一
事

件
の
間
題
点
な
ど
に
つ
き
何
も
知
ら
な
い
亡
X
に
対
し
多
額
の
現
金
を
見

せ
つ
け
、
甘
言
を
弄
す
る
な
ど
し
て
同
人
か
ら
訴
え
の
取
下
書
を
取
り
付

け
、
亡
X
に
代
わ
っ
て
こ
れ
を
当
裁
判
所
に
提
出
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、

B
の
右
行
為
は
著
し
く
信
義
に
反
す
る
の
み
な
ら
ず
、
亡
X
の
真
意
に
も

反
し
（
承
継
前
原
告
X
は
，
そ
の
本
人
尋
問
に
お
い
て
、
右
取
下
書
の
作

成
を
否
定
し
て
い
る
）
、
亡
X
の
利
益
を
著
し
く
害
す
る
も
の
で
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
第
一
事
件
の
訴
え
の
取
下
げ
は
無
効
と
い
う
べ

き
で
あ
る
。
」

〔
評
　
釈
〕

　
第
一
事
件
の
訴
え
が
取
り
下
げ
ら
れ
た
経
緯
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
だ

れ
し
も
、
こ
の
取
下
げ
の
効
力
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
考
え
る

で
あ
ろ
う
か
ら
、
判
旨
の
結
論
に
対
し
て
異
論
は
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
結
論
に
至
る
理
由
付
け
に
つ
い
て
．
私
は
疑
問
を
抱
い
て
い
る
。

　
一
　
第
｝
事
件
の
訴
え
取
下
げ
の
効
力
を
否
定
す
る
理
由
と
し
て
、
判

旨
は
、
第
一
に
、
X
に
訴
え
取
下
げ
を
な
さ
し
め
た
Y
会
社
（
代
表
者
B
）

の
行
動
の
信
義
則
違
反
を
，
第
二
に
、
訴
え
取
下
げ
が
X
の
真
意
に
反
す

る
こ
と
を
、
挙
げ
て
い
る
。
後
述
の
よ
う
に
、
第
二
の
点
は
、
訴
え
取
下

げ
に
つ
き
X
に
錯
誤
が
あ
る
と
い
う
意
味
に
解
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
が
、

そ
う
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
第
二
の
理
由
は
、
〔
事
実
〕
の
欄

で
紹
介
し
た
ズ
側
の
主
張
の
③
に
相
応
す
る
も
の
と
い
え
る
。
訴
え
取
下

げ
の
効
力
の
否
定
の
た
め
の
理
由
と
し
て
は
こ
れ
ら
以
外
に
、
右
取
下
げ

の
際
の
X
の
意
思
能
力
の
欠
飲
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
ズ
側
の
主
張

の
②
に
当
た
る
と
い
え
よ
う
。
な
お
、
又
側
は
訴
え
取
下
書
の
偽
造
も
主

張
し
て
い
る
（
①
）
。
し
か
し
、
訴
え
取
下
書
に
は
一
応
X
が
署
名
捺
印
し

て
い
る
の
で
、
そ
れ
が
偽
造
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

か
く
し
て
、
信
義
則
違
反
、
錯
誤
お
よ
び
意
思
能
力
欠
歓
の
三
点
を
検
討

111
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す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
二
　
ま
ず
、
信
義
則
違
反
の
点
を
検
討
し
よ
う
。

　
今
日
で
は
、
民
事
訴
訟
な
い
し
訴
訟
行
為
へ
の
信
義
則
の
適
用
は
ほ
ぼ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

異
論
な
く
肯
定
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
信
義
則
が
訴
訟
当
事
者
相
互
間

の
関
係
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
異
論
が
な
い
が
、
裁
判
所
と

当
事
者
の
関
係
に
も
適
用
さ
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
見
解
が
分
か
れ

　
（
2
）

て
い
る
。
し
か
し
、
本
件
で
は
、
訴
訟
当
事
者
間
の
関
係
へ
の
信
義
則
の

適
用
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
裁
判
所
と
当
事
者
の
関
係

へ
の
信
義
則
の
適
用
の
可
否
は
、
本
件
に
関
す
る
限
り
検
討
の
必
要
が
な

い
．

　
X
に
訴
え
を
取
り
下
げ
さ
せ
る
た
め
に
、
Y
会
社
（
実
際
に
は
、
同
会
社

代
表
者
B
）
が
と
っ
た
行
動
が
、
道
徳
に
も
と
り
信
義
則
に
反
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
お
そ
ら
く
異
論
は
な
か
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、

X
が
行
っ
た
第
一
事
件
の
訴
え
取
下
げ
を
信
義
則
違
反
を
理
由
に
無
効
と

す
る
こ
と
も
、
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
は
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
．
民
事
訴
訟
に
お
け
る
信
義
則
は
通
常
、
①
禁
反
言
（
矛
盾

挙
動
禁
止
）
．
②
訴
訟
上
の
権
能
の
失
効
、
③
訴
訟
状
態
の
不
当
形
成
の
排

除
、
④
訴
訟
上
の
権
能
の
濫
用
の
禁
止
に
類
型
化
さ
れ
て
お
り
、
学
説
に

よ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
に
⑤
相
手
方
の
訴
訟
行
為
の
妨
害
の
禁
止
を
加
え
る

　
　
　
（
3
）

も
の
も
あ
る
。
理
論
的
に
は
、
Y
会
社
（
代
表
者
B
）
の
行
動
が
こ
れ
ら
の

い
ず
れ
に
触
れ
る
か
と
い
う
点
が
、
問
題
に
な
り
う
る
．
Y
会
社
（
代
表

者
B
）
の
行
動
が
X
に
訴
え
を
取
り
下
げ
さ
せ
、
訴
訟
係
属
を
遡
及
的
に

消
滅
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
新
た
な
訴
訟
状
態
を
形

成
し
た
も
の
で
あ
り
，
そ
れ
ゆ
え
本
件
で
は
前
記
③
の
信
義
則
が
適
用
さ

れ
た
、
と
解
す
る
こ
と
が
で
ぎ
そ
う
に
思
わ
れ
る
．
あ
る
い
は
、
訴
え
の

取
下
げ
に
よ
り
原
告
側
は
以
後
訴
訟
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
ぎ
な
く
な
っ

た
の
で
あ
る
か
ら
、
⑤
の
類
型
の
信
義
則
が
適
用
さ
れ
た
、
と
解
す
る
こ

と
も
で
き
そ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
③
の
類
型
の
信
義
則
は
、
「
一

方
当
事
者
が
好
策
を
弄
し
て
訴
訟
法
規
の
要
件
に
あ
た
る
状
態
を
作
出
し

て
そ
の
不
当
な
適
用
を
は
か
り
（
例
、
管
轄
の
詐
取
）
、
あ
る
い
は
、
そ
の
よ

う
な
状
態
の
発
生
を
故
意
に
妨
げ
て
そ
の
法
規
の
適
用
を
不
当
に
回
避
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

る
」
こ
と
を
禁
じ
る
も
の
と
、
説
明
さ
れ
て
お
り
、
「
訴
訟
状
態
の
不
当

形
成
」
と
い
っ
て
も
、
訴
訟
係
属
の
消
滅
と
い
う
よ
う
な
包
括
的
な
訴
訟

状
態
は
③
の
類
型
の
適
用
の
対
象
に
な
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
．
ま
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

⑤
の
類
型
も
、
個
々
の
訴
訟
行
為
の
妨
害
を
禁
止
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

訴
訟
追
行
全
体
の
妨
害
の
禁
止
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
本
件
に
信
義
則
を
適
用
す
る
と
し
て
も
、
従
来
の
分
類
に
み

ら
れ
る
類
型
の
信
義
則
が
適
用
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
え
よ
う
。
し

か
し
、
類
型
化
は
あ
く
ま
で
理
論
お
よ
び
実
務
の
便
宜
の
た
め
の
作
業
で

あ
る
か
ら
．
こ
の
こ
と
は
信
義
則
の
適
用
の
た
め
の
障
害
に
は
な
ら
な
い
。

　
し
か
し
、
本
件
に
お
け
る
信
義
則
の
適
用
に
は
，
以
下
の
問
題
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
信
義
則
の
よ
う
な
一
般
条
項
は
、
利
害
関
係
者
の
利
益
を
調

整
す
る
特
別
な
法
規
が
欠
け
て
い
る
場
合
に
、
初
め
て
適
用
さ
れ
る
べ
き

　
　
　
（
6
）

も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
適
用
に
先
立
っ
て
、
ま
ず
か
よ
う
な
法
規
の
存

否
を
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
か
よ
う
な
法
規
は

必
ず
し
も
成
文
規
定
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
実
定
法
の
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解
釈
論
上
認
め
ら
れ
る
原
理
で
あ
っ
て
も
よ
い
。
本
件
の
事
実
関
係
の
も

と
で
か
よ
う
な
法
規
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
錯
誤
に
よ
る
訴
訟
行
為

は
無
効
で
あ
る
と
の
原
理
と
、
意
思
無
能
力
者
の
訴
訟
行
為
は
無
効
で
あ

る
と
の
原
理
で
あ
る
．

　
三
　
そ
こ
で
次
に
錯
誤
に
よ
る
無
効
の
点
を
検
討
し
よ
う
。

　
訴
訟
行
為
に
お
け
る
意
思
の
理
疵
（
こ
こ
で
「
暇
疵
」
と
は
、
狭
義
の
そ
れ

の
ほ
か
に
、
錯
誤
等
の
意
思
の
「
欠
歓
」
も
含
む
）
が
訴
訟
上
顧
慮
さ
れ
る
か

否
か
、
換
言
す
れ
ば
、
訴
訟
行
為
に
法
律
行
為
に
お
け
る
意
思
の
理
疵
に

関
す
る
民
法
の
規
定
が
類
推
適
用
さ
れ
る
か
否
か
、
と
い
う
点
に
つ
き
、

周
知
の
よ
う
に
、
通
説
・
判
例
は
こ
れ
を
消
極
的
に
解
し
、
た
だ
、
そ
れ

が
詐
欺
、
脅
迫
等
の
可
罰
的
行
為
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
再

審
の
訴
え
に
関
す
る
民
訴
法
四
二
〇
条
｝
項
五
号
の
類
推
に
よ
り
そ
の
効

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

力
が
否
定
さ
れ
る
、
と
解
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
近
時
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

法
の
規
定
の
類
推
適
用
を
認
め
る
見
解
も
有
力
に
な
っ
て
い
る
。
（
以
下
で

は
、
こ
の
見
解
を
「
意
思
の
暇
疵
顧
慮
説
」
と
い
う
）
。
し
か
し
、
意
思
の
鍛
疵

顧
慮
説
の
中
で
も
1
詐
欺
、
脅
迫
の
場
合
と
異
な
り
ー
錯
誤
の
場
合

に
つ
い
て
は
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
当
該
訴
訟
行
為
の
無

　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

効
の
主
張
を
認
め
る
見
解
・
相
手
方
が
錯
誤
を
知
り
ま
た
は
知
り
う
べ
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

り
し
場
合
に
限
り
．
右
主
張
を
認
め
る
見
解
、
お
よ
び
、
右
主
張
を
一
切

　
　
　
　
（
1
1
）

認
め
な
い
見
解
が
あ
る
。

　
判
旨
は
、
第
一
事
件
の
訴
え
取
下
げ
は
X
の
真
意
に
反
す
る
、
と
判
示

し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
X
に
は
訴
え
を
取
り
下
げ
る
内
心
的
効
果
意
思

が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
訴
え
取
下
げ
は
錯
誤
に
基

づ
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
、
解
す
る
余
地
が
あ

る
。
そ
の
よ
う
に
解
し
た
う
え
で
、
先
に
述
べ
た
意
思
の
理
疵
顧
慮
説
の

う
ち
錯
誤
に
よ
る
無
効
の
主
張
を
認
め
る
立
場
に
立
つ
な
ら
ば
、
第
一
事

件
の
訴
え
取
下
げ
を
錯
誤
を
理
由
と
し
て
無
効
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
で

あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
意
思
表
示
に
お
い
て
錯
誤
が
問
題
に
な
る
た
め
に
は
、
表
意

者
が
正
常
な
判
断
力
、
す
な
わ
ち
意
思
能
力
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
、
前

提
と
な
っ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
意
思
無
能
力
者
が
意
思
表
示
を
な
し

た
場
合
、
内
心
的
効
果
意
思
が
欠
け
て
い
る
た
め
、
錯
誤
が
生
じ
た
と
考

え
る
こ
と
も
、
あ
る
い
は
一
見
で
き
そ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

そ
の
場
合
に
は
意
思
表
示
は
そ
も
そ
も
意
思
能
力
の
欠
歓
の
ゆ
え
に
当
然

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

か
つ
絶
対
的
に
無
効
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
訴
訟
行
為
の
錯
誤
に
よ
る

無
効
の
主
張
を
認
め
る
立
場
に
立
つ
と
し
て
も
、
本
件
の
よ
う
な
訴
訟
の

経
緯
の
も
と
で
は
、
ま
ず
第
一
事
件
の
訴
え
の
取
下
げ
の
際
の
X
の
意
思

能
力
の
有
無
が
吟
味
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
四
　
意
思
無
能
力
者
の
な
し
た
法
律
行
為
が
無
効
で
あ
る
と
い
う
こ
と

が
、
そ
の
旨
の
明
文
規
定
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
然
の
こ
と
と
し

　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

て
認
め
ら
れ
て
い
る
の
と
同
様
に
、
意
思
無
能
力
者
の
な
し
た
訴
訟
行
為

も
無
効
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
．
た
だ
し
、
行
為
無
能
力
者
の
な
し
た
法
律

行
為
が
行
為
無
能
力
の
ゆ
え
に
一
律
に
取
り
消
し
う
る
も
の
と
さ
れ
、
訴

訟
無
能
力
者
の
な
し
た
訴
訟
行
為
が
訴
訟
無
能
力
の
ゆ
え
に
一
律
に
無
効

と
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
意
思
能
力
に
つ
い
て
は
、
法
律
上
一
定
の
年
齢

そ
の
他
画
一
的
な
基
準
は
な
い
か
ら
、
そ
の
有
無
は
、
法
律
行
為
の
場
合
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で
も
訴
訟
行
為
の
場
合
で
も
．
各
個
の
行
為
に
つ
き
個
別
的
に
判
断
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
．
具
体
的
に
は
、
た
と
え
ば
、
他
人
か
ら
受
け
た
権
利

侵
害
に
対
し
、
ま
た
は
他
人
と
の
間
に
生
じ
た
紛
争
に
つ
き
裁
判
所
の
保

護
救
済
を
求
め
る
た
め
に
訴
え
を
提
起
し
た
り
、
自
己
に
対
す
る
判
決
に

不
服
を
唱
え
る
た
め
に
上
訴
を
提
起
す
る
の
と
、
い
っ
た
ん
提
起
し
た
訴

え
を
裁
判
外
の
示
談
な
ど
に
よ
っ
て
取
り
下
げ
た
り
、
上
訴
の
取
下
げ
ま

た
は
請
求
の
放
棄
・
認
諾
に
よ
り
自
己
に
不
利
な
法
律
状
態
を
確
定
さ
せ

る
の
と
で
は
、
必
要
と
さ
れ
る
判
断
能
力
は
異
な
り
、
後
者
に
お
い
て
は

よ
り
高
度
な
判
断
能
力
が
必
要
で
あ
る
．
と
解
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
以
上
の
私
見
は
通
説
と
同
旨
で
あ
る
が
、
判
例
中
に
も
通
説
の
考
え
方

に
沿
う
も
の
が
い
く
つ
か
あ
る
．
す
な
わ
ち
、
一
二
、
三
歳
程
度
の
知
能

を
有
す
る
者
は
．
訴
え
提
起
や
控
訴
の
提
起
に
つ
い
て
は
意
思
能
力
を
有

す
る
が
、
控
訴
の
取
下
げ
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
有
し
て
い
な
い
と
す
る
も

　
　
（
1
5
）

の
が
あ
る
。
ま
た
、
精
神
障
害
の
ゆ
え
に
後
に
禁
治
産
宣
告
を
受
け
た
再

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
お
）

審
原
告
が
そ
の
宣
告
前
に
な
し
た
訴
訟
委
任
、
お
よ
び
、
交
通
事
故
の
後

遺
症
に
よ
り
著
し
く
精
神
能
力
が
低
下
し
た
者
が
、
こ
の
事
故
に
よ
る
損

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

害
賠
償
請
求
訴
訟
を
提
起
す
る
た
め
に
な
し
た
訴
訟
委
任
に
つ
き
、
意
思

能
力
を
肯
定
し
た
も
の
が
あ
る
。
た
だ
し
、
持
続
性
嫉
妬
・
妄
想
型
精
神

分
裂
症
に
罹
患
し
た
夫
が
提
起
し
た
離
婚
の
訴
え
を
、
意
思
能
力
の
欠
飲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

の
ゆ
え
に
無
効
と
し
、
訴
え
を
却
下
し
た
判
例
も
あ
り
、
こ
れ
は
学
説
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

判
例
の
一
般
的
傾
向
に
反
す
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
な
お
、
住
吉
博
教
授
は
通
説
と
異
な
る
以
下
の
よ
う
な
見
解
を
主
張
さ

れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
通
説
は
法
律
行
為
と
個
々
の
訴
訟
行
為
と
を
パ

ラ
レ
ル
な
も
の
と
み
て
い
る
。
し
か
し
、
法
律
行
為
が
私
法
上
の
権
利
義

務
の
変
動
を
生
ぜ
し
め
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
に
相
当
す
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

は
個
々
の
訴
訟
行
為
で
は
な
く
、
訴
訟
手
続
全
体
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

意
思
能
力
の
有
無
は
個
々
の
訴
訟
行
為
ご
と
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
は
な

く
、
訴
訟
全
体
に
つ
い
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
控
訴
の
提
起
に
つ

い
て
は
こ
れ
が
あ
る
が
、
控
訴
の
取
下
げ
に
つ
い
て
は
こ
れ
が
な
い
と
い

　
　
　
　
　
（
21
）

う
の
は
お
か
し
い
、
と
。

　
理
論
的
に
は
確
か
に
、
法
律
行
為
に
相
当
す
る
の
は
訴
訟
全
体
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
と
く
に
、
既
判
力
の
本
質
に
つ
き
実
体
法
説
の

立
場
に
立
つ
な
ら
ば
、
訴
訟
全
体
が
ま
さ
に
法
律
行
為
と
同
質
の
も
の
で

あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
そ
れ
以
外
の
立
場
に
立
っ
て
も
、
法
律

行
為
と
訴
訟
全
体
と
の
平
行
関
係
は
認
め
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
個
々
の

訴
訟
行
為
も
1
与
効
的
訴
訟
行
為
に
お
い
て
は
も
と
よ
り
、
取
効
的
訴

訟
行
為
に
お
い
て
も
i
何
ら
か
の
新
た
な
訴
訟
状
態
を
形
成
す
る
も
の

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
訴
訟
手
続
に
お
け
る
訴
訟
行
為
と
実
体
私
法
上

の
生
活
領
域
に
お
け
る
法
律
行
為
と
の
間
に
平
行
関
係
を
認
め
る
こ
と
も
、

な
お
可
能
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
個
々
の
訴
訟
行
為
ご
と
に

意
思
能
力
を
要
求
し
、
か
つ
、
そ
の
際
必
要
と
さ
れ
る
判
断
能
力
の
程
度

も
訴
訟
行
為
ご
と
に
異
な
る
と
解
す
る
、
前
述
の
通
説
的
見
解
は
、
な
お

維
持
し
う
る
も
の
と
い
え
る
．

　
か
よ
う
な
考
え
方
を
前
提
に
し
て
本
件
を
み
て
み
ょ
う
．
X
は
訴
え
取

下
げ
当
時
記
憶
力
、
判
断
力
と
も
に
衰
え
、
脳
軟
化
症
、
脳
動
脈
硬
化
症

な
ど
の
治
療
を
受
け
て
い
た
、
と
認
定
さ
れ
て
い
る
．
さ
ら
に
、
X
は
既
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に
そ
れ
以
前
か
ら
脳
血
栓
の
発
作
を
起
こ
し
て
入
院
生
活
を
続
け
て
い
た
。

か
よ
う
な
事
情
を
考
え
る
と
、
X
は
、
訴
え
取
下
げ
に
必
要
な
意
思
能
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

を
欠
い
て
い
た
も
の
と
、
解
す
べ
き
で
あ
り
、
第
一
事
件
の
訴
え
取
下
げ

は
、
意
思
能
力
の
欠
訣
を
理
由
と
し
て
。
無
効
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ

る
。　

五
　
最
後
に
、
本
件
の
よ
う
に
判
断
能
力
の
衰
え
た
高
齢
者
が
紛
争
当

事
者
に
な
っ
た
場
合
の
実
務
上
の
対
策
に
つ
い
て
、
若
干
言
及
し
て
お
き

た
い
。
高
齢
化
社
会
を
迎
え
て
か
よ
う
な
紛
争
の
増
加
が
予
想
さ
れ
る
し
、

さ
ら
に
現
今
の
不
動
産
の
価
格
の
異
常
な
急
騰
が
こ
の
傾
向
に
一
層
拍
車

を
掛
け
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
．

　
比
較
的
最
近
の
判
例
で
、
脳
軟
化
症
に
罹
患
し
，
老
人
性
痴
呆
の
影
響

下
に
あ
る
八
三
歳
の
老
人
の
な
し
た
訴
え
取
下
げ
の
効
力
が
争
わ
れ
た
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

案
で
．
こ
れ
を
有
効
と
し
た
も
の
が
あ
る
。
本
件
と
類
似
し
た
事
案
で
あ

り
な
が
ら
、
結
論
が
異
な
っ
て
い
る
．
も
と
よ
り
、
意
思
能
力
の
有
無
は

各
事
例
ご
と
に
個
別
的
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
右
の
結

論
の
妥
当
性
に
つ
い
て
簡
単
に
評
価
を
下
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し

こ
の
事
件
の
判
旨
は
、
訴
え
取
下
げ
を
有
効
と
す
る
理
由
の
一
つ
に
、
当

該
訴
訟
が
親
子
間
の
紛
争
で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
が
、
私
は
こ
の
点

に
若
干
の
こ
だ
わ
り
を
感
じ
る
も
の
で
あ
る
．
確
か
に
、
親
子
間
で
訴
訟

が
行
わ
れ
る
の
は
、
異
常
な
こ
と
で
あ
り
、
か
つ
望
ま
し
い
こ
と
で
は
な

い
の
で
、
判
断
能
力
が
衰
え
た
者
で
あ
っ
て
も
、
訴
え
取
下
げ
の
意
味
を

理
解
し
て
、
こ
れ
を
意
欲
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
十
分
に
あ
り
う
る
こ
と

で
あ
る
。
し
か
し
一
方
、
親
子
間
に
お
い
て
は
、
あ
る
い
は
よ
り
広
く
親

族
隠
に
お
い
て
は
、
い
っ
た
ん
紛
争
が
生
じ
る
と
、
判
断
能
力
の
衰
え
た

者
に
対
し
て
紛
争
の
相
手
方
が
圧
力
を
加
え
や
す
い
と
い
う
事
情
も
あ
り

う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
．
対
第
三
者
の
紛
争
に
お
い
て
は
、
相
手
方

た
る
第
三
老
が
不
当
な
圧
力
を
か
け
て
ぎ
て
も
、
身
近
に
い
る
親
族
が
こ

れ
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
余
地
が
あ
る
（
も
っ
と
も
、
本
件
の
よ
う
に
実
際
に
問
題

が
生
じ
る
の
は
、
チ
ェ
ッ
ク
が
及
ぽ
な
か
っ
た
場
合
で
あ
る
が
）
の
に
対
し
て
、

親
族
が
相
手
方
に
な
っ
て
い
る
紛
争
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
チ
ェ
ッ

ク
を
し
て
く
れ
る
者
が
高
齢
者
の
身
近
に
い
な
い
こ
と
も
、
十
分
に
あ
り

う
る
こ
と
で
あ
る
。
判
断
能
力
の
衰
え
た
高
齢
者
の
訴
訟
行
為
の
効
力
の

有
無
を
考
え
る
場
合
、
こ
の
点
に
も
配
慮
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ

う
か
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
判
断
能
力
の
衰
え
た
高
齢
者
が
紛
争
の
当
事
者
に
な

り
、
こ
の
者
の
利
益
が
自
己
の
思
慮
を
欠
く
訴
訟
行
為
に
よ
っ
て
害
さ
れ

る
と
い
う
事
態
が
生
じ
る
虞
れ
は
、
大
き
い
．
こ
れ
に
対
す
る
対
策
と
し

て
、
現
行
法
上
は
さ
し
あ
た
り
、
本
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
、
意
思
能
力
の

欠
敏
を
理
由
と
し
て
当
該
訴
訟
行
為
を
無
効
と
す
る
こ
と
が
、
考
え
ら
れ

る
．
さ
ら
に
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
高
齢
者
に
つ
き
禁
治
産
宣
告
を
得
て
お

く
と
い
う
こ
と
も
、
考
え
ら
れ
る
。
現
に
、
最
近
禁
治
産
宣
告
の
件
数
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

急
増
し
て
い
る
と
の
、
報
告
も
あ
る
。
し
か
し
、
禁
治
産
宣
告
の
制
度
は

本
来
高
齢
者
の
利
益
の
保
護
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
で
も
、

同
制
度
は
、
高
齢
者
対
第
三
者
の
紛
争
に
お
い
て
は
高
齢
者
の
利
益
を
保

護
す
る
機
能
を
発
揮
し
う
る
も
の
で
あ
る
．
し
か
し
、
高
齢
老
の
財
産
を

め
ぐ
る
親
族
間
の
紛
争
に
お
い
て
は
、
各
親
族
が
主
導
権
を
握
る
た
め
に
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こ
の
制
度
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
よ
う
で
あ
り
、

こ
の
制
度
が
高
齢
者
の
利
益
保
護
の
た
め
に
真
に
役
立
つ
も
の
と
い
え
る

　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

か
は
、
疑
問
で
あ
る
．

高
齢
者
の
利
益
保
護
の
た
め
に
は
、
よ
り
抜
本
的
な
方
法
が
検
討
さ
れ

　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
1
）
　
中
野
「
民
事
訴
訟
に
お
け
る
信
義
誠
実
の
原
則
」
訴
訟
関
係
と
訴
訟
行
為

　
三
八
頁
以
下
、
山
木
戸
「
民
事
訴
訟
と
信
義
則
」
権
利
の
濫
用
（
中
）
（
末
川
先

　
生
古
希
記
念
）
二
六
五
頁
以
下
、
山
本
「
民
事
訴
訟
に
お
け
る
信
義
誠
実
の
原

　
則
」
司
法
研
究
報
告
書
一
四
輯
一
号
な
ど
が
、
ド
イ
ッ
の
学
説
を
紹
介
し
な
が

　
ら
、
信
義
則
が
民
事
訴
訟
に
も
適
用
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
て
お
り
、
現

　
在
で
は
適
用
を
認
め
る
の
が
通
説
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
た
だ
し
、
坂

　
口
「
信
義
則
が
民
事
訴
訟
法
で
果
た
す
機
能
」
法
学
教
室
第
二
期
（
8
と
四
九

　
頁
は
、
信
義
則
の
民
事
訴
訟
へ
の
適
用
に
消
極
的
で
あ
る
。
ま
た
、
伊
東
「
信

　
義
則
に
代
わ
る
も
の
」
法
と
権
利
（
3
）
（
民
商
七
八
巻
臨
時
増
刊
号
〈
末
川
先

　
生
追
悼
論
集
〉
）
三
六
頁
以
下
は
、
民
事
訴
訟
に
お
け
る
信
義
則
の
適
用
を
全

　
面
的
に
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
．
通
常
信
義
則
の
適
用
例
と
解
さ
れ
て
い

　
る
も
の
の
う
ち
の
重
要
な
い
く
つ
か
（
た
と
え
ば
、
争
点
効
）
は
、
行
為
効
に

　
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
べ
ぎ
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
。
な
お
、
伊
東
教
授
の
「
行

　為

効
」
に
つ
い
て
は
、
同
「
行
為
効
の
理
論
」
法
学
研
究
五
〇
巻
一
号
一
一
頁

以
下
、
同
「
行
為
効
講
義
控
」
法
学
研
究
五
三
巻
二
一
号
七
頁
以
下
参
照
。

（
2
）
　
裁
判
所
と
当
事
者
の
関
係
に
も
信
義
則
の
適
用
を
認
め
る
の
は
、
中
野
・

前
掲
論
文
七
三
頁
以
下
、
山
本
・
前
掲
書
九
〇
頁
以
下
、
バ
ウ
ム
ゲ
ル
テ
ル

　
（
石
川
訳
）
「
民
事
訴
訟
に
お
け
る
信
義
誠
実
」
ド
イ
ッ
手
続
法
の
諸
問
題
三
二

頁
以
下
、
松
浦
「
当
事
者
行
為
の
規
制
原
理
と
し
て
の
信
義
則
」
講
座
民
訴

　
（
4
）
二
六
二
頁
以
下
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
当
事
者
相
互
澗
に
の
み
信

　
義
則
の
適
用
を
認
め
る
の
は
、
竹
下
「
訴
訟
行
為
と
信
義
則
」
判
例
演
習
講
座

　
民
訴
法
一
四
六
頁
で
あ
る
。
な
お
、
林
屋
「
民
事
訴
訟
に
お
け
る
権
利
濫
用
と

　
信
義
則
の
関
係
」
新
・
実
務
民
訴
講
座
（
1
）
一
八
八
頁
以
下
参
照
。

（
3
）
　
た
と
え
ば
、
バ
ウ
ム
ゲ
ル
テ
ル
（
石
川
訳
）
・
前
掲
論
文
一
五
頁
、
栂
「
訴

　
訟
上
の
信
義
則
」
新
版
・
民
訴
演
習
（
1
）
一
六
〇
頁
、
松
浦
・
前
掲
論
文
二
七

　
一
頁
、
中
野
「
民
事
訴
訟
に
お
け
る
信
義
則
お
よ
び
禁
反
言
」
民
訴
法
の
争
点

　
〔
旧
版
〕
四
三
頁
。
⑤
の
類
型
を
加
え
る
の
は
、
竹
下
・
前
掲
論
文
一
五
〇
頁
。

　
そ
の
ほ
か
、
中
野
・
前
掲
民
事
訴
訟
に
お
け
る
信
義
誠
実
の
原
則
七
九
頁
以
下
、

　
林
屋
・
前
掲
論
文
一
七
五
頁
参
照
。

（
4
）
　
松
浦
・
前
掲
論
文
二
七
六
頁
か
ら
の
引
用
。
前
注
（
3
）
に
掲
げ
た
文
献
の

　
別
の
も
の
の
中
に
も
、
同
様
の
記
述
を
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。

（
5
）
　
中
野
・
前
掲
民
事
訴
訟
に
お
け
る
信
義
誠
実
の
原
則
七
九
－
八
○
頁
、
竹

　
下
・
前
掲
論
文
一
五
〇
ー
一
頁
参
照
。

（
6
）
　
パ
ウ
ム
ゲ
ル
テ
ル
（
石
川
訳
）
・
前
掲
論
文
二
〇
頁
、
中
野
・
前
掲
民
事

訴
訟
に
お
け
る
信
義
則
お
よ
び
禁
反
言
四
二
頁
、
栂
・
前
掲
論
文
一
五
九
頁
、

　
松
浦
・
前
掲
論
文
二
六
六
－
七
頁
。

　
　
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
に
、
一
般
条
項
で
あ
る
信
義
則
は
特
別
な
法
規
が
欠
け

　
て
い
る
場
合
に
補
充
的
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
．
と
い
う
考
え
方
と

　
異
な
り
、
妥
当
な
結
論
を
導
く
た
め
に
、
信
義
則
を
積
極
的
に
適
用
し
よ
う
と

す
る
考
え
方
も
あ
る
。
青
山
「
判
批
』
法
協
八
四
巻
六
号
四
九
頁
。
こ
の
点
に

　
つ
き
、
栂
・
前
掲
論
文
一
五
九
頁
参
照
。

（
7
）
　
学
説
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
兼
子
・
体
系
二
一
三
頁
・
二
九
四
頁
、
三

　
ケ
月
・
民
訴
法
（
法
律
学
講
座
双
書
）
〔
第
二
版
〕
三
三
二
頁
・
四
九
九
頁
。
判

　
例
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
最
判
昭
和
四
六
年
六
月
二
五
日
民
集
二
五
巻
四
号

　
六
四
〇
頁
、
東
京
高
判
昭
和
三
九
年
四
月
二
八
日
高
民
集
一
七
巻
三
号
一
九
六

　
頁
、
東
京
地
判
昭
和
三
三
年
一
月
二
九
日
下
民
集
九
巻
一
号
二
一
西
頁
（
以
上

　
は
、
訴
え
取
下
ぜ
に
関
す
る
も
の
）
、
最
判
昭
和
三
六
年
一
〇
月
五
日
民
集
一
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五
巻
九
号
二
二
七
一
頁
（
裁
判
上
の
自
白
に
関
す
る
も
の
）
。
た
だ
し
、
公
正

証
書
に
お
け
る
執
行
受
諾
の
意
思
表
示
に
つ
い
て
は
、
最
判
昭
和
四
四
年
九
月

　
一
八
日
民
集
二
三
巻
九
号
一
六
七
五
頁
が
錯
誤
に
よ
る
無
効
の
主
張
を
認
め
て

　
い
る
。
ま
た
、
後
注
（
8
）
に
引
用
す
る
福
岡
地
久
留
米
支
判
も
参
照
せ
ら
れ
た

　
い
。

（
8
）
　
柏
木
「
訴
訟
行
為
と
民
法
理
論
」
続
判
例
展
望
二
〇
四
頁
以
下
、
新
堂
・

　
民
訴
法
〔
第
二
版
〕
二
三
九
頁
、
石
渡
「
訴
え
お
よ
び
上
訴
の
取
下
げ
に
お
け

　
る
意
思
の
蝦
疵
」
防
衛
大
学
校
紀
要
（
社
会
科
学
編
）
四
五
輯
画
頁
以
下
、
松

　
本
「
当
事
老
の
訴
訟
行
為
と
意
思
の
暇
疵
」
講
座
民
訴
（
4
）
二
八
三
頁
以
下
、

河
野
「
訴
訟
行
為
と
意
思
の
環
疵
」
当
事
者
行
為
の
法
的
構
造
一
五
五
頁
以
下
。

　
判
例
に
お
い
て
も
、
福
岡
地
久
留
米
支
判
昭
和
五
二
年
三
月
一
五
日
判
タ
三
六

　
二
号
二
九
二
頁
は
、
動
機
の
錯
誤
に
よ
る
訴
え
取
下
げ
の
無
効
の
主
張
を
認
め

　
た
。
た
だ
し
，
こ
の
ケ
ー
ス
に
は
特
殊
性
が
あ
り
、
そ
の
射
程
距
離
が
必
ず
し

　
も
広
い
と
は
い
え
な
い
こ
と
に
つ
き
、
三
輪
「
判
批
」
判
タ
三
六
七
号
三
〇
三

　
頁
参
照
。

（
9
）
　
河
野
・
前
掲
論
文
一
九
八
頁
・
二
〇
八
ー
九
頁
。
新
堂
・
前
掲
書
二
三
九

　
頁
も
そ
の
趣
旨
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
柏
木
・
前
掲
論
文
二
〇
六
頁
も
、
錯
誤

　
無
効
の
主
張
を
認
め
る
こ
と
を
当
然
の
前
提
と
し
て
議
論
を
し
て
い
る
。

（
1
0
）
　
松
本
・
前
掲
論
文
一
三
二
頁
以
下
。

（
11
）
　
石
渡
・
前
掲
論
文
一
三
頁
二
一
七
頁
。

（
1
2
）
　
川
島
・
民
法
総
則
（
法
律
学
全
集
）
二
八
五
頁
。

（
1
3
）
　
た
と
え
ば
、
我
妻
・
新
訂
民
法
総
則
（
民
法
講
義
1
）
六
〇
頁
、
川
島
・

　
前
掲
書
一
七
一
頁
。

（
14
）
　
中
田
「
判
批
」
民
訴
判
例
研
究
一
六
八
－
九
頁
、
三
ケ
月
・
民
訴
法
（
法

　
律
学
全
集
）
一
九
一
－
二
頁
、
遠
藤
「
訴
訟
能
カ
ー
意
思
能
力
」
演
習
民
訴

　
（
上
）
（
青
林
書
院
）
〔
旧
版
〕
一
五
六
ー
七
頁
、
新
堂
・
前
掲
書
一
〇
〇
頁
。

（
1
5
）
　
最
判
昭
和
二
九
年
六
月
一
一
日
民
集
八
巻
六
号
一
〇
五
五
頁
。

（
16
）
大
判
昭
和
一
一
年
一
〇
月
八
日
法
学
六
巻
一
号
九
〇
頁
ひ

（
1
7
）
福
島
地
判
昭
和
三
九
年
一
一
月
一
七
日
下
民
集
一
五
巻
一
一
号
二
七
四
九

　
頁
。

（
1
8
）
松
山
地
判
昭
和
二
六
年
一
二
月
二
七
日
下
民
集
二
巻
一
二
号
一
五
一
二
頁
。

　
　
本
件
と
直
接
関
係
が
な
い
の
で
、
こ
の
判
例
に
つ
い
て
の
詳
細
な
論
評
は
避

　
け
る
が
、
私
は
、
こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
は
、
意
思
能
力
の
欠
歓
を
理
由
と
し

　
て
訴
え
を
却
下
す
る
よ
り
も
、
離
婚
原
因
な
し
と
し
て
請
求
を
棄
却
す
る
か
、

　
あ
る
い
は
、
訴
え
の
利
益
の
欠
歓
を
理
由
と
し
て
訴
え
を
却
下
す
べ
き
で
は
な

　
か
っ
た
か
と
、
考
え
て
い
る
。

（
1
9
）
　
後
注
（
2
3
）
に
引
用
す
る
東
京
地
判
も
参
照
せ
ら
れ
た
い
。

（
20
）
　
住
吉
「
訴
訟
行
為
を
す
る
能
力
」
民
訴
読
本
〔
第
二
版
〕
二
二
九
－
三
〇

　
頁
。

（
2
1
）
住
吉
・
前
掲
論
文
二
三
五
頁
以
下
。
早
川
「
判
批
」
名
城
法
学
五
巻
一
号

　
五
六
ー
七
頁
も
、
個
々
の
訴
訟
行
為
ご
と
に
意
思
能
力
の
有
無
を
判
断
す
る
こ

　
と
に
、
反
対
し
て
い
る
。

（
2
2
）
　
本
件
を
紹
介
す
る
判
例
時
報
誌
の
コ
メ
ン
ト
で
は
、
「
本
件
に
お
い
て
は

　
X
が
訴
え
の
取
下
げ
に
つ
ぎ
意
思
能
力
を
欠
い
て
い
た
と
ま
で
認
定
さ
れ
た
わ

　
け
で
は
な
か
ろ
う
」
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
2
3
）
東
京
地
判
昭
和
五
八
年
三
月
四
日
判
時
一
〇
七
二
号
一
二
四
頁
。

（
24
）
新
井
「
高
齢
者
の
意
思
能
力
喪
失
と
代
理
・
委
任
」
ジ
ュ
リ
九
四
三
号
六

　
〇
頁
以
下
、
同
「
高
齢
者
の
意
思
能
力
喪
失
と
財
産
管
理
制
度
」
国
学
院
法
学

　
二
七
巻
二
号
一
頁
以
下
、
一
九
九
〇
年
（
平
成
二
年
）
三
月
四
日
（
日
曜
日
）

　
朝
日
新
聞
の
社
会
面
（
三
一
面
）
。

（
2
5
）
禁
治
産
宣
告
の
制
度
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
新
井
助
教
授
の
前
掲
二
論

　
文
お
よ
び
そ
こ
に
引
用
さ
れ
て
い
る
文
献
を
参
照
。

（
2
6
）
新
井
助
教
授
の
前
掲
二
論
文
は
．
現
行
法
の
も
と
で
任
意
代
理
と
信
託
の

　
制
度
の
活
用
を
検
討
し
、
さ
ら
に
立
法
論
と
し
て
、
高
齢
老
の
財
産
管
理
の
た
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め
の
制
度
の
新
設
の
必
要
性
に
も
言
及
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
こ
の
二
論
文
に
よ
る
と
、
既
に
高
齢
者
財
産
管
理
法
学
研
究
会
が
発

足
し
て
、
高
齢
者
の
財
産
管
理
の
問
題
の
検
討
を
開
始
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る

が
、
時
宜
に
適
っ
た
こ
と
で
あ
る
と
い
え
る
。
私
は
、
実
体
上
の
財
産
管
理
の

み
な
ら
ず
．
高
齢
者
が
訴
訟
当
事
者
に
な
っ
た
場
合
の
問
題
を
も
視
野
に
入
れ

た
研
究
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
、
期
待
し
て
い
る
。
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