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〔
最
高
裁
民
訴
事
例
研
究
三
〇
五
〕

判例研究

平
四
2
（
撮
驕
珊
瑛
訓
財
巻
）

　
醐
　
訴
状
の
有
効
な
送
達
の
な
い
ま
ま
に
さ
れ
た
判
決
が
確
定
し
た
場

　
　
合
と
民
訴
法
四
二
〇
条
一
項
三
号
の
再
審
事
由

　
二
　
判
決
正
本
が
有
効
に
送
達
さ
れ
、
右
判
決
に
対
す
る
控
訴
が
さ
れ

　
　
な
く
と
も
民
訴
法
四
二
〇
条
但
書
の
適
用
が
な
い
場
合

立
替
金
請
求
再
審
事
件
（
平
成
四
年
九
月
一
〇
日
第
一
小
法
廷
判
決
）

　本

件
再
審
請
求
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
確
定
判
決
は
、
昭
和
五
四
年
こ
ろ
、

上
告
人
X
の
妻
で
あ
っ
た
訴
外
A
が
、
X
の
名
で
被
上
告
人
Y
の
特
約
店
か
ら

買
い
受
け
た
商
品
の
代
金
の
立
替
払
を
Y
に
委
託
し
、
こ
れ
に
応
じ
て
右
代
金

を
立
て
替
え
て
支
払
っ
た
Y
が
X
に
対
し
て
立
替
金
及
び
約
定
手
数
料
の
残
額

並
び
に
こ
れ
に
対
す
る
遅
延
損
害
金
の
支
払
を
求
め
た
訴
え
（
以
下
「
前
訴
」

と
い
う
。
）
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
X
の
四
女
B
（
昭
和
四
七
年
二
一
月
三
〇
日
生
・
当
時
七
歳
九
月
）
は
、
昭

和
五
五
年
一
〇
月
四
日
、
X
方
に
お
い
て
前
訴
の
訴
状
及
び
第
一
回
口
頭
弁
論
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期
日
の
呼
出
状
の
交
付
を
受
け
た
が
、
X
に
対
し
、
右
各
書
類
を
交
付
し
な
か

っ
た
。
X
が
前
訴
提
起
の
事
実
を
知
ら
な
い
ま
ま
、
そ
の
第
一
回
口
頭
弁
論
期

日
に
欠
席
し
た
と
こ
ろ
、
口
頭
弁
論
は
終
結
さ
れ
、
X
に
お
い
て
Y
の
主
張
す
る

請
求
原
因
事
実
を
自
白
し
た
も
の
と
し
て
、
Y
の
請
求
を
認
容
す
る
旨
の
判
決

が
言
い
渡
さ
れ
た
。
A
は
、
X
方
に
お
い
て
そ
の
同
居
者
と
し
て
、
昭
和
五
五

年
一
一
月
三
日
に
右
判
決
の
言
渡
期
日
（
第
二
回
口
頭
弁
論
期
日
）
の
呼
出
状
、

同
月
一
七
日
に
判
決
正
本
の
各
交
付
を
受
け
た
が
、
こ
の
事
実
を
X
に
知
ら
せ

な
か
っ
た
た
め
、
X
が
右
判
決
に
対
し
て
控
訴
す
る
こ
と
な
く
、
右
判
決
は
確

定
し
た
。
X
は
．
Y
か
ら
、
平
成
元
年
五
月
．
本
件
立
替
金
を
支
払
う
よ
う
請

求
さ
れ
て
調
査
し
た
結
果
、
前
訴
の
確
定
判
決
の
存
在
を
知
っ
た
。

　
原
審
（
高
松
高
裁
平
成
二
年
一
二
月
二
七
日
判
決
）
は
．
右
事
実
関
係
の
下

に
お
い
て
、
次
の
理
由
で
本
件
訴
え
を
却
下
し
た
。
「
（
一
）
前
訴
の
訴
状
及
び

第
一
回
口
頭
弁
論
期
日
の
呼
出
状
の
交
付
を
受
け
た
B
は
、
当
時
七
歳
で
あ
り
、

事
理
を
弁
識
す
る
に
足
る
ぺ
き
知
能
を
備
え
る
者
と
は
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
．

右
各
書
類
の
交
付
は
、
送
達
と
し
て
の
効
力
を
生
じ
な
い
。
（
二
）
し
か
し
、
前

訴
の
判
決
正
本
は
X
の
同
居
者
で
あ
る
A
が
交
付
を
受
け
た
の
で
あ
り
、
本
件

に
お
い
て
は
、
右
判
決
正
本
の
送
達
を
無
効
と
す
ぺ
き
特
段
の
事
情
も
な
い
か

ら
、
民
訴
法
一
七
一
条
一
項
に
よ
る
補
充
送
達
と
し
て
有
効
で
あ
る
。
（
三
）
そ

う
す
る
と
、
X
は
右
判
決
正
本
の
送
達
を
受
け
た
時
に
（
一
）
記
載
の
送
達
の
暇

疵
を
知
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
か
ら
、
右
暇
疵
の
存
在
を
理
由
と
す
る
不
服
申

立
て
は
右
判
決
に
対
す
る
控
訴
に
よ
っ
て
す
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
と
い
う
べ

き
で
あ
る
。
（
四
）
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
X
は
控
訴
す
る
こ
と
な
く
、
期
間

を
徒
過
し
た
か
ら
、
本
件
再
審
の
訴
え
は
、
適
法
な
再
審
事
由
の
主
張
の
な
い

訴
え
で
あ
っ
て
、
そ
の
欠
訣
は
補
正
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
」

　
こ
れ
に
対
し
て
X
が
上
告
し
た
の
が
本
件
で
あ
る
。
最
高
裁
は
、
次
の
よ
う

に
述
べ
て
原
判
決
を
破
棄
し
、
原
審
に
差
戻
し
た
。

「
民
訴
法
一
七
一
条
一
項
に
規
定
す
る
『
事
理
ヲ
弁
識
ス
ル
ニ
足
ル
ヘ
キ
知
能

ヲ
具
フ
ル
者
』
と
は
、
送
達
の
趣
旨
を
理
解
し
て
交
付
を
受
け
た
書
類
を
受
送

達
者
に
交
付
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
程
度
の
能
力
を
有
す
る
者

を
い
う
も
の
と
解
さ
れ
る
か
ら
、
原
審
が
、
前
記
の
と
お
り
、
当
時
七
歳
九
月

の
女
子
で
あ
っ
た
X
の
四
女
B
は
右
能
力
を
備
え
る
者
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と

し
た
こ
と
は
正
当
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
有
効
に
訴
状
の
送
達
が
さ

れ
ず
、
そ
の
故
に
被
告
と
さ
れ
た
者
が
訴
訟
に
関
与
す
る
機
会
が
与
え
ら
れ
な

い
ま
ま
判
決
が
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
事
者
の
代
理
人
と
し
て
訴
訟
行
為
を
し

た
者
に
代
理
権
の
欠
飲
が
あ
っ
た
場
合
と
別
異
に
扱
う
理
由
は
な
い
か
ら
、
民

訴
法
四
二
〇
条
一
項
三
号
の
事
由
が
あ
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

ま
た
、
民
訴
法
四
二
〇
条
一
項
た
だ
し
書
は
．
再
審
事
由
を
知
っ
て
上
訴
し
な

か
っ
た
場
合
に
は
再
審
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
旨
規
定
す
る

が
、
再
審
事
由
を
現
実
に
了
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
は
同
項
た
だ

し
書
に
当
た
ら
な
い
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
け
だ
し
、
同
項
た
だ
し
書
の

趣
旨
は
、
再
審
の
訴
え
が
上
訴
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
後
の
非
常
の

不
服
申
立
方
法
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
上
訴
が
可
能
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず

そ
れ
を
し
な
か
っ
た
者
に
つ
い
て
再
審
の
訴
え
に
よ
る
不
服
申
立
て
を
否
定
す

る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
を
本
件
に
つ
い
て
み
る
の
に
、
前
訴
の
判

決
は
、
そ
の
正
本
が
有
効
に
送
達
さ
れ
て
確
定
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
X
は
、

前
訴
の
訴
状
が
有
効
に
送
達
さ
れ
ず
、
そ
の
故
に
前
訴
に
関
与
す
る
機
会
を
与

え
ら
れ
な
か
っ
た
と
の
前
記
再
審
事
由
を
現
実
に
了
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
右
判
決
に
対
し
て
控
訴
し
な
か
っ
た
こ
と
を
も
っ
て
、

同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
場
合
に
当
た
る
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と

い
う
ぺ
き
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
X
に
対
し
て
前
訴
の
判
決
正
本
が
有
効
に

送
達
さ
れ
た
こ
と
の
み
を
理
由
に
、
X
が
控
訴
に
よ
る
不
服
申
立
て
を
怠
っ
た

も
の
と
し
て
、
本
件
再
審
請
求
を
排
斥
し
た
原
審
の
判
断
に
は
、
民
訴
法
四
二

〇
条
一
項
た
だ
し
書
の
解
釈
適
用
を
誤
っ
た
違
法
が
あ
り
、
右
違
法
が
判
決
に

影
響
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
論
旨
は
理
由
が
あ
り
、
原
判
決
は
破
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棄
を
免
れ
な
い
．
そ
し
て
、
本
件
に
お
い
て
は
、
な
お
前
訴
の
請
求
の
当
否
に

　
　
つ
い
て
審
理
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
原
審
に
差
し
戻
す
こ
と
と
す

　
　
る
。
」

　
判
旨
に
賛
成
す
る
。

閣
　
本
判
例
に
含
ま
れ
る
主
な
問
題
点
は
、
（
一
）
補
充
送
達
の
受
領
能
力
、

（
二
）
訴
状
送
達
の
最
疵
と
再
審
事
由
、
（
三
）
民
訴
法
四
二
〇
条
一
項
但
書

の
『
知
リ
テ
主
張
セ
サ
リ
シ
ト
キ
』
の
「
知
リ
テ
」
の
意
味
、
の
三
点
で

あ
る
。

　
本
判
例
は
、
こ
れ
ら
の
う
ち
、
（
叫
）
に
つ
い
て
は
七
歳
九
か
月
の
女
児

の
受
領
能
力
を
否
定
し
、
（
二
）
に
つ
い
て
は
有
効
な
訴
状
の
送
達
が
な
く

被
告
と
さ
れ
た
老
が
訴
訟
に
関
与
す
る
機
会
が
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
場
合

に
は
民
訴
法
四
二
〇
条
一
項
三
号
の
再
審
事
由
と
な
り
う
る
と
し
、
（
三
）

に
つ
い
て
は
「
知
リ
テ
』
と
は
「
了
知
し
て
」
の
意
と
解
し
た
。
こ
れ
ら

は
い
ず
れ
も
正
当
な
解
釈
と
し
て
支
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
順
に

検
討
す
る
。

二
　
補
充
送
達
の
受
領
能
力
に
つ
い
て

　
民
訴
法
一
七
一
条
一
項
の
定
め
る
補
充
送
達
（
な
お
、
本
件
に
影
響
は

な
い
が
、
同
条
は
昭
和
五
七
年
法
律
第
八
三
号
で
若
干
の
改
正
が
な
さ
れ

て
い
る
。
）
の
送
達
受
領
者
に
要
求
さ
れ
る
「
事
理
ヲ
弁
識
ス
ル
ニ
足
ル

ベ
キ
知
能
」
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
学
説
で
は
多
少
の
表
現
の
違
い
は
置

く
と
し
て
一
般
に
、
”
送
達
の
性
質
を
理
解
し
、
受
領
し
た
書
類
を
送
達

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

名
宛
人
に
交
付
す
る
こ
と
を
期
待
し
う
る
程
度
の
能
力
〃
と
さ
れ
て
お
り
、

裁
判
例
も
、
叫
般
論
と
し
て
は
ほ
ぼ
同
様
に
理
解
し
、
概
ね
輔
○
歳
程
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

を
も
っ
て
受
領
能
力
あ
り
と
し
て
い
る
。
本
件
で
は
七
歳
九
月
の
女
子
の

受
領
能
力
が
問
題
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
一
、

二
審
、
最
高
裁
い
ず
れ
も
一
致
し
て
受
領
能
力
を
否
定
し
て
い
る
。
判
例

の
流
れ
と
し
て
は
、
今
後
と
も
概
ね
一
〇
歳
程
度
を
ボ
ー
ダ
ー
ラ
イ
ン
と

し
て
い
る
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

　
こ
れ
に
つ
き
若
干
の
検
討
を
加
え
る
に
、
ま
ず
そ
も
そ
も
な
ぜ
補
充
送

達
が
名
宛
人
本
人
に
対
す
る
一
つ
の
有
効
な
送
達
方
法
と
さ
れ
て
い
る
の

か
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
大
き
な
議
論
で
あ
る
が
、
私
は
、
民

事
訴
訟
に
お
け
る
判
決
効
の
合
理
性
は
、
両
当
事
者
に
言
い
分
を
尽
く
す

機
会
を
与
え
、
か
つ
中
立
的
な
地
位
に
あ
る
裁
判
所
が
判
断
し
た
、
と
い

う
点
に
基
礎
を
置
く
も
の
と
考
え
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ぽ
、
各
当
事
者
に

言
い
分
を
尽
く
す
機
会
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
民
事
訴
訟
に
と
っ
て
根
本

的
に
重
要
な
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
送
達
に
つ
い
て
は
，
名
宛
人
本

人
へ
の
交
付
送
達
（
一
六
四
条
一
項
）
が
原
則
と
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
他
方
で
、
送
達
を
受
け
る
者
の
相
手
方
の
利
益
へ
の

配
慮
も
必
要
で
あ
り
、
送
達
を
受
け
る
者
が
現
実
に
受
け
取
ら
な
い
場
合
．

あ
る
い
は
受
け
取
れ
な
い
場
合
に
つ
い
て
も
、
一
定
の
要
件
の
下
に
送
達

を
実
現
し
て
、
手
続
を
迅
速
か
つ
着
実
に
進
め
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た

め
に
、
補
充
送
達
、
差
置
送
達
、
付
郵
便
送
達
、
公
示
送
達
と
い
っ
た
名

宛
人
本
人
へ
の
交
付
以
外
の
方
法
に
よ
る
送
達
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
補
充
送
達
の
場
合
、
本
人
に
確
実
に
了
知
さ
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せ
る
こ
と
と
、
手
続
を
迅
速
か
つ
着
実
に
進
行
さ
せ
る
こ
と
と
の
調
和
と

し
て
．
実
際
上
名
宛
人
本
人
に
伝
達
す
る
蓋
然
性
が
高
い
地
位
と
能
力
の

あ
る
者
に
交
付
す
る
こ
と
に
よ
り
名
宛
人
本
人
へ
の
交
付
と
同
視
す
る
こ

と
に
し
た
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
制
度
と
し
て
の
合
理
性
が
あ
る
も
の
と
考

（
3
）

え
る
。

　
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
補
充
送
達
の
要
件
で
あ
る
「
事
理
ヲ
弁
識
ス
ル
ニ

足
ル
ベ
キ
知
能
」
と
は
、
学
説
・
判
例
が
い
う
と
こ
ろ
の
“
送
達
の
性
質

を
理
解
す
る
能
力
”
に
は
主
眼
は
な
く
、
む
し
ろ
、
”
本
人
へ
の
伝
達
が

期
待
で
き
る
能
力
〃
に
主
眼
が
あ
る
と
い
う
べ
ぎ
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す

な
わ
ち
．
そ
こ
に
い
う
「
事
理
の
弁
識
能
力
」
と
は
、
「
当
該
書
類
が
重

要
な
も
の
で
あ
っ
て
確
実
に
名
宛
人
本
人
に
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

の
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、
か
つ
そ
れ
に
則
っ
た
伝
達
行
為
が
で
ぎ
る
程

度
の
能
力
」
を
意
味
し
、
そ
れ
以
上
に
送
達
の
何
た
る
か
を
理
解
す
る
こ

と
は
必
要
で
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
実
際
問
題
と
し
て
、
民
事
訴
訟

上
の
送
達
の
性
質
を
理
解
し
て
い
る
者
は
、
通
常
の
成
人
で
も
そ
う
多
く

は
な
い
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
学
説
・
判
例
の
提
示
す
る
一
般
論
は
過
度
な

能
力
を
要
求
し
て
い
る
か
の
誤
解
を
与
え
兼
ね
ず
、
右
の
よ
う
に
把
握
す

る
の
が
適
切
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
関
係
判
例
の
示
す
具
体
的
な
解
決
は
、
概
ね
一
〇

歳
程
度
を
ボ
ー
ダ
ー
ラ
イ
ン
と
し
て
お
り
、
結
論
的
に
は
妥
当
で
あ
る
と

思
う
。
本
判
例
の
判
断
も
正
当
で
あ
る
。

三
　
訴
状
送
達
の
璃
疵
と
再
審
事
由
に
つ
い
て

受
領
能
力
の
な
い
者
に
対
し
て
な
さ
れ
た
訴
状
の
送
達
は
、
送
達
と
し

　
　
　
　
（
4
）

て
無
効
で
あ
る
。
訴
状
の
送
達
が
無
効
で
あ
る
場
合
、
有
効
な
訴
訟
係
属

が
な
い
か
ら
下
さ
れ
た
判
決
自
体
が
無
効
で
あ
る
と
い
う
考
え
も
で
き
な

　
　
　
（
5
）

い
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
考
え
で
は
、
当
事
者
に
再
審
を
起
こ

す
自
由
な
い
し
権
利
が
あ
る
こ
と
を
根
拠
づ
け
ら
れ
て
も
、
再
審
を
起
こ

す
必
要
な
い
し
義
務
を
導
く
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
再
審
の
訴
え
を
提

起
す
る
こ
と
な
く
執
行
段
階
で
判
決
の
無
効
を
主
張
す
る
こ
と
も
可
能
で

あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
そ
れ
で
は
法
的
安
定
性
を
著
し
く
害
す

る
し
、
厳
格
な
再
審
事
由
の
定
め
と
の
対
比
に
お
い
て
少
な
く
と
も
外
見

的
に
成
立
し
て
い
る
確
定
判
決
が
あ
ま
り
に
も
容
易
に
覆
り
す
ぎ
て
不
当

で
あ
る
。
私
と
し
て
は
、
訴
状
の
送
達
が
無
効
で
あ
る
場
合
に
は
下
さ
れ

た
判
決
も
当
然
に
無
効
で
あ
る
と
の
考
え
に
は
賛
成
で
き
な
い
。
こ
の
点

に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
判
決
に
は
、
主
文
の
判
断
の
前
提
と
し
て
、

当
該
訴
訟
に
お
け
る
訴
訟
係
属
が
有
効
で
あ
る
と
の
法
的
判
断
も
当
然
に

含
ま
れ
て
い
る
も
の
と
解
し
、
判
決
確
定
後
に
お
い
て
は
、
再
審
に
よ
り

当
該
判
決
が
覆
ら
な
い
限
り
、
訴
訟
係
属
の
無
効
は
問
題
に
で
き
な
い
も

の
と
解
す
る
．

　
そ
こ
で
次
に
、
訴
状
送
達
の
環
疵
が
再
審
事
由
と
な
り
う
る
か
が
問
題

と
な
る
。
訴
状
送
達
の
暇
疵
は
、
民
訴
法
四
二
〇
条
一
項
の
各
号
に
再
審

事
由
と
し
て
直
接
明
記
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
ま
ず
、
同
条
同
項
の
再
審

事
由
が
制
限
列
挙
か
ど
う
か
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に

つ
い
て
は
．
再
審
が
、
一
定
の
重
大
な
暇
疵
が
あ
っ
た
場
合
に
、
確
定
判
決

に
つ
い
て
の
法
的
安
定
性
の
要
請
と
、
裁
判
の
適
正
及
び
権
威
の
保
持
と

い
う
要
請
を
調
和
さ
せ
る
見
地
か
ら
認
め
ら
れ
る
異
例
の
不
服
申
立
方
法
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（
6
）

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
制
限
列
挙
と
考
え
る
の
が
一
般
で
あ
る
．
判
例
も
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

基
本
的
に
は
制
限
列
挙
と
解
し
て
い
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
限
定
列
挙
を
厳
格
に
貫
く
と
他
に
救
済
方
法
が
な
い

場
合
な
ど
に
不
合
理
な
面
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
あ
ま
り
拡
張
し
て
解
釈

す
べ
き
で
な
い
。
し
か
し
、
多
少
の
類
推
解
釈
ま
で
も
絶
対
に
禁
止
す
る

　
　
　
　
（
8
）

も
の
で
は
な
い
。
」
と
い
う
の
が
、
学
説
・
判
例
の
最
大
公
約
数
的
な
考
え

方
の
よ
う
で
、
い
く
つ
か
の
裁
判
例
に
お
い
て
法
文
の
文
言
か
ら
は
若
干

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

離
れ
る
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
再
審
を
認
め
る
判
断
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
本
件
の
最
高
裁
判
例
も
、
再
審
事
由
を
あ
る
程
度
広
く
理
解
し
よ
う
と

す
る
こ
れ
ら
の
参
考
判
例
の
流
れ
と
方
向
を
一
に
す
る
も
の
と
言
え
、
有

効
な
訴
状
の
送
達
が
な
い
こ
と
に
よ
り
被
告
が
訴
訟
に
関
与
す
る
機
会
を

与
え
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
は
、
”
代
理
権
欠
訣
の
場
合
と
別
異
に
扱
う
理

由
は
な
い
”
と
し
て
、
民
訴
法
四
二
〇
条
扁
項
三
号
の
適
用
を
認
め
た
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
若
干
の
検
討
を
加
え
る
と
、
ま
ず
、
再
審
制
度
が
例

外
的
な
制
度
で
あ
る
こ
と
か
ら
直
ち
に
再
審
事
由
を
限
定
列
挙
と
解
す
べ

き
と
の
原
則
論
が
導
け
る
か
ど
う
か
は
再
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
．
と
い
う
の
は
、
再
審
を
認
め
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
、
よ

り
根
本
的
に
は
公
益
の
実
現
と
い
う
面
よ
り
も
、
互
換
性
の
あ
る
両
当
事

者
間
の
利
益
の
調
和
と
い
う
面
が
価
値
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
は
ず
で

あ
る
か
ら
．
確
定
判
決
に
対
し
て
の
権
威
主
義
的
な
発
想
で
門
戸
を
閉
ざ

す
必
要
は
な
い
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
再
審
に
よ
り
救
済
さ
れ
る
者
の
利

益
と
、
既
に
獲
得
し
た
判
決
で
決
着
済
み
と
安
心
し
て
い
る
相
手
方
の
利

益
（
こ
れ
も
法
的
安
定
性
の
観
点
か
ら
み
て
非
常
に
重
要
な
法
益
で
あ
る
）

と
の
ど
ち
ら
を
重
視
す
べ
き
か
と
い
う
法
制
度
全
体
か
ら
の
優
劣
の
判
断

を
行
い
、
一
般
の
民
事
実
体
法
の
例
外
規
定
の
解
釈
に
お
け
る
の
と
同
様

に
、
必
要
に
応
じ
て
拡
張
解
釈
、
類
推
解
釈
を
行
う
こ
と
は
是
認
さ
れ
る

　
　
　
（
1
0
）

べ
き
で
あ
る
。
特
に
、
当
事
者
へ
の
手
続
的
保
障
が
欠
鉄
し
て
い
た
ヶ
ー

ス
に
つ
い
て
は
、
一
方
で
前
述
の
よ
う
に
当
事
者
へ
の
手
続
的
保
障
が
民

事
訴
訟
制
度
の
合
理
性
の
一
つ
の
重
要
な
柱
と
位
置
付
け
ら
れ
る
上
、
他

方
そ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
は
通
常
相
手
方
は
擬
制
自
白
等
に
よ
り
極
め
て

容
昆
に
勝
訴
判
決
を
手
に
入
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
当
事
者
へ
の

手
続
的
保
障
が
欠
訣
し
て
い
た
ケ
ー
ス
の
救
済
に
つ
い
て
は
、
再
審
制
度

は
、
よ
り
機
能
的
に
運
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
従
っ
て
、
当
事
者
の
手

続
的
保
障
の
欠
飲
の
場
合
を
再
審
事
由
と
す
る
唯
一
の
規
定
で
あ
る
民
訴

法
四
二
〇
条
一
項
三
号
の
規
定
は
、
法
文
上
明
確
な
代
理
権
欠
畝
に
限
定

せ
ず
、
必
要
に
応
じ
て
他
の
手
続
的
保
障
欠
鹸
の
ケ
ー
ス
に
適
用
な
い
し

類
推
適
用
し
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
た
だ
、
こ
の
よ
う
に
手
続
的
保
障
の
欠
け
て
い
た
者
の
救
済
を
は
か
る

と
、
そ
の
反
面
出
訴
期
限
の
な
い
（
民
訴
法
四
二
五
条
）
代
理
権
欠
鉄
を

理
由
と
す
る
再
審
の
訴
え
に
つ
い
て
は
相
当
長
い
期
間
経
過
後
に
再
審
の

訴
え
が
な
さ
れ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
勝
訴
者
が
判
決
確
定
に
安

心
し
て
証
拠
書
類
等
を
破
棄
し
て
し
ま
っ
た
場
合
等
に
つ
い
て
、
勝
訴
者

の
利
益
保
護
が
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
手
続
的
保
障

を
重
視
す
る
判
例
が
積
み
重
な
れ
ば
、
相
手
方
と
実
際
に
法
廷
で
や
り
合

う
こ
と
な
く
擬
制
自
白
（
公
示
送
達
以
外
の
場
合
）
や
簡
単
な
原
告
本
人

尋
問
（
公
示
送
達
の
場
合
）
だ
け
で
勝
訴
し
た
者
は
、
当
分
の
間
証
拠
書
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類
等
を
保
存
す
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
勝
訴
者
が
確
保
し
た
利
益

に
取
得
時
効
が
成
立
す
る
余
地
も
あ
る
。
ま
た
逆
に
、
金
銭
給
付
判
決
の

場
合
、
敗
訴
者
の
無
資
力
等
の
事
情
か
ら
勝
訴
者
が
強
制
執
行
に
着
手
せ

ず
に
放
置
し
て
い
れ
ば
改
め
て
一
〇
年
の
消
滅
時
効
に
か
か
っ
て
し
ま
う

　
　
　
　
　
（
1
1
）

わ
け
で
あ
る
か
ら
、
敗
訴
者
が
再
審
の
訴
え
に
よ
り
救
済
を
求
め
る
こ
と

に
意
味
が
あ
る
ケ
ー
ス
は
．
実
際
に
は
あ
る
程
度
限
定
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
従
っ
て
、
本
来
勝
訴
し
て
し
か
る
べ
き
で
あ
っ
た
勝
訴
者
の
不
利

益
は
さ
ほ
ど
憂
慮
す
ぺ
き
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
非
常

に
実
践
的
な
別
の
観
点
か
ら
言
え
ば
、
擬
制
自
白
等
に
よ
り
手
続
を
迅
速

に
進
め
る
制
度
は
、
再
審
等
に
よ
り
事
後
に
覆
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と

し
て
も
な
お
、
勝
訴
者
に
相
当
に
有
利
な
制
度
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ

る
。
大
多
数
の
場
合
に
は
、
敗
訴
し
た
相
手
方
等
が
改
め
て
争
う
こ
と
も

な
く
、
勝
訴
者
は
、
確
定
判
決
の
絶
大
な
効
果
を
享
受
で
き
る
か
ら
で
あ

る
。
従
っ
て
、
相
手
方
へ
の
手
続
的
保
障
の
重
要
性
を
考
え
る
と
き
、
擬

制
自
白
等
に
よ
り
短
期
日
で
与
え
ら
れ
る
判
決
は
、
そ
の
よ
う
な
大
多
数

の
場
合
に
お
い
て
勝
訴
老
に
迅
速
に
利
益
を
享
受
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
主
眼

が
あ
り
，
か
つ
そ
の
あ
た
り
が
迅
速
に
勝
訴
で
き
る
制
度
の
限
界
で
あ
る

と
み
る
の
が
適
切
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
な
お
、
再
審
事
由
の
拡
張
な
い
し
類
推
解
釈
は
、
他
に
救
済
手
段
が
な

い
場
合
に
の
み
認
め
る
べ
き
こ
と
は
、
再
審
制
度
が
例
外
的
な
救
済
手
段

で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
訴
状
送
達
の
堰

疵
に
よ
り
手
続
的
保
障
が
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
民
訴
法
四
二
〇

条
一
項
三
号
の
再
審
事
由
に
な
り
う
る
と
解
す
る
が
、
他
方
、
他
に
救
済

手
段
が
な
か
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
も
慎
重
な
検
討
を
要
す
る
も
の
と

考
え
る
。
か
か
る
観
点
か
ら
、
（
有
効
な
）
公
示
送
達
を
知
ら
ず
に
敗
訴

判
決
が
確
定
し
て
い
る
当
事
者
の
再
審
の
申
立
て
を
認
め
な
い
判
例
の
立

（
1
2
）場

は
妥
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
敗
訴
当
事
者
は
、
上
訴

の
追
完
（
民
訴
法
一
五
九
条
一
項
）
と
い
う
別
の
救
済
方
法
が
あ
る
か
ら

　
（
1
3
）

で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
考
察
か
ら
、
訴
状
送
達
の
鍛
疵
が
民
訴
法
四
二
〇
条
一
項

三
号
の
再
審
事
由
と
な
り
う
る
と
す
る
本
判
例
の
判
断
は
正
当
で
あ
る
と

考
え
る
。

四
　
民
訴
法
四
二
〇
条
一
項
但
書
の
「
知
リ
テ
主
張
セ
サ
リ
シ
ト
キ
」
の

　
意
義
に
つ
い
て

　
民
訴
法
四
二
〇
条
一
項
但
書
は
、
当
事
者
が
前
訴
の
上
訴
で
当
該
再
審

事
由
を
主
張
し
た
と
き
と
と
も
に
、
再
審
事
由
を
知
っ
て
い
な
が
ら
主
張

し
な
か
っ
た
と
き
は
、
再
審
の
訴
え
を
提
起
で
き
な
い
旨
を
定
め
る
。
前

訴
で
問
題
と
な
り
え
た
こ
と
は
蒸
し
返
し
を
禁
じ
て
法
的
安
定
性
を
確
保

す
る
趣
旨
で
あ
る
。

　
本
件
の
最
高
裁
判
例
は
、
X
の
当
時
の
妻
の
A
が
前
訴
判
決
を
受
領
し

た
こ
と
を
も
っ
て
有
効
な
判
決
の
送
達
あ
り
と
し
な
が
ら
、
原
審
の
判
断

と
は
異
な
っ
て
、
X
が
現
実
に
了
知
し
て
い
な
け
れ
ば
上
記
条
項
の
「
知

リ
テ
主
張
セ
サ
リ
シ
ト
キ
」
に
該
当
し
な
い
と
し
た
。

　
こ
の
点
、
学
説
で
は
あ
ま
り
明
確
に
議
論
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る

が
、
こ
の
規
定
が
、
知
っ
て
主
張
し
な
い
と
い
う
一
種
の
解
怠
に
着
目
し

た
制
裁
的
な
規
定
で
あ
る
こ
と
か
ら
み
て
、
本
件
判
例
と
同
様
に
「
知
リ
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テ
」
と
は
「
了
知
し
て
」
と
す
る
の
が
当
然
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

（
1
4
）か

。
こ
の
点
に
関
す
る
判
例
は
、
い
ず
れ
も
「
知
リ
テ
」
を
「
了
知
し
て
」

　
　
　
　
（
馬
）

と
解
し
て
い
る
。

　
こ
れ
に
つ
い
て
考
え
る
に
、
「
知
リ
テ
」
の
解
釈
と
し
て
は
「
了
知
し

て
」
と
解
す
る
ほ
か
は
な
い
と
思
う
。
手
続
的
保
障
の
重
要
性
を
考
え
る

と
、
知
っ
て
い
た
の
に
主
張
し
な
か
っ
た
こ
と
の
制
裁
的
な
意
味
に
お
い

て
再
審
を
申
し
立
て
る
資
格
が
な
く
な
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
規
定
の
合
理

性
を
見
い
だ
す
ぺ
き
で
あ
る
し
、
多
義
的
で
な
い
条
文
の
文
言
は
で
ぎ
る

だ
け
文
理
解
釈
を
し
な
い
と
解
釈
の
域
を
越
え
て
立
法
の
域
に
入
っ
て
し

ま
う
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
よ
っ
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
本
判
例
の
判
断
は
正
当
で
あ
る
。

五
　
今
後
の
問
題
点

　
右
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
本
件
の
判
例
の
各
問
題
点
に
つ
い
て
の

考
え
方
は
、
い
ず
れ
も
正
当
と
し
て
支
持
す
る
こ
と
が
で
ぎ
、
そ
の
結
論

も
正
当
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
今
後
の
問
題
と
し
て
、
関
連
し
た
問
題
を
二
つ
指
摘
し
て

お
く
。
第
一
の
問
題
は
、
注
（
3
）
で
引
用
し
た
大
阪
高
判
平
成
四
年
二

月
二
七
日
の
考
え
方
の
当
否
の
問
題
で
あ
る
。
本
件
最
高
裁
判
例
は
、
訴

状
を
七
歳
の
子
B
が
受
け
取
っ
た
た
め
訴
状
送
達
が
無
効
で
あ
る
と
し
て

再
審
を
認
め
た
も
の
で
あ
り
、
他
方
、
妻
A
が
判
決
正
本
等
を
受
け
取
っ

た
こ
と
に
つ
い
て
は
X
に
対
す
る
補
充
送
達
と
し
て
有
効
で
あ
る
と
し
て

い
る
。
こ
の
点
、
右
大
阪
高
裁
の
考
え
方
に
従
え
ば
、
本
件
の
A
と
X
の
利

益
相
反
関
係
か
ら
判
決
の
送
達
も
無
効
と
さ
れ
る
余
地
が
あ
ろ
う
が
、
本

判
例
は
、
そ
の
立
場
を
と
ら
な
い
も
の
と
解
さ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
考

え
る
に
、
こ
の
大
阪
高
裁
の
裁
判
例
は
、
相
手
方
の
立
場
が
ど
う
で
あ
っ

た
か
に
つ
い
て
充
分
検
討
さ
れ
て
い
な
い
憾
み
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
も

し
、
相
手
方
当
事
者
と
全
く
無
関
係
な
、
名
宛
人
と
受
領
者
の
間
の
い
わ

ば
内
部
的
な
事
情
に
お
い
て
名
宛
人
と
受
領
者
に
利
益
相
反
関
係
が
あ
る

場
合
に
も
補
充
送
達
を
無
効
と
す
る
趣
旨
で
あ
れ
ば
、
相
手
方
の
利
益
に

対
す
る
配
慮
が
欠
け
て
い
る
の
で
賛
成
で
ぎ
な
い
。
ま
た
、
①
利
害
対
立

関
係
の
存
否
は
一
義
的
に
認
定
で
き
る
と
は
限
ら
な
い
か
ら
、
却
っ
て
法

的
安
定
性
を
害
し
な
い
か
、
②
本
人
へ
の
手
続
的
保
障
と
い
う
意
味
で
は
、

受
領
者
が
故
意
に
送
達
書
類
を
伝
達
し
な
い
の
と
過
っ
て
伝
達
を
忘
れ
る

の
と
で
差
が
な
い
の
で
は
な
い
か
、
③
結
果
的
に
何
ら
か
の
経
路
で
本
人

が
送
達
書
類
を
了
知
し
た
場
合
に
ま
で
送
達
を
無
効
と
し
て
は
相
手
方
当

事
者
に
不
利
に
な
り
過
ぎ
な
い
か
、
と
い
っ
た
疑
間
点
も
残
る
。
従
っ
て
．

仮
に
名
宛
人
と
受
領
者
の
間
に
利
益
相
反
関
係
が
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ

っ
て
も
、
補
充
送
達
が
無
効
と
さ
れ
る
の
は
、
名
宛
人
と
受
領
者
が
当
該

訴
訟
の
対
立
当
事
者
で
あ
る
場
合
や
、
名
宛
人
と
受
領
者
の
内
部
的
な
利

益
相
反
関
係
を
相
手
方
が
知
っ
て
お
り
、
か
つ
送
達
報
告
書
の
記
載
等
に

よ
り
受
領
者
へ
の
補
充
送
達
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
相
手
方
が
知
り
ま
た
は

知
り
う
べ
ぎ
場
合
な
ど
、
相
手
方
に
お
い
て
補
充
送
達
が
無
効
と
さ
れ
て

も
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
限
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の

場
合
に
つ
い
て
は
、
補
充
送
達
は
有
効
と
し
た
上
で
、
そ
れ
で
も
な
お
名

宛
人
を
保
護
す
べ
き
か
ど
う
か
及
び
保
護
す
る
場
合
の
要
件
を
ど
う
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

か
、
と
い
う
点
を
検
討
す
べ
ぎ
も
の
と
考
え
る
．
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第
二
の
問
題
は
、
七
歳
の
子
の
受
領
は
無
効
で
あ
る
が
妻
の
受
領
は
有

効
で
あ
る
と
の
取
扱
い
を
他
の
ケ
ー
ス
に
関
し
て
も
貫
く
こ
と
の
当
否
の

問
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
妻
A
が
受
け
取
っ
た
判
決
の
補
充
送
達
は
有

効
で
あ
る
と
す
る
本
判
例
の
判
断
を
是
認
す
る
と
す
る
と
、
本
件
で
は
訴

状
を
た
ま
た
ま
受
領
能
力
の
な
い
B
が
受
け
取
っ
た
か
ら
X
は
再
審
を
申

し
立
て
る
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
訴
状
も
ま
た
A
が
受
け
取
っ

て
い
た
場
合
に
は
、
訴
状
の
送
達
も
判
決
の
送
達
も
有
効
な
の
で
あ
る
か

ら
、
原
則
的
に
、
前
訴
の
判
決
は
有
効
に
確
定
し
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
X
の
側
か
ら
見
る
と
き
、
結
局
の
と
こ

ろ
関
係
書
類
が
X
の
手
に
渡
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
B
が
受
け
取
ろ

う
が
A
が
受
け
取
ろ
う
が
、
手
続
的
保
障
が
欠
け
て
い
た
と
い
う
点
で
は

差
が
な
い
か
ら
、
単
に
送
達
が
有
効
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
X
の

立
場
に
決
定
的
な
差
が
生
じ
て
し
ま
う
の
は
い
さ
さ
か
不
合
理
で
あ
る
。

従
っ
て
、
訴
状
及
び
判
決
の
送
達
は
有
効
で
あ
る
が
了
知
は
さ
れ
て
い
な

い
と
い
う
ケ
ー
ス
の
解
決
に
つ
い
て
も
、
訴
状
の
送
達
が
無
効
で
あ
っ
た

本
件
判
例
の
ケ
ー
ス
と
の
権
衡
や
、
各
ケ
ー
ス
相
互
間
の
権
衡
を
考
慮
し

た
解
釈
・
運
用
が
な
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
但
し
、
各
ケ

ー
ス
に
不
均
衡
の
な
い
合
理
的
な
解
決
を
与
え
る
の
は
非
常
に
難
し
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
17
）

今
後
の
研
究
が
必
要
で
あ
る
と
思
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以
　
上

（
1
）
　
例
え
ぽ
代
表
的
文
献
と
し
て
菊
井
維
大
”
村
松
俊
夫
・
全
訂
民
事
訴
訟
法

　1

［
追
補
版
］
（
昭
和
五
九
年
）
九
五
四
頁
。

（
2
）
　
大
判
大
正
一
四
年
一
一
月
一
一
日
民
集
四
巻
一
一
号
五
五
二
頁
は
一
三
歳

　
一
一
月
の
女
子
に
つ
き
（
な
お
こ
の
件
は
、
大
正
一
五
年
の
改
正
前
の
民
訴
法

　
一
四
五
条
一
項
の
「
成
長
シ
タ
ル
同
居
ノ
親
族
又
ハ
雇
人
」
に
関
す
る
も
の
で

　
あ
る
。
）
、
東
京
高
判
昭
和
五
二
年
七
月
一
八
日
判
例
時
報
八
六
四
号
九
一
頁
は

　
一
三
歳
四
月
の
男
子
に
つ
き
、
大
阪
高
決
昭
和
五
六
年
六
月
一
〇
日
判
例
時
報

　
一
〇
三
〇
号
四
四
頁
は
一
〇
歳
の
女
子
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
受
領
能
力
を
肯
定

　
し
、
東
京
高
判
昭
和
三
四
年
六
月
二
〇
日
東
高
民
時
報
一
〇
巻
一
三
三
頁
は
九

歳
の
女
子
に
つ
い
て
受
領
能
力
を
否
定
し
て
い
る
。

（
3
）
　
送
達
の
名
宛
人
と
送
達
書
類
の
受
領
者
と
の
間
に
事
実
上
の
利
益
相
反
関

係
が
あ
る
場
合
に
補
充
送
達
の
効
力
を
否
定
し
た
大
阪
高
判
平
成
四
年
二
月
二

　七日

判
例
タ
イ
ム
ズ
七
九
三
号
二
六
八
頁
は
、
基
本
的
に
は
同
様
な
価
値
判
断

　
に
立
脚
し
、
伝
達
の
蓋
然
性
を
補
充
送
達
の
有
効
・
無
効
の
判
断
材
料
と
し
て

重
視
し
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。

　
な
お
、
差
置
送
達
と
付
郵
便
送
達
は
、
基
本
的
に
補
充
送
達
と
同
様
の
観

点
－
手
続
の
迅
速
か
つ
着
実
た
進
行
と
了
知
の
蓋
然
性
と
の
調
和
1
に
立
つ
制

度
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
が
、
公
示
送
達
は
、
了
知
の
蓋
然
性
を
考
慮
し
て
い
な

　
い
と
い
う
意
味
で
、
着
実
な
進
行
の
た
め
に
了
知
を
切
り
捨
て
た
制
度
で
あ
る

と
言
え
よ
う
。
当
事
者
が
裁
判
所
で
偶
然
公
示
さ
れ
た
書
類
を
発
見
す
る
こ
と

　
は
絶
無
に
近
い
し
、
ま
た
、
現
実
に
は
裁
判
所
の
掲
示
板
の
ス
ペ
ー
ス
の
関
係

　
で
重
ね
て
貼
っ
て
あ
っ
て
鍵
の
か
か
っ
た
ガ
ラ
ス
戸
越
し
に
は
見
え
な
い
も
の

も
少
な
く
な
い
。
従
っ
て
、
例
え
ば
、
送
達
は
有
効
だ
が
名
宛
人
が
了
知
し
て

　
い
な
い
と
い
う
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
名
宛
人
を
救
済
す
べ
き
か
ど
う
か
、
救
済
す

　
る
と
し
て
い
か
な
る
要
件
で
救
済
す
べ
き
か
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
公
示
送

達
と
そ
れ
以
外
の
方
法
に
よ
る
送
達
と
で
は
、
視
点
が
異
な
っ
て
し
か
る
べ
き

　
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
了
知
の
蓋
然
性
に
つ
い
て
の
配
慮
が
ほ
と
ん
ど
な
い

　公示

送
達
に
つ
い
て
は
、
手
続
の
保
障
の
観
点
か
ら
み
て
、
（
少
な
く
と
も
比

較
の
問
題
と
し
て
）
他
の
方
法
に
よ
る
送
達
よ
り
も
緩
や
か
に
救
済
を
認
め
る

　
ぺ
き
で
あ
る
。

（
4
）
　
例
え
ば
、
兼
子
一
・
民
事
訴
訟
法
体
系
（
昭
和
四
〇
年
）
一
九
一
頁
。
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（
5
）
本
判
例
を
論
評
す
る
中
山
幸
二
・
「
同
居
者
へ
の
訴
状
・
判
決
の
送
達
と

　
再
審
の
可
否
」
N
B
L
五
〇
六
号
一
四
頁
（
平
成
四
年
）
に
よ
る
と
、
そ
の
よ

　
う
に
解
す
る
場
合
に
は
、
「
無
効
な
判
決
で
は
あ
っ
て
も
確
定
判
決
の
外
観
が

　
存
在
す
る
以
上
執
行
の
お
そ
れ
も
な
し
と
し
な
い
か
ら
、
こ
れ
を
除
去
す
る
た

　
め
三
号
の
類
推
に
よ
る
再
審
を
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
」
と
さ
れ
て
い
る
。

（
6
）
　
中
野
貞
一
郎
ほ
か
・
民
事
訴
訟
法
講
義
［
補
訂
第
二
版
］
（
昭
和
六
一
年
）

　
六
一
八
頁
。

（
7
）
　
大
判
昭
和
一
〇
年
一
二
月
二
六
日
民
集
一
四
巻
二
〇
号
二
一
二
九
頁
、
最

　
判
三
小
昭
和
二
八
年
一
〇
月
二
七
日
集
民
一
〇
号
三
二
七
四
頁
、
最
判
二
小
昭

　
和
二
九
年
四
月
三
〇
日
集
民
コ
ニ
号
七
二
三
頁
、
最
判
二
小
昭
和
三
七
年
六
月

　
二
二
日
集
民
六
一
号
三
七
七
頁
な
ど
。

（
8
）
　
菊
井
維
大
罐
村
松
俊
夫
・
全
訂
民
事
訴
訟
法
皿
［
全
訂
版
］
（
昭
和
六
一

　
年
）
三
七
〇
頁
。

（
9
）
　
高
松
高
判
昭
和
二
八
年
五
月
二
八
日
高
民
六
巻
四
号
二
三
八
頁
は
、
支
払

　
命
令
が
、
名
宛
人
の
住
所
地
で
な
い
場
所
で
補
充
送
達
と
し
て
第
三
者
に
交
付

　
さ
れ
た
事
案
に
つ
き
、
四
二
〇
条
一
項
三
号
に
よ
る
再
審
を
認
め
る
。
こ
の
裁
判

　
例
は
、
補
充
送
達
の
受
取
人
を
名
宛
人
の
法
定
代
理
人
と
構
成
し
て
代
理
権
欠

　
訣
の
規
定
を
適
用
し
て
い
る
が
、
や
や
苦
心
の
構
成
と
の
感
を
受
け
る
。
こ
の

　
よ
う
な
構
成
が
と
ら
れ
た
の
は
、
再
審
事
由
の
拡
張
的
な
解
釈
に
慎
重
で
あ
っ

　
た
当
時
の
時
代
的
な
背
景
も
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
お
、
伊
東
真
・
「
確

　
定
判
決
の
騙
取
と
再
審
」
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
昭
和
四
八
年
一
月
号
一
九
六
頁
以

　
下
は
、
こ
の
裁
判
例
を
氏
名
冒
用
判
決
の
一
つ
と
位
置
付
け
る
。
東
京
地
判
昭

　
和
五
二
年
二
月
二
一
日
判
例
時
報
八
六
九
号
六
七
頁
は
、
い
わ
ゆ
る
氏
名
冒
用

　
訴
訟
に
つ
い
て
、
四
二
〇
条
一
項
三
号
に
ょ
る
再
審
を
認
め
る
。
釧
路
地
判
昭

　
和
六
一
年
一
〇
月
二
〇
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
六
四
〇
号
二
二
二
頁
は
、
訴
訟
書
類

　
が
全
て
第
三
者
に
受
領
さ
れ
て
本
人
に
渡
ら
な
か
っ
た
事
案
に
つ
い
て
四
二
〇

　
条
一
項
三
号
に
よ
る
再
審
を
認
め
る
。
東
京
高
判
平
成
三
年
七
月
一
七
日
判
例

　
時
報
一
四
一
五
号
一
〇
三
頁
は
、
代
表
取
締
役
が
自
己
ま
た
は
第
三
者
の
利
益

　
の
た
め
会
社
の
代
表
者
と
し
て
訴
訟
行
為
を
な
し
相
手
方
が
そ
の
代
表
取
締
役

　
の
真
意
を
知
り
ま
た
は
知
り
う
べ
き
で
あ
っ
た
と
い
う
事
情
の
下
に
成
立
し
た

　
確
定
判
決
に
は
四
二
〇
条
一
項
三
号
に
よ
る
再
審
事
由
が
あ
る
と
す
る
。

（
1
0
）
　
こ
れ
に
関
連
し
て
、
本
判
例
を
論
評
す
る
井
上
薫
・
「
再
審
の
補
充
性
の

　
程
度
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
七
九
七
号
（
平
成
四
年
）
ご
一
頁
は
、
（
直
接
的
に
は

　
再
審
の
補
充
性
の
問
題
に
つ
い
て
の
論
述
で
は
あ
る
が
）
再
審
を
認
め
る
か
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
う
か
に
つ
き
勝
訴
者
及
び
裁
判
所
の
利
益
と
敗
訴
者
の
利
益
を
比
較
検
討
す
る

　
が
、
裁
判
所
の
利
益
を
考
慮
す
る
の
は
不
当
で
あ
る
と
思
う
。
国
家
予
算
や
裁

　
判
所
の
人
的
・
物
的
設
備
と
の
関
係
で
、
裁
判
所
の
負
担
増
が
も
た
ら
す
問
題

　
点
が
全
く
な
い
は
ず
は
な
い
が
、
裁
判
所
の
利
益
と
い
う
形
で
当
事
者
の
利
益

　
と
同
列
に
比
較
考
量
す
る
問
題
で
は
な
か
ろ
う
。

（
1
1
）
　
本
判
例
の
ケ
ー
ス
も
、
類
似
事
件
で
あ
る
注
（
3
）
で
引
用
し
た
大
阪
高

　
判
の
ケ
ー
ス
も
、
前
訴
の
確
定
か
ら
八
年
程
度
を
経
過
し
た
後
に
、
そ
の
こ
ろ

　
前
訴
判
決
の
存
在
を
知
っ
た
敗
訴
者
が
、
前
訴
判
決
に
基
づ
く
強
制
執
行
を
受

　
け
る
可
能
性
を
意
識
し
て
提
起
し
た
事
件
で
あ
る
。
も
し
、
こ
れ
ら
の
ケ
ー
ス

　
で
一
〇
年
の
消
滅
時
効
期
間
が
経
過
し
て
い
れ
ば
．
消
滅
時
効
を
援
用
し
て
請

　
求
異
議
事
件
を
提
起
す
る
と
い
う
、
前
訴
の
敗
訴
者
に
と
っ
て
よ
り
確
実
な
方

　
法
が
と
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
察
す
る
に
難
く
な
い
。

（
1
2
）
　
大
判
昭
和
一
〇
年
一
二
月
二
六
日
民
集
一
四
巻
二
〇
号
二
一
二
九
頁
．
最

　
判
一
小
昭
和
五
七
年
五
月
二
七
日
集
民
一
三
六
号
一
頁
、
判
例
時
報
一
〇
五
二

　
号
六
六
頁
。

（
13
）
　
な
お
、
最
判
三
小
平
成
四
年
四
月
二
八
日
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
二
四
号
二
二

　
七
頁
は
、
「
民
訴
法
一
五
九
条
に
い
う
『
其
ノ
責
二
帰
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
事
由
』

　
の
存
否
を
判
断
す
る
に
当
た
り
、
被
告
側
の
事
情
だ
け
で
な
く
、
公
示
送
達
手

　
続
に
よ
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
原
告
側
の
事
情
を
も
総
合
的

　
に
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
」
と
し
て
お
り
・
示
唆
に
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富
む
。

（
1
4
）
　
井
上
・
前
掲
注
（
1
0
）
一
六
頁
は
、
了
知
の
可
能
性
の
高
度
さ
が
あ
れ
ば

　
「
知
リ
テ
」
に
当
た
る
も
の
と
解
し
、
本
判
例
を
、
同
様
の
観
点
に
立
ち
な
が

　
ら
了
知
の
可
能
性
の
高
度
さ
を
認
め
な
か
っ
た
も
の
と
位
置
付
け
る
。
し
か
し
、

　
私
の
理
解
す
る
限
り
、
判
決
理
由
末
尾
で
前
訴
の
審
理
の
み
を
命
じ
て
い
る
本

　
判
例
は
、
了
知
の
可
能
性
の
程
度
を
間
題
に
せ
ず
了
知
の
有
無
の
み
を
決
め
手

　
と
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
（
了
知
の
可
能
性
の
高
さ
に
意
味
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

　
彪
有
効
な
送
達
睦
「
知
リ
テ
」
”
と
の
法
律
論
で
終
わ
っ
て
い
る
原
審
に
対
し
て
、

　
そ
の
点
の
審
理
を
命
じ
た
は
ず
で
あ
る
。
）
。
な
お
、
了
知
の
有
無
の
事
実
認
定

　
の
問
題
と
し
て
、
実
際
上
、
真
実
の
と
こ
ろ
は
了
知
し
て
い
な
い
者
が
客
観
的

　
な
了
知
の
可
能
性
の
高
さ
な
ど
か
ら
了
知
あ
り
と
認
定
さ
れ
る
こ
と
も
あ
ろ
う

　
が
、
そ
れ
は
別
の
問
題
で
あ
る
。

（
15
）
　
最
判
二
小
昭
和
三
六
年
九
月
二
二
日
民
集
一
五
巻
八
号
二
二
〇
三
頁
、
最

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

　
和
四
一
年
一
二
月
二
二
日
民
集
二
〇
巻
一
〇
号
二
一
七
九
頁
。
右
昭
和
三
六
年

　
最
判
で
は
，
判
決
正
本
が
送
達
さ
れ
た
場
合
に
は
再
審
事
由
の
存
在
を
知
り
得

　
ぺ
き
で
あ
る
か
ら
特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
了
知
し
た
と
認
定
す
べ
し
、
と
し

　
て
お
り
右
昭
和
四
一
年
最
判
も
同
旨
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
判
例
変
更

　
で
な
い
本
件
判
例
で
は
、
そ
の
よ
う
な
特
段
の
事
情
あ
り
と
判
断
し
た
と
い
う

　
こ
と
に
な
ろ
う
。

（
16
）
　
住
吉
博
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
四
二
号
（
平
成
五
年
）
一
四
一
頁
以
下
も
、

　
こ
の
平
成
四
年
大
阪
高
判
に
対
す
る
評
釈
の
中
で
、
利
益
相
反
が
あ
る
場
合
に

　
も
補
充
送
達
を
一
律
に
無
効
と
み
な
し
て
救
済
す
る
こ
と
に
は
疑
問
を
投
げ
か

　
け
て
お
り
．
同
様
の
見
地
に
立
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
1
7
）
　
こ
こ
で
図
式
的
に
若
干
の
検
討
を
試
み
る
こ
と
に
す
る
。
本
判
例
の
考
え

方
を
基
礎
に
訴
状
及
び
判
決
を
誰
が
受
け
取
る
か
に
よ
っ
て
生
じ
る
送
達
の
効

　
力
を
考
え
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
受
領
者
　
　
　
訴
状
送
達
　
　
　
判
決
送
達

　
　
　
　
配
偶
者
A
　
　
　
　
有
効
　
　
　
　
　
有
効

　
　
　
　
　
七
才
の
子
B
　
　
　
無
効
　
　
　
　
　
無
効

　
　
　
　
本
　
人
X
　
　
　
　
有
効
　
　
　
　
　
有
効

　
そ
し
て
、
判
決
の
（
少
な
く
と
も
外
見
上
の
）
送
達
の
後
、
法
定
の
上
訴
期

間
が
経
過
し
た
と
す
る
と
、
そ
の
段
階
で
X
が
取
り
得
る
手
段
の
有
無
及
び
内

容
は
次
の
と
お
り
と
な
ろ
う
。

ノくノくノ｛ノミノく

タタタタタ
lllilン’ンンンソ
五四三二一

パ
タ
ー
ン
六

ノ｛ノくノく

タタタ
111ンン’ソ
九八七

訴
状
受
領
　
判
決
受
領

BBAAABXXX

BAXBAXXBA
判
例
理
論
の
当
て
嵌
め

有
効
に
確
定

上
訴
可
能

有
効
に
確
定

再
審
の
訴
え
可
能
（
本
判
例
の
事
案
）

上
訴
可
能
（
四
二
〇
条
一
項
但
書
に
よ

り
再
審
は
不
可
）

有
効
に
確
定
（
四
二
〇
条
一
項
但
書
に

ょ
る
）

有
効
に
確
定

上
訴
可
能

有
効
に
確
定

　
と
こ
ろ
で
右
の
表
に
お
い
て
本
件
判
例
の
事
案
は
パ
タ
ー
ン
四
で
あ
る
が
、

X
本
人
に
し
て
み
れ
ば
、
自
分
が
全
く
関
与
し
て
い
な
い
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
と

こ
ろ
の
パ
タ
ー
ン
一
、
二
、
四
、
五
は
言
い
分
を
尽
く
す
機
会
が
与
え
ら
れ
な

か
っ
た
と
い
う
意
味
で
は
全
て
同
価
値
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
（
な
お
、
上
訴
の

機
会
が
分
か
ら
な
か
っ
た
と
い
う
意
味
で
は
パ
タ
ー
ン
七
、
八
も
X
に
し
て
み

れ
ぽ
同
価
値
の
は
ず
で
あ
る
）
。
そ
し
て
、
民
事
訴
訟
制
度
に
お
け
る
手
続
保

障
の
重
要
性
を
考
え
る
と
、
パ
タ
ー
ン
一
、
二
、
四
、
五
に
つ
い
て
は
い
ず
れ

も
X
を
救
済
す
る
な
ん
ら
か
の
手
段
が
確
保
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
制
度
自
体
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の
合
理
性
に
ま
で
疑
問
符
が
付
け
ら
れ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
よ
う

に
考
え
る
と
、
パ
タ
ー
ン
一
が
常
に
有
効
に
確
定
し
て
し
ま
う
と
い
う
の
は
不

合
理
で
あ
り
、
補
充
送
達
の
制
度
の
理
解
や
、
前
訴
の
相
手
方
の
利
益
の
保
護

を
含
め
て
．
均
衡
の
と
れ
た
妥
当
な
解
決
を
模
索
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
そ
の
際
、
一
方
で
は
、
配
偶
者
に
裏
切
ら
れ
る
気
の
毒
な
本
人
が

い
る
こ
と
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
と
も
に
、
実
際
に
は
了
知
し
て
い
な
が
ら

配
偶
者
と
謀
っ
て
知
ら
な
か
っ
た
と
主
張
す
る
本
人
も
あ
り
う
る
こ
と
を
充
分

に
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
現
在
の
私
の
考
え
と
し
て
は
、
補
充
送
達
は

受
領
能
力
の
あ
る
者
に
な
さ
れ
る
限
り
常
に
有
効
と
し
た
上
で
、
何
ら
か
の
理

由
に
よ
り
本
人
が
了
知
し
な
い
ま
ま
判
決
が
補
充
送
達
に
よ
り
送
達
さ
れ
た
と

き
は
、
本
人
が
な
ぜ
了
知
で
き
な
か
っ
た
か
に
つ
い
て
充
分
に
吟
味
を
し
た
上

で
、
了
知
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
止
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
限
り
、
補
充

送
達
の
存
在
を
了
知
し
た
と
ぎ
を
起
算
点
と
し
て
民
訴
法
一
五
九
条
一
項
に
よ

り
上
訴
の
追
完
が
で
き
る
も
の
と
解
す
る
の
が
適
切
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

す
な
わ
ち
、
一
方
で
、
前
述
の
よ
う
に
そ
も
そ
も
迅
速
・
着
実
な
進
行
と
手
続

的
保
障
と
の
利
益
衡
量
の
所
産
の
制
度
で
あ
る
と
い
え
る
補
充
送
達
の
制
度
に

な
る
ぺ
く
本
来
の
効
力
を
発
揮
さ
せ
て
相
手
方
の
利
益
（
訴
訟
の
進
行
に
関
す

る
利
益
、
期
間
遵
守
の
利
益
－
民
訴
法
二
三
五
条
は
あ
る
が
例
え
ば
抗
弁
の
主

張
が
除
斥
期
間
に
か
か
る
揚
合
も
あ
る
、
早
期
確
定
の
利
益
）
を
保
護
し
た
上

で
、
他
方
、
本
人
自
身
が
知
ら
な
い
問
に
常
に
判
決
が
確
定
し
て
し
ま
う
不
合

理
さ
を
回
避
す
る
道
を
一
定
の
制
約
の
上
に
設
け
て
（
短
期
の
追
完
期
間
も
か

か
る
制
約
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
言
え
る
）
、
民
事
訴
訟
制
度
の
合
理
性
の
根
拠

を
維
持
す
る
こ
と
に
し
て
、
両
当
事
者
の
利
益
の
調
和
を
は
か
る
わ
け
で
あ
る
．

そ
う
な
る
と
、
X
に
と
っ
て
み
れ
ば
殆
ど
同
じ
状
況
に
あ
る
パ
タ
ー
ン
一
と
パ

タ
ー
ン
四
に
お
い
て
、
そ
の
立
場
に
か
な
り
の
相
違
が
あ
る
こ
と
に
な
る
が
．

そ
れ
は
送
達
が
有
効
か
ど
う
か
の
評
価
に
伴
う
や
む
を
え
な
い
も
の
で
あ
る
と

考
え
る
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
右
に
関
連
し
て
、
中
山
幸
二
・
「
付
郵
便
送
達
と
裁
判
を
受
け
る
権
利
（
下
）
」

N
B
L
五
〇
五
号
二
五
頁
（
平
成
四
年
）
で
は
、
「
筆
者
の
現
段
階
で
の
一
応

の
結
論
と
し
て
は
、
利
害
関
係
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
も
補
充
送
達
の
送
達
受

領
権
限
を
有
す
る
も
の
と
し
た
う
え
で
、
判
決
成
立
ま
で
の
送
達
書
類
が
す
べ

て
そ
の
者
へ
の
補
充
送
達
で
な
さ
れ
、
本
人
に
交
付
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、

民
訴
法
四
二
〇
条
一
項
三
号
の
類
推
適
用
に
よ
り
再
審
を
認
め
、
判
決
成
立
ま

で
の
手
続
関
与
の
機
会
は
充
分
与
え
ら
れ
た
も
の
の
、
判
決
正
本
に
つ
き
右
の

者
へ
の
補
充
送
達
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
民
訴
法
一
五
九
条
に
よ
り
上
訴
の

追
完
を
緩
や
か
に
認
め
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
」
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
で
は
、
補
充
送
達
の
制
度
の
意
味
が
減
殺
さ
れ
る
し
、

特
に
本
人
が
手
続
に
関
与
し
て
い
た
場
合
に
は
具
体
的
な
訴
訟
の
行
方
に
は
常

に
充
分
な
注
意
を
払
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
手
続
に
関
与
し
た
本
人
が
判
決
の
み

を
了
知
し
な
か
っ
た
場
合
に
ま
で
緩
や
か
に
上
訴
の
追
完
を
認
め
る
の
は
行
き

過
ぎ
で
あ
る
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
暗
　
英
雄
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