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〔
民
集
未
登
載
最
高
裁
民
訴
事
例
研
究
三
〕

判例研究

3

不
適
法
な
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
当
事
者
の
そ
の
後
の
訴
訟
活
動
に
よ
り
訴
え
を
適
法
と
す
る
こ
と
が
全
く

期
待
で
き
な
い
訴
え
に
つ
き
、
口
頭
弁
論
を
経
ず
に
、
訴
え
を
却
下
す
る
か
又
は
控
訴
を
棄
却
す
る
場
合
に
お
け

る
被
告
に
対
す
る
訴
状
又
は
判
決
正
本
の
送
達
の
要
否

最
高
裁
平
成
八
年
五
月
二
八
日
第
三
小
法
廷
判
決
（
最
高
裁
平
七
（
行
ツ
）
第
六
七
号
）
判
決
無
効
確
認
並
び
に
年
金
裁

定
請
求
事
件
、
判
例
時
報
一
五
六
九
号
四
八
頁
。

〔
事
　
実
〕

　
X
は
、
国
Y
を
被
告
と
し
て
年
金
額
の
変
更
を
求
め
て
訴
え
を
提

起
し
た
が
、
上
告
審
に
お
け
る
敗
訴
判
決
が
確
定
し
て
い
る
。
そ
こ

で
、
X
は
、
再
度
Y
を
被
告
と
し
て
、
判
決
無
効
確
認
並
び
に
年
金

額
の
変
更
を
求
め
て
本
件
行
政
訴
訟
を
提
起
し
た
。
第
一
審
は
、
口

頭
弁
論
を
開
く
こ
と
な
く
訴
え
を
却
下
し
、
訴
状
及
び
判
決
正
本
を

Y
に
送
達
し
な
か
っ
た
。
X
は
、
控
訴
し
た
が
、
控
訴
審
も
、
口
頭

弁
論
を
開
か
ず
に
控
訴
を
棄
却
し
、
控
訴
状
及
び
控
訴
審
判
決
の
正

本
を
Y
に
送
達
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
X
は
、
こ
れ
ら
の
判
断
及

び
措
置
が
民
訴
法
一
九
三
条
（
判
決
送
達
）
、
二
〇
二
条
（
口
頭
弁

論
を
経
な
い
訴
え
の
却
下
）
、
二
二
九
条
（
訴
状
の
送
達
）
等
に
違

反
す
る
と
し
て
、
上
告
し
た
。

〔
判
　
旨
〕

　
「
確
か
に
、
訴
え
が
不
適
法
な
場
合
で
あ
っ
て
も
、
当
事
者
の
釈

明
に
よ
っ
て
は
訴
え
を
適
法
と
し
て
審
理
を
開
始
し
得
る
こ
と
も
あ

る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
可
能
性
の
あ
る
場
合
に
、
当
事
者
に
そ
の
機

会
を
与
え
ず
直
ち
に
民
訴
法
二
〇
二
条
を
適
用
し
て
訴
え
を
却
下
す

る
こ
と
は
相
当
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
裁
判
制
度
の
趣
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旨
か
ら
し
て
、
も
は
や
そ
の
よ
う
な
訴
え
の
許
さ
れ
な
い
こ
と
が
明

ら
か
で
あ
っ
て
、
当
事
者
の
そ
の
後
の
訴
訟
活
動
に
よ
っ
て
訴
え
を

適
法
と
す
る
こ
と
が
全
く
期
待
で
き
な
い
場
合
に
は
、
被
告
に
訴
状

の
送
達
を
す
る
ま
で
も
な
く
口
頭
弁
論
を
経
ず
に
訴
え
却
下
の
判
決

を
し
、
右
判
決
正
本
を
原
告
に
の
み
送
達
す
れ
ば
足
り
、
さ
ら
に
、

控
訴
審
も
、
こ
れ
を
相
当
と
し
て
口
頭
弁
論
を
経
ず
に
控
訴
を
棄
却

す
る
場
合
に
は
、
右
被
告
と
さ
れ
て
い
る
者
に
対
し
控
訴
状
及
び
判

決
正
本
の
送
達
を
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当

で
あ
る
。
」
1
上
告
棄
却
。

〔
研
　
究
〕

一
　
本
件
に
お
い
て
は
、
原
告
は
、
形
式
上
二
個
の
訴
え
を
併
合
し

て
い
る
。
し
か
し
、
原
告
は
、
一
方
に
お
い
て
自
己
の
請
求
を
否
定

し
た
前
訴
の
確
定
判
決
の
無
効
確
認
を
求
め
、
他
方
に
お
い
て
前
訴

と
同
］
の
請
求
を
繰
り
返
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
訴

え
は
実
質
に
お
い
て
同
一
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
裁

判
所
は
、
筋
道
と
し
て
は
こ
れ
を
一
個
の
訴
え
に
、
す
な
わ
ち
、
現

行
の
制
度
の
仕
組
み
に
沿
う
仕
方
と
し
て
年
金
額
の
変
更
を
求
め
る

訴
え
に
変
更
さ
せ
た
う
え
で
、
右
の
訴
え
が
前
訴
判
決
の
既
判
力
に

触
れ
る
こ
と
を
理
由
に
こ
れ
を
却
下
す
べ
き
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か

し
、
本
件
で
は
、
裁
判
所
は
、
む
し
ろ
原
告
の
訴
え
を
確
定
判
決
の

無
効
確
認
の
訴
え
と
し
て
理
解
し
、
こ
れ
を
原
告
の
現
行
法
上
予
定

さ
れ
て
い
な
い
仕
方
に
よ
る
司
法
制
度
へ
の
挑
戦
と
見
て
、
実
質
論

に
よ
っ
て
一
個
の
判
決
で
斥
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
本
件
に
お
い
て
は
、
民
訴
二
〇
二
条
の
適
用
要
件
、
法
二
〇
二
条

の
控
訴
審
手
続
に
お
け
る
準
用
の
可
否
、
法
二
〇
二
条
の
適
用
と
訴

状
及
び
判
決
正
本
不
送
達
の
措
置
等
の
問
題
が
あ
る
。
前
二
者
に
つ

い
て
は
後
述
す
る
よ
う
に
既
に
最
高
裁
の
判
決
が
あ
り
、
本
判
決
は
、

後
者
、
す
な
わ
ち
、
訴
状
等
の
不
送
達
の
措
置
に
関
す
る
新
判
例
で

あ
る
。
最
高
裁
は
、
本
件
に
お
い
て
「
裁
判
制
度
の
趣
旨
か
ら
し
て
、

も
は
や
そ
の
よ
う
な
訴
え
の
許
さ
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
っ
て
、

当
事
者
の
そ
の
後
の
訴
訟
活
動
に
よ
っ
て
訴
え
を
適
法
と
す
る
こ
と

が
全
く
期
待
で
き
な
い
場
合
」
に
お
い
て
、
直
ち
に
訴
え
を
却
下
し
、

訴
状
の
送
達
及
び
判
決
正
本
の
送
達
を
し
な
か
っ
た
原
審
の
措
置
を

肯
定
し
て
い
る
。
右
の
判
旨
は
、
法
二
〇
二
条
の
適
用
場
面
に
お
い

て
は
訴
状
等
の
不
送
達
の
措
置
が
一
般
的
に
正
当
化
さ
れ
る
か
の
よ

う
な
印
象
を
与
え
る
。
し
か
し
、
法
二
〇
二
条
は
、
口
頭
弁
論
を
経

ず
に
訴
え
を
却
下
す
る
手
続
を
認
め
て
い
る
に
留
ま
る
。
訴
状
等
の

不
送
達
は
、
法
律
に
規
定
が
な
く
、
果
た
し
て
こ
の
よ
う
な
措
置
が

可
能
な
の
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
場
合
に
可
能
な
の
か
は
、
全
く
別

問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
判
旨
は
、
右
の
間
題
を
区
別
せ
ず
、

ま
た
後
者
に
つ
い
て
十
分
な
理
由
づ
け
を
行
っ
て
い
な
い
。

二
　
法
二
〇
二
条
は
、
「
不
適
法
ナ
ル
訴
ニ
シ
テ
其
ノ
欠
敏
ヲ
補
正
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ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
モ
ノ
ナ
ル
場
合
二
於
テ
ハ
ロ
頭
弁
論
ヲ
経
ス
シ

テ
判
決
ヲ
以
テ
之
ヲ
却
下
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
と
規
定
し
て
い
る
。
右

の
規
定
は
、
明
治
壬
二
年
に
制
定
さ
れ
た
旧
民
訴
法
に
お
い
て
は
存

在
し
な
か
っ
た
が
、
訴
訟
経
済
上
の
理
由
か
ら
、
大
正
の
改
正
に
際

し
て
新
設
さ
れ
、
ま
た
昭
和
二
一
二
年
の
改
正
（
法
一
四
九
号
）
で
却

下
判
決
に
先
立
ち
原
告
の
審
尋
を
必
要
と
す
る
旨
の
二
項
が
追
加
さ

れ
た
。
こ
の
二
項
は
、
昭
和
二
九
年
の
改
正
（
法
二
一
七
号
）
で
再

び
削
除
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
原
告
の
審
尋
は
、
現
行
法
上

は
必
要
的
で
は
な
い
が
、
任
意
的
な
も
の
と
し
て
存
続
し
て
い
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
二
〇
二
条
に
基
づ
く
措
置
と

し
て
は
、
裁
判
所
は
、
直
ち
に
訴
え
を
却
下
す
る
場
合
と
原
告
の
審

尋
を
経
た
後
に
こ
れ
を
却
下
す
る
場
合
と
が
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。

す
な
わ
ち
、
訴
訟
要
件
の
審
査
は
、
通
常
口
頭
弁
論
に
お
い
て
行
わ

れ
る
が
、
し
か
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
口
頭
弁
論
前
に
書
面
審
査
、

審
尋
等
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。
法
二
〇
二
条
は
、
そ

の
旨
の
規
定
で
あ
る
。

　
法
二
〇
二
条
は
、
不
適
法
な
訴
え
で
そ
の
欠
欲
が
補
正
で
き
な
い

場
合
に
つ
い
て
、
口
頭
弁
論
に
よ
ら
な
い
訴
え
の
却
下
を
認
め
る
。

右
規
定
は
、
訴
訟
経
済
を
図
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
適

用
範
囲
は
画
一
的
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
一
般
的
に
は
、
裁

判
権
の
不
存
在
、
当
事
者
能
力
の
欠
歓
、
出
訴
期
間
・
上
訴
期
間
の

徒
過
及
び
本
件
に
お
け
る
確
定
判
決
の
無
効
確
認
を
求
め
る
訴
え
等

が
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
従
来
の
裁
判
例
で
は
、
訴
訟
要

件
の
欠
訣
が
補
正
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
っ
た
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

否
か
疑
い
の
あ
る
よ
う
な
事
例
も
少
な
く
な
い
。
疑
い
が
あ
る
場
合

に
は
、
裁
判
所
は
少
な
く
と
も
原
告
を
審
尋
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、

右
規
定
の
適
用
範
囲
は
、
実
際
に
は
そ
れ
ほ
ど
広
く
な
い
。
す
な
わ

ち
、
裁
判
所
は
、
事
案
が
右
の
諸
類
型
に
該
当
す
る
こ
と
を
も
っ
て

満
足
す
る
の
で
は
な
く
、
訴
状
の
記
載
自
体
か
ら
訴
訟
要
件
の
欠
鉄

を
補
正
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
に
初
め
て
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

二
〇
二
条
の
措
置
を
執
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
但
し
、
本
件
に
お
け
る
確
定
判
決
の
無
効
確
認
を
求
め
る
訴
え
は
、

現
行
法
上
は
排
除
さ
れ
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
訴
訟
事
項
に
該
当
し
な

い
訴
え
と
し
て
、
法
二
〇
二
条
の
適
用
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
従

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

来
の
判
例
及
び
通
説
も
こ
れ
を
認
め
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
し
か

し
、
学
説
の
中
に
は
、
「
あ
る
事
件
が
民
事
司
法
事
項
に
属
し
な
い

も
の
と
し
て
司
法
権
の
外
に
放
逐
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
は
ま
さ

し
く
司
法
権
の
自
己
限
定
の
は
た
ら
き
を
意
味
す
る
が
故
に
、
そ
の

結
論
を
導
き
出
す
判
断
の
形
成
は
本
来
の
司
法
過
程
を
通
じ
て
の
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

行
わ
れ
て
よ
い
こ
と
で
あ
る
」
と
主
張
し
て
、
判
例
・
通
説
に
反
対

す
る
見
解
が
あ
る
。
確
か
に
、
あ
る
問
題
が
訴
訟
事
項
に
該
当
す
る

か
否
か
は
、
他
の
問
題
か
ら
性
質
的
に
区
別
さ
れ
る
特
別
な
問
題
で
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あ
る
旨
の
指
摘
は
重
要
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
法
二
〇
二
条
の
目
的

が
、
訴
訟
要
件
の
欠
鉄
が
明
白
で
補
正
で
き
な
い
場
合
に
口
頭
弁
論

を
省
略
す
る
点
に
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
場
合
の
口
頭
弁
論

は
、
形
式
に
過
ぎ
ず
、
や
は
り
本
条
適
用
の
適
用
可
能
性
を
認
め
る

　
　
　
　
（
5
）

べ
き
で
あ
ろ
う
。

三
　
控
訴
審
に
お
け
る
法
二
〇
二
条
の
適
用
の
可
否
に
つ
い
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

学
説
に
は
、
従
来
の
判
例
に
従
い
、
こ
れ
を
肯
定
す
る
も
の
と
否
定

　
　
（
8
）

す
る
も
の
が
あ
る
。
肯
定
説
の
根
拠
と
し
て
は
、
法
二
〇
二
条
は
総

則
規
定
で
あ
っ
て
、
控
訴
審
に
お
い
て
も
適
用
の
妨
げ
と
な
ら
な
い

こ
と
、
ま
た
本
条
趣
旨
を
控
訴
審
に
拡
張
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
で

あ
る
。
他
方
、
否
定
説
に
よ
れ
ば
、
「
控
訴
そ
の
も
の
が
適
法
で
あ

る
と
き
、
申
立
の
対
象
は
原
判
決
の
是
非
、
い
い
か
え
れ
ば
第
一
審

判
決
の
取
消
の
可
否
と
い
う
問
題
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
に
公
権
的

強
制
処
分
の
適
否
が
論
じ
ら
れ
る
と
き
に
は
、
必
ず
当
事
者
に
口
頭

弁
論
の
機
会
を
与
え
る
べ
き
」
で
あ
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
し
か
し
、

法
二
〇
二
条
の
適
用
場
面
に
お
い
て
は
、
控
訴
審
に
お
い
て
も
同
様

に
口
頭
弁
論
は
形
式
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
肯
定
説
に
従

う
べ
き
で
あ
る
。

四
　
法
二
〇
二
条
な
い
し
法
三
八
三
条
の
適
用
場
面
に
お
い
て
、
実

務
で
は
従
来
か
ら
判
決
言
渡
期
日
の
呼
出
状
や
判
決
言
渡
期
日
の
告

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

知
を
省
略
す
る
手
続
が
認
め
ら
れ
て
き
た
。
か
よ
う
な
書
面
の
送
達

を
省
略
す
る
手
続
は
、
既
に
広
く
実
施
さ
れ
て
い
る
が
、
法
律
上
根

拠
の
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
改
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に

本
件
に
お
け
る
よ
う
な
訴
状
等
の
不
送
達
は
、
訴
訟
係
属
の
発
生
に

関
わ
る
点
で
訴
訟
手
続
上
重
要
な
問
題
を
含
ん
で
お
り
、
こ
れ
は
従

来
の
手
続
省
略
の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
る
の
で
は
な
く
、
別
個
に

論
じ
ら
れ
べ
き
問
題
で
あ
る
。

　
本
件
に
お
け
る
よ
う
に
、
訴
状
等
を
送
達
し
な
い
措
置
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

は
、
こ
れ
を
違
法
と
す
る
裁
判
例
が
あ
り
、
学
説
に
も
反
対
説
が
見

　
　
　
（
n
）

受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
を
省
略
す
る
実
務
例
の
存
在
す
る

こ
と
も
容
易
に
想
像
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
か
か
る
取
り
扱
い
の

問
題
点
と
し
て
は
、
①
法
文
上
は
、
法
二
二
九
条
が
法
二
〇
二
条
に

基
づ
く
訴
え
の
却
下
の
場
合
を
除
外
し
て
い
な
い
、
法
二
〇
二
条
に

基
づ
く
訴
え
却
下
の
場
合
に
お
い
て
も
訴
状
の
送
達
が
必
要
で
あ
る

と
解
さ
れ
る
、
②
判
決
は
被
告
へ
の
訴
状
の
送
達
に
よ
る
訴
訟
係
属

を
前
提
と
す
る
と
こ
ろ
、
被
告
へ
の
訴
状
等
の
送
達
が
な
い
場
合
に

判
決
を
す
る
こ
と
は
背
理
で
あ
る
、
さ
ら
に
③
法
二
〇
二
条
に
基
づ

く
訴
え
の
却
下
の
場
合
に
も
、
被
告
に
訴
え
の
提
起
を
知
ら
せ
、
防

御
の
た
め
の
機
会
を
与
え
る
べ
き
で
あ
る
、
等
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

判
旨
は
、
①
及
び
②
の
点
に
つ
い
て
は
直
接
明
言
し
て
い
な
い
が
、

③
に
つ
い
て
は
、
か
よ
う
な
訴
え
に
つ
い
て
は
被
告
に
通
知
し
、
防

御
の
機
会
を
与
え
る
実
益
も
な
い
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。
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①
の
点
は
、
被
告
へ
の
訴
状
の
送
達
は
、
被
告
に
防
御
の
機
会
を
与

え
る
た
め
で
あ
る
か
ら
、
防
御
の
必
要
も
な
い
場
合
に
は
、
訴
状
の

送
達
も
不
要
で
あ
る
と
い
う
言
い
方
で
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
裁
判
所
の
判
決
が
訴
訟
係
属
を
前
提
と
し
、

ま
た
訴
訟
係
属
が
被
告
へ
の
訴
状
の
送
達
に
よ
っ
て
発
生
す
る
と
す

る
こ
と
は
、
重
要
な
原
則
で
あ
っ
て
、
容
易
に
そ
の
回
避
を
認
め
る

べ
き
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
訴
訟
係
属
は
、
原
告
の
訴
状
の
提
出

に
よ
っ
て
発
生
す
る
と
い
う
見
解
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
訴
訟
係
属
の

発
生
時
期
を
問
題
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
被
告
が
全
く
手
続
の

外
に
お
か
れ
た
ま
ま
で
判
決
効
を
受
け
る
と
い
う
事
態
を
正
当
化
す

る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。

　
判
旨
は
ど
の
よ
う
な
理
由
づ
け
に
よ
っ
て
訴
状
等
の
不
送
達
を
基

礎
づ
け
よ
う
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
判
旨
は
、
少
な
く
と
も
本
件

の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
は
、
原
告
の
訴
え
提
起
（
訴
状
提
出
）
に

よ
っ
て
訴
訟
係
属
は
発
生
す
る
が
、
訴
状
の
送
達
は
被
告
を
煩
わ
す

だ
け
で
あ
る
し
、
逆
に
送
達
し
な
く
て
も
被
告
に
は
い
か
な
る
不
利

益
も
な
い
か
ら
、
訴
状
の
送
達
は
不
要
で
あ
る
と
考
え
た
か
も
し
れ

な
い
。
こ
れ
は
一
種
の
訴
え
の
濫
用
的
な
発
想
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

う
。
確
か
に
実
体
権
の
濫
用
と
異
な
り
、
訴
訟
制
度
の
濫
用
に
つ
い

て
は
、
訴
状
不
送
達
の
措
置
が
正
当
化
さ
れ
る
余
地
は
あ
る
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
法
二
〇
二
条
の
す
べ
て
の
適
用
場
面
が
訴
訟
制

度
の
濫
用
に
あ
た
る
と
は
言
い
難
い
以
上
、
濫
用
を
識
別
す
る
基
準

が
必
要
で
あ
る
。
学
説
に
は
、
「
司
法
審
査
の
対
象
と
な
ら
な
い
こ

と
が
明
ら
か
な
訴
え
」
に
つ
い
て
訴
状
不
送
達
の
措
置
を
認
め
る
見

（
1
2
）解

が
あ
り
、
判
旨
の
「
訴
訟
制
度
の
趣
旨
か
ら
し
て
、
も
は
や
そ
の

よ
う
な
訴
え
が
許
さ
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
っ
て
」
と
い
う
部

分
は
、
こ
の
学
説
に
照
応
す
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

判
旨
に
お
け
る
限
界
は
そ
れ
ほ
ど
明
確
で
は
な
い
。

　
ま
た
判
旨
は
、
こ
れ
を
本
件
の
訴
訟
係
属
は
原
告
と
の
関
係
で
の

み
生
じ
て
お
り
、
か
よ
う
な
判
決
は
、
そ
の
実
質
に
お
い
て
訴
状
却

下
命
令
と
変
わ
ら
ず
、
原
告
の
み
を
拘
束
す
る
特
殊
な
性
質
を
有
す

る
と
い
う
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
、
そ
れ
は
、
そ
の
片
面
性
に
お
い
て
民
事
訴
訟
法
の
基
本
的
構
造

に
適
合
せ
ず
、
当
事
者
を
拘
束
す
る
効
力
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
い

と
思
わ
れ
る
。
ま
た
本
件
に
お
い
て
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
理
解
が
可
能

な
の
か
と
い
う
問
題
は
依
然
と
し
て
残
っ
て
お
り
、
こ
の
場
合
に
も

濫
用
論
的
な
基
礎
づ
け
が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

五
　
司
法
審
査
の
対
象
と
な
ら
な
い
訴
え
は
、
本
来
は
訴
え
の
利
益

の
欠
訣
問
題
と
し
て
処
理
す
れ
ば
足
り
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
司
法

制
度
の
濫
用
と
見
て
、
訴
状
等
の
不
送
達
の
措
置
を
容
認
す
る
見
解

に
よ
る
場
合
、
こ
こ
で
下
さ
れ
る
訴
え
却
下
の
判
決
は
、
二
当
事
者

対
立
主
義
の
枠
内
に
あ
り
、
当
事
者
双
方
を
拘
束
す
る
と
考
え
ら
れ
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て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
、
被
告
は
全
く
手
続
の

外
に
お
か
れ
た
ま
ま
判
決
の
効
力
を
受
け
る
と
い
う
結
果
が
生
じ
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
被
告
は
常
に
勝
訴
す
る
か
ら
、
手
続
関
与

の
機
会
を
与
え
ら
れ
る
実
益
が
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
そ
の
者
に
手
続
の
主
体
と
し
て

の
地
位
を
認
め
な
い
こ
と
と
同
様
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
場
合

の
実
益
論
は
、
現
行
の
司
法
制
度
の
観
念
と
調
和
し
が
た
い
と
考
え

る
。
あ
る
い
は
、
判
旨
に
は
、
本
件
訴
訟
の
被
告
が
国
家
で
あ
る
と

い
う
特
別
な
考
慮
が
働
い
た
の
で
は
な
い
か
と
も
推
測
さ
れ
る
が
、

そ
う
で
あ
れ
ば
、
裁
判
所
の
中
立
性
を
疑
わ
せ
る
問
題
が
あ
る
こ
と

に
な
ろ
う
。

　
し
か
し
、
本
件
に
お
い
て
は
、
上
告
審
が
訴
状
等
の
不
送
達
を
違

法
と
判
断
し
た
と
し
て
も
、
第
一
審
に
お
け
る
訴
状
の
送
達
か
ら
や

り
直
し
が
必
要
で
あ
る
ば
か
り
か
、
そ
こ
で
は
再
度
法
二
〇
こ
条
の

措
置
が
執
ら
れ
る
可
能
性
は
高
い
し
、
ま
た
そ
れ
で
は
不
毛
な
結
果

と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
具
体
的
事
案
の
処
理
と
し
て
は
、
判
旨
の

結
論
に
は
無
理
か
ら
ぬ
と
こ
ろ
が
あ
る
。
し
か
し
、
理
論
と
し
て
は
、

本
件
に
お
い
て
訴
状
等
の
不
送
達
を
正
当
化
す
べ
き
根
拠
は
見
い
だ

し
が
た
い
と
考
え
る
。
以
上
、
判
旨
に
反
対
す
る
次
第
で
あ
る
。

（
1
）
　
法
二
〇
二
条
の
適
用
事
例
に
つ
い
て
は
、
兼
子
・
竹
下
・
新
堂

　
・
松
浦
・
条
解
民
事
訴
訟
法
七
〇
三
頁
、
注
解
民
事
訴
訟
法
第
二
版

　
（
5
）
一
六
四
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
従
来
の
判
例
の
概
観
に

　
つ
い
て
は
、
堤
「
口
頭
弁
論
を
経
な
い
訴
え
却
下
」
判
例
民
事
訴
訟

法
の
理
論
下
（
中
野
貞
一
郎
先
生
古
希
祝
賀
）
一
一
三
頁
以
下
、
疑

問
の
あ
る
事
例
に
つ
い
て
は
一
三
八
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
2
）
　
兼
子
・
竹
下
・
新
堂
・
松
浦
・
条
解
民
事
訴
訟
法
七
〇
二
頁
。

（
3
）
　
前
注
（
1
）
の
文
献
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
4
）
住
吉
「
民
事
訴
訟
法
第
二
〇
二
条
」
民
事
訴
訟
論
集
第
｝
巻
三

　六九

頁
以
下
、
特
に
三
八
五
頁
。

（
5
）
　
同
旨
兼
子
・
竹
下
・
新
堂
・
松
浦
・
条
解
民
事
訴
訟
法
七
〇
三

－
七
〇
四
頁
）

（
6
）
　
最
高
裁
昭
和
四
一
年
四
月
一
五
日
の
判
決
は
、
上
告
状
貼
用
印

紙
額
の
不
足
を
原
因
と
し
て
そ
の
補
正
命
令
に
従
わ
な
か
っ
た
た
め

　
に
上
告
状
を
却
下
さ
れ
た
者
が
、
上
告
状
を
却
下
す
る
裁
判
が
行
政

処
分
で
あ
る
と
し
て
、
高
裁
長
官
及
び
高
裁
の
担
当
裁
判
長
を
被
告

　
と
し
て
そ
の
取
消
を
求
め
る
行
政
訴
訟
を
提
起
し
た
事
件
に
関
し
て
、

　初め

て
二
〇
二
条
の
適
用
を
肯
定
し
て
い
る
。
そ
の
根
拠
は
、
当
該

　判決の

原
審
の
判
決
理
由
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
「
民
事
訴
訟
に
お
け
る
当
事
者
双
方
審
尋
主
義
は
、
最
初
か
ら
不
適

　
法
な
訴
え
で
そ
の
欠
鉄
が
補
正
で
き
な
い
た
め
こ
れ
を
却
下
す
べ
き

場
合
に
は
適
用
が
な
い
こ
と
は
、
民
訴
法
二
〇
二
条
の
規
定
に
照
ら

　
し
て
疑
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に

　
は
相
手
方
た
る
被
告
の
意
見
陳
述
を
聴
く
必
要
が
全
然
存
在
し
な
い
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か
ら
で
あ
る
。
1
本
件
の
場
合
は
、
控
訴
そ
れ
自
体
は
適
法
で
あ

　
る
か
ら
民
訴
法
三
八
三
条
に
は
該
当
し
な
い
が
、
同
条
は
控
訴
審
が

　
新
た
な
審
級
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
訴
訟
要
件
の
ほ
か
と
く
に
控
訴

　
要
件
の
充
足
が
要
求
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
設
け
ら
れ
た
規
定
で
あ
り
、

　
し
た
が
っ
て
、
こ
の
規
定
が
あ
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
総
則
編
の
規

　
定
た
る
同
法
二
〇
二
条
の
適
用
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

1
不
適
法
な
訴
え
で
そ
の
欠
訣
が
補
正
で
き
な
い
た
め
こ
れ
を
却

　
下
す
べ
き
も
の
と
判
断
す
る
に
は
被
告
の
意
見
陳
述
を
聴
く
必
要
が

　
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
控
訴
審
の
審
判
を
な
す
場
合
に
も
お
い
て
も

　
同
様
で
あ
る
か
ら
、
控
訴
審
に
お
い
て
か
よ
う
な
判
断
の
下
に
訴
え

　
却
下
の
原
判
決
を
支
持
し
控
訴
棄
却
の
判
決
を
す
る
場
合
に
は
、
口

　
頭
弁
論
を
経
る
こ
と
を
要
し
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
（
東
京
高
裁

　
昭
和
三
八
・
二
・
二
七
高
民
一
六
・
三
・
一
四
七
）
」
。
ま
た
最
高
裁

　
昭
和
五
七
・
一
〇
・
一
九
第
三
小
法
廷
判
決
（
判
例
時
報
一
〇
六
二

号
八
七
頁
）
も
、
当
事
者
能
力
を
欠
く
者
の
訴
え
を
二
〇
二
条
に
基

　
づ
い
て
却
下
し
た
控
訴
審
の
判
決
を
肯
定
す
る
に
際
し
て
右
の
理
屈

　
を
認
め
て
い
る
。

（
7
）
　
兼
子
・
竹
下
・
新
堂
・
松
浦
・
条
解
民
事
訴
訟
法
七
〇
四
頁
、

注
解
民
事
訴
訟
法
第
二
版
（
5
）
一
六
五
頁
。

（
8
）
　
住
吉
前
掲
。

（
9
）
　
大
審
院
（
昭
和
一
三
・
七
・
一
一
民
集
一
七
巻
一
四
一
九
頁
）

　
は
、
ま
ず
法
三
八
三
条
に
基
づ
い
て
口
頭
弁
論
を
経
な
い
で
不
適
法

　
な
控
訴
を
却
下
す
る
判
決
の
言
渡
期
日
に
は
、
当
事
者
の
呼
出
を
必

　
要
と
し
な
い
旨
を
判
示
し
、
右
の
立
場
は
、
最
高
裁
に
お
い
て
、
口

　
頭
弁
論
を
経
ず
に
控
訴
を
却
下
す
る
場
合
に
つ
い
て
踏
襲
さ
れ
た

　
（
昭
和
三
三
・
五
・
一
六
第
二
小
法
廷
判
決
民
集
一
二
巻
七
号
一
〇

　
三
四
頁
）
。
ま
た
最
高
裁
は
判
決
言
渡
期
日
の
告
知
に
つ
い
て
も
こ

　
れ
を
不
要
と
す
る
旨
を
判
示
し
て
い
る
（
昭
和
五
七
・
一
〇
・
一
九

　
第
三
小
法
廷
判
決
判
例
時
報
一
〇
六
二
号
八
七
頁
）
。
ま
た
法
二
〇

　
二
条
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
最
高
裁
の
判
決
は
見
あ
た
ら
な

　
い
が
、
同
旨
を
認
め
る
高
裁
判
決
（
東
京
高
裁
昭
和
三
四
・
一
二
・

　
二
六
行
集
一
〇
・
一
二
・
二
六
三
二
）
が
あ
る
。
学
説
は
、
判
決
が

期
日
に
お
い
て
言
い
渡
さ
れ
る
以
上
、
当
事
者
に
意
見
を
述
べ
る
機

　
会
を
与
え
る
た
め
に
、
期
日
の
告
知
及
び
呼
出
が
必
要
で
あ
る
と
す

　
る
も
の
が
多
い
（
兼
子
判
例
民
事
訴
訟
法
三
九
事
件
、
菊
井
・
村
松

全
訂
民
事
訴
訟
法
－
二
五
三
頁
、
小
室
・
渡
部
・
斉
藤
注
解
民
事

訴
訟
法
第
二
版
6
一
六
五
頁
）
。

（
1
0
）
　
東
京
地
裁
昭
和
四
五
・
一
二
二
判
決
「
被
告
に
対
す
る
訴
状

　
の
送
達
を
命
じ
た
民
事
訴
訟
法
第
二
二
九
条
の
規
定
は
、
同
法
二
〇

　
二
条
に
よ
っ
て
訴
え
却
下
の
判
決
を
な
す
場
合
で
あ
っ
て
も
適
用
が

あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」
（
判
例
タ
イ
ム
ズ
ニ
四
七
号
二
七
九
頁
）
。

札
幌
高
裁
昭
和
五
七
・
五
・
二
七
判
決
再
審
の
訴
え
に
つ
き
「
訴
訟

要
件
の
存
否
に
つ
い
て
は
、
被
告
に
も
、
そ
の
不
存
在
を
主
張
し
て

訴
却
下
の
裁
判
を
求
め
る
利
益
が
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
存
在
を
主

張
し
て
請
求
棄
却
の
実
体
上
の
裁
判
を
求
め
る
利
益
も
あ
る
と
解
さ

　
れ
る
か
ら
、
第
一
審
裁
判
所
が
、
訴
訟
要
件
の
不
存
在
を
理
由
に
訴
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え
却
下
の
裁
判
を
な
す
場
合
に
は
、
口
頭
弁
論
を
開
く
こ
と
は
要
し

な
い
（
同
法
二
〇
二
条
）
に
し
て
も
、
少
な
く
と
も
訴
状
送
達
が
法

的
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
場
合
は
別
と
し
て
、
被
告
に
対

し
予
め
訴
状
の
送
達
を
な
す
こ
と
を
要
し
（
同
法
二
二
九
条
）
、
か

　
つ
こ
の
理
は
再
審
の
訴
に
お
い
て
も
変
わ
り
が
な
い
と
い
う
べ
き
で

あ
る
」
（
昭
和
五
七
・
五
・
二
七
判
例
タ
イ
ム
ズ
四
七
五
号
七
六
頁
）
。

（
n
）
井
上
直
三
郎
「
民
事
訴
訟
法
雑
題
」
破
産
・
訴
訟
の
基
本
問
題

　
九
九
頁
以
下
。
菊
井
・
村
松
・
全
訂
民
事
訴
訟
法
H
一
四
二
頁
。

（
1
2
）
　
菊
井
・
村
松
・
全
訂
民
事
訴
訟
法
H
一
四
二
頁
。

（
1
3
）
　
実
務
の
セ
ン
ス
と
し
て
、
訴
訟
制
度
の
濫
用
が
明
白
な
場
合
に

　
限
る
（
菊
井
・
村
松
・
全
訂
民
事
訴
訟
法
H
一
四
二
頁
）
と
言
わ
れ

　
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
濫
用
論
も
、
後
述
す
る
よ
う
に
基
本
的

　
な
訴
訟
制
度
と
調
和
す
る
仕
方
で
工
夫
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
栗
田
　
陸
雄
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