


京

都

地

方

裁

判

所

第

蝿

同同同同同同

一

民

事

部

御

中

( 

松池武金中新

(ヘ
本上田回谷

康哲

尽

政正

之朗裕
r.6T 

邑義敏



~、

F‘¥ 

原
告
ら
は
被
告
第
二
準
備
書
面
に
お
け
る
道
義
的
国
家
た
る
べ
き
義
務
に
関
す
る
被
告
の
主
張

に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
反
論
す
る
。

第

日
本
国
憲
法
の
根
本
規
範
に
つ
い
て

被
告
は
、

「
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
は
①
軍
国
主
義
の
除
去
、
②
連
合
国
に
よ
る
日
本
の
占
領
、

③
領
土
条
項
、
④
日
本
国
軍
隊
の
武
装
解
除
、
⑤
日
本
国
民
の
取
扱
〈
戦
争
犯
罪
人
の
処
罰

を
含
む
。
)
、
⑥
日
本
国
の
産
業
の
取
扱
い
、
⑦
連
合
国
占
領
軍
の
撤
収
、
③
日
本
国
軍
隊

の
無
条
件
降
伏
等
を
規
定
す
る
も
の
に
す
ぎ
ず
、
具
体
的
に
わ
が
国
の
根
本
規
範
で
あ
る
憲

法
の
条
項
を
ど
う
す
る
か
ま
で
決
め
た
も
の
で
は
な
」
く
〈
第
二
準
備
書
面
二
頁
)
、

ー・1

カ

イ
ロ
宣
言
は
・
:
:
・
原
告
ら
の
主
張
す
る
よ
う
に
明
治
以
来
の
日
本
の
侵
略
戦
争
、
植
民
地
支

配
を
不
法
な
も
の
と
認
め
、

そ
の
結
果
の
回
復
を
要
求
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
」

同

一
三
頁
)
と
い
う
。

ニー

も
と
よ
り
原
告
は
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
や
カ
イ
ロ
宣
言
が
日
本
国
憲
法
の
条
項
の
具
体
的
文

-3 -



言
ま
で
定
め
た
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
も
の
で
は
な
い
。

2 

し
か
し
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
は
「
軍
国
主
義
の
駆
逐
」

「
民
主
主
義
的
傾
向
の
復
活
強
化

に
対
す
る
障
礁
の
除
去
」

「
言
論
、
宗
教
及
思
想
の
自
由
並
び
に
基
本
的
人
権
の
尊
重
」

と
い
う
諸
理
念
を
か
か
げ
、

「
日
本
国
国
民
の
自
由
に
表
明
せ
る
意
思
に
従
ひ
平
和
的
傾

向
を
有
し

E
つ
責
任
あ
る
政
府
」
の
樹
立
を
目
標
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
受
諾
は

明
治
憲
法
に
お
け
る
天
皇
主
権
の
原
理
及
び
そ
の
下
に
立
つ
統
治
機
構
を
根
底
か
ら
動
揺

さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た

(
清
宮
四
郎
「
憲
法

I
」
五
一
頁
)
。

8 

ま
た
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
は
「
カ
イ
ロ
宣
言
の
条
項
は
遵
守
さ
れ
る
べ
く
」
と
規
定
す
る

が
、
そ
の
カ
イ
ロ
宣
言
に
は
次
の
よ
う
な
文
言
が
あ
る
。

コ
ニ
大
同
盟
国
は
日
本
国
の
侵
略
を
制
止
し
罰
す
る
た
め
今
次
の
戦
争
を
行
っ
て
い

ヲ
匂
。
」

「
同
盟
国
の
目
的
は
一
九
一
四
年
の
第
一
次
世
界
戦
争
の
開
始
以
後
に
日
本
国
が
剥
奪
し

又
は
占
領
し
た
太
平
洋
に
お
け
る
す
べ
て
の
島
を
日
本
国
か
ら
剥
審
守
す
る
こ
と
、
な
ら
び

t""¥ 

Pヘ
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~、

に
満
州
・
台
湾
お
よ
び
膨
湖
島
の
よ
う
な
清
国
人
か
ら
盗
取
し
た
す
べ
て
の
地
域
を
中
華

民
国
に
返
還
す
る
こ
と
に
あ
る
。
」

「
日
本
国
は
、
ま
た
、
暴
力
お
よ
び
強
欲
に
よ
り
目
本
国
が
略
取
し
た
他
の
す
べ
て
の
地

域
か
ら
駆
逐
さ
れ
る
。
」

「
前
記
の
三
大
国
は
、
朝
鮮
の
人
民
の
奴
隷
状
態
に
留
意
し
、

や
が
て
朝
鮮
を
自
由
独
立

の
も
の
に
す
る
決
意
を
有
す
る
。
」

こ
れ
ら
の
文
言
は
明
ら
か
に
明
治
以
来
の
日
本
の
領
土
拡
張
を
侵
略
と
し
て
否
定
的
に

評
価
し
、
少
な
く
と
も
領
土
の
関
係
に
於
い
て
は
そ
の
結
果
の
回
復
を
要
求
す
る
も
の
で

あ
る
。
か
か
る
歴
史
認
識
の
受
容
も
、
大
日
本
帝
国
憲
法
の
下
に
成
立
し
た
従
来
の
支
配

機
構
の
存
続
を
不
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

4 

憲
法
は
憲
法
の
上
に
あ
る
根
本
規
範
に
規
律
さ
れ
、

そ
の
授
権
に
よ
り
制
定
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
が
(
清
宮
前
掲
書
三

O
頁
以
下
、
佐
藤
功
「
日
本
国
憲
法
概

説
会
訂
第
三
版
」
二

O
頁
〉
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
受
諾
に
よ
り
大
日
本
帝
国
憲
法
の
依
っ

- 5 -



て
立
つ
天
皇
主
権
を
中
心
と
す
る
根
本
規
範
が
崩
壊
し
た
か
ら
こ
そ
、

日
本
国
憲
法
の
制

定
が
不
可
避
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

日
本
国
憲
法
は
形
式
的
に
は
大
日
本
帝

国
憲
法
七
三
条
に
よ
り
、
同
憲
法
を
改
正
す
る
と
い
う
形
式
で
制
定
さ
れ
た
が
、
国
民
主

権
に
立
脚
す
る
憲
法
へ
の
改
正
は
、
天
皇
主
権
に
立
脚
す
る
大
日
本
帝
国
憲
法
の
予
想
し

な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
実
質
的
に
は
日
本
国
憲
法
は
大
日
本
帝
国
憲
法
の
改
正
で
は

な
く
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
に
よ
っ
て
成
立
し
た
新
た
な
根
本
規
範
の
授
権
を
受
け
て
国
民
が

制
定
し
た
民
定
憲
法
で
あ
り
、
た
だ
当
時
の
政
治
的
な
事
情
か
ら
、
大
日
本
帝
国
憲
法
七

三
条
を
便
宜
借
用
し
、

日
本
憲
法
と
の
閣
の
形
式
的
継
続
性
を
持
た
せ
た
も
の
で
あ
る

(
清
宮
前
掲
書
五

O
頁
以
下
〉
。

5 

右
の
よ
う
に
、

日
本
国
憲
法
が
依
っ
て
立
つ
新
た
な
根
本
規
範
と
は
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言

の
受
諾
に
よ
っ
て
日
本
が
受
け
入
れ
た
前
述
の
諸
理
念
と
、

そ
の
背
後
に
あ
る
近
代
国
家

原
理
、
明
治
以
来
の
日
本
国
家
の
侵
略
・
植
民
地
支
配
が
か
か
る
近
代
国
家
原
理
に
違
背

し
て
い
た
と
い
う
歴
史
認
識
で
あ
る
。
憲
法
九
七
条
が
「
人
類
の
多
年
に
わ
た
る
自
由
獲

、

~ 

F‘¥ 
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得
の
努
力
の
成
果
」
と
特
に
強
調
し
て
い
る
の
は
、
か
か
る
意
味
を
表
す
も
の
で
あ
る
。

6 

こ
の
よ
う
に
、

日
本
国
憲
法
の
根
本
規
範
は
人
類
が
歴
史
的
試
練
を
経
て
形
成
し
て
き

た
基
本
的
人
権
の
尊
重
と
国
民
主
権
を
中
核
と
す
る
近
代
国
家
の
原
理
で
あ
り
、

そ
れ
が

当
時
の
歴
史
的
事
実
と
し
て
は
、
近
代
国
家
原
理
を
代
表
す
る
連
合
国
の
カ
イ
ロ
宣
言
・

ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
に
表
さ
れ
、

そ
れ
を
日
本
が
受
け
入
れ
て
日
本
国
憲
法
の
な
か
に
取
り
込

む
と
い
う
経
過
を
た
ど
っ
た
の
で
あ
る
。

--.圃・-
し
た
が
っ
て
、

日
本
国
憲
法
の
解
釈
に
あ
た
っ
て
は
、
常
に
そ
の
授
権
規
範
た
る
根
本
規

範
の
意
味
を
探
る
必
要
が
あ
り
、

そ
の
手
掛
か
り
は
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
・
カ
イ
ロ
宣
言
に
求
め

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
意
味
で
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
・
カ
イ
ロ
宣
言
は
日
本
国
憲
法
の
根

本
規
範
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

憲
法
前
文
の
裁
判
規
範
性
に
つ
い
て

ま
た
、
被
告
は
憲
法
前
文
の
み
で
は
裁
判
が
準
拠
す
る
規
範
と
な
る
も
の
で
は
な
く
、

日

本
国
政
府
に
対
し
、
謝
罪
と
国
家
賠
償
を
求
め
得
る
裁
判
規
範
と
な
り
得
る
余
地
が
全
く
な

-7 -



い
と
主
張
す
る
〈
同
準
備
書
面
四
頁
)
。

確
か
に
、
憲
法
前
文
の
裁
判
規
範
性
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
否
定
す
る
多
数
説
が
あ
る
。
し

か
し
、
否
定
説
は
、
前
文
の
規
定
が
抽
象
的
で
あ
る
こ
と
を
そ
の
論
拠
と
す
る
が
〈
佐
藤
幸

治
「
憲
法
〔
新
版
〕
」
二
六
頁
)
、
憲
法
の
人
権
規
定
は
そ
の
性
格
上
抽
象
的
で
あ
る
こ
と

を
免
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
根
拠
に
裁
判
規
範
性
を
否
定
す
る
の
は
妥
当
で
な
い
。

人
権
保
障
の
空
洞
化
を
避
け
る
た
め
に
も
、
抽
象
的
な
規
定
を
具
体
的
事
案
に
適
用
す
べ
き

努
力
が
司
法
機
関
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
判
例
に
も
、
前
文
の
裁
判
規
範
性
を
前

提
と
し
た
と
み
ら
れ
る
も
の
も
多
く
存
在
す
る
(
札
幌
地
判
昭
四
八
・
九
・
七
、
最
判
昭
二

五
・
一

0
・
二
五
、
同
三
四
・
一
二
・
一
六
、
同
三
八
・
三
・
一
二
)
。

な
お
、
原
告
ら
の
主
張
す
る
道
義
的
国
家
た
る
べ
き
義
務
は
、
前
文
を
解
釈
基
準
と
す
る

第
九
条
の
解
釈
に
よ
っ
て
も
導
か
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
憲
法
前
文
は
「
政
府
の
行
為
に
よ
っ
て
再
び
戦
争
の
惨
禍
が
お
き
る
こ
と
の

な
い
や
う
に
す
る
こ
と
を
決
意
し
」
と
、

「
戦
争
の
惨
禍
」
が
「
政
府
の
行
為
」
に
由
来
す

~ 

~ 
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る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
言
し
て
そ
の
再
発
を
防
止
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
前

記
の
よ
う
な
根
本
規
範
か
ら
み
る
と
、
単
な
る
人
道
主
義
的
戦
争
否
定
に
止
ま
ら
ず
、
過
去

の
侵
略
戦
争
、
植
民
地
支
配
に
対
す
る
反
省
の
表
明
で
あ
る
と
解
す
る
べ
き
で
あ
る
。

日
本
国
憲
法
は
右
の
反
省
を
踏
ま
え
、

「
恒
久
平
和
を
念
願
」
し
、

そ
れ
を
実
現
す
る
方

法
と
し
て
戦
争
放
棄
〈
第
九
条
)
を
規
定
し
た
。
そ
し
て
、
前
文
が
「
わ
れ
ら
は
、
全
世
界

の
国
民
が
、
等
し
く
恐
怖
と
欠
乏
か
ら
免
れ
、
平
和
の
う
ち
に
生
存
す
る
権
利
を
有
す
る
こ

と
を
確
認
す
る
」
と
し
て
、
平
和
の
う
ち
に
生
き
る
権
利
を
「
全
世
界
の
国
民
」
の
権
利
と

規
定
し
て
い
る
こ
と
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
憲
法
は
第
九
条
で
実
現
さ
れ
る
平
和
を
単
に
戦

争
の
な
い
状
態
で
あ
る
と
み
な
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
国
家
に
よ
る
戦
争
を
始
め
と
す
る

構
造
的
暴
力
の
解
消
に
積
極
的
に
つ
と
め
て
い
く
こ
と
を
日
本
国
民
の
義
務
と
し
た
と
解
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

日
本
は
植
民
地
支
配
と
侵
略
戦
争
に
よ
っ
て
ア
ジ
ア
の
人
々
の
「
平
和
の
う
ち
に
生
存
す

る
権
利
」
を
等
っ
た
。
こ
れ
ら
の
人
権
侵
害
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
肉
体
的
・
精
神
的
荒

-9 -
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四

廃
は
い
ま
だ
に
被
害
者
を
苦
し
め
続
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
日
本
み
ず
か
ら
の
手
に
よ
る

平
和
的
生
存
権
へ
の
侵
害
に
つ
い
て
謝
罪
し
、

そ
の
損
害
に
対
し
て
補
償
を
行
う
こ
と
を

「
全
世
界
の
国
民
」
に
平
和
的
生
存
権
を
保
障
し
た
憲
法
前
文
及
び
第
九
条
は
当
然
に
義
務

づ
け
て
い
る
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

道
義
的
国
家
た
る
べ
き
法
的
義
務
に
つ
い
て

被
告
は
「
原
告
ら
が
主
張
す
る
よ
う
に
、

日
本
国
憲
法
が
、
平
和
主
義
に
関
し
て
国
に
道

義
的
義
務
を
課
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
道
義
的
責
任
と
は
、
あ
く
ま
で
倫
理
的
・

道
義
的
責
任
で
あ
っ
て
、
法
的
な
責
任
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い

る
〈
同
準
備
書
面
五
頁
〉
。

-・-
し
か
し
、
右
は
原
告
の
主
張
を
誤
解
な
い
し
曲
解
し
た
も
の
で
あ
る
。
原
告
は
道
義
的
国

家
た
る
べ
き
法
的
責
任
を
一
貫
し
て
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

「
道
義
的
責
任
」
な
る

主
張
を
し
た
こ
と
は
な
い
。

国
家
賠
償
法
の
類
推
適
用
に
つ
い
て

~ 

Pヘ
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被
告
は
、
類
推
適
用
と
は
あ
る
事
項
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
た
法
規
が
、
類
似
の
他
の
事
項

が
生
じ
た
当
時
、
有
効
に
存
在
す
る
こ
と
を
当
然
の
前
提
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
国

家
賠
償
法
施
行
前
に
お
い
て
生
じ
た
本
件
に
国
家
賠
償
法
を
類
推
適
用
す
る
余
地
は
な
い
と

い
う
〈
同
準
備
書
面
七
頁
)
。

--
し
か
し
、
原
告
が
主
張
す
る
道
義
的
国
家
た
る
べ
き
義
務
は
、

日
本
国
家
を
道
義
的
国
家

と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
日
本
政
府
の
現
在
の
義
務
で
あ
り
、
過
去
の
事
実
に
つ
い

て
の
単
な
る
不
法
行
為
責
任
を
追
求
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、

そ
も
そ
も
法
令
の
遡
及
・

不
遡
及
の
問
題
は
生
じ
る
も
の
で
は
な
く
、
被
告
の
批
判
は
失
当
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
事
件
・
争
訟
の
解
決
を
任
務
と
す
る
司
法
権
に
は
権
利
の
具
体
的
実
現
を
は

か
る
「
救
済
法
」
の
分
野
に
お
い
て
創
造
的
活
動
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
が

佐

藤
幸
治
「
憲
法
〈
新
版
〉
」
二
七
三
頁
〉
、

そ
う
で
あ
れ
ば
道
義
的
国
家
た
る
べ
き
現
在
の

義
務
の
履
行
方
法
を
定
め
た
法
令
が
存
在
し
な
い
本
件
に
お
い
て
、
公
務
員
に
よ
る
不
法
行

為
に
よ
る
損
害
の
回
復
と
い
う
点
で
共
通
の
基
礎
を
も
っ
国
家
賠
償
法
を
類
推
適
用
す
る
こ
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