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〔
最
高
裁
民
訴
事
例
研
究
六
七
〕

昭
豊
1
6
（
載
薙
甦
峯

　
上
告
審
判
決
の
破
棄
理
由
と
し
た
法
律
上
の
判
断
の
拘
束
力
が
及
ば
な
い
と

　
さ
れ
た
事
例

　
　
所
有
権
確
認
等
請
求
事
件
（
昭
四
三
・
三
乙
九
第
ε
小
法
廷
判
決
）

　
　
本
件
は
、
璽
訴
訟
箋
け
る
笙
回
上
告
事
件
（
購
議
響
選
墾
一
一

　
　
糞
九。
財
壱
第
二
回
上
告
事
件
（
雛
囎
肺
矩
薙
叡
蓼
謂
叢
翫
法
）
に
続
く

　
　
三
回
目
の
上
告
事
件
で
あ
り
、
第
二
回
上
告
審
判
決
の
破
棄
差
戻
し
の
判
断

　
　
に
、
差
戻
後
の
控
訴
審
判
決
が
違
反
し
て
い
る
か
否
か
が
問
題
と
な
つ
た
も
の

　
　
で
あ
る
。

　
　
X
（
原
告
・
控
訴
人
・
上
告
人
）
は
、
磧
ち
偽
（
被
告
・
被
控
訴
人
．
被
上
告

　
　
人
）
に
対
し
て
、
宅
地
九
七
坪
に
つ
い
て
の
所
有
権
確
認
を
、
ま
た
、
昭
に
対
し

　
　
て
は
所
有
権
移
転
登
記
を
、
砺
論
に
対
し
て
は
登
記
抹
消
詮
請
求
。
そ
の
原
因

　
　
と
す
る
と
こ
ろ
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
件
土
地
が
登
記
簿
上

　
　
売
買
に
よ
つ
て
C
か
ら
A
に
、
A
の
死
亡
に
よ
り
A
の
家
督
相
続
人
名
か
ら
脇

　
　
に
．
更
に
偽
か
ら
輪
に
移
転
し
て
い
る
が
、
真
実
は
、
X
が
A
を
そ
の
代
理
人

判
例
研
究

と
し
て
C
の
先
代
B
か
ら
買
い
受
け
て
所
有
権
を
取
得
し
て
い
た
の
で
あ
る
、

ま
た
、
仮
り
に
そ
う
で
な
い
と
し
て
も
、
X
は
そ
の
所
有
権
を
時
効
取
得
し
た

と
の
主
張
で
あ
る
。
第
一
審
・
第
叫
次
控
訴
審
と
も
に
X
の
請
求
お
よ
び
控
訴

を
棄
却
。

第
一
次
上
告
審
で
は
、
土
地
所
有
権
が
X
に
帰
属
し
て
い
る
こ
と
が
認
定
せ
ら

れ
る
か
も
し
れ
な
い
書
証
を
、
何
ら
首
肯
す
る
に
足
る
理
由
を
示
す
こ
と
も
な

く
、
た
だ
漫
然
と
こ
れ
を
採
用
で
き
な
い
と
し
た
の
は
審
理
不
尽
で
あ
つ
て
、

理
由
不
備
の
欠
陥
を
蔵
す
る
も
の
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
、
と
し
て
破
棄
差
戻

（
こ
の
点
は
本
件
に
お
い
て
関
係
な
い
）
。

第
二
次
控
訴
審
は
、
X
が
A
を
代
理
人
と
し
て
B
か
ら
本
件
土
地
を
買
い
受
け

る
契
約
を
締
結
し
、
そ
の
所
有
権
を
取
得
し
た
も
の
と
認
め
、
第
一
審
判
決
を

取
消
、
X
の
請
求
を
認
容
（
こ
の
時
、
Y
等
は
X
A
間
に
虚
偽
表
示
あ
り
と
し

て
、
現
輪
は
善
意
の
第
三
者
と
し
て
民
法
九
四
条
二
項
の
主
張
が
あ
つ
た
が
、

排
斥
さ
れ
た
）
。

第
二
次
上
告
審
は
．
原
審
の
右
認
定
事
実
に
よ
れ
ぽ
、
「
X
の
意
思
に
基
づ
き
A

一
〇
七
　
　
（
一
二
一
九
）



判
例
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名
義
に
所
有
権
移
転
登
記
を
な
さ
し
め
だ
も
の
で
あ
つ
て
、
実
質
的
に
は
あ
た

か
も
X
が
、
A
と
通
謀
し
て
A
名
義
に
虚
偽
仮
装
の
所
有
権
移
転
登
記
を
な
し

た
場
合
と
え
ら
ぶ
と
こ
ろ
は
な
く
、
民
法
九
四
条
二
項
の
法
意
に
照
し
、
X
は

A
が
本
件
土
地
の
所
有
権
を
取
得
し
な
か
b
た
こ
と
を
も
つ
て
善
意
の
第
三
者

に
対
抗
し
え
な
い
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
」
し
か
る
に
「
」
お
よ
び
込
が

右
に
い
わ
ゆ
る
善
意
の
第
三
者
に
該
る
か
否
か
を
審
理
判
断
す
る
こ
と
な
く
」

Y
等
の
前
記
抗
弁
を
排
斥
し
た
原
判
決
に
は
法
令
の
解
釈
適
用
の
誤
り
、
審
理

不
尽
・
理
由
不
備
の
違
法
が
あ
る
と
、
以
上
の
よ
う
に
判
示
し
て
Y
等
の
上
告

を
容
れ
破
棄
差
戻
（
な
お
、
こ
の
判
決
に
は
、
前
記
確
定
の
事
実
の
も
と
で
は

民
法
一
〇
〇
条
本
文
、
一
七
七
条
の
適
用
に
よ
り
X
は
所
有
権
取
得
を
Y
等
に

対
抗
し
え
な
い
と
す
る
後
記
三
次
控
訴
審
の
法
律
判
断
と
同
趣
旨
の
二
裁
判
官

の
意
見
が
付
さ
れ
て
い
る
）
．

第
三
次
控
訴
審
は
、
「
A
は
、
X
と
の
関
係
に
お
い
て
は
X
の
代
理
人
と
し
て

B
か
ら
本
件
土
地
を
買
い
受
け
た
の
で
あ
る
が
、
本
人
た
る
X
の
た
め
に
す
る

こ
と
を
示
さ
な
い
で
み
ず
か
ら
買
主
ど
し
て
売
買
契
約
を
締
結
し
た
も
の
と
認

め
ら
れ
る
か
ら
、
民
法
一
〇
〇
条
本
文
に
よ
り
、
A
は
正
当
に
本
件
土
地
の
所

有
権
を
取
得
し
、
こ
れ
を
委
任
者
た
る
X
に
移
転
す
べ
ぎ
義
務
を
負
つ
て
い
た

も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
A
お
よ
び
そ
の
相
続
人
葛
は
X
に
所
有
権
移
転
登
記

を
す
る
こ
と
な
く
、
偽
に
売
り
渡
し
所
有
権
移
転
登
記
を
し
た
の
で
あ
る
か

ら
、
あ
た
か
も
二
重
売
買
の
売
主
が
第
二
の
買
主
に
所
有
権
移
転
登
記
を
し
た

場
合
と
同
一
の
法
理
に
基
づ
ぎ
、
X
は
所
有
権
の
取
得
を
Y
ら
に
対
抗
し
え
な

い
」
と
判
断
し
、
Y
等
の
虚
偽
表
示
の
主
張
に
は
判
断
を
示
さ
な
い
で
X
の
控

訴
を
棄
却
し
た
。

第
三
回
目
で
あ
る
今
回
の
上
告
に
お
け
る
X
の
上
告
理
由
は
以
下
の
通
り
で
あ

る
。
「
差
戻
を
受
け
た
原
審
裁
判
所
は
、
再
び
審
理
判
断
す
る
に
つ
い
て
、
上

告
裁
判
所
が
破
棄
理
由
と
し
た
と
こ
ろ
の
本
件
移
転
登
記
手
続
行
為
に
つ
ぎ
民

鴨
O
八
　
　
（
一
二
二
Q
）

法
第
九
四
条
を
適
用
⇔
、
更
に
ち
及
び
亀
が
同
条
第
二
項
の
い
わ
ゆ
る
善
意
の

第
三
者
に
該
る
か
否
か
を
審
理
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る

も
の
で
あ
る
の
に
、
右
事
項
に
つ
い
て
全
く
審
理
す
る
こ
と
な
く
、
右
以
外
の

理
由
で
判
断
し
た
原
判
決
は
違
法
で
あ
る
と
言
わ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
仮
り
に
、

破
棄
判
決
の
拘
束
力
が
、
破
棄
理
由
と
し
て
原
判
決
の
判
断
を
不
可
と
す
る
消

極
的
な
面
で
生
ず
る
に
す
ぎ
ず
、
差
戻
を
受
け
た
裁
判
所
が
再
び
審
理
判
断
す

る
に
つ
い
て
、
破
棄
の
理
由
と
し
て
示
さ
れ
た
誤
つ
た
見
解
を
避
け
さ
え
す
れ

ば
、
他
の
見
解
で
判
断
し
て
も
よ
い
と
解
す
る
な
ら
ぼ
、
第
一
に
、
我
が
国
の

破
棄
判
決
の
制
度
趣
旨
に
反
す
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
」

こ
れ
に
対
し
本
判
決
は
、
「
右
上
告
審
判
決
の
判
断
が
差
戻
を
受
け
た
原
裁
判

所
を
拘
束
す
る
効
力
は
、
右
の
破
棄
の
理
由
と
な
つ
た
範
囲
で
の
み
、
す
な
わ

ち
、
同
一
の
確
定
事
実
を
前
提
と
す
る
か
ぎ
り
、
砺
お
よ
び
輪
が
善
意
で
あ
る

こ
と
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ぱ
、
民
法
九
四
条
二
項
の
類
推
適
用
を
否
定
す
る

こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
限
度
で
の
み
、
生
ず
る
も
の
と
解
す
べ
ぎ
で
あ

る
。
し
た
が
つ
て
、
差
戻
後
の
原
裁
判
所
は
、
差
戻
前
の
審
理
に
引
続
い
て
な

お
事
件
全
般
に
わ
た
つ
て
事
実
の
審
理
を
な
し
う
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、

上
告
審
判
決
が
破
棄
理
由
の
基
礎
と
し
て
用
い
た
確
定
事
実
関
係
に
つ
い
て

も
、
そ
の
事
実
の
確
定
自
体
の
当
否
は
上
告
審
の
判
断
を
経
て
い
る
も
の
で
は

な
く
、
ま
た
、
訴
の
本
案
た
る
事
実
に
関
す
る
判
断
が
民
訴
法
四
〇
七
条
二
項

但
書
に
い
う
「
事
実
上
の
判
断
」
に
含
ま
れ
る
も
の
と
も
い
え
な
い
た
め
、
何

ら
拘
束
力
は
生
じ
て
い
な
い
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
原
審
が
再
度
の
審

理
に
よ
つ
て
差
戻
前
と
異
な
る
事
実
を
認
定
す
る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
る
も
の
で

は
な
く
、
そ
の
場
合
に
は
、
上
告
審
の
破
棄
理
由
た
る
判
断
と
異
な
る
法
規
の

適
用
を
行
な
う
結
果
と
な
つ
て
も
、
違
法
と
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
さ
ら

に
、
右
の
と
お
り
、
上
告
審
0
破
棄
理
由
た
る
判
断
は
、
同
一
確
定
事
実
に
つ

い
て
は
民
法
九
四
条
二
項
の
類
推
適
用
を
否
定
し
え
な
い
と
い
う
限
度
で
の
み



拘
束
力
を
有
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
差
戻
前
の
原
判
決
と
同
一
の
認
定
事
実
を

前
提
と
し
て
も
、
右
法
条
の
適
用
の
ほ
か
に
、
別
個
の
法
律
的
見
解
が
成
り
立

ち
う
る
場
合
に
は
、
差
戻
後
の
原
審
が
、
右
法
条
の
適
用
を
主
張
す
る
前
示
被

上
告
人
ら
の
抗
弁
に
つ
い
て
判
断
を
示
す
こ
と
な
く
、
他
の
法
律
上
の
見
解
に

立
つ
て
、
上
告
人
の
請
求
を
棄
却
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
も
の
と
解
す
る
の
が

相
当
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
右
抗
弁
に
つ
い
て
判
断
せ
ず
、
前
記
の
よ
う
な

判
断
に
よ
つ
て
結
局
上
告
人
の
請
求
を
棄
却
し
た
原
判
決
の
措
置
が
、
上
告
審

判
決
の
右
拘
束
力
に
違
反
し
た
も
の
と
は
い
え
な
い
。
」
と
判
示
し
、
X
の
上

告
を
棄
却
。

　
判
旨
に
賛
成
す
る
。

一
、
上
級
審
に
お
い
て
原
判
決
の
破
棄
（
又
は
取
消
）
・
差
戻
（
又
は
移
送
）
の
裁

判
が
な
さ
れ
た
場
合
、
差
戻
を
受
け
た
下
級
審
は
破
棄
の
理
由
と
な
つ
た
法
律

上
お
よ
び
事
実
上
の
判
断
に
拘
束
さ
れ
る
が
、
こ
の
差
戻
判
決
の
拘
束
力
に
関

し
て
、
そ
の
目
的
・
法
的
性
質
・
範
囲
な
ど
に
つ
い
て
争
い
が
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
破
棄
差
戻
の
判
決
が
下
級
審
を
拘
束
す
る
理
由
は
、
審
級
制
の
本
質
か
ら

か
（
通
説
）
、
あ
る
い
は
上
告
の
特
殊
性
か
ら
説
明
さ
れ
る
の
か
、
ま
た
、
差
戻

判
決
の
拘
束
力
の
法
的
性
質
は
、
中
間
判
決
の
拘
束
力
説
・
既
判
力
説
・
特
殊

効
力
説
・
訴
訟
資
料
制
限
説
な
ど
の
い
ず
れ
が
正
し
い
の
か
　
（
こ
の
他
に
も
羅

束
力
説
が
あ
る
が
、
現
在
わ
が
国
で
は
こ
の
立
場
に
立
つ
説
は
み
ら
れ
な
い
。
）
、

ま
た
更
に
、
上
級
審
が
甲
法
規
の
適
用
を
不
当
と
し
て
乙
法
規
を
適
用
す
べ
ぎ

こ
と
を
示
し
た
場
合
、
下
級
審
は
甲
法
規
の
適
用
を
避
け
さ
え
す
れ
ば
良
い
の

で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
必
ず
乙
法
規
を
適
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い

う
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
わ
が
国
で
は
裁
判
所
法
四
条
・
民
訴
法
四
〇
七
条

判
　
例
　
研
　
究

二
項
但
書
の
明
文
の
規
定
が
あ
る
た
め
、
目
的
の
問
題
を
は
じ
め
と
し
て
ド
イ

ツ
に
お
け
冷
よ
う
な
激
し
い
対
立
は
な
い
。
加
え
て
本
件
で
間
題
と
な
つ
て
い

る
拘
束
力
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
右
の
法
的
性
質
の
い
ず
れ
の
説
に
よ
つ
て
も

大
差
は
な
い
（
呼
葬
一
醸
賜
）
。
し
た
が
つ
て
、
こ
こ
で
は
拘
束
力
の
目
的
・
法
的

性
質
に
つ
い
で
眠
省
略
す
る
（
嵯
獺
糊
倣
初
勲
煉
切
蹴
鞭
酎
鵬
敷
鰍
湶
凡
｛
則
蝋
仔
「
赴
鰍
藷

郎
「
上
級
審
の
裁
判
の
拘
束
力
に
関
す
る
一
考
察
」
法
学
論
集
七
港
一
号
三
八
頁
以
下
、
小
室
直
人
「
上

級
審
の
拘
束
的
判
断
の
範
囲
」
上
訴
制
度
の
研
究
二
一
二
頁
以
下
　
小
島
武
司
「
差
戻
判
決
α
拘
束
力
」

繋
罫
銀
鐙
嘩
説
）
．

二
、
拘
束
力
の
範
囲
に
つ
い
て
通
説
は
、
「
拘
束
力
は
、
上
級
裁
判
所
に
下
級

裁
判
所
に
対
す
る
積
極
的
な
指
導
権
限
を
与
え
る
趣
旨
で
は
な
く
、
た
だ
下
級

審
に
破
棄
の
原
因
と
な
つ
た
同
一
の
処
置
や
判
断
を
く
り
返
え
さ
せ
な
い
た
め

の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
専
ら
直
接
の
否
定
的
な
面
だ
け
に
限
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
し
た
が
つ
て
、
そ
の
否
定
を
裏
付
け
る
肯
定
的
・
積
極
的
な
理
由
は
、
破

棄
に
対
し
て
は
縁
由
的
な
関
係
に
立
つ
に
過
ぎ
な
い
か
ら
、
拘
束
力
は
認
め
ら

れ
な
い
。
」
と
説
明
す
る
（
嫌
好
恥
前
掲
．
）
。
正
当
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
同
一
事

実
関
係
に
つ
い
て
別
個
の
法
律
的
見
解
の
あ
る
場
合
、
差
戻
し
を
受
け
た
下
級

審
は
、
指
示
さ
れ
た
法
律
的
見
解
に
従
う
か
別
個
の
法
律
的
見
解
に
従
う
か
は

自
由
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
上
級
審
が
甲
法
規
の
適
用
を
不
当
と

し
て
乙
法
規
の
適
用
す
べ
き
こ
と
を
示
し
た
と
し
て
も
、
こ
の
乙
法
規
を
適
用

せ
よ
と
い
う
点
に
は
法
律
上
の
拘
束
力
は
生
ぜ
ず
、
下
級
審
は
全
く
別
の
丙
法

規
を
適
用
し
て
裁
判
を
し
て
も
差
し
支
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
本
件
判
旨
が
、
「
上
告
審
の
破
棄
理
由
た
る
判
断
は
、
同
一
確
定
事
実
に
つ

い
て
は
民
法
九
四
条
二
項
の
類
推
適
用
を
否
定
し
え
な
い
と
い
う
限
度
で
の
み

拘
束
力
を
有
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
差
戻
前
の
原
判
決
と
同
一
・
の
認
定
事
実
を

一
〇
九
　
　
（
剛

二
二
“
，
）
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前
提
と
し
て
も
、
右
法
条
の
適
用
の
ほ
か
に
．
別
個
の
法
律
的
見
解
が
成
り
立

ち
う
る
場
合
に
は
、
差
戻
後
の
原
審
が
、
右
法
条
の
適
用
を
主
張
す
る
前
示
被

上
告
人
ら
の
抗
弁
に
つ
い
て
判
断
を
示
す
こ
と
な
く
、
他
の
法
律
上
の
見
解
に

立
つ
て
、
上
告
人
の
請
求
を
棄
却
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
も
の
と
解
す
る
の
が

相
当
で
あ
る
。
」
と
し
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
通
説
の
立
場
に
立
つ
た
も
の
と

い
え
る
。
こ
の
判
旨
そ
の
も
の
に
異
論
は
あ
る
ま
い
。
た
だ
A
C
間
に
訴
訟
が

あ
り
A
が
所
有
者
で
あ
る
と
の
確
定
判
決
が
あ
つ
た
り
し
て
幾
分
複
雑
に
な
つ

た
事
件
で
あ
つ
た
が
、
本
来
単
な
る
審
理
不
尽
の
事
件
で
あ
つ
た
の
で
は
な
い

か
と
い
う
気
が
し
な
い
で
も
な
い
（
差
戻
前
の
控
訴
審
と
差
戻
後
の
控
訴
審
の
認

定
し
た
事
実
関
係
は
異
な
る
の
で
は
な
い
か
の
疑
間
が
あ
る
。
）
．

三
、
と
こ
ろ
で
、
差
戻
判
決
の
拘
束
力
と
い
う
問
題
を
み
る
に
、
そ
の
前
段
階

と
し
て
、
原
判
決
破
棄
と
い
う
こ
と
の
意
味
が
問
題
と
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

原
判
決
を
破
棄
す
る
と
い
う
破
棄
の
意
味
は
、
全
体
を
ゼ
冒
に
も
ど
す
の
で
あ

る
か
、
ま
た
は
、
破
棄
の
対
象
と
な
つ
た
部
分
だ
け
に
限
定
さ
れ
る
の
で
あ
る

か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
全
体
を
ゼ
ロ
に
も
ど
す
と
は
、
と
も
か
く
も
う
一
度

そ
の
事
件
全
体
に
つ
い
て
審
理
を
し
な
お
せ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対

し
破
棄
の
対
象
と
な
つ
た
部
分
に
限
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
本
件
で
あ
る

な
ら
ば
、
脇
L
が
善
意
の
第
三
者
で
あ
る
か
否
か
の
判
断
だ
け
を
せ
よ
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
判
断
は
禁
止
さ
れ
る
。
破
棄
の
意
味
を
そ
の
対
象

と
な
つ
た
部
分
に
限
定
し
て
し
ま
う
か
ら
、
差
戻
し
さ
れ
た
下
級
審
は
最
早
そ

れ
と
関
係
の
な
い
事
実
の
調
べ
直
し
は
で
き
な
い
。
こ
の
点
が
、
全
体
を
ゼ

ロ
と
す
る
と
考
え
た
上
で
積
極
的
な
面
に
も
拘
束
力
を
認
め
て
、
L
L
が
善
意

の
第
三
者
で
あ
る
か
否
か
を
審
理
さ
せ
る
考
え
と
似
て
い
な
が
ら
異
な
る
と
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
〇
　
　
（
一
二
二
二
）

ろ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
全
体
を
ゼ
ロ
と
す
る
見
解
で
は
、
同
一
の
事
実
関
係

の
場
合
に
、
甲
法
規
の
適
用
が
不
当
で
あ
る
と
さ
れ
、
乙
法
規
を
適
用
す
べ
し

と
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
前
提
と
な
る
事
実
関
係
が
変
わ
つ
て
く
れ
ぽ
上
級

審
の
判
断
に
拘
束
さ
れ
な
い
。

　
本
判
旨
に
お
い
て
、
最
高
裁
は
、
原
判
決
破
棄
の
意
味
を
全
体
を
ゼ
ロ
と
す

る
も
の
と
解
す
る
こ
と
を
前
提
乏
し
て
い
る
こ
と
明
ら
か
で
あ
る
．
し
た
が
つ

て
、
新
事
実
が
で
て
く
れ
ば
、
こ
れ
を
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
．
下
級
審
の
事

実
審
た
る
任
務
を
充
分
果
し
づ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
原
判
決
破
棄
の
意
味
に
つ

い
て
も
最
高
裁
の
見
解
に
賛
意
を
表
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
前
提
と
し
て
、
事

実
関
係
が
異
な
れ
ば
勿
論
の
こ
と
、
た
と
え
同
一
事
実
関
係
の
下
で
も
上
級
審

の
拘
束
力
の
範
囲
は
、
否
定
的
・
消
極
的
な
面
に
お
い
て
の
み
限
ら
れ
る
の
で

あ
つ
て
、
積
極
的
で
あ
る
L
L
が
善
意
の
第
三
老
で
あ
6
か
否
か
を
審
理
せ
よ

と
の
点
に
は
、
拘
束
力
が
及
ば
な
い
と
す
る
本
件
判
旨
は
．
同
一
の
処
置
や
判

断
に
つ
き
上
級
審
・
下
級
審
間
の
往
復
と
い
う
く
り
返
え
し
を
さ
せ
な
い
た
め

に
拘
束
力
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
一
般
論
と
し
て

完
全
に
正
し
い
。

　
な
お
本
件
に
つ
い
て
は
、
内
田
教
授
の
評
釈
（
劃
調
葬
職
院
卜
六
号
Y
高
島
教
授

の
批
評
（
張
備
栃
酌
蜷
仁
号
）
と
野
田
調
査
官
の
解
説
（
雅
槽
構
巌
駕
以
○
捲
六
）
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
栂
　
善
　
夫
）

昭
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（
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募
）

　
裁
判
上
の
和
解
に
よ
る
賃
貸
借
と
借
地
法
一

脚
条



請
求
異
議
損
害
金
等
請
求
事
件
（
昭
四
三
・
三
・
二
八
第
一
小
法
廷
判
決
）

本
件
土
地
所
有
者
Y
（
被
告
・
被
控
訴
人
・
被
上
告
人
）
は
、
X
（
原
告
・
控

訴
人
・
上
告
人
）
に
対
し
、
X
の
不
法
占
拠
を
理
由
に
建
物
収
去
・
土
地
明
渡

の
訴
を
提
起
し
た
。
昭
和
三
一
年
四
月
二
〇
日
X
・
Y
間
に
左
記
の
訴
訟
上
の

和
解
が
成
立
し
た
。
ω
Y
は
X
に
対
し
、
本
件
土
地
を
昭
和
三
一
年
四
月
一
日

以
降
昭
湘
四
一
年
四
月
三
〇
日
ま
で
、
右
土
地
上
に
存
す
る
建
物
所
有
の
目
的

の
も
と
に
、
賃
料
一
ケ
月
六
千
円
と
し
て
賃
貸
す
る
。
⑧
X
は
Y
に
対
し
、
前
項

の
賃
貸
借
期
間
満
了
と
同
時
に
建
物
を
収
去
し
土
地
を
明
渡
す
こ
と
。
㈲
以
下

略
。
X
は
右
賃
貸
借
契
約
期
間
満
了
前
の
昭
和
四
｝
年
四
月
三
〇
日
契
約
更
新

を
請
求
し
、
右
和
解
条
項
⑧
の
建
物
収
去
・
土
地
明
渡
の
記
載
は
、
＠
単
に
賃

貸
借
期
限
の
定
め
に
つ
い
て
の
例
文
に
す
ぎ
な
い
。
⑥
仮
に
そ
う
で
な
い
と
し

て
も
、
借
地
法
一
一
条
に
違
反
す
る
か
ら
定
め
な
き
も
の
と
み
な
す
べ
ぎ
で
あ

る
、
と
し
て
」
右
和
解
調
書
の
執
行
力
排
除
を
求
め
て
請
求
異
議
の
訴
を
提
起

し
た
。
こ
れ
が
本
件
訴
で
あ
る
。

一
・
二
審
と
も
以
下
の
理
由
か
ら
X
の
請
求
を
排
斥
し
た
。
「
私
人
が
一
時
使

用
の
た
め
で
な
い
宅
地
の
賃
貸
借
契
約
を
結
ぶ
場
合
に
、
そ
の
存
続
期
問
を
借

地
法
第
二
条
の
規
定
よ
り
も
短
く
定
め
て
、
右
期
間
経
過
と
同
時
に
宅
地
を
直

ち
に
明
渡
す
旨
を
特
約
す
れ
ぽ
、
そ
の
特
約
は
、
借
地
権
者
に
不
利
益
な
も
の

と
し
て
、
同
法
第
一
一
条
に
よ
り
、
無
効
と
な
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る

が
、
右
と
同
旨
の
特
約
が
、
裁
判
上
の
和
解
の
一
条
項
と
し
て
成
立
し
た
場
合

に
は
、
こ
れ
を
右
私
人
の
場
合
と
同
様
に
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
け
だ

し
、
裁
判
上
の
和
解
は
、
当
事
者
の
和
解
条
項
の
合
意
に
、
当
事
者
双
方
の
事

情
を
十
分
に
斜
酌
考
慮
し
た
裁
判
所
が
関
与
し
て
、
そ
の
成
立
を
み
る
の
で
、

そ
の
内
容
は
、
単
に
当
事
者
だ
け
の
間
で
約
束
さ
れ
た
も
の
ど
は
、
同
一
に
論

じ
え
な
い
も
の
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
．
宅
地
賃
貸
借
契
約
が
当
事

者
だ
け
の
間
で
成
立
す
る
場
合
に
は
・
同
法
第
唱
一
条
が
借
地
権
者
を
保
護
す

判
例
研
究

る
た
め
に
作
凪
す
る
の
で
あ
る
炉
、
右
契
約
が
裁
判
上
の
和
解
と
し
て
成
立
す

る
場
合
に
は
、
そ
の
和
解
成
立
に
関
与
す
る
裁
判
所
が
、
こ
れ
右
と
同
じ
作
用

を
な
す
も
の
で
あ
つ
て
、
借
地
法
の
指
向
す
る
借
地
権
者
の
保
護
は
、
裁
判
所

に
よ
り
十
分
考
慮
さ
れ
且
保
障
さ
れ
る
…
…
。
し
た
が
つ
て
、
本
件
和
解
条
項

第
二
項
の
特
約
は
有
効
で
あ
つ
て
、
本
件
に
つ
き
、
宅
地
賃
貸
借
契
約
の
更
新

に
関
す
る
借
地
法
の
規
定
は
．
排
除
さ
れ
る
も
の
と
解
す
る
べ
き
で
あ
る
。
」

と
。
こ
れ
に
対
し
て
X
の
上
告
理
由
要
旨
は
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。
裁
判
上

の
和
解
は
、
私
法
上
の
和
解
契
約
と
、
そ
の
有
効
な
こ
と
を
前
提
と
す
る
訴
訟

終
了
の
合
意
で
あ
る
が
、
事
件
の
審
理
を
十
分
果
さ
な
い
訴
訟
の
段
階
に
お
い

て
も
、
当
事
者
が
希
望
す
れ
ば
、
裁
判
上
の
和
解
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
か

ら
、
裁
判
上
の
和
解
に
つ
き
、
裁
判
所
が
常
に
内
容
に
立
入
り
、
法
の
規
定
す

る
と
お
り
の
借
地
権
者
保
護
を
果
し
て
い
る
も
の
と
は
断
定
し
え
な
い
。
し
か

も
借
地
法
第
一
一
条
は
、
借
地
権
者
の
た
め
、
借
地
権
の
存
続
な
い
し
建
物
の

存
続
を
保
護
す
る
規
定
で
あ
る
の
に
対
し
、
裁
判
上
の
和
解
に
つ
い
て
、
裁
判

所
が
関
与
し
た
事
実
を
も
つ
て
、
「
同
一
の
保
護
作
用
を
果
す
」
と
認
め
る
こ

と
は
、
裁
判
所
の
和
解
関
与
を
も
つ
て
、
右
強
行
法
規
に
反
す
る
定
め
を
な
し

う
る
と
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
判
決
に
影
響
を
及
ぼ
す
べ
き
法
令
違
反
が
あ

る
、
と
す
る
。

上
告
棄
却
。
そ
の
理
由
は
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。
「
原
審
は
、
本
件
賃
貸
借

は
裁
判
上
の
和
解
に
よ
つ
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
よ
つ
て
定

め
ら
れ
た
一
〇
年
の
賃
借
期
間
は
、
借
地
法
二
条
の
規
定
に
違
反
す
る
も
の

で
な
い
と
判
断
」
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
賃
貸
借
契
約
が
裁
判
上
の
和
解

に
よ
り
成
立
し
た
一
事
を
も
つ
て
、
右
契
約
に
同
条
の
適
用
が
な
い
と
す
る
の

は
相
当
で
は
な
く
、
裁
判
上
の
和
解
に
よ
り
成
立
し
た
賃
貸
借
に
つ
い
て
も
、

そ
の
目
的
と
さ
れ
た
土
地
の
利
用
目
的
、
地
上
建
物
の
種
類
、
設
備
、
構
造
、

賃
貸
期
間
等
、
諸
般
の
事
情
を
考
慮
し
、
賃
貸
借
当
事
者
間
に
短
期
間
に
か
ぎ
り

“

（
一
二
…
蝋
）

“

“
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賃
貸
借
に
該
当
す
る
も
の
と
解
す
べ
く
．
か
か
る
賃
貸
借
に
つ
い
て
は
、
同
法

一
一
条
の
適
用
は
な
い
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
け
だ
し
、
裁
判
上
の
和

解
に
よ
る
賃
貸
借
の
場
合
に
は
、
そ
れ
が
裁
判
所
の
面
前
で
成
立
す
る
と
こ
ろ

か
ら
、
単
な
る
私
法
上
の
契
約
の
場
合
に
比
し
、
双
方
の
利
害
が
尊
重
さ
れ
当

事
者
の
真
意
に
そ
う
合
意
の
成
立
を
み
る
場
合
が
多
い
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
場

合
同
条
の
適
用
が
な
い
と
解
す
る
な
ら
ば
、
契
約
当
事
者
、
特
に
一
般
に
経
済

上
優
位
に
あ
る
賃
貸
人
が
、
形
式
上
、
裁
判
上
の
和
解
の
手
続
を
ふ
む
こ
と
に

よ
つ
て
、
前
記
の
よ
う
な
客
観
的
条
件
の
存
否
に
か
か
わ
り
な
く
、
借
地
法
の

規
定
す
る
制
約
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
」
借
地
人
の
保
護
を
主
た
る
目

的
と
す
る
同
法
の
趣
旨
に
そ
わ
な
い
結
果
を
招
来
す
る
に
い
た
る
か
ら
で
あ

る
。
し
た
が
つ
て
、
右
の
見
地
に
立
つ
て
考
察
す
る
と
き
は
、
原
審
が
、
前
記

理
由
の
も
と
に
、
本
件
賃
貸
借
に
借
地
法
一
一
条
の
適
用
が
な
い
と
し
た
こ
と

は
、
違
法
た
る
を
免
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
原
審
の
認
定
す
る
と
こ
ろ
に

よ
れ
ば
、
本
件
賃
貸
借
は
Y
の
X
に
対
す
る
建
物
収
去
土
地
明
渡
請
求
事
件
に

つ
い
て
の
裁
判
上
の
和
解
に
お
い
て
成
立
し
た
と
い
う
の
で
あ
り
、
ま
た
、
右

賃
貸
借
に
お
い
て
期
間
が
一
〇
年
と
定
め
ら
れ
た
の
は
、
Y
が
右
期
間
内
に
限

り
右
土
地
を
賃
貸
し
．
X
が
そ
の
期
間
内
に
限
り
、
右
土
地
を
賃
借
し
、
そ
の

期
間
経
過
と
と
も
に
地
上
建
物
を
収
去
し
て
土
地
を
明
渡
す
こ
と
を
約
し
た
に

基
づ
く
と
い
う
こ
と
を
認
め
る
に
難
く
な
く
、
右
の
事
実
、
お
よ
び
本
件
賃
貸

借
成
立
に
い
た
る
経
緯
に
照
ら
せ
ぽ
、
本
件
和
解
当
事
者
で
あ
る
X
と
Y
は
、

期
間
の
点
に
つ
き
借
地
法
の
規
定
の
適
用
を
受
く
べ
き
契
約
を
締
結
す
る
意
思

が
な
か
つ
た
も
の
と
認
め
得
る
の
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
、
本
件
賃
貸
借
は
一
時

使
用
の
も
の
で
あ
つ
た
と
い
う
べ
く
、
し
た
が
つ
て
、
原
審
が
裁
判
上
の
和
解

を
理
由
と
し
で
、
本
件
賃
貸
借
に
借
地
法
一
一
条
の
適
用
が
な
い
と
し
た
の
は

違
法
で
あ
る
が
、
そ
の
違
法
は
判
決
の
結
果
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
な
い
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
隔
コ
一
　
　
（
一
二
二
四
）

　
上
告
棄
却
の
結
論
に
は
賛
成
す
る
が
、
判
旨
の
理
由
に
疑
問
を
感
じ
る
。

　
畦
、
判
旨
は
、
・
裁
判
上
の
和
解
に
よ
り
成
立
し
た
土
地
賃
貸
借
に
つ
い
て

も
、
土
地
の
利
用
目
的
、
地
上
建
物
の
種
類
、
設
備
、
構
造
、
賃
貸
期
問
等
諸

般
の
事
情
か
ら
、
賃
貸
借
当
事
者
間
に
短
期
間
に
か
ぎ
り
賃
貸
借
を
存
続
さ
せ

る
合
意
が
成
立
し
た
と
認
め
ち
れ
る
場
合
に
は
、
右
賃
貸
借
は
、
借
地
法
九
条

に
い
う
一
時
使
用
の
賃
貸
借
に
該
当
し
、
同
法
第
一
一
条
の
適
用
を
う
け
な

い
、
と
す
る
。

　
私
は
、
裁
判
上
の
和
解
・
調
停
に
よ
る
借
地
契
約
に
つ
い
て
も
原
則
的
に
借

地
法
二
条
・
二
条
の
適
用
を
肯
定
す
る
と
い
う
点
に
関
し
て
は
問
題
が
あ
る

よ
う
に
考
え
る
．
な
る
ほ
ど
借
地
法
二
条
・
第
二
条
等
は
強
行
規
定
で
あ

る
。
し
か
し
、
借
地
法
第
二
条
・
第
一
一
条
が
強
行
法
規
と
し
て
そ
の
適
用
が

あ
る
の
は
、
当
該
土
地
の
利
用
権
に
つ
い
て
法
的
紛
争
を
前
提
と
し
な
い
通
常

の
状
態
に
お
い
て
借
地
契
約
が
締
結
乃
至
更
新
さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
で
あ

る
。
紛
争
を
前
提
と
し
て
そ
の
解
決
の
た
め
に
調
停
乃
至
和
解
に
お
い
て
借
地

契
約
が
新
た
に
締
結
乃
至
更
新
さ
れ
る
場
合
に
は
、
第
二
条
並
び
に
第
一
一
条

の
適
用
は
な
い
。
和
解
や
調
停
は
互
譲
に
よ
つ
て
成
立
す
る
．
互
譲
の
内
容
が

著
し
く
一

方
め
当
事
者
に

と
り
不

利
益
で
あ
る
場
合
裁
判
上
の
和
解
や
調
停
の

成
立
は
認
め
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
裁
判
所
や
調
停
委
員
会
が
和
解
や
調
停
の

成
立
を
認
め
た
と
い
う
こ
と
は
、
互
譲
の
内
容
が
一
方
当
事
者
に
と
つ
て
著
し

く
不
利
益
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
認
め
た
こ
と
で
あ
る
．
借
地
法
第
二
条
は

結
局
は
借
地
人
保
護
の
考
え
方
に
そ
の
根
拠
を
有
す
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
二

条
の
期
間
の
譲
歩
を
も
含
め
て
全
体
と
し
て
の
互
譲
が
両
当
事
者
の
い
ず
れ
に

と
つ
て
も
さ
ほ
ど
著
し
く
不
利
益
で
な
い
限
り
、
期
間
の
譲
歩
を
否
定
す
る
必



要
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
職
糠
馳
職
糊
醜
㎜
旭
舞
だ
瑚
飢
）
。
こ
の
点
に
つ
い
て

高
島
氏
は
、
裁
判
上
の
和
解
・
調
停
は
一
般
私
人
間
の
契
約
と
異
り
、
そ
の

内
容
の
決
定
に
つ
き
、
実
質
的
正
義
の
立
場
か
ら
の
合
理
的
裁
量
が
加
え
ら
れ

て
い
る
と
み
る
べ
き
こ
と
を
理
由
に
、
和
解
又
は
調
停
の
条
項
に
そ
の
趣
旨

に
従
つ
た
効
力
を
認
め
て
も
、
借
地
法
の
原
理
に
違
背
す
る
こ
と
に
は
な
ら

な
い
、
と
さ
れ
る
の
も
同
趣
旨
で
あ
ろ
う
（
鰭
髄
難
稼
遂
轍
鞭
蜘
囎
頭
瓢
び
）
．
互
譲

が
両
当
事
者
の
い
ず
れ
か
一
方
に
と
つ
て
著
し
く
不
利
益
に
な
ら
な
い
、
換
言

す
れ
ぽ
両
当
事
者
に
と
つ
て
全
体
と
し
て
調
和
が
と
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と

し
て
和
解
や
調
停
が
成
立
し
、
そ
の
条
項
の
一
つ
と
し
て
借
地
法
二
条
の
期
間

の
短
縮
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
同
法
第
二

条
を
強
行
法
と
し
て
適
用
す
れ
ば
、
互
譲
の
バ
ラ
ン
ス
が
く
ず
れ
て
、
和
解
や

調
停
は
要
素
に
錯
誤
あ
り
と
し
て
無
効
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
（
魏
騰
紳

既
判
力
を
否
定
す
る
立
揚
に
立
つ
て
。
東
高
・
昭
和
三
五
年
六
月
三
〇
日
判
、
下
級
民
集
一
一
巻
一
一
号
一

四
〇
六
頁
。
建
物
賃
貸
借
に
つ
い
て
東
高
・
昭
和
三
五
年
一
一
月
一
二
日
下
級
民
集
一
一
巻
一
一
号
二
五
一

貯
纈
噸
鱒
解
師
乾
弐
詐
陛
争
謂
凪
財
）
．
我
妻
教
授
も
、
裁
判
上
の
和
解
、
調
停
に
よ

り
存
続
期
間
を
限
定
し
た
場
合
、
む
し
ろ
裁
判
上
の
和
解
・
調
停
の
効
力
と
し

て
、
借
地
法
の
適
用
を
排
斥
す
る
と
解
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い

る
（
噸
燵
酪
購
）
。
実
際
上
、
借
地
法
二
条
の
適
用
を
排
除
し
な
い
と
、
本
件
の

ご
と
き
場
合
互
譲
に
よ
る
紛
争
の
解
決
は
殆
ん
ど
不
可
能
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

う
。
そ
れ
ま
で
し
て
借
地
法
一
一
条
の
厳
格
な
適
用
を
つ
ら
ぬ
く
必
要
が
一

体
あ
る
の
だ
ろ
う
か
、
疑
問
で
あ
る
と
考
え
る
（
ヒ
験
髄
州
臓
穐
丑
㎝
欄
瑚
肌
乱

七〇

課
羅
繧
議
鐸
翫
頃
贔
鞭
螺
一
一
転
護
誤
即
簗
蕪
一
『
一
謬
霧
駈
）
．

　
二
、
そ
こ
で
つ
ぎ
に
、
裁
判
上
の
和
解
・
調
停
に
よ
り
成
立
す
る
賃
貸
借
を

噸
時
使
用
の
賃
貸
借
と
認
め
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
b
い
て
も
見
解
が

判
　
例
　
研
究

対
立
す
る
。
判
例
は
、
裁
判
上
の
和
解
・
調
停
に
よ
り
成
立
し
た
借
地
契
約
に

つ
い
て
も
、
そ
れ
が
一
般
的
に
一
時
賃
貸
借
と
な
る
の
で
は
な
く
、
他
の
場
合

と
同
様
に
、
そ
の
経
緯
、
内
容
な
ど
を
詳
細
に
検
討
し
て
一
時
賃
貸
借
か
否
か
を

決
定
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
（
琳
耕
瑚
顛
献
鵬
解
綿
階
秘
沸
憤
朝
障
鷹
調
藷
喩
㌃
勧
賭
戴
罫

捲
鰐
輻
蟹
謡
囑
奎
籠
貯
塑
嘉
護
婁
詳
鐘
㌫
七
）
．
す
な
セ
、

裁
判
上
の
和
解
・
調
停
に
よ
る
借
地
契
約
が
一
時
賃
貸
借
で
あ
る
か
否
か
は
、

裁
判
上
の
和
解
・
調
停
そ
れ
自
体
の
効
力
の
問
題
で
は
な
く
、
そ
れ
に
よ
つ
て

成
立
し
た
借
地
契
約
の
内
容
が
借
地
法
の
観
点
か
ら
一
時
賃
貸
借
と
み
ら
れ
る

べ
き
か
否
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
（
糊
伽
九
蜘
鵬
讃
頂
賭
荒
契
）
。

そ
し
て
ヒ
の
立
場
は
学
説
に
よ
つ
て
も
ほ
ぼ
是
認
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
（
灘
‘

錯
難
壌
南
璽
驚
。
離
藁
罐
家
）
．

　
し
か
し
な
が
ら
、
諸
般
の
事
情
を
考
慮
し
て
、
裁
判
上
の
和
解
や
調
停
に
よ

り
成
立
し
た
賃
貸
借
が
一
時
使
用
の
賃
貸
借
で
は
な
い
と
判
断
す
る
余
地
が
、

当
該
賃
貸
借
が
借
地
法
二
条
よ
り
短
い
期
問
で
成
立
し
て
い
る
場
合
に
、
一
体

あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
か
よ
う
な
場
合
借
地
法
二
・
一
一
条
の
適
用
を
否
定

す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
ζ
と
は
す
で
に
の
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
適
用
否
定

の
理
由
は
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
が
借

地
法
九
条
の
一
時
使
用
の
賃
貸
借
で
あ
る
と
解
す
べ
き
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。

　
裁
判
上
の
和
解
・
調
停
に
ょ
り
、
借
地
法
二
条
よ
り
短
い
期
間
に
つ
い
て
締

結
さ
れ
た
借
地
契
約
を
一
般
的
に
一
時
賃
貸
借
と
呼
ぶ
こ
と
は
適
切
で
は
な
い

か
も
し
れ
な
い
。
立
法
者
の
意
図
に
は
か
な
わ
な
い
呼
び
方
か
も
し
れ
な
い
。

立
法
者
は
お
そ
ら
く
、
一
時
賃
貸
借
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
バ
ラ
ッ
ク
建
設
の

た
め
の
借
地
（
鯨
鯨
襟
職
鯛
郭
梱
聯
訪
寵
｝
一
臥
陀
鶴
購
期
尊
糊
湘
躰
調
噺
燗
軍
辺
朧
軌
鵜
糠
顯
創
諌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
」
三
　
　
（
コ
一
二
五
）



　
　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

靴
誕
旭
器
巖
駿
態
穂
誰
熱
嬰
諜
繍
麟
砒
難
累
当
薫
壼
）
．

地
上
建
物
の
取
払
ま
た
は
移
転
の
猶
予
に
伴
う
借
地
関
係
（
款
瑚
螺
麺
訥
静
レ
レ
調
た

順
郎
礪
欄
馳
期
囎
塑
壼
尊
虹
朝
覚
）
、
賃
貸
人
の
土
地
使
用
計
画
実
施
に
至
る
ま
で

の
借
地
関
係
（
糠
諒
馳
欄
瑠
肺
仁
駄
辮
晦
瑚
に
駐
旧
督
鰍
洩
嫌
障
雌
狂
鵬
秋
ユ
塾
籟
ガ
墜
縄
鴫
欄

廠
眠
喋
一
一
竜
流
鵬
粧
駐
竺
顕
鋼
銘
肺
覗
鵬
闘
既
鄭
二
翫
癬
罷
望
戸
細
酬
塒
出
）
、
区
画
整
理
実

施
時
ま
で
の
借
地
関
係
鉄
欄
昭
湘
肘
尋
軌
明
杁
伽
難
聲
儲
辻
一
一
晒
紘
碩
一
榊
餅
地
閣
糊
肺
秘

一
｝
癖
二
朋
二
眺
㎝
駅
集
）
な
ど
を
考
え
て
い
た
こ
と
は
、
借
地
法
第
九
条
が
「
臨
時

設
備
」
を
そ
の
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
点
か
ら
十
分
推
察
し
う
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
た
し
か
に
、
そ
れ
ら
が
一
時
使
用
の
借
地
契
約
の
典
型
で
あ
る
こ
と
は
こ

れ
を
認
め
る
に
し
て
も
、
一
時
使
用
の
賃
貸
借
を
広
く
一
般
に
借
地
法
二
条
・

一
一
条
の
適
用
除
外
例
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
．
そ
こ
で
既
述
の
通
り
、
借

地
法
二
条
・
一
一
条
が
強
行
法
規
と
し
て
適
用
さ
れ
る
の
は
、
紛
争
を
予
定
す

る
こ
と
な
く
、
ノ
ー
マ
ル
な
状
態
で
新
た
に
借
地
契
約
を
締
結
す
る
場
合
に
限

定
さ
れ
る
と
考
え
る
な
ら
ぽ
、
裁
判
上
の
和
解
・
調
停
に
よ
る
借
地
関
係
も
一

時
賃
貸
借
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
．
一
時
賃
貸
借
の
概
念
を
ど
う
概
念
規

定
す
る
か
問
題
で
あ
る
が
、
逆
に
典
型
的
な
場
合
に
限
定
し
て
こ
れ
を
狭
く
考

え
る
な
ら
ぼ
、
裁
判
上
の
和
解
や
調
停
に
よ
る
借
地
関
係
は
一
時
賃
貸
借
と
し

て
借
地
法
二
条
・
二
条
の
適
用
除
外
例
に
な
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
既
述

の
通
り
両
条
が
強
行
規
定
と
し
て
適
用
さ
る
べ
き
ノ
ー
マ
ル
な
場
合
で
は
な
い

こ
と
を
理
由
に
適
用
除
外
例
と
し
て
み
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る

の
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
前
掲
岐
阜
地
判
昭
和
四
〇
年
三
月
八
日
判
時
四
〇
六

号
六
五
頁
は
、
借
地
法
一
一
条
の
適
用
否
定
を
導
く
に
つ
い
て
、
「
か
よ
う
な

結
論
を
導
く
た
め
に
、
従
来
の
裁
判
例
の
一
部
に
は
、
一
時
使
用
の
賃
貸
借
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
　
（
一
二
二
六
）

た
は
期
限
付
合
意
解
約
と
構
成
す
る
努
力
が
試
み
ら
れ
て
い
る
が
．
当
裁
判
所

は
前
述
の
通
り
判
断
す
る
」
と
し
て
一
時
使
用
の
賃
貸
借
と
し
て
構
成
す
る
必

要
を
否
定
し
て
い
る
．
い
ず
れ
の
見
解
を
と
ろ
う
と
、
裁
判
上
の
和
解
・
調
停
に

よ
る
賃
貸
借
が
両
条
の
適
用
除
外
例
で
あ
る
こ
と
に
は
変
り
が
な
く
、
し
た
が

つ
て
、
一
時
賃
貸
借
を
ど
う
概
念
規
定
す
る
か
は
結
局
言
葉
の
問
題
で
あ
る
。

　
三
、
裁
判
上
の
和
解
・
調
停
に
既
判
力
が
あ
る
か
否
か
一
つ
の
問
題
で
あ
る

こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
私
は
既
判
力
否
定
説
を
と
る
（
鰯
酬
研
懸
融
記
紛
飾
）
。

仮
り
に
既
判
力
肯
定
説
を
と
る
と
、
裁
判
上
の
和
解
・
調
停
の
既
判
力
の
効
果

と
し
て
、
借
地
法
二
・
一
一
条
に
違
反
し
て
約
定
さ
れ
た
期
間
を
両
当
事
者
は

争
い
得
な
く
な
る
．
裁
判
上
の
和
解
・
調
停
に
よ
る
借
地
契
約
に
借
地
法
二
・

一
一
条
の
適
用
あ
り
と
し
て
も
、
ひ
と
た
び
裁
判
上
の
和
解
・
調
停
が
有
効
に

成
立
し
た
以
上
右
の
帰
結
に
到
達
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
裁
判
上
の
和
解
・
調
停
に
よ
る
借
地
契
約
に
も
借
地
法
二
条
・
二
条
の
適

用
あ
り
と
の
前
提
を
と
つ
た
場
合
、
二
条
よ
り
短
い
期
間
の
借
地
契
約
を
創
設

す
る
裁
判
上
の
和
解
・
調
停
は
、
法
の
認
め
な
い
権
利
関
係
を
設
定
し
た
と
い

う
意
味
で
無
効
と
解
す
る
余
地
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
．
仮
り
に
右
の
前
提
を
肯

定
す
る
と
し
て
も
、
一
時
賃
貸
借
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
点
か
ら
も
、
ま
た
、

二
条
・
二
条
の
適
用
を
う
け
る
借
地
契
約
が
一
旦
有
効
に
成
立
後
時
の
経
過

に
よ
り
借
地
期
間
が
短
縮
す
る
点
か
ら
考
え
て
も
、
右
の
意
味
で
当
該
和
解
・

調
停
が
無
効
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
本
件
に
つ
い
て
は
、
栗
山
忍
・
法
曹
時
報
二
〇
巻
六
号
一
八
五
頁
以
下

に
解
説
が
、
高
島
良
一
・
民
商
五
九
巻
五
号
一
三
〇
頁
以
下
に
批
評
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
石
　
川
　
　
明
）


