
今
日
の
日
本
に
お
け
る
ラ
イ
シ
テ
の
問
題

林

輔

{
満
岡
山
学
院
ふ
入
学
)

村
上
重
員
会
員
の
発
表
に
対
応
す
る
よ
う
な
発
表
を
せ
よ
と
一
吉
田
わ
れ
ま
し
て
、
宗
教
法
学
会
に
は
優
れ
た
研
究
者
が
多
勢
お
ら
れ

る
か
ら
、
と
強
く
辞
退
し
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
ど
う
に
も
こ
と
わ
り
切
れ
や
す
、
議
壇
に
立
ち
ま
し
た
。

さ
き
ご
ろ
、
御
承
知
の
よ
う
に
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
の
臨
増
、
『
靖
国
神
社
公
式
参
拝
』
と
い
う
特
集
号
が
出
版
お
れ
ま
し
た
〈
一
九
八

五
年
一
一
同
月
一

0
5、
八
四
八
回
立
。
こ
れ
を
一
つ
の
素
材
と
し
て
、
私
の
読
後
感
を
取
し
上
げ
て
資
め
を
ふ
さ
ぎ
た
い
と
、
こ
ん
な
ふ

う
に
考
え
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
テ
ー
マ
は
仰
仰
し
く
ご
ざ
い
ま
す
が
、
サ
プ
・
タ
イ
ト
ル
を
「
講
悶
懇
の
報
告
書
を
中
心
に
L

と

い
う
こ
と
に
し
、
出
口
粧
を
誤
定
い
た
し
ま
す
。
ま
た
、
記
布
し
ま
し
た
レ
ジ
ュ
メ
に
は
、
憲
法
ニ
十
条
の
問
題
と
公
式
参
拝
に
つ
い

て
の
報
告
書
の
問
題
と
い
う
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
時
期
の
都
合
で
、
報
告
蓄
を
検
討
し
な
が
ら
二
十
条
の
問
題
を
中

に
折
り
込
む
、
と
い
う
よ
う
な
形
で
若
干
の
報
告
を
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

現
に
御
承
知
の
よ
う
に
、
昨
年
八
月
一
一
一
自
、
内
器
官
房
長
官
の
私
的
整
問
機
関
と
し
て
吋
閣
僚
の
靖
国
神
社
参
拝
問
題
に
関
す
る

懇
談
会
』
が
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
私
的
誇
問
機
慢
と
い
う
も
の
の
さ
ま
ざ
ま
な
問
親
色
、
ご
承
知
の
よ
う
に
あ
り
ま
す
。
で
す
が
こ

の
問
題
は
一
感
こ
こ
で
は
省
略
し
ま
す
ο

で
、
そ
の
後
お
よ
そ
一
年
間
、
合
計
二
十
一
一
回
の
懇
談
会
が
開
催
さ
れ
、
そ
の
問
問
、
宗
教

関
体
等
の
叢
兇
を
轄
し
、
あ
る
い
は
諸
外
関
の
実
状
を
調
査
し
た
、
と
い
う
ふ
う
に
報
告
書
の
競
寵
き
に
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
本
年
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八
月
九
日
、
内
閣
官
房
長
官
苑
、
報
告
書
が
出
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
報
告
書
は
、
た
だ
い
ま
村
上
金
蝿
か
ら
も
報
告
が
あ
り
ま
し
た

よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
率
教
学
的
な
問
題
、
法
社
会
学
的
な
問
題
、
策
法
学
的
な
問
題
な
ど
が
伏
在
し
て
お
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
私
は
憲
法
の
値
観
点
か
ら
若
干
の
論
点
を
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
報
告
識
は
全
体
を
て
二
、
一
一
一
:
:
:
と
い

理
し
、
さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
を
治
、

ω、
出
:
:
:
と
整
理
し
て
お
り
ま
ナ
。
便
宜
上
、
こ
こ
で
は
章
節
を
つ
け

ら
で
き
上
が
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て

な

仕

分

け

二

が

閣

僚

の

公

式

参

拝

問

題

の

綾

織

と

い

う

二

の
舟
容
に
は
靖
国
神
社
の
概
嬰
と
か
、
靖
冨
神
社
公
式
参
拝
問
題
の
発
生
と
い
う
よ
う
な
節
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
蔀
は
、
た
だ

い
ま
村
上
会
員
の
発
表
な
さ
い
ま
し
た
問
題
そ
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。

第
一
一
一
議
一
館
は
、
戦
没
者
適
悼
の
あ
り
方
と
い
う
題
目
で
、
国
お
よ
び
そ
の
機
関
に
よ
る
戦
役
者
の
追
悼
、
一
一
節
は
、
障
に
拾
け

る
戦
没
者
の
追
悼
と
い
う
問
凶
悪
で
あ
り
ま
す
。

四
議
は
、
関
僚
の
場
開
神
社
公
式
参
拝
の
意
味
で
あ
り
ま
す
。

五
輩
、
閣
僚
の
靖
国
持
社
公
式
参
拝
の
懇
法
適
合
性
は
、
ニ
館
に
分
か
れ
、
一
節
は
政
教
分
離
原
燃
に
関
ナ
る
最
高
裁
判
判
決
の
紹

介
、
二
部
は
会
式
参
拝
憲
法
璃
合
牲
に
関
す
る
考
え
ガ
で
す
。

六
章
は
、
閣
擦
の
婚
聞
神
社
公
式
参
拝
に
関
し
て
艶
慮
す
べ
き
事
項
と
し
て
、
五
節
に
分
け
、

ω公
式
参
拝
の
方
式
の
問
題
、
出

合
記
対
象
諮
問
鵬
、
治
国
家
神
道
、
軍
国
主
義
複
活
の
問
題
、
組
信
教
の
霞
酪
の
問
題
、
間
政
治
的
対
立
、
醤
際
的
長
誌
の
問
題
、

と
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
新
た
な
擁
授
の
設
置
の
問
題
、 が

序
章
、

今問のB;2ドにおけるライシチの問題{小林)

惑
わ
り
に

全
体
で
大
きそ

そ
の
憲
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る
懇
談
会
か
ら
政
府
へ
の
適
切
な
嬉

置
の
希
望
で
す
。

法
的
、

の
懇
談
会
の
経
過
の
問
問
題
l
i
g
こ
れ
は
私
的
懇
談
会
と
い
種
の
一
行
政
機
関
の
問
題
で
あ
り
ま
す
が
i
i
|、

つ
ま
り
議
会
主
義
的
、
あ
る
い
は
関
民
主
権
的
憲
法
探
制
約
か
ら
い
う
と
、
こ
の
よ
う
な
人
事
的
に
も
、
あ
る
い

の
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法
に
つ
い
て
も
密
室
的
な
も
の
は
す
こ
ぶ
る
州
問
題
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
審
議
結
果
を
「
公
的
L

に
取
り
扱
う
鱗
向
は
、

憲
法
論
的
に
問
肉
離
で
あ
る
と
い
わ
な
く
て
は
な
り
ま
す
ま
い
。
二
章
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
さ
き
の
報
告
で
触
れ
ら
れ
て
い
ま
す
の

で
措
き
ま
す
。
と
な
り
ま
す
と
、
問
問
題
は
主
に
三
章
・
鵠
章
・
蕊
牽
・
六
叢
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
一
二
章
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
州
問
題
は
、
戦
没
者
に
つ
い
て
、

一
般
的
に
こ
れ
を
遊
館
を
す
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、

人
間
昌
黙
の
普
遍
的
な
情
感
で
あ
っ
て
誰
も
異
論
な
か
ろ
う
。
だ
か
ら
靖
幽
神
社
に
斡
け
る
塙
様
も
憲
一
議
も
翼
を
と
な
え
る
の
は
お

か
し
い
と
い
わ
ん
ば
か
り
の
論
旨
展
開
が
あ
り
ま
す
。
一
般
的
な
戦
投
者
追
悼
に
つ
い
て
、
ま
さ
に
報
告
書
が
い
う
と
お
り
誰
も
異

論
が
あ
る
は
ず
が
な
い
。
開
題
は
、
そ
れ
と
靖
雷
神
社
に
努
け
る
追
悼
と
を
混
間
し
て
い
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
つ
ま

り
後
者
に
つ
い
て
、
靖
関
神
社
に
静
け
る
追
悼
に
つ
い
て
、
国
民
や
遺
族
の
多
く
は
、
靖
国
神
社
を
そ
の
沿
箪
や
規
模
か
ら
毘
て
、

依
然
と
し
て
我
が
割
に
飴
け
る
戦
、
没
者
濃
梯
の
中
心
的
措
設
で
あ
る
と
し
て
い
る
、
と
い
う
ふ
う
に
報
告
書
は
い
う
の
で
す
け
れ
ど

も
、
鑓
民
や
遺
族
が
、
靖
霞
神
社
と
い
う
宗
教
法
人
で
祭
慌
す
る
、
あ
る
い
は
璃
悼
を
す
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
「
多
く
の
ひ
と
L

は
違
和
惑
を
持
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
報
告
書
の
一
言
い
か
た
に
は
ニ
つ
の
問
題
が
あ
る
と
患
い
ま
す
。
一
つ
は
、
国
家
的
行
事
を
宗

教
法
人
が
行
な
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
憲
法
原
則
別
で
あ
っ
て
、
富
良
の
多
数
が
盟
む
翠
ま
ぬ
の
問
題
で
は
な
い
、
と
い
う

こ
と
で
あ
り
ま
す
。
一
一
つ
は
、
構
図
神
社
と
い
う
神
道
の
施
設
は
追
埠
の
中
心
的
燕
設
と
は
な
り
え
な
い
と
す
る
者
が
い
る
と
い
う

こ
と
ぞ
す
。
載
に
こ
の
報
告
書
が
「
多
く
は
」
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
こ
れ
に
反
対
す
る
少
数
者
の
存
在
を
承
知
し
て
い
る
わ
け
で

あ
り
ま
す
。
そ
も
そ
も
信
教
の
露
出
と
い
う
よ
う
な
内
在
的
な
、
内
心
的
な
、
高
壌
に
精
神
的
権
利
は
、
多
数
か
少
教
か
と
い
う
ふ

う
な
撃
的
決
定
に
本
来
な
じ
ま
な
い
法
域
で
す
。
支
持
者
が
多
い
か
ら
と
い
っ
て
、

と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
多
数
決
の
療
理
と
い
う
の
は
、
中
世
の
拐
織
に
、

た
だ
ち
に
靖
鴎
神
社
的
察
組
を
み
と
め
て
よ
い

そ
れ
ま
で
の
全
会
一
致
艇
を
止
揚
す
る
団
体
意
思

の
決
定
方
法
と
し
て
創
創
出
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
近
世
に
お
け
る
自
畿
の
自
党
め
、
多
完
的
人
関
畿
の
所
還
と
し
て
十
三
世
紀
壌
グ 層
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ル
マ
ン
諸
冨
に
現
わ
れ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
多
数
決
と
い
う
の
は
、

り
ま
ず
か
ら
、
個
人
の
基
本
権
、
人
格
権
の
尊
重
と
い
う
観
点
に
立
つ
な
ら
ば
、
む
し
ろ
こ
れ
は
と
き
に
多
数
者
の
横
築
、
専
制
と

い
え
ま
す
。
イ
ェ
リ
ネ
ク
も
一
八
八
九
年
に
、
吋
少
数
者
の
権
利
午
、
多
数
決
主
義
の
危
険
性
を
説
い
て
い
ま
す
。
そ
し
て
イ
ギ
リ
ス

の
議
会
で
は
、
人
間
の
基
本
的
な
権
制
約
に
関
わ
る
問
問
題
に
つ
い
て
は
多
数
決
そ
と
ら
な
い
、
少
数
者
の
権
制
約
を
重
ん
ず
る
が
放
に
全

数
で
な
け
れ
認
可
決
し
な
い
と
す
る
制
度
そ
紹
介
し
て
い
ま
す
。
ま
た
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
議
会
主
義
の
堕
落
諌
闘
の
一
つ
は
多
数

い
わ
ば
少
数
の
意
見
を
認
め
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

決
原
理
の
乱
開
問
・
誤
用
に
あ
る

多
数
決
主
義
は
機

っ
て
い
ま
す
(
『
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
本
質
と
儲
値
恥
〈
岩
波
文
庫
)

接
的
・
技
議
的
な
問
題
に
つ
い
て
は
認
め
ら
れ
る
に
し
て
も
、
人
障
の
基
本
権
に
つ
い
て
は
議
閉
す
べ
き
で
な
い
と
い
う
の
で
あ
り

そ
れ
を
真
向
う
か
ら
否
定
す
る
の
が
、
靖
国
懇
の
い
う
「
多
く
は
」
と
い
う
表
環
で
あ
ろ
う
と
懇
わ
れ
ま
す
。

つ
ぎ
に
、
第
四
番
目
の
、
関
僚
の
靖
醤
神
社
公
式
参
拝
の
意
味
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
市
内
閣
総
理
大
誼
や
そ
の

ま
し
て
、

今Bの日本におけるライシテの問題(小林)

鵠
の
棚
田
務
大
臣
の
矯
欝
神
社
公
式
参
拝
と
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
、
ど
う
い
う
も
の
を
公
式
参
拝
と
い
う
か
と
い
う
定
義
を
し

て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
報
告
書
が
一
言
っ
て
ま
す
こ
と
は
、
ど
う
い
う
よ
う
な
形
式
で
、
制
燃
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
正
式
参
拝

あ
り
、
昇
殿
そ
伴
う
参
拝

l
iで
あ
ろ
う
と
、
あ
る
い
は
社
鍍
参
拝
等
|
!
社
殿

に
神
道
の
形
式
に
も
左
右
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
言
っ
て
お
り
ま
す
。
先
韓
も
お
話
が

あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
靖
鴨
神
社
は
天
皇
と
神
社
と
い
う
聞
に
更
に
軍
隊
が
入
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
従
来
か
ら
礼
拝
の
方

法
が
、
一
般
の
お
慣
の
拍
手
を
し
た
り
御
辞
儀
を
し
た
り
す
る
の
と
は
違
っ
た
特
有
の
礼
拝
形
式
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま

す
。
例
え
ば
「
棒
げ
銃
」
の
よ
う
な
礼
拝
形
式
が
そ
う
で
為
り
ま
す
!
;
i
v」
れ
は
、
靖
国
神
社
が
軍
の
神
社
だ
っ
た
こ
と
に
欝
わ
る

l
i
o
こ
の
よ
う
な
礼
拝
形
式
だ
ろ
う
と
ど
ん
な
礼
拝
形
式
で
あ
ろ
う
と
、
靖
国
持
社
の
場
合
に
は
、
大
甑
閣
僚
が
公
的
資
格
で
行

と
い
う
ふ
う
に
報
告
書
は
…
寄
っ
て
お
り
ま
す
。

i
i靖
国
神
社
が
定
め
た
方
式
に
従
つ

に
上
ら
な
い
参
捧

i
iー
で
占
め
ろ
う
と
、

え
ば
、
念
式
参
持
で
あ
る
、

八
月
十
五
日
に
行
わ
れ
た
方
式
、
樹
え
ば
、
持
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社
で
通
例
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
礼
拝
方
式
で
あ
る
拍
手
三
拝
が
な
か
っ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
、
こ
れ
は
宗
教
的
な
礼
拝
で
は

当
然
、
宗
教
的
な

な
い
と
い
う
こ
と
を
政
狩
は
申
し
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
げ
れ
ど
も
、
こ
の
点
は
、
報
告
書
の
論
理
か

も
の
に
な
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

つ
ぎ
に
五
議
の
問
題
で
す
。
こ
こ
は
非
常
に
重
要
な
、
こ
の
報
告
書
の
中
で
最
大
の
要
点
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
が
、

閣
僚
の
靖
国
神
社
公
式
参
持
の
憲
法
適
合
性
と
い
う
問
問
題
で
あ
れ
ツ
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、

の
設
定
目
的
が
‘
ま
さ
に
こ
の
点
の
解

間
切
に
あ
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
は
さ
き
ほ
ど
取
し
ま
し
た
よ
う
に
、
一
一
節
に
分
げ
ら
れ
て
、

議
高
裁
判
所
判
決
、

節
は
政
教
分
離
原
倒
的
に
関
す
る

つ
ま
り
矯
悶
懇
委
員
に
お
け
る
穴
穣
の
見
解
の
紹
介
で

節
は
公
式
参
拝
の
憲
法
違
合
性
に
関
す
る
考
え
方
、

一
節
に
最
高
裁
判
所
判
決
を
挙
げ
た
理
由
を
詮
索
し
ま
す
と
、
は
な
は
だ
問
題
で
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
と

醤
口
い
ま
す
の
は
、
こ
こ
で
は
津
地
鎮
祭
灘
高
裁
の
判
決
を
紹
介
し
て
い
る
わ
け
で
す
げ
れ
ど
も
、
こ
れ
は
神
式
に
よ
る
地
銀
援
に
対

し
て
公
金
支
出
す
る
こ
と
が
違
憲
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
認
め
た
判
決
・
特
例
で
あ
り
ま
す
。
一
一
揮
で
詔
介
事
整
理
さ
れ
て
い
る

六
謹
の
見
解
の
山
内
の
一
つ
の
克
解
で
あ
り
ま
す
。
そ
の

あ
り
ま
す
。

つ
の
意
見
を
真
先
に
、
一
節
を
構
え

い
わ
ば
六
種
の
見
解
の
内
で
も
と
く
に
こ
の
見
解
が
指
導
的
な
、
も
し
く
る
べ
き
見
解
だ

と
し
て
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
態
わ
れ
る
。
客
観
的
な
態
度
で
作
ら
れ
る
べ
き
報
告
書
が
、
こ
の
よ
う
な
意
図
的
と
も
み
え
る
構
成

を
と
る
の
は
は
な
は
だ
不
都
合
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
判
決
に
は
い
く
つ
か
の
問
問
題
が
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
開
明
治
憲
法
下
で
神
道

を
強
制
す
る
に
、
信
教
の
自
由
と
の
か
ね
あ
い
か
ら
、
神
道
は
宗
教
に
あ
ら
ず
と
規
定
し
た
り
、
あ
る
い
は
宗
教
で
あ
る
と
し
つ
つ
、

「
臣
民
タ
ル
ノ
畿
務
」
ゆ
え
宗
教
強
制
制
と
し
て
は
脳
内
外
に
糠
摘
し
、
合
憲
と
し
た
。
地
鎮
祭
の
神
式
挙
行
に
し
て

し
て
紹
介
す
る
と
い
う
こ

と
は
、
見
方
に
よ
っ
て
は
、

た
だ
し
こ

も
、
こ
れ
は
宗
教
的
な
も
の
よ
り
も
、

む
し
ろ
欝
俗
的
・
風
俗
的
な
も
の
だ
と
い
う
ふ
う
に
箆
る
べ
き
か
ど
う
か
、
と
い
う
の
が

つ
の
論
点
だ
と
患
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
一
つ
の
答
え
を
出
し
た
と
い
う
点
が
、
こ
の
最
高
裁
判
決
の
要
点
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
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靖
国
公
式
参
拝
に
つ
い
て
地
鎮
祭
割
判
決
を
引
用
し
て
い
る
、

そ
の
目
的
と
い
う
の
は
、
信
教
の
自
由
と
政
教
の
分
離
概
の
問
議
等
が
ど

う
い
う
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
判
示
を
リ
マ
ー
ク
す
る
に
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

レ
ジ
ュ
メ
の
第

段
の
方
に
震
い
で
あ
る
問
題
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
一

O
条
の
一
項
の
前
段
で
は
措
教
の
自
由
を
保
障
し
、
一
一
項
で
は
宗
教

犠
式
や
宗
教
行
事
に
参
加
強
制
制
の
禁
止
を
保
障
し
て
い
ま
す
。
一
信
仰
心
の
保
持
・
不
保
持
と
い
う
ま
っ
た
く
内
面
的
な
語
仰
的
自
国
由

と
、
信
仰
心
の
対
外
的
な
表
現
や
そ
の
方
法
と
い
っ
た
外
面
的
措
部
の
自
崩
を
保
障
し
て
お
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
織
法
学
上
、
器

開
心
の
ご

O
条
一
項
の
開
閣
は
一
九
条
の
思
想
・
良
心
の
自
由
と
は
議
開
濁
し
て
お
る
。
そ
し
て
二

O
条
は
一
九
条
の
思
想
・
良
心
の

自
由
の
う
ち
、
と
く
に
宗
教
的
な
患
想
・
良
心
に
つ
き
重
ね
て
、
い
わ
ば
特
記
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
理
由
は
、
良
心

と
倍
加
仰
を
異
繋
と
み
な
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
の
影
響
も
あ
る
と
み
ま
す
が
、
も
う
一
つ
は
先
述
の
明
治
憲
法
下
の
宗
教
強
制
へ
の
反

省
の
強
識
も
あ
る
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
二
項
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
こ
れ
ま
た
一
一
一
条
の
誉
議
・
表
現
の
自
由
、
あ
る
い
は
集
会
・

て
い
る
。
一
二
条
の
保
輝
に
対
し
、
と
く
に
宗
教
的
な
表
現
を
ニ

O
条
が
重
ね
て
強
く
保
障
し

結
社
の
自
由
と
い
う
も
の

今日の日本におけるライシテの問題(小林)

て
い
る
と
い
う
ふ
う
に
解
釈
さ
れ
ま
す
。

。
条
一
一
一
項
は
、
宗
教
醤
体
は
政
治
的
な
活
動
を
し
て
は
な
ら
な
い
し
、
政
治
的
な
権
力
と
関
係
を
も
っ
て
は
な

ら
な
い
し
、
国
家
も
ま
た
信
教
に
対
し
て
干
渉
関
係
を
も
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
い
わ
ば
政
教
分
離
の
原

則
問
は
、
さ
ら
に
八
九
条
で
公
金
そ
の
他
を
宗
教
行
為
に
支
出
し
て
は
な
ら
な
い
と
し
て
、
経
済
的
一
留
か
ら
強
化
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ

ら
に
犠
惑
を
期
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
信
教
の
自
由
と
い
う
宗
教
信
仰
活
動
の
自
由
と
政
教
分
離
の
原
剥
は
開
方
と

そ
れ
に
対
し
て

も
相
並
ん
で
、

れ
に
対
し
て
、
政
教
分
離
原
引
は
信
教
の
自
由
を
確
保
す
る
た
め
の
縦
度
・
方
法
だ
と
す
る
考
え
も
あ
り
、
こ
れ
を
一
元
論
と
呼
び

ま
し
ょ
う
。
目
的
が
あ
っ
て
方
法
が
あ
る
と
い
う
、
方
法
と
い
う
と
こ
ろ
に
政
教
分
離
原
賠
と
い
う
も
の
そ
位
置
づ
け
る
な
ら
ば
、

ぞ
れ
に
よ
っ
て
宗
教
上
の
人
権
が
確
保
さ
れ
る
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
見
る
考
え
を

一
元
論
と
時
ん
で
お
き
ま
す
。
こ
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政
教
分
離
販
制
削
は
一
つ
の
憲
法
保
障
制
度
で
は
な
い
か
と
、

一
一
冗
論
は
考
え
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

さ
さ
ほ

の
「
現
代
日
本
に
酷
け
る
悶
家
と
宗
教
L

と

い
う
論
文
、
た
い
へ
ん
浩
織
な
論
文
で
紹
介
さ
れ
て
お
り
ま
す
し
、
ま
た
蔀
述
の
ジ
ュ
リ
ス
ト
の
特
集
で
は
、
平
野
武
会
員
が

の
主
張
を
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
二
元
論
に
対
し
て
、
目
的
の
た
め
の
制
捜
と
す
る
と
、

ど
司
会
な
さ
い
ま
し
た
和
訳
野
町
会
員
が
、
最
近
、
上
智
大
学
の
『
上
一
智
法
学
論
集
b

つ
ま
り
一
元
論
で
み
る
と
、

の
寸
制
度
」
の
舗
鑑
は
相
対
化
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、
と
一
一
元
論
は
批
判
す
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
臨
的
の
実
現
に
は
い
ろ

ん
な
方
法
が
あ
る
だ
ろ
う
|
|
政
教
分
離
原
則
は
信
教
権
保
欝
の
た
め
の
。
話
。
問
答
命
詳
の
制
度
、
絶
対
的
な
ら
ざ
る
制
度
と
考
え

る
!
i
l、
こ
れ
が
議
高
裁
の
津
地
鎮
祭
で
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
l
i
l
こ
う
し
た
結
論
を
導
き
出
し
た
の
は
、
ま
品
川
、
に
こ
の

な
ん
だ
と
二
一
光
論
は
指
捕
縛
し
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
、
政
教
分
離
原
則
を
居
間
抑
権
と
と
も
に
絶
対
的
保
障
臣
的
と
考
え
る
べ
し
と
し

ま
す
。
私
は
支
持
で
き
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
喪
主
主
義
実
現
の
た
め
の
制
捜
と
し
て
の
簡
接
民
主
棋
に
対
し
て
直
接
民
主
制
も
あ
る

と
い
う
の
は
間
接
民
主
制
そ
の
も
の
に
笹
胎
し
て
い
る
問
問
題
点
を
ア
ウ
フ
ヘ
ー
ベ
ン
し
よ
う
と
い
う
と
こ
ろ
に
意
味
が
あ
り
ま
す

が
、
そ
れ
と
同
様
に
政
教
分
離
制
度
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
と
懇
い
ま
す
。
こ
れ
が
一
っ
と
、
も
う
一
つ
、
政
教
分
離

箆
賠
を
級
相
対
視
す
る
か
、
梧
対
損
な
も
の
と
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
は
、
そ
の
母
、
そ
の
菌
の
事
情
が
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ

こ
が
問
問
題
だ
と
い
う
の
が
一
一
元
論
な
ん
で
す
け
ど
も
、
日
本
の
場
合
さ
き
に
発
表
も
あ
り
ま
し
た
よ
う
な
、
ロ
は
本
の
ま
さ
に
宗
教
的

民
主
、
あ
る
い
は
信
仰
の
実
態
、
あ
る
い
は
宗
教
の
も
つ
社
会
に
対
す
る
指
導
性
i
i
lそ
う
い
う
も
の
を
見
た
場
合
に
、
一
信
教
の
自

由
、
器
保
権
と
い
う
も
の
を
徹
虚
的
保
障
す
る
た
め
に
は
、
政
教
分
離
原
則
を
絶
対
的
な
も
の
と
見
る
べ
き
か
、
相
対
的
な
も
の
と

し
て
見
る
べ
き
か
と
い
う
選
択
に
婚
す
る
務
態
と
患
わ
れ
ま
す
。
私
の
申
し
た
い
こ
と
は
、
要
す
る
に
二
認
識
を
と
っ
た
か
ら
と
い

っ
て
政
教
分
離
原
則
そ
梧
対
的
に
庭
錯
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

次
に
、
津
地
鎮
祭
の
引
用
に
つ
い
て
問
題
に
な
り
ま
す
の
は
、
罰
的
効
果
論
と
い
う
も
の
の
誤
用
と
い
う
点
マ
あ
り
ま
す
。
目
的

22 
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効
果
論
℃
号
℃

0
8ゐ
Fwn件
仲
合
部
門
は
、
ア
メ
リ
カ
の
創
刊
例
法
の
中
で
政
教
分
離
療
別
に
反
す
る
か
、
皮
し
な
い
か
と
い
う
場
合
を
判
判
定

す
る
震
準

i
i判
定
方
法
と
し
て
出
て
き
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
は
世
界
的
に
み
て
、
比
較
的
に
政
教
分
離
に
つ
い
て
は

ス
ト
リ
ク
ト
な
国
に
属
す
る
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
し
た
が
っ
て
し
詳
し
ば
問
題
が
生
じ
ま
す
。
例
え
ば
、
私
立
の
宗
教
系
の

幼
稚
揮
の
醒
児
そ
市
堂
の
ス
ク
ー
ル
パ
ス
が
運
ぶ
と
い
う
よ
う
な
場
合
に
は
、
こ
れ
は
公
設
備
の
宗
教
援
助
に
な
る
の
守
は
な
い
か

と
か
、
あ
る
い
は
会
立
学
技
で
型
書
を
畿
な
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
政
教
分
離
原
則
に
反
す
る
の
で
は
な
い
か
、
な
ど
。
こ
の
よ

う
な
問
題
か
ら
目
的
効
果
識
が
展
開
し
て
き
ま
し
た
。
日
本
の
宗
教
議
人
に
は
非
課
説
特
権
が
あ
り
ま
す
。
少
な
く
と
も
ア
メ
リ
カ

誌
に
免
貌
舗
に
す
べ
き
だ
と
私
は
考
え
ま
す
。
テ
ス
ト
し
て
取
ら
な
い
と
い
う
の
が
免
税
で
あ
り
、
ま
っ
た
く
藤
か
ら
税
金
を
取
ら

な
い
と
す
る
の
が
非
課
税
で
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
非
課
税
処
分
は
、
諜
教
的
な
持
典
を
公
権
を
も
っ
て
4

認
め
る
と
い
う
点
で
政

今日の日本におけるライシテの問題{小林)

教
分
離
粟
剰
に
反
す
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。

津
地
鎮
祭
事
件
、
最
高
裁
判
決
に
お
い
て
引
用
さ
れ
た
「
臼
的
効
果
」
論
で
は
、
地
鎮
祭
は
世
加
治
的
な
も
の
で
あ
る
、
神
主
さ
ん

や
神
道
を
応
接
し
た
も
の
じ
ゃ
な
い
ゆ
え
に
、
ぞ
れ
は
違
憲
と
す
る
に
あ
た
ら
な
い
と
い
う
ふ
う
に
言
っ
て
い
る
わ
り
で
す
。
そ
の

論
理
を
靖
国
神
社
公
式
参
拝
に
利
用
し
よ
う
と
靖
国
懇
は
考
え
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
こ
の
悶
的
効
果
論
で
は
患

す
ぎ
る
と
こ
ろ
、
近
年
、
こ
の
問
的
効
果
が
世
俗
的
な
も
の
と
解
さ
れ
る
に
し
て
も
、
過
度
の
関
わ
り
合
い
が
あ
っ
た
か
な
い
か
と

い
う
さ
ら
に
新
し
い
テ
ス
ト
、
規
準
を
設
け
て
い
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
欧
米
の
場
合
に
は
、
政
教
分
離
し
て
い
る
か
、

い
る
か
と
い
う
こ
と
の
判
断
が
非
常
に
撤
妙
で
つ
け
に
く
い
と
い
う
場
合
で
、
っ
け
な
げ
れ
ば
憲
法
秩
序
、
公
序
の
確
立
が
で
き
な

い
と
い
う
こ
と
で
も
っ
て
、
そ
の
苦
心
の
あ
げ
く
の
テ
ス
ト
で
あ
る
わ

η
で
あ
り
ま
す
。
自
的
効
果
論
を
、
嬬
国
神
社
会
式
参
拝
の

場
合
に
も
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
場
合
に
は
、
埼
思
神
社
と
い
う
宗
教
団
体
で
の
礼
拝
は
ど
う
い
う
礼
拝
で
あ
れ
宗
教
行

為
で
あ
る
と
明
言
し
て
お
り
、
こ
の
神
投
へ
の
公
式
参
拝
が
政
教
分
離
原
則
に
は
ま
る
か
は
ま
ら
な
い
か
を
問
憲
に
す
る
揮
に
、
邑

し
て

支持教法第 8号(19事7)23 



的
効
果
議
会
接
用
す
る
の
は
、
は
な
は
だ
し
く
懇
意
的
な
引
用
、
使
い
方
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。

こ
の
目
的
効
果
論
、
い
や
、
過
度
の
関
わ
り
合
い
に
つ
い
て
の
ニ
組
の
典
型
的
な
ア
メ
リ
カ
で
的
判
例
紹
介
は
、
同
じ
ジ
ュ
リ
ス

ト
の
十
一
月
十
日
の
特
集
号
の
中
で
、
中
央
大
学
の
橋
本
教
授
が
絡
介
さ
れ
て
い
ま
ず
か
ら
、
ご
ら
ん
下
さ
れ
ば
も
っ
と
は
つ
務
り

す
る
か
と
思
い
ま
す
。
私
の
申
し
あ
げ
た
い
こ
と
は
、
右
に
つ
き
る
の
で
あ
り
ま
す
。

二
番
自
で
あ
り
ま
す
。
い
ま
・
申
し
ま
し
た
ご
と
き
一
節
で
、
教
政
分
離
膜
賠
に
関
す
る
最
高
裁
判
所
の
判
決
を
紹
介

し
、
さ
て
つ
ぎ
の
こ
節
で
公
式
参
拝
の
憲
法
適
合
性
に
関
す
る
語
委
員
の
考
え
方
、
多
棟
な
意
見
が
粗
利
介
さ
れ
ま
す
。
す
な
わ
ち
六

灘
り
の
意
見
を
あ
ぜ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
一
説
と
二
説
は
、
憲
法
一
一

O
条
一
一
一
項
の
政
教
分
離
原
射
が
、
国
家
と
宗
教
と
の
完
全
な
分

離
を
求
め
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
主
膿
し
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
、
一
説
は
公
式
参
拝
を
宗
教
活
動
じ
ゃ
な
い
と
し
、
二

説
は
最
高
裁
判
決
の
関
的
効
果
論
に
従
え
ば
、
こ
れ
は
他
の
宗
教
、
宗
派
に
並
迫
、
干
渉
を
加
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い

か
ら
、
違
憲
で
は
な
い
と
す
る
。
一
二
説
は
、
詔
説
以
下
む
議
憲
論
と
の
妥
協
理
論
、
中
間
理
論
の
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
い
わ
ば
積
楊

説
と
消
撮
説
と
の
中
間
関
の
妥
協
説
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
一
一
一
説
は
、
最
高
裁
判
決
の
呂
的
効
果
論
に
従
え
ば
、
わ
が
国
に
は
複

数
の
諜
教
信
仰
と
い
っ
た
現
実
的
基
殺
が
あ
る
な
ど
し
て
、
靖
患
持
社
公
式
参
拝
も
現
在
の
正
式
参
拝
の
形
で
あ
れ
ば
問
題
が
あ
ろ

う
が
、
他
の
遺
当
な
務
で
の
参
揮
で
あ
れ
ば
違
憲
と
ま
で
は
一
言
え
な
い
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
が
、
靖
国
神
社
と
い
う
議
教
施
設
で

行
な
う
と
す
れ
ば
、
宗
教
的
躍
的
効
果
は
十
分
蕗
め
ら
れ
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
さ
れ
ば
こ
そ
靖
国
神
社
に
珍
い
て
公
式
参
拝
や
慰

繋
繋
の
執
特
を
、
従
来
か
ら
さ
ま
ぎ
ま
な
プ
レ
シ
ュ
ア
・
グ
ル
ー
プ
が
運
動
し
て
き
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
点
か
ら
見
る
と
、

さ
て

こ
の
中
縄
開
説
と
い
う
の
は
〈
中
間
説
と
い
う
の
は
概
し
て
そ
う
い
う
本
質
そ
も
つ
が
)
積
極
説
そ
内
議
し
て
い
る
と
い
え
ま
す
。

四
説
は
、
公
的
地
般
に
あ
る
人
の
行
為
姿
、
公
的
・
私
的
に

分
し
て
考
え
る
こ
と
に
問
題
が
あ
る
と
し
ま
す
。
私
的
行
為
と
公

人
と
し
て
の
行
為
と
国
家
制
度
の
実
施
と
し
て
の
公
的
行
為
と
三
種
に
分
け
、
私
的
行
為
は
こ
の
際
も
ち
ろ
ん
関
係
な
い
わ
け
で
す
。
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公
人
と
し
て
の
行
為
か
ら
公
式
参
拝
は
許
さ
れ
る
が
、
悶
家
制
度
実
施
と
し
て
の
公
的
行
為
は
許
さ
れ
ぬ
と
ナ
る
。
公
人
と
し
て
の

行
為
と
調
家
製
震
の
実
施
と
し
て
の
会
的
行
為
と
の
別
は
わ
か
り
に
く
い
ん
で
す
が
、
ど
う
い
う
違
い
か
と
い
う
と
、
報
告
替
に
よ

れ
ば
、
公
人
と
し
て
の
行
為
の
方
に
は
、
括
張
が
あ
り
ま
し
て
、
総
理
大
鹿
た
る
人
が
内
外
の
公
葬
そ
の
他
の
行
事
、
宗
教
行
事
に

参
加
す
る
ご
と
き
行
為
で
あ
り
ま
す
。
同
加
え
ば
内
閣
総
理
大
臣
が
某
政
党
の
領
袖
の
仏
式
葬
犠
に
、
総
理
大
臣
と
し
て
公
用
事
で
参

じ
、
弔
静
を
述
べ
る
ご
と
き
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
と
靖
臨
神
社
で
の
行
事
そ
開
到
に
考
え
て
い
い
か
ど
う
か
。
こ
れ

つ
ま
り
簡
が
靖
国
そ
祭
る
と
い
う
こ
と
は
、
国
民
の
多
く
の
期
持
す

は
か
な
り
論
議
の
出
す
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
と
患
わ
れ
ま
す
。

る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
す
る
問
題
そ
前
に
論
評
い
た
し
一
ま
し
た
が
、
そ
う
い
う
よ
う
な
も
の
と
、
右
の
よ
う
な
葬
式
と
を

鰭
に
考
え

る
と
い
う
こ
と
は
、
論
理
的
に
つ
な
が
ら
な
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
の
五
説
は
、
こ
れ
は
非
常
に
は
っ
き
り
し
た
意
克
そ
も
っ
て

今尽の臼;本におけるライシテの問題休、林)

お
り
ま
す
が
、
憲
法
一
一

O
条
一
一
一
項
の
政
教
分
離
原
測
は
臣
家
と
宗
教
と
の
完
全
な
分
離
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
宗
教
法
人
守
あ
る

鴻
鵠
神
社
に
公
式
参
拝
を
す
る
こ
と
は
、
ど
の
様
な
形
に
し
て
も
一
一

O
条
一
一
一
項
の
禁
止
す
る
宗
教
活
動
に
詣
た
っ
て
選
懇
で
あ
る
と

し
て
い
ま
す
。
ム
ハ
説
は
、
近
説
の
意
見
を
正
当
と
し
つ
つ
、
最
高
裁
判
決
の
目
的
効
果
論
に
能
っ
た
と
し
て
も
、
宗
教
間
体
で
あ
る

靖
国
神
社
に
公
式
参
拝
を
す
る
こ
と
は
、
た
と
え
悶
的
は
世
格
的
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
効
果
に
診
い
て
は
、
国
家
と
宗
教
と
の
担
保
い

欝
わ
り
合
い
を
も
た
ら
す
象
徴
的
意
味
を
も
つ
も
の
で
、
菌
家
と
宗
教
と
の
関
わ
り
会
い
の
相
当
た
り
る
擦
度
を
越
え
、
違
憲
と
醤一

わ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
説
は
か
な
り
ア
メ
リ
カ
の
判
例
法
を
暗
ま
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
ま
す
。
結
論
的
に
は
、

五
説
、
つ
ま
り
ど
う
あ
っ
て
も
宗
教
活
動
で
あ
る
と
い
う
説
と
変
わ
ら
な
い
よ
う
に
患
う
の
で
あ
り
ま
す
。
以
上
の
ご
と
き
諸
学
説

が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
報
告
書
は
紹
介
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

の
最
後
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
憲
法
と
の
関
係
を
ど
う
考
え
る
か
に
つ
い
て
は
!
i
l
い
わ
ば
こ
の
懇
談
会
と
し
て
、

五
つ
六
つ
の
意
見
を
踏
ま
え
て
の
結
論
、
整
理
の
よ
う
で
あ
り
ま
す
が
、

;
1
1
最
高
裁
判
判
決
に
い
う
、
目
的
お
よ
び
効
果
の
菌
で
い

ぞ
う
し
て
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ろ
い
ろ
と
寵
慮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
政
教
分
離
原
則
に
抵
触
し
な
い
向
ら
か
の
方
式
に
よ
る
公
式
参
拝
の
道
が
あ
り
う
る

て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
間
的
効
果
論
の
時
閣
に
つ
い
て
は
、
さ
き
ほ
ど
申
し
ま
し
た
と
お
り
で
、
こ
れ
を
考
慮
し
て
、

そ
し
て
合
憲
的
な
道
務
そ
っ
げ
る
と
い
う
こ
と
は
理
論
的
に
は
難
し
い
の
で
は
な
い
か
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
こ
で
、
ひ
と
こ
と
加
え
て
お
き
た
い
の
は
、
最
高
裁
判
決
の
引
用
、
つ
ま
り
靖
国
神
社
公
式
参
拝
問
題
を
地
鎮
祭
と
同
一
に
論

ず
る
点
で
あ
り
ま
す
。
最
高
裁
判
決
の
場
合
は
、
市
立
の
体
育
館
を
作
ろ
う
と
し
、
神
支
を
よ
ん
で
来
て
地
鎮
祭
を
す
る
。
こ
の
こ

と
と
、
靖
鴎
神
社
と
い
う
確
乎
と
し
た
宗
教
縄
設
に
お
い
て
、
神
主
が
先
導
し
て
行
う
こ
と
と
は
ま
っ
た
く
問
一
に
は
論
じ
え
な
い
。

た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
議
論
は
、
報
告
替
の
文
聞
か
ら
す
る
と
、
懇
談
会
の
中
に
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
が
。

般
に
戦
没
者
に
対
す
る
追
樽
ぞ
れ
由
民
体
、
た
だ
ち
に
宗
教
的
色
彩
を
も
っ
行
事
と
は
蓄
え
な
い
。
報
告
饗
も
、

血
管
追
悼
ぞ
れ
自
身
は
宗
教
的
意
義
を
も
つ
も
の
と

し
て
い
る
の
は
、
極
別
、
靖
国
神
社
の
問
題
で

般
に
は
戦
没

な
い
と
い
う
が
、
こ
れ
は
当
り
前
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
問
問
題
に

そ
の
次
に
、
ま
た
こ
こ
で
く
り
返
し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
以
上
の
次

第
に
よ
り
、
政
府
は
こ
の
際
大
方
の
墨
民
感
情
、
遺
族
の
心
情
そ
汲
み
、
政
教
分
離
車
射
に
関
す
る
憲
法
の
規
定
の
、
支
出
般
に
関
す
る

担
り
、
ま
た
国
民
の
多
数
に
よ
り
支
持
品
川
切
れ
、
受
げ
え
れ
ら
れ
る
何
ら
か
の
形
で
公
式
参
拝
を
実
擁
す
る
こ
と
を
検
討
す
べ
き
で
あ

る
と
し
て
お
り
ま
す
。
さ
き
ほ
ど
附
し
ま
し
た
よ
う
に
、
多
数
、
少
数
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
で
決
め
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
し
、

り
に
こ
れ
が
全
会

致
で
あ
る
に
し
て
も
、
少
な
く
と
も
憲
法
の
政
教
分
離
原
則
に
揖
蝕
す
る
よ
う
な
こ
と
は
、
ず
る
こ
と
は
で
き

つ
ま
り
、
多
数
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
少
数
を
無
損
し
て
は
い
け
な
い
し
、

な
い
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
る
べ
ぢ
で
あ
り
ま
す
。

そ
も
そ
も
義
的
に
と
問
時
に
賞
的
に
許
さ
れ
る
こ
と
が
ら
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

六
章
で
は
、
靖
国
神
社
に
合
寵
さ
れ
る
対
象
に
つ
い
て
、
国
事
に
殉
じ
た
人
々
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
例
え
ば
明
治
維
新
前
後
に

酷
い
て
い
わ
ゆ
る
賊
軍
と
み
な
さ
れ
た
人
々
が
祭
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、

A
級
戦
認
の
組
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
、
報 て〉
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-
国
民
の
た
め
に
尊
い
生
命
を
捧
げ
た
多
く
の
人
び

合
記
者
の
決
定
通
棋
に
援
に
開
題
が
あ
る
と
し
て
も
、
題
家
・

と
を
練
に
し
て
由
民
い
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
と
す
る
。
合
記
者
の
決
定
に
仮
に
問
題
が
あ
る
と
し
て
も
、
国
家
・

民
の
た
め
に
尊
い
命
、
生
命
を
捧
げ
た
多
く
の
人
び
と
そ
裁
に
し
て
は
よ
い
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
の
は
一
理
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
こ
の
人
び
と
を
嫌
に
し
て
は
い
け
な
い
か
ら
こ
そ
、

そ
う
い
う
人
び
と
と
一
績
に

A
級
戦
犯
と
い
わ
れ
る
人
び
と
と
護
局
す
ぺ

き
で
は
な
い
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
こ

に
関
し
て
、
戦
殺
を
除
く
こ
と
と
、

は
部
縄
問
題
で
あ
る
か

の
憲
法
上

ら、

A
級
戦
抱
合
杷
問
題
の
選
非
論
は
取
り
上
げ
る
べ
き
で
は
な
い
と
論
ず
る
学
者
も
お
り
ま
す
〈
前
記
、
橋
本
公
宣
教
授
論
文
参
照
)
。

た
し
か
に
、
戦
揺
を
除
い
た
か
ら
と
い
っ
て
、
公
式
参
拝
の
瀧
意
向
離
が
解
決
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
戦
犯
を
合
肥
し

宗
教
法
人
議
摺
神
社
の
副
総
的
性
格
が
一
騎
明
確
に
さ
れ
、
公
金
支
出
の
違
憲
性
が
よ
り
一
層
明
白
に
さ
れ
た
と

た
こ
と
に
よ
っ

い
え
ま
し
ょ
う
。

今包の日本におりるライシう?の問題(小林)

国
家
神
道
・
軍
悶
主
義
復
活
の
開
壊
に
つ
い
て
、
報
告
書
は
、
議
在
靖
国
神
社
は
他
の
宗
教
法
人
と
同
じ
地
位
に
あ
る
宗
教
法
人

で
あ
り
、
戦
読
と
は
性
格
を
異
に
し
、
ま
た
憲
法
上
も
鵠
家
神
道
の
復
活
は
あ
り
え
な
い
、
と
す
る
。
あ
り
え
な
い

か
、
公

ど
靖
罷
神
社
の
一
連
の
動
き
が
護
活
を
指
向
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
は
、
見
方
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

い
わ
ゆ
る
軍
閣
支
畿
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
憲
法
上
の
歯
止
め
が
存
ず
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
問
題
な
い
と
す
る
報
告
書
は
、

条
の
も
つ
つ
よ
い
平
和
主
義
を
率
護
に
承
認
し
て
い
る
と
い
え
な
く
な
い
。
し
か
し
、

G
N
P
 パ
ー
セ
ン
ト
の
枠
の
州
知
理
問
題
を

み
る
と
き
、
歯
止
め
効
巣
が
公
的
に
蝶
鰭
さ
れ
、
歯
止
め
効
果
が
部
分
的
に
は
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
現
実
ぞ
み
の
が
せ
な
い
。

の
内
容
は
現
実
無
視
と
独
断
の
そ
し
り
を
免
れ
が
た
い
の

現
荘
の
靖
国
神
社
が
戦
没
者
遺
婦
と
平
和
祈
念
の
場
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
み
れ
ば
、
に
よ
る
軍
部
復
活
の
懸
会
は
な

い
と
、
報
告
書
は
い
う
。
だ
が
地
方
で
は
、
宗
教
的
、
政
治
的
、
あ
る
い
は
震
史
的
認
識
に
よ
っ
て
、
会
式
参
拝
が
戦
没
者

と
す
る
と
、

隈
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に
も
平
和
析
念
に
も
ふ
ぶ
っ
た
く
な
己
ま
ぬ

っ
て
い
る
と
も
い
え
ま
せ
ん
。
ま
た
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
公
式
参
拝
を
違
憲
と
す
る
か
ら
と
い
っ
て
、
戦
没
者
の
慰
霊
や

違
憲
で
あ
る
と
す
る
思
想
も
厳
鎮
と
し
て
存
在
す
る
し
、
ま
た
こ
の
主
張
が
誤

追
悼
に
反
対
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

」
れ
を
も
っ
て
、
私
の
発
表
を
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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