
宗
教
活
動
に
対
す
る
制
法
の
適
用

i
i加
持
組
側
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中
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と
し
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開
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大
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仁三事

御
紹
介
戴
魚
、
ま
し
た
愛
知
学
謡
大
学
の
原
田
で
ご
ぢ
い

私
は
宗
教
法
学
会
の
末
癒
を
叫
慨
し
て
お
り
ま
す
が

元
米
誌
刑
法

を
専
攻
し
て
い
る
者
で
あ
り
、
臨
ん
家
・
社
会
の
法
縫
に
対
す
る
犯
罪
の
構
造
分
析
を
主
た
る
研
究
テ
!
マ
と
し
て
お
り
ま
す
と
こ
ろ
、

宗教総動に対するfltJi.去の遠別(11採削)

そ
の
一
環
と
し
て
、
宗
教
に
関
わ
る
犯
罪
に
つ
い
て
も
若
干
の
椴
討
を
し
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
程
度
の
初
心
者
で
あ
り
ま
す
。

回同
M

御
案
内
の
タ
イ
ト
ル
で
報
告
さ
せ
て
戴
く
機
会
を
給
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
が
、
刑
法
の
犯
禁
論
や
刑
罰
論
が
宗
教
誌
の
体
系

と
い
か
な
る
関
保
を
持
ち
得
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
ま
た
、
宗
教
法
の
中
で
割
判
事
判
例
が
い
か
な
る
設
罷
付
け
を
有
す
る
も
の
で
あ

と
い
っ
た
事
柄
に
つ
い

る
の
か

私
に
は
ま
だ
全
く
判
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
率
痘
に
告
白
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ぞ
れ

故
、
本
自
の
報
告
は
、
本
学
会
に
相
応
し
く
な
い
、
あ
ま
り
に
も
未
熟
な
も
の
で
辻
令
い
か
、
あ
る
い
は
、

ね
よ
そ
宗
教
法
の
名
に

値
す
る
も
の
と
は
諮
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
て
お
り
ま
す
が
、
ミ
の
場
-ph
持
能
し
て
私
の
強
い
考
察
を
申
し
述
べ
、
先
生
方

の
榔
批
判
・
御
指
導
を
給
っ
て
、
今
後
の
研
究
の
醸
と
し
た
い
と
存
じ
あ
げ
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
宜
し
く
お
鞍
い
申
し
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上
げ
ま
す
。

関

題

起

提

そ
れ
で
は
、
報
告
に
入
ら
そ
て
戴
く
こ
と
と
致
し
ま
す
。
本
日
は
、
加
持
祈
離
の
結
果
と
し
て
入
を
死
に
致
し
た
場
合
の
罪
貨
を

中
心
と
し
て
報
告
申
し
上
げ
ま
す
が
、
私
は
、

か
つ
て
た
ま
た
ま
こ
の
問
題
に
隅
附
す
る
判
例
を
読
む
機
会
を
得
た
際
に
、
現
住
め
判

倒
は
傷
害
致
死
罪
と
い
う
こ
と
で

致
し
て
い
る
も
の
の
、
大
審
院
時
代
に
は
過
失
致
死
罪
と
し
た
判
桝
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
、

こ
の
違
い
は
何
で
あ
る
の
か
と
い
う
提
院
を
持
ち
、
こ
の
よ
う
な
結
論
の
相
違
を
生
じ
た
現
由
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
ま
し
た
。

こ
れ
が
、
こ
の
テ
i
マ
の
研
究
に
着
手
す
る
契
機
で
あ
り
ま
し
た
。

そ
し
て
、
智
子
の
検
討
の
結
果
が
本
臼
の
報
告
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
大
審
院
判
例
と
戦
後
の
判
判
例
と
の
相
違
点
が
ど
こ
に
あ
る
の

か
、
そ
れ
が
鰐
故
で
あ
る
の
か
、
ま
た
、

必
然
的
な
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
の
か
否
か
、

と
い
っ
た
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
は
、
ま
だ
、

確
信
を
以
て
断
言
し
揚
る
程
の
も
の
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

か
え
っ
て
、
こ
の
問
題
に
付
随
し
て
、
宗
教
話
敢
に
対

す
る
刑
法
上
の
評
織
に
関
す
る
料
例
の
都
度
に
つ
い
て
、
根
本
的
に
疑
問
を
生
ず
る
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
れ
故
、
本

日
の
報
告
も
、
研
究
成
果
の
発
表
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
現
在
ま
で
に
私
が
稔
強
し
た
と
こ
ろ
の
中
関
報
告
で
あ
る
と
言
え
ま
し

ょ
う
。
先
生
方
の
紳
教
一
不
を
給
り
た
い
と
考
え
る
所
以
の
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
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オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
規
制
立
法

さ
て
、
本
論
に
入
る
こ
と
と
致
し
ま
す
が
、
ま
ず
、
加
持
折
鱒
に
代
表
さ
れ
る
オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
に
対
し
て
、
立
法
上
ど
の
よ
う

な
規
制
が
加
え
ら
れ
て
き
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。
資
料
ー
を
御
蔵
下
さ
い
。
こ
こ
に
番
冬
ま
し
た
表
は
、

私
が
按
索
し
た
競
り
で
、

オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
を
対
象
と
し
た
明
治
維
新
以
降
の
法
令
を
、
そ
の
趣
宮
毎
に
繋
穫
し
た
も
の
で
ご
ざ
い

ま
す
。
郎
ち
、
第
一
に
、
単
に
オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
を
禁
止
す
る
と
い
う
こ
と
を
規
定
す
る
の
み
で
そ
の
理
由
等
も

切
湘
掲
げ
る
こ
と

な
く
罰
則
間
も
規
定
し
て
い
な
い
も
の
、

に
、
他
人
に
対
し
て
響
を
加
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
に
対
す
る
燦

制
腕
、
第
一
一
一
に
、

オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
に
対
し
て
人
を
感
わ
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
位
量
付
け
を
以
て
規
制
対
象
と
し
た
も
の
、
そ
し
て

第
陸
に
、
本
部
報
告
の
中
心
テ

I
マ
た
る
、
購
入
治
療
話
的
の
オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
に
対
す
る
規
制
、
と
い
う
問
問
機
顎
の
分
類
を
試
み
ま

し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
法
規
の
文
需
拡
資
料
H
に
記
載
数
し
ま
し
た
の
で
、
御
装
下
さ
い
。
も
と
よ
り
、
こ
の
分
類
は
私

人
の
試
論

言宗教活動lこ対する約ままの通用(f厳1Il)

で
あ
り
、
ま
た
オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
に
対
す
る
規
制
立
法
の
会
て
を
網
羅
し
て
い
る
と
い
う
阿
部
証
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
見
落
と
し
等
斡

気
付
き
で
し
た
ら
、
郵
教
法
給
り
た
い
と
存
じ
ま
す
務

と
こ
ろ
で
、
こ
の
表
に
よ
り
ま
す
と
、
明
治
六
年
頃
を
墳
と
し
て
、

オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
規
制
立
法
の
態
様
に
大
き
な
変
化
が
金
じ

て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
郎
ち
、

明
治
六
年
以
降
は
、

寝
出
向
も
何
も
示
す
こ
と
な
く
た
だ
一
切
禁
止
す
る
と
い

う
単
純
禁
令
、
お
よ
び
、
加
害
目
的
の
オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
に
対
す
る
規
制
立
法
は
姿
を
消
し
、
替
わ
っ
て
、
オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
は
人

誌
を
服
感
す
る
行
為
で
あ
る
と
い
う
位
置
付
け
を
誌
で
こ
れ
を
規
制
し
、
あ
る
い
は
、
治
療
器
的
の
オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
を
、
そ
の
行

為
者
の
意
図
と
は
逆
に
、
身
体
に
有
害
な
行
為
と
し
て
規
制
す
る
と
い
う
方
向
が
打
ち
出
山
さ
れ
て
い
る
と
誘
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
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あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
、
所
謂
科
学
的
合
理
主
義
が
法
の
蔀
誌
と
な
っ
て
き
た
こ
と
を
訴
す
も
の
で
あ
る
と
設
え
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
を
典
型
的
に

示
す
の
が
、
加
饗
自
的
の
オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
に
対
す
る
規
制
制
が
廃
止
さ
れ
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
開
叩
ち
、

明
治
元
年
の
仮
制
徐
に
お

け
る
「
妖
術
毒
薬
を
用
人
を
殺
L

の
規
宰
は
開
明
ら
か
に
オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
に
よ
っ
て
現
実
的
効
果
が
生
ず
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
も

の
で
あ
り
ま
す
し
、

の
新
律
鱗
領
に
お
け
る
「
腫
魅
入
」
の
規
窓
は
、

そ
の
法
文
に
お
い
て
、

「
殺
シ
タ
ル
L

で
は
な
く

明
治
コ

「
殺
サ
ン
ト
欲
ス
ル
L

と
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、

オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
に
よ
っ
て
人
が
死
亡
す
る
可
能
性
が
全
く
存
夜

し
な
い
こ
と
を
前
提
と
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
寸
が
、
な
お
、

そ
の
よ
う
な
行
為
を
現
実
的
な
知
事
行
為
と
同
様
に
処
罰
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
よ
う
な
規
定
の
背
後
に
は
、

オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
の
現
実
的
効
果
を
総
じ
、
恐

僚
会
感
じ
る
留
民

般
の
意
識
が
あ
っ
た
と
推
定
す
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、

明
治
六
年
の

「
鵬
魅
入
緩
例
L

は
、
治
療
関
的
の
オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
を
、

そ
の
行
為
務
め
意
岡
山
と
は
逆
に
、
身
体
に
対
す
る
加
護
行
為
と
し
て
、

今
日
で
言
え
ば
、
傷
害
罪
・
場
害
致
死
罪
の
よ
う
な
形
で
終
節
す
る
も
の
で
あ
り
ま
寸
か
ら
、

そ
の
藤
陸
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
こ
れ

以
蔀
の
立
法
と
は
全
く
異
な
り
ま
す
。
郎
ち
、
加
害
E
的
の
オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
は
「
迷
儲
犯
L

と
し
て
刑
法
解
釈
上
所
譲
「
不
能

詑
」
の
典
型
と
さ
れ
て
法
的
規
制
の
対
象
外
と
さ
れ
、

オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
規
制
の
相
根
拠
は
、

ぞ
れ
が
も
た
ら
す
非
合
理
的
恐
怖
心
か

オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
の
現
実
的
効
果
を
議

ら
、
合
理
的
に
予
見
さ
れ
る
危
険
性
へ
と
転
換
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
お
い
て
、

じ
る
こ
と
は
も
は
や
立
法
の
損
援
と
は
な
り
得
ず
、
逆
に
、
排
斥
さ
る
べ
き
冥
蒙
と
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、

オ
・
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
に
対

す
る
同
盟
家
の
態
度
は
大
き
く
変
化
し
た
と
一
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
当
時
の
婦
問
文
明
開
化
の
一
環
で
あ
っ
た

}
と
は
容
易
に
肯
定
で
き
ま
し
ょ
う
。

な
お
、
こ
の
「
腫
魅
入
榛
例
L

は、

明
治
六
年
鶴
湾
に
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
新
律
綱
領
を
補
充
す
る
多
数
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の
単
一
行
立
誌
の
一
つ
で
あ
り
ま
す
と
こ
ろ
、

明
治
六
年
六
月
に
改
定
律
携
が
施
行
さ
れ
た
標
、
こ
れ
ら
の
補
充
立
法
は

指
し
て
廃

比
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
「
腿
魅
人
鎖
倒
閃
」
も
・
当
然
に
こ
の
と
き
廃
止
さ
れ
よ
ま
し
た
か
ら
、
こ
れ
は
わ
ず
か
ニ
ヶ
月
程
の
生
命
で
し

か
な
か
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
改
定
律
例
は
、
新
律
繊
領
を
廃
止
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
前
述
の
多
数
の
横
光
立
法
を

そ
の
中
に
は
こ
の
「
諜
魅
人
候
例
」
の
よ
う
な
規
定
は
置
か
れ
て
お
ら
ず
、
新
律
綱
領
の

繁
理
し
た
も
の
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、

「
鵬
凍
結
人
」
に
対
応
す
る
規
定
も
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
刑
法
上
の
オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
規
制
は
、
新
律
綱
領
の
吋
羅
帥
職
人
」
が
維
持
さ

れ
た
形
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
ぞ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
以
後
は
、

明
治
七
年
教
部
省
遺
書
乙
一

口
ザ
等
に
明
ら
か
な
通
り
、

治
療
目
的
の
オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
に
対
す
る
規
制
制
は
専
ら
捷
療
拐
害
と
い
う
位
墨
付
け
を
以
て
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
が
、
こ
れ

が
、
治
擦
問
的
打
オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
を
協
害
賠
持
と
し
て
処
罰
す
る
こ
と
を
止
め
る
と
の
趣
密
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
指
妨
害
罪
と

し
て
処
罰
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
特
に
規
定
す
る
ま
で
も
な
い
と
判
掛
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
か
、
ミ
れ
を
論
ず
る
だ

け
の
資
料
を
私
は
持
ち
合
わ
せ
て
お
り
ま
せ
ん
。
伽
抑
教
訴
を
給
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
幸
い
と
存
じ
ま
す
が
、

い
ず
れ
に
致
し
ま
し
て

も
、
後
に
述
べ
ま
す
通
り
、
大
審
税
判
例
で
は
、
構
人
治
療
目
的
の
オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
が
当
然
に
暴
行
罪
・
楊
寄
算
を
構
成
す
る
と

主主教i汲重量iこ対する刑法の適用(1，厳罰)

い
う
判
臨
は
一
部
さ
れ
て
お
ら
ず
、

む
し
ろ
、
戦
後
の
判
例
の
中
に
「
腰
魅
人
練
例
」
の
よ
う
な
発
懇
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
緩
め

て
興
味
深
い
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

加
持
祈
幡
致
死
に
関
す
る
判
判
例

次
に
、
構
人
治
繋
目
的
の
加
持
祈
縛
の
結
期
末
と
し
て
人
を
死
亡
冬
せ
た
者
の
隷
賞
が
、
判
明
倒
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
判
判
断
さ
れ
た

か
を
梶
観
し
て
み
る
こ
と
と
致
し
ま
す
。
資
料
削
を
御
覧
下
さ
い
。
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会
科
さ
れ
た
特
例
集
か
ら
検
索
し
た
限
り
で
は
、
こ
の
離
の
判
併
と
し
て
は
五
件
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
尤
も
、
会
て
の

判
例
集
を
十
分
に
読
み
通
す
だ
け
の
時
間
間
的
余
裕
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
マ
し
た
か
ら
、
見
落
と
し
の
可
能
性
も
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
も

ま
た
、
御
気
付
き
の
点
、
御
教
示
戴
け
れ
拭
幸
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

さ
で
、

五
件
の
挙
実
関
係
お
よ
び
判
憶
を
簡
単
に
説
明
す
る
w

}

と
と
致
し
ま
す
。

金
特
例
は
、
患
者
の
身
体
に
遣
い
た
挫
を
追
い
出
す
吾
的
で
多
量
の
硫
黄
・
繰
香
を
嬢
し
、
患
者
を
押
さ
え
付
け
て
煙
を
戦
入
せ

し
め
た
と
こ
ろ
、
患
者
は
鷲
痛
鏑
乱
し
、

心
削
減
麻
療
を
組
こ
し
て
死
亡
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
令
。
本
件
は
氾
割
問
法
当
時
の
事

家
?
あ
り
ま
す
が
、
第

審
は
、
現
打
刑
法
で
畳
一
回
、
え
ば
楊
害
致
死
罪
に
相
当
す
る
殴
打
制
約
傷
致
死
紺
仰
の
成
立
を
認
め
ま
し
た
。
控
訴

審
が
こ
れ
を
破
棄
し
て
過
失
致
死
罪
と
し
た
と
こ
ろ
、
検
察
官
は
、
被
告
人
は
煙
を
吸
入
さ
せ
る
意
思
を
以
て
暴
力
で
こ
れ
を
実
行

し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
患
者
の
死
亡
を
予
期
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
過
失
詑
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
と
主
張
し
て
上
告

致
し
・
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
大
審
院
は
、
被
告
人
は
狸
を
退
治
す
る
意
思
で
行
為
し
た
の
で
あ
っ
て
患
者
を
響
し
め
る
意
思
で
は

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
理
由
と
し
て
上
告
を
棄
却
し
、
過
失
致
死
罪
の
成
立
を
認
め
て
お
り
ま
す
。

号
制
関
は
、
患
者
の
身
体
に
器
い
た
鶏
魔
を
退
散
さ
せ
る
べ
く
、
患
者
の
身
体
を
手
で
操
ん
で
い
た
と
こ
ろ
、
強
く
操
み
過
ぎ
た

た
め
に
擦
過
儀
を
負
わ
せ
、
こ
れ
を
放
置
し
て
い
た
た
め
傷
が
詑
膿
し
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
被
告
人
は
鰐
等
の
捷
麓
も
執
る
こ
と

な
く
そ
の
ま
ま
二
灘
間
同
も
折
藤
を
畿
統
し
、
そ
の
結
楽
、
患
者
は
敗
血
離
を
生
じ
て
死
亡
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。
本
件
で

は
、
第
一
審
の
判
誌
は
判
例
集
に
掲
載
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
不
明
で
あ
り
ま
す
が
、
権
訴
審
・
上
告
審
と
も
に
業
務
上
過
失
致

死
罪
の
成
立
は
当
擦
の
こ
と
と
し
て
、
特
に
そ
の
浬
樹
も
鋭
慢
し
て
お
り
ま
せ
ん
。

@
判
慨
は
、
患
者
の
身
体
に
議
い
た
狐
を
退
散
さ
せ
る
た
め
に
数
名
で
患
者
を
押
さ
え
付
け
、
身
体
を
強
く
押
さ
え
締
め
付
け
た

結
回
末
、
患
者
は
呼
吸
閤
難
に
協
り
、
首
を
締
め
付
け
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
整
息
の
た
め
死
亡
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。
本
件
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に
つ
き
、
検
察
官
が
錫
害
致
死
罪
と
し
て
起
訴
し
た
と
こ
ろ
、
第
一
審
は
こ
れ
を
恋
ん
返
し
て
業
務
上
過
失
致
死
罪
と
し
た
の
で
・
あ
り

ま
す
が
、
何
故
に
傷
害
致
死
罪
で
は
な
く
業
務
上
過
失
致
死
罪
で
あ
る
の
か
は
特
に
説
明
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
検
察
宮
は
控
訴
し
、

本
件
行
為
は
そ
の
外
形
に
お
い
て
暴
行
と
い
う
べ
き
珪
度
の
も
の
で
あ
り
、
被
告
人
も
自
分
の
行
為
が
そ
の
程
変
の
も
の
で
あ
る
こ

と
を
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
は
暴
行
の
故
意
に
よ
る
傷
害
致
死
葬
に
銭
当
す
る
と
主
張
致
し
ま
し
た
。
被
告
人
は
、

治
療
行
為
で
あ
る
こ
と
を
現
出
と
し
て
反
論
し
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
が
、
控
訴
審
は
、
本
件
号
為
は
治
蝶
効
果
を
期
待
で
き
な
い
の

み
な
ら
ず
患
者
の
生
命
・
身
体
に
危
険
を
も
た
ら
す
有
害
無
益
の
行
為
で
あ
っ
て
、
慌
学
的
に
ゑ
認
さ
れ
た
治
療
行
為
と
間
一
視
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
と
述
べ
、
ま
た
、
被
告
人
は
違
法
な
暴
行
に
該
書
す
る
外
形
的
事
実
を
認
識
し
な
が
ら
、
迷
信
の
た
め
そ
の
偶

備
制
判
断
-ph
誤
り
、
有
効
適
切
な
治
療
行
為
で
あ
る
と
誤
信
し
た
結
果
、
行
為
の
違
法
性
を
認
識
し
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
品
被

行
の
故
意
は
部
め
ら
れ
る
と
判
一
不
し
、
検
察
官
の
主
張
を
全
面
的
は
認
め
て
原
判
決
を
破
棄
し
、
構
害
致
死
擦
の
成
立
を
認
め
ま
し

た。
ゆ
判
例
は
、
患
者
の
身
体
に
患
い
た
龍
神
を
追
い
出
寸
た
め
、
患
者
を
縛
っ
て
大
数
珠
で
数
十
銭
滋
打
し
、
全
身
に
多
数
の
打
撲

2宗教活動i之主せするJftJ~去のi車用{草案EÐ)

犠
を
貰
わ
せ
、
そ
の
た
め
患
者
は
多
震
の
皮
下
組
織
間
失
血
に
よ
り
死
亡
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。
本
件
判
決
は
、
告
判
偶

と
問
様
、
こ
の
よ
う
な
地
検
な
行
為
を
治
療
行
為
と
し
て
承
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
、
従
っ
て
ま
た
、
被
害
者
の
承
認
を
理

由
と
す
る
違
法
性
盟
却
の
余
地
も
な
い
と
し
て
、
被
告
人
の
加
持
祈
諦
行
為
自
体
が
違
法
な
行
為
で
あ
る
と
認
め
、
被
告
人
は
主
観

的
に
は
自
己
の
行
為
を
治
療
行
為
で
あ
る
と
誤
信
し
て
い
た
が
、

そ
の
暴
行
の
事
実
に
つ
い
て
の
認
識
を
有
し
て
い
た
の
で
、
議
害

致
死
擦
の
糞
を
負
う
と
判
示
し
て
お
り
ま
す
。

@
判
例
は
、
患
者
の
身
体
に
恐
い
て
い
る
獲
を
違
い
出
す
た
め
、
狭
い
議
内
で
所
調
「
線
喬
護
摩
」
念
行
い
、
熱
気
と
煙
と
を
充

講
さ
せ
、
患
者
の
身
体
会
線
香
で
実
る
等
し
た
と
こ
ろ
、
患
者
の
会
身
に
熱
樽
・
皮
下
出
血
を
生
じ
、
そ
の
た
め
の
シ
ョ
ッ
ク
等
に
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よ
る
急
性
心
臓
藤
前
揮
で
死
亡
さ
せ
た
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。
本
件
は
「
操
祷
護
摩
事
件
」
と
し
て
有
名
な
事
案
で
あ
り
、
信
教

の
8
由
の
限
界
を
一
不
す
特
例
と
し
て
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
内
自
殺
は
御
承
知
の
と
こ
ろ
と
存
じ

ま
す
が
、
被
告
人
は
、
話
教
の
自
由
に
基
づ
き
、
宗
教
教
師
と
し
て
の
正
当
業
務
行
為
で
あ
る
こ
と
を
理
出
と
す
る
違
法
性
阻
却
、

お
よ
び
、
続
気
乎
癌
の
確
信
を
理
由
と
す
る
故
意
思
却
を
主
張
致
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
裁
判
所
は
、
第
一
審
・
披
訴
審
e

上
告
審
と
も
に
、

一
翼
し
て
被
告
人
の
主
張
を
斥
け
、
傷
害
致
死
罪
の
成
立
を
認
め
ま
し
た
。

以
上
に
述
べ
ま
し
た
通
り
、
五
件
の
事
実
関
係
は

い
ず
れ
も
被
告
人
は
病
人
治
壌
と
い
う
本
来
適
法
で
あ
る
べ
き
行
為
の
意
思

で
、
客
観
的
に
は
治
療
効
果
を
鰐
待
で
き
な
い
危
検
な
有
形
力
を
患
者
の
身
体
に
お
使
し
、
そ
の
結
巣
と
し
て
患
者
の
身
体
に
場
寄

を
生
じ
て
苑
に
致
し
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
持
に
結
論
の
栴
違
を
生
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
事
案
の
相
違
は
認
め
ら
れ

ま
せ
ん
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
審
段
の
@
@
判
協
同
は
過
失
致
死
罪
と
し
、
戦
後
の
窃
争
@
判
脳
内
は
犠
害
致
死
罪
と
す
る
と
い

ぅ
、
務
自
に
頬
塑
的
な
結
論
の
相
違
が
存
在
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
即
ち
、
大
審
院
判
桝
と
戦
後
の
判
例
と
の
傾
向
に
は
、
加
持
祈
穣

一
打
為
に
対
す
る
評
価
に
お
い
て
、
重
大
な
法
解
釈
の
相
逮
が
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
特
例
変
遷
の
転
回
点
は
争
斡
仰
向
で
あ
り
ま
す
。

φ
判
例
と
争
制
判
例
と
の
関
に
は
一
一
一

O
年
以
上
の
空
白
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の

際
、
同
例
措
伎
の
事
案
に
つ
い
て
、
傷
害
致
死
罪
か
過
失
致
死
罪
か
が
争
わ
れ
た
創
刊
剖
は
見
当
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
、
必
ず
し
も
、
こ
の

関
に
こ
の
覆
の
事
件
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
母
判
例
が
大
審
続
判
仰
向
と
し
て
禁
論
な
く
承
認
さ
れ
、
権
威
そ
持
っ
て

い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う

o
e判
例
で
は
、
先
制
問
述
べ
ま
し
た
通
り
、
過
失
犯
か
結
果
的
加
重
犯
か
と
い
う
関
親
は

会
〈
論
ぜ
ら
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
本
件
で
は
、
過
失
犯
の
成
立
自
体
は
お
黙
の
前
提
と
し
た
上
で
、
過
失
認
に
つ
い
て
共
犯
が
成
立

す
る
か
苔
か
と
い
う
問
題
が
争
点
と
さ
れ
て
お
り
、
刑
法
の
分
野
で
は
、
本
判
決
は
、
選
失
犯
に
つ
い
て
共
犯
の
成
立
を
認
め
た
判

例
の
一
つ
と
し
て
引
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
判
例
集
に
掲
載
さ
れ
た
の
も
、
宗
教
判
例
と
し
て
で
は
な
く
、
共
犯
に
潤
す
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る
判
例
と
し
て
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
ゆ
特
例
は
、
こ
の
描
憾
の
事
案
に
つ
い
て
は
結
果
的

加
重
認
で
は
な
く
過
失
犯
の
成
立
を
認
め
る
と
い
う
①
判
例
の
克
解
が
、
実
務
に
お
い
て
完
会
に
定
着
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る

制
判
例
で
あ
る
と
位
寵
付
け
る
べ
き
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
う
し
て
み
ま
す
と
、
金
判
例
の
第
一
審
判
決
は
、
大
審
院
の
確
立
し
た
判

例
に
従
っ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
議
棄
し
て
犠
害
致
死
罪
と
し
た
東
京
高
判
は
、
大
審
院
判
例
と
相
反
す
る
判
厳
そ
示
し
た
こ
と

に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
多
判
慨
が
こ
れ
に
従
い
、
大
法
括
判
決
で
あ
る
⑤
料
掛
に
お
い
て
、
こ
の
判
断
が
判
例
変
更
と
し
て
確
認

さ
れ
た
、
と
一
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
読
に
述
べ
ま
し
た
通
り
、
争
制
判
掛
川
の
第

審
も
控
訴
審
も
、
ま
た
、

金
⑤
将
棋
で
も
、
先
例
と
の
関
係
が
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
た
の
か
、

一
切
説
明
さ
れ
て
お
ら
ず
、
判
関
の
文
凡
訟
を
読
む
限
り
で
は
、
こ
の
点
は
全
く
不
明
な
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
も
、

い
か
な
る
唆
樹
か
ら
い
か
な
る
判
例
変
更
が
な
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
の
か
、

現
行
護
法
に
よ
っ
て
信
教
の
自
取
が
拡
大
さ
れ
た
と
い
う
理
解
を
議
蝿
と
す
る
な
ら
話
、
類
訟
な
い
し
間
一
の
事
案
に
つ
い
て
成
立

す
る
犯
罪
が
過
失
犯
か
ら
結
果
的
加
議
犯
へ
と
象
く
変
寵
さ
れ
た
と
い
う
、
こ
の
判
例
の
流
れ
は
か
な
り
奇
妙
で
あ
る
と
議
わ
ざ
る

む
し
ろ
、
憲
法
の
趣
旨
に
逆
行
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
韓
関
さ
え
生
ず
る
の
で
あ
り
ま
す
。

を
得
ず
、
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閥

判
例
変
質
の
内
容
と
普
景

そ
こ
で
、
大
審
段
判
例
と
戦
後
の
判
明
例
と
の
間
に
、

犯
罪
論
の
ど
の
点
に
つ
い
て
い
か
な
る
見
解
の
輯
違
が
あ
る
の
か
、
ぞ
れ
が

い
か
な
る
理
由
な
い
し
背
景
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
検
討
す
る
こ
と
と
致
し
ま
す
。
戦
後
の
判
例
は
、

粛
し
て
、
開
例
措
と
な
っ
た
加
持
折
鵡
行
為
が
そ
れ
自
体
と
し
て
暴
行
罪
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
お
り
ま
寸
が
、
確
か
に
、

一
般
論
と
し
て
、
殺
意
な
く
人
を
死
亡
さ
せ
た
行
為
が
鱒
窓
口
致
死
罪
に
な
る
か
過
失
致
死
罪
に
な
る
か
は
、
そ
の
死
亡
の
原
霞
と
な
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っ
た
託
為
ぞ
れ
自
体
に
つ
い
て
、
行
為
者
に
暴
行
罪
と
し
て
の
粛
を
問
う
こ
と
が
で
き
る
か
杏
か
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
こ
と
と
な

り
ま
す
か
ら
、

か
よ
う
な
戦
後
の
判
例
と
対
比
し
て
、
大
審
院
判
例
が
雌
傷
害
致
死
罪
の
成
立
を
認
め
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
大

審
院
は
、
加
持
祈
緯
行
為
自
体
に
つ
い
て
暴
行
罪
と
し
て
の
違
法
性
ま
た
は
故
意
資
任
を
認
め
て
い
な
い
、

と
い
う
こ
と
舎
一
意
味
す

る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
こ
の
こ
点
に
つ
い
て
、
大
審
践
判
例
と
戦
後
の
判
脳
内
と
の
相
違
点
を
検
討
し
て
み
た
い
と
存
じ
ま

す。
ま
ず
、
違
法
性
の
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
す
と
、
判
例
に
現
れ
た
よ
う
な
加
持
折
稽
行
為
が
、
人
の
生
命
・
身
体
に
対
し
て
か

な
り
議
大
な
怠
険
性
を
有
す
る
も
の
明
、
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

お
そ
ら
く
異
論
の
余
地
が
な
い
で
為
り
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
加
持

祈
蝶
に
治
療
効
果
が
期
待
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
も
、
カ
狭
山
の
前
徒
で
あ
る
と
怠
わ
れ
ま
す
。
大
審
院
判
慢
も
こ
の
こ
と
を
否
志
す

る
も
の
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
加
え
て
、
資
料
I
に
記
載
致
し
ま
し
た
立
法
状
況
と
対
比
し
て
戴
け
れ
ば
お
判
り
に
な
り

ま
す
通
り
、
①
判
例
が
出
さ
れ
た
明
治

年
の
当
時
は

七
条

で
財
産
犯
的
性
絡
を
有
す
る
オ
カ
ル
テ
ィ
ズ

間
刑
法
問

ム
が
処
駅
間
対
象
と
さ
れ
、
ま
た
、
治
療
目
的
の
、
ォ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
も
、

明
治
一
五
年
内
務
翁
遥
戊
一
一
一
号
に
よ
っ
て
医
師
陣
の
予
を
離
れ

る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
@
判
州
問
が
出
さ
れ
た
昭
和

出
開
法
関

七
条

…uvは
警
察

。
年
の
潟
待
に
お
い
て
は

犯
処
罰
A
W

一
七
号
に
引
き
継
が
れ
、

明
治
一
五
年
内
務
省
逮
戊
三
号
は
饗
察
犯
処
劉
令
…

一
八
号
に
引
き
継
が
れ
て
い
た
と

み
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
ま
す
が
、
よ
り
正
薙
に
一
叩
紛
え
ば
、
前
者
に
お
い
て
は
黙
産
的
留
利
目
的
が
割
削
除
さ
れ
、
後
者
に
お
い
て
は

単
な
る
禁
止
規
{
え
か
ら
処
罰
規
定
へ
の
変
更
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
毒
劇
判
例
の
当
時
と
対
比
し
て
、
処
罰
範
倒
が
拡
張

さ
れ
、
規
制
が
強
化
さ
れ
た
と
言
う
べ
き
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
い
ず
れ
に
致
し
ま
し
て
も
、
実
定
法
の
規
定
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
、
オ
ム
カ

ル
テ
イ
ズ
ム
は
違
法
刊
行
為
以
外
の
如
何
物
で
も
な
か
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
に
対
し
て
、
戦
後
は
昭
和
二
一
二
年
に
現
悲
の
軽
犯
罪
法
に
よ
っ
て
欝
察
犯
処
罰
令
が
廃
止
さ
れ
、

eeφ
判
例
の
当
時
に
は
、
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オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
に
対
す
る
規
制
立
法
は
会
て
腐
・
比
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、

オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
を
議
ち
に
違
法
行
為
で

あ
る
と
評
価
す
べ
き
明
文
の
根
拠
は
消
滅
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
加
え
て
、
先
程
遠
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
現
行
憲
法

二
O
条
に
よ
っ
て
摂
教
の
自
由
の
保
障
が
強
也
さ
れ
た
も
の
と
致
し
ま
す
と
、
オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
の
違
法
性
は
む
し
ろ
習
内
応
さ
れ
る

べ
き
方
向
に
あ
っ
た
と
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
戦
後
の
特
例
は
、

そ
の
援
制
刑
事
情
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
仙
、

オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
に
対
し
て
思

い
つ
く
限
り
の
厳
し
い
言
葉
を
以
て
沼
山
底
的
評
僑
を
下
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
そ
の

の
幾
っ
か
を
山
引
用
し
て
み
ま

す
と
、
(
「
制
認
容
認
し
難
い
野
議
違
法
な
所
為
」
、
「

般
予
防
の
必
要
上
軽
々
に
こ
れ
を
看
過
す
る
を
得
な
い
」
、
「
被
告
人
等
は
無

り
行
為
の
違
法
性
を
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
へ
「
い
ま
だ
迷
穏
な
ど
を
寮
揺
す
る
人
び
と
の
え
較
的
多
い
山
村
で
生
じ

い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
と
り
わ
け
、
「
線
香
護
摩
事
件
い
に
関
す
る
舎
判
例
で
は
、
そ
の
第
一
審
判
決
の
述

た
事
案
で
あ
る
へ

べ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
ま
す
と
、
「
殺
も
の
が
迷
信
で
あ
る
こ
と
は
今
日
健
全
な
社
会
人
に
と
っ
て
自
明
の
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る

が
、
股
上
の
い
わ
ゆ
る
狐
殺
さ
、
狸
謹
き
あ
る
い
は
生
霊
恐
き
等
と
称
す
る
俗
信
が
い
ま
、
な
お
か
な
り
根
強
く
桟
っ
て
お
り
、

宗教活動に声守するlfIli:去の迭問{綴閃}

の
た
め
種
々
の
人
犠
投
窓
口
、
社
会
的
悲
劇
が
発
生
し
て
い
る
事
実
は
憂
慮
に
堪
え
な
い
。
こ
れ
ら
一
部
の
人
々
の
無
知
を
醤
蒙
す
る

の
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、

人
の
無
知
と
弱
み
に
つ
け
こ
み
こ
れ
に
寄
生
す
る
市
井
の
い
わ
ゆ
る
♂
仰
が
み
墨
』
な
い
し
叫
わ
り
が
み

ゃ
h

類
例
似
の
日
行
為
は
厳
に
撲
滅
排
斥
さ
れ
ね
ば
M

な
ら
な
い
」
、

と
い
う
の
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
ら
の
判
一
不
は
、
そ
の
語
調
の
激
し

さ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、

オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
会
無
知
の
産
物
で
あ
る
と
し
、
こ
れ
自
体
が
刑
法
上
の
予
訪
の
対
象
で
あ
る
と
し
て
い

る
点
に
お
い
て
大
い
に
注
目
に
値
す
る
と
議
わ
ね
ば
砧
な
ら
な
い
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
郎
ち
、

被
告
人
の
行
為
は
、

そ
の
亀
換
性
や
給

果
に
よ
っ
て
違
法
と
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、

オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
を
信
じ
る
こ
と
自
体
に
お
い
て
裁
大
な
行
為
無
価
続
が
存
夜
す
る
と

考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
な
お
国
内
み
に
、
先
程
述
べ
ま
し
た
明
治
六
年
の
「
臆
麟
人
様
例
」
の
制
定
に
離
し
て
、

司
法
省 そ
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か
ら
太
政
宮
苑
に
立
法
提
案
の
何
測
が
椛
出
さ
れ
て
お
り
ま
し
て
、
そ
の
中
に
治
療
関
悼
の
オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
の
結
果
と
し
て
人
を
死

亡
さ
せ
る
事
件
が
生
じ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
「
文
椀
ノ
今
日
ニ
瞭
シ
人
箆
ヲ
陛
惑
シ
以
ノ
外
ノ
揺
潤
:
:
:
一
五
々
」
と
い
う
表
現
が

あ
り
ま
す
が
、
戦
後
の
判
例
の
オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
に
対
す
る
態
度
は
、
少
な
く
と
も
判
決
文
の
表
現
に
見
る
限
り
、
こ
の
「
麓
麟
人

線
例
い
縦
定
伺
と
詞
一
の
発
懇
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
券
ま
し
ょ
う
。

か
よ
う
に
し
て
、

オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
に
対
す
る
違
法
詳
傾
は
、
戦
後
の
創
刊
例
の
方
が
む
し
ろ
厳
し
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
の
で
あ

り
ま
す
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
誌
、
こ
れ
は
ど
の
よ
う
に
説
明
す
べ
き
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
む
こ
の
点
に
つ
い
て
検
討
散
し
ま
す
に
、

大
審
院
判
明
例
の
当
時
に
は
、
加
持
祈
輔
自
体
が
実
定
法
上
溝
法
行
為
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
そ
の
艶
旨
は
、
人
を
惑
わ
す

行
為
を
禁
止
し
、
あ
る
い
は
、
人
が
科
学
的
な
医
療
か
ら
遠
ざ
か
る
こ
と
を
題
止
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
言
う
べ
く
、
決
し
て
、
入

の
生
命
・
身
体
に
対
す
る
重
接
的
な
加
害
日
行
為
と
し
て
発
樹
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
犯
罪
顎
裂
と
し
て
の

佼
議
付
け
も
、

旧
刑
法
は
お
い
て
は
達
警
罪
、
現
行
粥
法
に
お
い
て
は
関
法
犯
と
は
討
の
警
察
犯
、

郎
ち
、
今
日

こ
ろ
の

「
軽
犯
罪
」
に
配
嬢
さ
れ
て
い
た
の
で
み
り
ま
し
て
、
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
大
審
院
斡
憐
の
当
時
に
お
い
て
は
、
加
持
析
輔
の

有
す
る
違
法
性
誌
「
軽
犯
罪
」
程
度
の
軽
微
な
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
が
、
加
持
祈
韓
行
為
に
対
す
る
違
法
評
織
の
上
限
と
し

て
機
能
し
、
捻
っ
て
、
生
命
・
身
体
に
対
寸
る
犯
罪
と
一
言
う
べ
き
程
の
重
大
な
議
法
性
は
む
し
ろ
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
解

す
る
w

〕
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

そ
う
し
て
み
ま
す
と
、
戦
後
に
な
っ
て
オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
規
制
立
法
が
全
て
騎
ふ
ふ
さ
れ
た
こ
と
は
、
加
持
祈
譲
に
対
す
る
議
法
務

備
の
上
際
の
撒
賓
と
し
て
機
識
す
る
こ
と
と
な
っ
て
、
大
審
院
判
例
に
は
な
い
重
大
な
違
法
性
を
認
め
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
と
言

う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
尤
も
、

か
よ
う
な
務
で
違
法
評
価
の
実
家
法
上
の
尺
度
が
消
滅
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、

に
議
理
必
然
的
に
違
法
評
価
が
増
大
す
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
り
ま
し
て
、
違
法
性
の
程
度
に
翻
す
る
判
衝
は
、
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実
定
法
の
明
文
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
裁
判
所
の
自
由
な
る
法
解
釈
に
黍
ね
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
大
審

続
判
割
当
時
と
問
軽
度
の
違
法
殺
を
認
め
る
こ
と
も
、
大
審
院
判
掛
川
治
時
よ
り
も
小
さ
い
違
法
性
を
翠
め
る
こ
と
も
、
あ
る
い
は
、

違
法
性
は
全
く
な
い
と
す
る
こ
と
も
、
問
様
に
可
能
で
あ
っ
た
と
雲
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
戦
後
の
創
刊
餌
が
、
こ
れ

ら
の
議
択
枝
の
中
か
ら
、
違
法
性
を
加
重
す
る
方
向
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
判
欝
が
憲
法
二

C
条
の
紬
嶋
崎
釘
に
沿
う
も

の
で
あ
る
と
設
え
る
か
否
か
、
私
と
し
て
は
雄
開
を
感
じ
ざ
る
を
縛
ま
せ
ん
が
、
こ
の
選
択
の
合
理
的
現
出
付
け
を
得
ょ
う
と
す
る

な
ら
ば
、
関
民
一
穀
に
お
け
る
科
学
知
議
の
普
及
の
抑
制
捜
に
こ
れ
を
求
め
る
飽
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
即
ち
、
既
に
述
べ
ま
し

た
通
り
、
明
治
時
代
の
立
法
の
変
遷
に
お
い
て
も
、
科
学
知
識
の
普
及
が
実
定
法
の
規
定
に
反
映
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
を
見
出
す
こ

と
が
で
ち
る
と
思
わ
れ
ま
す
と
こ
ろ
、
戦
後
に
な
っ
て
オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
規
制
立
法
が
全
て
喪
止
容
れ
た
と
い
う
事
実
を
、
こ
の
よ

う
な
プ
ロ
セ
ス
の
延
長
線
上
で
理
解
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
が
現
実
的
効
果
を
全
く
持
た
な
い
こ
と
は
、
今
日
の

法
体
系
に
と
っ
て
は
お
そ
ら
く
当
然
の
簡
捷
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
ま
た
、
国
民

般
に
と
っ
て
も
糠
隠
た
る
常

識
で
あ
る
と
一
言
う
こ
と
が
可
能
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
少
な
く
と
も
裁
判
所
は
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
ぞ
れ
故
、

宗教活動に対する如iままの逃用{原問)

オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
規
制
腕
立
法
の
全
属
的
廃
止
と
い
う
事
実
を
、
今
日
も
は
や
国
家
に
お
い
て
墨
田
広
が
オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
の
築
家
に
例
措

ら
な
い
よ
う
に
特
段
の
努
力
を
払
う
必
要
は
な
く
な
っ
た
、

と
い
う
判
断
の
表
明
で
あ
る
と
憶
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
埋
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、

オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
の
有
す
る
「
逸
説
」
性
は
、
次
第
に
大
き
く
な
っ
て
き
た
と

考
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
ま
す
。
即
ち
、
大
審
院
判
例
の
当
時
に
は
、
岡
氏
め
大
多
数
が
掠
黙
と
し
て
オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
を
語
と

る
傾
向
に
あ
り
、
従
っ
て
、
刑
罰
を
以
て
し
で
も
こ
れ
を
底
止
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
今
日
オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
を
信
じ

部
の
例
外
的
少
数
者
で
あ
り
、
従
っ
て
、
法
律
を
作
っ
て
オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
を
規
製
す
る
ま
で
の
必
要
が
な
く
な
っ
た
、

る
の
は
極

と
す
る
な
ら
ば
、
爵
じ
オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
で
あ
っ
て
も
、
国
家
全
体
な
い
し
国
民
一
般
と
い
う
基
準
か
ら
見
た
場
合
の
「
逸
技
」
性
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は、

A
1
8
、
よ
り
大
き
な
も
の
に
な
っ
た
、

と
欝
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
ま
す
。
実
際
、
既
に
述
べ
ま
し
た
通
り
、
戦
後
の
判

例
は
い
ず
れ
も
、
オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
に
現
実
的
効
果
が
存
在
し
な
い
こ
と
が
閉
ま
の
常
識
で
あ
っ
て
、

オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
を
信
じ
る

の
は
無
知
蒙
昧
の

部
少
数
績
で
あ
る
践
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
り
言
渡
し
て
、
ま
た
、
こ
れ
ら
の
判
例
が
オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
を
信

じ
る
こ
と
に
重
大
な
行
為
無
価
値
を
認
め
て
い
る
点
は
、
只
今
述
べ
ま
し
た
よ
う
な
趣
旨
に
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
ま
し
ょ

ぅ
。
か
よ
う
に
し
て
、
判
郊
に
お
け
る
加
持
祈
祷
に
対
す
る
議
法
評
衝
が
戦
後
に
な
っ
て
増
大
し
た
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ぞ
れ
は
、

裁
判
所
の
認
識
す
る
と
こ
ろ
の
、
「
科
学
知
識
の
普
及
に
停
う
国
民
の
常
議
の
変
化
」

く
も
の
で
あ
る
と
言
、
7
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

次
に
、
故
意
責
任
に
罷

L

ず
る
詳
価
に
つ
い
て
述
べ
さ
せ
て
裁
き
ま
す
。
戦
後
の
判
例
が
一
策
し
て
論
じ
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
り
ま

す
と
、
被
告
人
は
自
分
の
行
っ
て
い
る
加
持
祈
糟
の
行
為
の
外
形
、

即
ち
、
人
の
身
体
に
対
す
る
違
法
な
有
形
力
行
使
で
あ
る
と
い

う
判
断
の
素
材
た
る
事
実
自
体
に
つ
い
て
の
認
識
に
余
く
欠
け
る
と
こ
ろ
は
な
い
の
で
、
暴
行
の
故
意
は
認
め
ら
れ
、
被
告
人
が
、

そ
の
行
為
に
よ
っ
て
患
者
の
病
気
が
治
癒
す
る
と
信
じ
て
い
た
こ
と
、
従
っ
て
、
適
法
な
行
為
で
あ
る
と
信
じ
て
い
た
こ
と
は
、

法
性
の
錯
誤
で
み
る
か
ら
、
ぞ
れ
は
被
告
人
の
故
意
責
任
に
は
会
く
影
響
し
な
い
、
と
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、

大
審
院
判
例
は
こ
の
点
を
ど
う
理
解
し
て
い
る
か
と
取
し
ま
す
と
、
故
意
責
任
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
の
は

φ
判
部
だ
け
で
あ
り
ま

す
が
、

そ
の
判
詮
は
、
被
告
人
は
、

そ
の
行
為
に
捺
し
て
、
狸
を
退
治
し
よ
う
と
息
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
被
害
者
に
対

し
て
害
を
加
、
え
る
意
思
に
出
た
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
故
意
犯
な
い
し
結
果
的
加
重
犯
で
は
な
く
過
失
犯

で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
る
に
、
違
法
教
の
錯
誤
に
関
す
る
判
到
の
見
解
は
一
貫
し
て
違
法
性
の
意
識
不
要
説
で

あ
る
と
理
解
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
こ
の
判
旨
が
違
法
性
の
錯
誤
を
理
由
と
し
て
故
意
臨
却
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
と
理
解
す
る

こ
と
は
盟
難
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
従
っ
て
、
①
判
桝
の
趣
設
が
樫
を
退
治
し
よ
う
と
患
っ
た
と
い
う
こ
と
を
理
由
と
し
て
故
意
陸
部
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を
認
め
る
こ
と
に
あ
る
と
す
れ
ば
、

こ
れ
は
、

そ
の
よ
う
な
錯
誤
を
事
実
の
錯
誤
で
あ
る
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
磯
解
せ
ざ
る
を
得

な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
先
程
遠
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
戦
後
の
判
例
は
、

一
覧
し
て
、
そ
の
よ
う
な
錯
誤
は
違
法
性
の
錯
誤
で
あ
る

と
判
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
の
点
に
お
い
て
、
大
審
院
判
鰐
と
戦
後
の
判
例
と
は
、
会
く
正
反
対
の
見
解
に
立
っ
て

いゆ
hv
、

諒
や
り
、
判
例
に
お
い
て
は
、
病
状
や
治
療
効
樹
木
に
関
す
る
、

オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
一
信
仰
を
揃
鑓
と
す
る
判
断
は
、
事
実
認
識
か

ら
法
的
課
揺
へ
と
、
そ
の
位
還
付
け
を
変
更
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
実
体
と
し
て
詞
…
の
事
柄
が
事
実
で
あ
る
の
か
評
価
で
あ
る
の
か
、

と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
、
単
な
る
兇
解
の
絹
途
と

い
う
こ
と
で
説
明
し
き
れ
る
も
の
で
あ
る
と
は
思
わ
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
点
に
つ
い
て
検
討
致
し
ま
す
に
、
こ
れ
も
や
は
り
、
国
民

般
に
お
け
る
常
識
の
変
化
に
基
づ
く
判
例
変
更
で
あ
る
と
理
解
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
こ
で
は
、
事
実
の
鍔
誤
と

違
法
性
の
諾
践
と
の
区
別
の
基
準
如
街
、

と
い
っ
た
、
別
法
の
錯
誤
論
に
深
入
り
す
る
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
故
意
責
任
を
認

め
る
前
提
た
る
べ
き
事
実
認
識
と
は
、
「
そ
の
よ
う
な
事
実
を
認
識
し
た
な
ら
ば
当
然
行
為
者
は
、
ぞ
れ
が
法
律
上
許
さ
れ
な
い
と

い
う
正
し
い
解
答
を
出
す
こ
と
が
期
待
で
冬
る
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
加
持
祈
幡
を
実
行
し
た
被
告
人
の

主主然活動に対する刑法の適用(原(11)

認
識
し
て
い
た
外
形
的
事
実
か
ら
す
れ
ば
、

一
般
の
常
議
に
照
ら
し
、
そ
の
行
為
が
た
だ
生

明
治
時
代
と
奨
な
り
、
今
日
の

命
・
身
体
に
対
す
る
危
険
を
も
た
ら
す
だ
け
で
治
療
効
采
を
宥
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
従
っ
て
、
そ
れ
は
違
法
な
行
為
で
あ
る

こ
と
は
、
誰
に
で
も
判
断
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
一
言
問
い
換
え
れ
ば
、
裁
判
所
の
言
う
と
こ
ろ
の

「
非
常
識
」
極
ま
る
オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
信
仰
を
前
提
と
し
な
い
緩
り
、

そ
の
行
為
が
適
法
行
為
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り

得
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
即
ち
、

オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
に
現
実
的
効
果
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
今
日
闘
民
一
般
の
「
常
識
」
で
あ
る
な

ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
「
常
識
」
を
有
す
る
閤
民
一
般
に
と
っ
て
、

そ
れ
が
違
法
行
為
で
あ
る
と
い
う
「
正
し
い
」
解
答
を
出
す
た
め

の
事
実
認
識
は
十
分
に
錨
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
加
持
祈
韓
実
行
者
に
も
そ
の
よ
う
な
「
常
識
」
的
判
断
が
当
然
に
鰐
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待
可
能
で
あ
り
、
ま
た
、
要
求
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
か
よ
う
に
し
て
、
故
意
寅
任
に
関
す
る
判
係
変
更
も
、
科
学

知
議
の
普
及
に
よ
る
盟
民
一
般
の
常
識
の
変
化
を
民
納
税
し
た
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
患
わ
れ
ま
す
。

五

信
教
の
・
自
由
に
対
す
る
判
備
の
態
度

か
よ
う
に
し
て
、
判
例
変
更
の
内
容
と
背
紫
と
を

応
結
び
付
け
て
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
る
と
忠
わ
れ
ま
す
が
、
し
か
し
、
こ

の
判
例
変
一
史
が
必
品
川
山
的
な
も
の
明
、
あ
る
と
誘
え
る
か
溶
か
、
絶
対
に
こ
の
よ
う
な
法
解
釈
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る

の
か
否
か
、

オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
が
語

と
い
う
点
に
つ
き
・
ま
し
で
は
、
私
は
必
ず
し
も
確
信
を
以
て
臨
言
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

教
の
自
治
の
保
識
を
受
け
る
べ
き
か
苔
か
と
い
う
議
論
も
あ
り
鐸
ま
し
ょ
う
が
、
少
な
く
と
も
、

オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
が
宗
教
の
範
曙

か
ら
完
全
に
外
れ
て
し
ま
う
も
の
で
な
い
罷
り
、

オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
に
刑
法
上
の
行
為
無
価
鐘
を
認
め
て
こ
れ
を
予
防
の
対
象
に
す

る
等
と
い
う
見
解
は
、
信
教
の
自
由
を
十
分
に
尊
重
し
た
も
の
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
以
下
、
話
教
の
自
由
巳
対
す
る
今

日
の
創
刊
例
の
法
解
釈
に
つ
い
て
、
私
自
身
の
疑
問
を
挫
起
し
て
、
本
報
告
の
結
論
に
換
え
さ
せ
て
裁
き
た
い
と
存
じ
ま
守
。

今
日
の
判
例
の
見
解
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
各
事
業
の
加
持
祈
樽
は
違
法
で
あ
り
、
懇
法
の
保
障
の
範
翻
外
で
あ
る
と
い

う
の
で
あ
り
ま
す
が
、
ま
ず
こ
の
点
の
論
理
に
は
納
得
し
か
ね
ま
す
。
即
ち
、
寺
判
例
で
は
、
治
療
効
巣
の
な
い
有
害
無
益
の
行
為

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
違
法
評
価
の
理
由
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
治
療
効
泉
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
治
副
旅
行
為
と
し

て
の
違
法
性
関
却
を
否
定
守
る
理
由
に
は
な
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
宗
教
行
為
と
し
て
の
違
法
性
随
却
を
笹
山
之
す
る
糠
拠
と
し
て

十
分
な
も
の
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
④
判
例
は
、
信
教
の
自
由
の
範
凶
記
属
す
る
オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
は
念
仏
を
唱

え
る
に
留
ま
る
旨
判
明
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
念
仏
を
唱
え
る
こ
と
が
何
等
か
の
犯
罪
構
成
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
が
あ
り
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得
る
と
は
お
よ
そ
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
か
ら
、
こ
の
論
理
は
、
信
教
の
自
由
を
理
由
と
す
る
刑
法
上
の
違
法
性
随
郊
の
可
能
性
を
一
切

否
定
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
を
す
る
な
ら
ば
、
憲
法
一
一

O
条
の
規
或
は
、
少
な
く
と
も
刑
法
上
は
、
あ
っ
て
も

な
く
て
も
全
く
同
じ
こ
と
と
な
り
、
そ
の
存
在
儲
械
を
失
っ
て
し
ま
う
℃
あ
り
ま
し
ょ
う
。
穫
に
、

φ
判
例
で
は
、
生
命
に
危
害
を

及
ぽ
す
違
法
な
有
形
カ
の
行
使
で
あ
る
か
ら
憲
法
の
保
障
の
題
界
を
逸
脱
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
論
理
的
に

は
、
生
命
に
危
替
を
及
ぽ
す
こ
と
が
議
ち
に
イ
コ
ー
ル
違
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
し
て
、
生
命
・
身
体

に
対
す
る
危
険
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
行
為
に
殺
人
な
り
暴
行
・
傷
害
な
り
の
構
成
要
件
該
当
性
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う

こ
と
命
線
擬
付
け
る
も
の
で
し
か
な
く
、

そ
の
行
為
が
違
法
性
を
翻
却
さ
れ
な
い
こ
と
の
理
由
と
な
り
得
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

線
障
た
る
通
説
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
違
法
性
阻
却
を
論
ず
る
対
象
と
な
る
の
は
構
成
要
件
該
滋
行
為
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
か

ら
、
生
命
・
身
体
に
対
す
る
危
険
性
の
あ
る
行
為
が
あ
っ
た
と
い
う
事
実
辻
、

む
し
ろ
、
違
法
性
関
却
を
論
ず
る
上
で
の
論
理
的
前

提
で
こ
そ
あ
れ
、
ぞ
れ
自
体
が
違
法
性
鶴
却
却
を
妨
げ
る
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
の
℃
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
こ
こ
で
隣
組
と
さ
れ
て
い

宗教活動に対する刑法の漆用(J厳日時}

る
の
は
、
憲
法
上
の
人
権
行
使
と
し
て
違
法
投
組
却
が
認
め
ら
れ
る
か
奇
か
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
「
違
法
で
あ

る
か
ら
慾
法
の
保
障
の
範
閥
外
で
あ
る
」
と
言
っ
て
み
て
も
、
ぞ
れ
は
解
答
の
一
以
復
で
し
か
な
く
、
解
答
の
理
由
付
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。こ

う
し
て
み
る
と
、
判
例
は
、
信
教
の
自
由
の
額
界
に
つ
い
て
、
掛
川
法
の
撞
構
成
要
件
の
規
定
か
ら
独
立
し
た
基
準
を
設
内
応
し
て
は

お
ら
ず
、

か
え
っ
て
、
構
成
要
件
該
当
性
が
認
め
ら
れ
れ
ば
度
ち
に
そ
の
行
為
を
憲
法
の
保
障
の
範
罷
外
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
は
論
理
と
し
て
は
明
ら
か
に
誤
謬
で
あ
る
と
請
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
向
敢
な

ら
ば
、
憲
法
の
最
翁
規
範
と
し
て
の
性
格
か
ら
す
れ
ば
、
刑
問
法
規
の
存
在
が
信
教
の
自
由
に
対
す
る
制
限
の
根
拠
や
基
準
に
な
る

と
い
う
こ
と
誌
あ
り
得
ず
、
迭
に
、
揺
教
の
陶
磁
に
限
界
が
存
在
す
る
か
ら
そ
の
限
界
の
外
に
お
い
て
荊
罰
法
規
の
存
在
が
許
さ
れ
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る
こ
と
と
な
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
即
ち
、
刑
制
法
規
か
ら
独
立
し
た
基
準
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
限
界
の
範
閉
山
内
で
、

本
的
人
権
の
優
越
性
が
他
の
法
雄
に
対
す
る
侵
害
行
為
に
つ
い
て
違
法
性
躍
如
と
い
う
効
果
を
も
た
ら
し
得
る
こ
と
を
肯
定
し
て
こ

そ
、
人
権
規
定
は
人
権
保
障
の
機
能
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、

さ
も
な
け
れ
ば
、
人
権
規
定
は
、
制
誤
法
規
の
諮
に
思

を
止
め
、
ぞ
れ
以
上
選
ん
で
入
の
狩
動
の
自
由
を
保
問
押
す
る
力
を
持
た
ず
、
た
だ
人
権
の
「
限
界
」
議
が
現
に
存
在
LTる
刑
罰
法
規

を
追
認
寸
る
論
壊
と
し
て
機
能
す
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
で
は
、
憲
法
の
波
支
は
、
個
別

行
為
の
救
務
手
段
に
も
立
法
敦
判
の
原
理
に
も
な
り
樽
な
い
、

た
だ
の
飾
り
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
加
持
祈
鰭
以
外
の
類
型
に
関
す
る
判
例
を
概
観
い
た
し
ま
す
と
、
名
白
星
高
金
訳
支
判
昭
和
二
七
年
六
月
二

on-高
剥
位
決
五
巻
九
号
一
密
五
九
一
良
(
愛
学
宗
研
紀
要
二
八
号

一
一
一
良
)
が
、
詞
様
の
判
欝
を
治
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
事
案
は

お
寺
の
住
職
が
、
葬
犠
の
際
の
麓
絵
け
の
仏
具
と
し
て
万
剣
を
所
持
し
て
い
た
こ
と
が
、
不
法
所
持
罪
に
関
わ
れ
た
と
い
う
も
の
で

あ
り
ま
す
が
、
今
日
で
あ
れ
話
、
こ
の
よ
う
な
刀
剣
問
は
風
静
慣
習
上
や
む
を
得
な
い
も
の
と
し
て
所
持
許
可
が
与
え
ら
れ
る
で
あ
り

-
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
、
本
件
当
時
の
銃
砲
刀
料
開
類
等
所
持
取
締
令
に
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
の
許
可
に
つ
い
て
定
め
た
規
定
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
る
に
、
銃
砲
刀
剣
取
締
の
盤
旨
か
ら
し
て
、

お
寺
の
万
剣
を
取
り
上
げ
て
性
騎
を
処
罰
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
実
費
約
礎
自
が
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
本
件
当
時
風
俗
慣
習
に
よ
る
所
持
許
可
の
続
{
況
が
な
か
っ
た
こ
と
は
む
し
ろ
立
法

の
不
様
で
あ
り
、

ぞ
れ
故
は
こ
そ
、
裁
判
所
は
、
宗
教
活
動
た
る
こ
と
を
理
腐
と
し
て
本
件
行
為
を
無
葬
と
し
、
態
法
の
人
権
規
主

を
尊
重
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
志
わ
れ
ま
す
と
こ
ろ
、
本
件
判
決
は
、
銃
砲
刀
剣
類
等
所
持
取
締
令
違
反
に
つ
い
て
、
条
文
に
規
定
さ

れ
た
禁
止
除
外
事
曲
以
外
に
刑
法
三
五
条
に
よ
る
違
法
性
鶴
却
を
論
ず
る
余
地
は
全
く
な
い
と
ま
で
判
治
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
で
は
、
憲
法
と
刑
法
と
の
優
劣
関
係
が
逆
転
し
て
い
る
と
し
か
一
世
間
い
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
所
謂
「
牧
会

権
事
件
」
に
関
す
る
神
戸
簡
判
昭
和
五

O
年
二
月
一
一

oa-耐
月
七
巻

一
O
潤
東
(
愛
学
宗
研
紀
要
ニ
八
口
ザ
コ
一
七
七
一
良
〉
は
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高
く
評
領
さ
れ
る
べ
冬
内
容
を
持
っ
て
お
り
ま
す
が
、
同
時
に
、
結
教
の
自
由
に
関
し
て
こ
れ
ま
で
の
特
例
の
傾
向
と
泣
全
く
輿
な

る
判
断
を
示
し
て
い
る
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
お
で
あ
り
ま
す
。

次
に
、
先
程
遠
ベ
一
-
中
耕
し
た
通
り
、
判
制
仰
は
‘

オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
に
現
実
的
効
果
が
な
い
こ
と
は
葎
酉
た
る
常
識
で
あ
る
と
い
う
こ

と
を
蔀
提
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、

そ
う
す
る
と
、
オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
は
お
よ
そ
一
般
的
に
人
を
給
じ
き
せ
得
る
力
を
持
つ

も
の
で
は
な
い
と
い
、
7
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
『
緋
捕
縛
す
れ
ば
額
い
が
叶
う
」
と
か
「
金
を
出
さ
な
い
と
罰

が
当
た
る
」
と
か
い
っ
た
発
蓄
を
し
て
金
品
安
得
た
行
為
を
詐
欺
罪
や
恐
喝
罪
に
問
う
た
判
僚
が
存
在
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
詐
欺

罪
の
要
素
た
る
歎
間
行
為
と
一
吉
田
う
た
め
に
は
、
人
を
錯
誤
に
陥
れ
る
力
が
な
け
れ
ば
同
な
ら
ず
、
ま
た
、
恐
略
葬
に
所
謂
、
人
を
諜
怖

さ
せ
る
に
も
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
加
害
行
為
が
あ
る
と
人
に
信
じ
さ
せ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
従
っ
て
、

オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
に

現
実
的
効
果
が
な
い
こ
と
は
確
毘
た
る
常
織
で
あ
る
と
い
う
明
新
は
、

明
ら
か
に
、
恐
鴎
隷
の
成
立
を
認
め
た
広
島
高
創
刊
昭
和
一

年
八
月
九
日
?
高
刑
集
七
巻
七
日
ザ

問
九
頁
(
愛
学
京
研
記
要
二
八
日
す
一
一
開
廷
〉
や
、
詐
欺
葬
の
成
笠
を
認
め
た
最
(

小
〉
判

昭
和
一

年
一
一
月
一
一

o
n
・
最
刑
集
一

G
巻

一
五
四
二
十
良
(
饗
学
宗
研
紀
要
九
回
ザ
…

八
一
一
一
頁
)
と
矛
壊
す
る
も
の
で
あ
り

安芸李主総数に対寸る例法の適用(fJ厳羽目)

ま
す
。最

後
に
、
こ
れ
は
所
謂
「
被
答
者
の
魚
諾
」
の
問
組
に
関
わ
る
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
判
倒
的
の
脇
憶
が
、

オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
に
は
境

実
的
効
果
が
あ
り
得
な
い
か
ら
、

オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
を
前
提
と
す
る
法
議
放
棄
を
違
法
性
髄
郊
の
棋
拠
と
し
て
承
認
し
な
い
、
と
い

う
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
霊
感
」
に
よ
る
治
療
で
あ
る
と
偽
っ
て
何
人
も
の
女
性
を
姦
淫
し
た
事
案
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
そ
の
女

性
遠
の
理
性
的
な
自
己
決
定
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
合
意
に
基
づ
く
性
交
渉
で
あ
る
と
認
め
て
業
強
姦
罪
の
成
立
を
部
内
応
し
た
東

京
地
特
昭
和
五
八
年
一

一
五
五
一
気
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
判
例
と
は
会
く
異
な
る
判
断

一口
u

・
到
月
一

を
示
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。

主義教法7号 (198苦}43 



こ
れ
ら
の
創
刊
例
自
体
の
検
討
は
本
報
告
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
時
間
の
制
約
も
ご
ざ
い
ま
寸
の
で
、
こ
れ

以
上
詳
細
に
論
ず
る
こ
と
は
別
の
機
会
に
譲
り
た
い
と
存
じ
ま
す
が
、

い
ず
れ
に
致
し
ま
し
で
も
、
加
持
祈
講
の
結
果
と
し
て
入
を

死
に
致
し
た
事
案
に
お
け
る
判
例
の
論
理
は
、
決
し
て
十
分
に
説
得
力
の
あ
る
も
の
と
は
忠
わ
れ
ず
、
ま
た
、
そ
の
論
理
の
過
裂
に

示
さ
れ
た
諾
々
の
判
断
は
、
他
の
期
刑
阜
の
事
案
に
関
す
る
判
明
例
の
前
提
と
す
る
と
こ
ろ
と
一
致
し
な
い
点
が
多
々
認
め
ら
れ
る
の
で

犯
罪
縮
空
の
相
違
か
ら
合
理
的
に
説
明
で
き
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
戦
後
に
お
け
る
東
な
る

あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
が
、

判
例
変
濯
で
あ
る
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
の
か
、
単
に
相
矛
躍
す
る
も
の
で
し
か
な
い
の
か
、
な
お
慎
重
な
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う

と
怠
わ
れ
ま
す
。
他
日
を
期
し
た
い
と
存
ず
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

結

鰭

以
上
を
も
ち
ま
し
て
、
私
の
報
告
を
終
え
さ
せ
て
戴
き
ま
す
。
明
批
維
な
結
論
の
な
い
、
雑
然
と
し
た
報
告
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
先

生
方
の
御
批
判
・
伽
御
指
導
を
給
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
挙
い
と
存
じ
ま
す
。
静
静
聴
有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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〔
オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
規
制
制
法
規
一
覧
表
〕

資
料
I明i明

2 I 1 

持R

3 

明

ao

一

朗
?
一

回
明
日
一

明

日

一

明
日
恥
一

闘
中
総
禁
A
V

出
問
酎
獄
事
中
絞
殺
則

笈
品
科
婦
心
得
欺
商

鍍i加
刺i骨

鯵i官

"'/1ヨ
妖!i約宇野1

著書
芸震
を
用
人
を
殺

新
婚
持
綱
領
「
震
魅
入
」

資
料
日

{
オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
規
制
法
規
法
文
〕
(
鵠
線
引
用
者
}

人

民

政

惑

教
部
省
逮
ニ
努

旧
制
刑
法
間
二
む
条
一
二
悶
げ

蹴
曹
察
犯
処
腕
訓
令
二
条
ア
七
号

宗教滋重量に対する締法のi厳F詩{車車問)

日月
1 

殻
刑
律

J
駄
術
毒
薬
を
用
入
を
殺
」
{
期
間
琢
蕗
編
・
一
司
法
資
料
開
冊

七
回
す
・
日
本
近
代
腕
挙
法
令
集
上
(
昭
一
一

O
)

七
七
頁
}

治

療

自

的

凡
、
妖
術
毒
薬
を
用
ひ
人
を
税
引
も
の
は
、
各
課
樹
剖
叫
判
棚
、
着
、
雄
官
人
を
し
て
娯
笹
せ
し
め
、
人
を
殺
す
の
情
無
之

教
は
、
謀
殺
様
二
等
を
減
す
、

(
以
下
略
)

日月
2 

府
郡
勝
奉
蟻
規
則
(
法
令
全
晶
表
ニ
巻
二
八
一
一
一
頁
)

邪
宗
門
ハ
勿
論
壁
異
ノ
教
法
↓
剣
劇
割
問
タ
リ
(
以
下
略
}
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明
3 

家
教
師
心
得
室
岡
〈
法
令
金
書
一
二
巻

希
望
ノ
者
有
之
候
共
禁
厭
祈
幡
之
犠

切
停
止
之
事

場
3 

新
律
綱
領
「
腫
離
人
」
(
法
令
金
書
コ
一
巻
六
一
二
四
頁
)

凡
腫
魅
ヲ
行
ヒ
。
符
窓
側
ヲ
造
リ
。

呪
謹
シ
テ
。
人
ヲ
殺
サ
ン
ト
欲
ス
ル
考
ハ
。
各
謀
殺
却
ノ
以
テ
謝
ス
。
止
タ
人
ヲ
疾
菅

セ
シ
メ
ン
ト
欲
ス
ル
者
ハ
。
謀
殺
己
行
来
傷
ニ
。

ヲ
減
ス
。

明
6 

教
器
省
達
一

(
法
令
全
審
六
巻
ノ

六
一
一
七
夏
)

従
来
持
亙
市
子
並
議
祈
穣
狐
下
ケ
杯
ト
相
唱
玉
点
口
寄
等
之
所
業
ヲ
以
テ

切
禁
止
犠

俸
珍
各
地
方
官
此
首
相
心
樽
智
内
取
締
方
厳
重
一
吟
相
違
候
事

明
6 

麓
魅
人
様
例
{
関
編
・
前
掲
敢
闘
五
ゴ
一
一
一
一
頁
)

鑑
穣
人
ヲ
僧
思
ノ
能
呪
組
、
ン
弧
狸
ヲ
騒
去
ス
ル
ト
中
演
説
、
ン
湯
火
及
ヒ
白
刃
等
ヲ
以
テ
劫
逼
薫
灼
シ
折

シ
ム
ル

ハ
各
時
様

明
7 

教
部
省
達
家
闘
乙
コ
一
}

禁
厳
祈
穣
ノ
議
ハ
神
道
諸
宗
共
人
民
ノ
議
求
ニ
磨
、
ン
誕
来
ノ
簿
法
執
行
候
ハ
元
ヨ
リ
不
菅
態
様
議
期
ニ
ハ
之
レ
カ
震
輔

{
法
令
金
書
七
巻
ノ
二
・
一
ニ
ニ
ニ
頁
}

ケ
劇
薬
ヲ
止
メ
候
向
モ
有
之
哉
ニ
相
関
以
ノ
外
ノ
事
ニ
犠
抑
教
導
職
タ
ル
モ
ノ
右
等
貴
重
ノ
人
命
ニ
翻
シ
剰
照
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繁華文i活動に対する秀!J法のi違約(J局長111)

ノ
方
出
ヲ
モ
誤
ラ
セ
扶
様
ノ
所
業
有
之
鋭
テ
ハ
朝
皆
ニ
暴
戻
シ
政
治
ノ
樟
斡
ト
結
成
甚
以
不
都
合
ノ
次
第
ニ
繰
篠
向
後

心
得
違
ノ
者
無
之
様
陀
裏
取
締
可
致
此
旨
相
違
候
事

明
13 

泊
別
法
四
二
七
条
{
我
妻
栄
編
・
出
法
令
集
(
昭
四
五
)
間
間
関
西
頁
)

在
ノ
藷
件
ヲ
犯
シ
タ
ル
者
ハ

日
以
上
三
日
以
下
ノ
拘
留
ニ
処
シ
又
ハ

十
銭
以
上
一
円
二
十
五
銭
以
下
ノ
科
料
ニ
処

ス
』十

妄
ニ
古
前
回
情
福
ヲ
説
キ
又
ハ
析
輔
符
冗
等
ヲ
為
シ
人
ヲ
惑
ハ
シ
テ
利
ヲ
閣
は
川
名

明
15 

(
詰
令
金
書
一
五
巻
一
二
九
時
員
〉

内
務
省
連
戊
一
一

禁
厭
株
譲
ノ
犠
ニ
付
七
年
六
月
教
部
省
乙
第

続
達
之
助
制
有
之
候
議
窮
務
治
療
ノ
際
之
カ
鶏
投
薬
ノ
時
機
ヲ
談
リ

候
儀
モ
士
官
之
哉
ニ
頼
関
不
都
合
候
線
今
後
信
者
ヨ
リ
請
求
候
節
ハ
克
販
薬
之
有
無
ヲ
誼
鴫
セ
シ
メ
果
、
ン
一
ア
麟
矧
斜
劃
樹

中
ノ
者
ニ
関
リ
其
望
ニ
感
、
ン
不
苦
候
保
其
同
日
乾
度
河
川
初
心
得
此
段
相
違
骸
事

明
41 

警
察
犯
込
罰
令
こ
条
{
我
泰
樹
・
前
掲
害
時
五
九
斑
)

左
ノ
各
号
ノ
一
ニ
該
当
ス
ル
者
ハ
一
二
十
日
未
満
ノ
抑
留
又
ハ

十
円
未
満
ノ
科
料
ニ
処
ス

十
七

ニ
吉
凶
禍
福
ヲ
説
キ
又
ハ
祈
議
、
符
呪
等
ヲ
為
、
ン
若
ハ
守
札
額
ヲ
交
付
シ
テ
ー
ん
ヲ
惑
ハ
シ
タ
ル
者

十
八

病
者
ニ
対
シ
禁
獄
、
祈
語
、
符
呪
等
ヲ
為
、
ン
又
ハ
神
符
、
神
水
散
命
リ
ヲ
与
へ
津
山
球
ヲ
妨
ケ
タ
ル
者
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資
料
招

〔
加
持
努
藤
致
死
に
鰭
附
す
る
判
例
の
変
遷
)

@
大
判
明
治
一
二
一
一
年
一
二
月
八
日
・
大
桝
銭
五
輯
一

第控
訴
審

上
告
審 審

段
打
創
傷
致
死
罪

巻
二
ニ
頁
〈
愛
学
京
研
紀
饗
六
口
ザ
ム
ハ
頁
〉

葬

〔
罰
金
一
車

O
R〕

過

失

致

苑

@
大
判
昭
和
一

O
年
三
月
二
五
日
・
大
部
集
一
四
巻
五
M
V
三
一
一
一
九
頁

按
訴
審

上
告
審

通

致

死

罪

〔
禁
錨
四
月
、
間
二
汚
〕

告
東
京
高
判
昭
和
平
一
年
一
一
月
ニ
八
日
・
高
刑
集
九
巻
二

五
一
貫
(
愛
学
宗
研
紀
要
一

第
一
審

控
訴
審

失

業
務
上
過
失
致
死
罪

業
務
上
過
失
致
死
罪

業
務
上
過
失
致
死
罪

傷

害

数

死

〔
禁
鋼
一
年
・
猶
予
三
年
〕

葬

{
懲
役
二
年
・
鎗
予
五
年
〕

48 宗李主主去 7{} (l望89)
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小

W
札
畿
地
判
昭
和

第
一
審

議

室

月
七
日
・
下
刑
箆
一
二
巻
一

71.: 

j
回
目
方

罪

〔
懲
役
三
年
・
数
子
五
年
〕

⑤
最
〈
大
}
持
昭
和
三
八
年
五
月
一
五
行
・
最
期
集
一
七
巻
m
m
H
V
三
O

第

審

強
訴
審

上
告
審

蕩楊

害

議

致

死

~ 

〔
懲
役
二
年
・
績
予
一
二
年
〕

数

死

禁罪

〈
本
訪
朝
は
、
学
会
に
お
け
る
報
告
隠
語
お
よ
び
配
付
資
料
に
基
づ
き
、

宗教活動に対する刑法の適用(f採ffJ)

致

手E

罪

七
頁
〈
愛
学
宗
研
紀
要

八
M
V
三
O
五
頁
)

(
愛
品
工
不
可
燃
紀
要
九
日
ザ
一
二
三
O
頁
)

に
お
い
て
杏
子
の
知
泌
総
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
〉
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