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一
九
八
五
年
八
月
一

日
、
中
品
何
回
線
内
関
は
靖
阪
神
社
公
式
参
拝
を
決
行
し
た
む
中
曽
桜
首
相
相
は
、
す
で
に
一

周
知
の
と
お
り
、

九
八

一
年
間
月
の
靖
国
神
社
春
季
例
大
祭
に
そ
れ
ま
で
の
「
私
的
参
拝
」
か
ら
一
歩
諮
み
だ
し
、
「
内
賠
総
理
大
監
た
る
や
曽
根
康

弘
」
と
し
て
参
拝
し
て
い
た
が
、
こ
の
よ
う
な
動
き
に
並
行
し
て
自
民
党
内
部
で
「
靖
国
神
社
問
題
小
委
員
会
」
が
設
け
ら
れ
、
靖

厨
神
社
へ
の
公
式
参
拝
の
可
能
性
の
検
診
が
は
じ
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

一
九
八
一
二
年
八
月
に
は
官
房
長
官
の
私
的
諮
問
機
関

と
し
て
靖
国
神
社
問
題
懇
談
会
(
靖
弱
懇
)
が
設
躍
さ
れ
、
種
々
議
論
を
経
て
潮
対
年
報
告
書
を
提
出
し
た
が
、
こ
の
報
告
書
は
、
少
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数
意
見
を
付
記
し
た
も
の
の
靖
国
神
社
へ
の
公
式
参
拝
合
意
化
の
た
め
の
理
論
を
展
開
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

審ヤ

右
め
報
告
書
は
、
閣
僚
の
い
わ
ゆ
る
「
公
式
参
拝
」
を
「
内
属
総
理
大
臣
そ
の
他
の
国
務
大
臣
が
公
的
資
絡
で
行
な
う
参
拝
の
こ

と
」
と
定
義
し
、
「
祖
日
間
や
父
母
、
妻
子
、
同
胞
等
を
守
る
た
め
に

ん
叩
を
持
げ
た
鞍
没
者
の
追
悼
を
行
な
う
こ
と
は
、
宗
教
、
宗

派
、
民
接
、
国
家
の
尉
な
ど
を
萌
え
た
人
間
自
然
の
普
遍
的
構
感
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
追
悼
を
凶
民
の
要
望
に
郎
し
、
凶
及
び
そ

の
機
関
が
国
民
を
代
表
す
る
ま
場
で
行
な
う
こ
と
も
九
炊
ご
と
宣
言
し
て
い
る
。
同
報
告
書
は
、
ま
た
「
一
般
に
戦
没
者
に
対
す
る

追
悼
ぞ
れ
自
体
は
必
ず
し
も
宗
教
的
意
義
を
も
た
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
し
つ
つ
も
、
終
凶
神
社
公
式
参
持
が
「
宗
教
と
か
か
わ
り
合

い
を
も
っ
行
為
」
で
あ
る
こ
と
は
認
め
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

そ
こ
で
は
い
わ
ゆ
る
羽
的
e

効
果
論
を
援
問
(
そ
の
定
法
に
は

多
く
の
問
鶏
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
問
、
つ
余
裕
が
な
い
〉
し
て
、
別
問
家
の
宗
教
へ
の
か
か
わ
り
合
い
が
あ
っ
て
も
そ
の
目
的
に
京
教

的
意
義
が
寄
せ
ず
、
そ
の
効
果
に
お
い
て
宗
教
を
援
助
・
促
進
・
抑
距
・
子
渉
を
し
な
い
絞
り
憲
法
の
政
教
分
離
原
則
に
反
し
な
い

と
す
る
考
え
主
が
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
神
社
側
の
定
め
た
正
式
参
拝
め
様
式
に
基
づ
く
公
式
参
詳
の
憲
法
適
合
性
に

脅
し
て
は
、
韓
念
を
払
拭
で
き
‘
ず
、
「
政
府
は
、
社
会
通
念
に
照
し
、
追
悼
の
行
為
と
し
て
、
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
行
為
の
態
様
が
宗
教
と
過
度
の
議
着
を
も
た
ら
す
な
ど
に
よ
っ
て
政
教
分
離
原
則
に
抵
触
す
る
こ
と
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
適

切
な
方
式
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
」
と
提
言
し
て
い
る
。

中
仏
官
接
内
鴇
の
?
?
で
行
わ
れ
た
公
式
参
停
は
、
こ
の
報
告
を
踏
ま
え
、
内
障
総
理
大
鹿
が
、
ま
ず
、

一
期
僚
を
と
も
な
っ
て
合
用

古
平
を
使
用
し
靖
溺
神
社
を
訪
問
し
、
神
職
に
案
内
さ
れ
本
殿
に
昇
殿
し
、

そ
こ
で
黙
縞
帽
の
あ
と
戦
没
者
め
塗
に
探
く

孔
す
る
と
い

う
形
を
と
っ
た
〈
い
わ
ゆ
る
二
礼
二
持
手
一
礼
と
い
う
「
正
式
L

の
神
社
参
拝
方
式
は
避
け
ら
れ
た
)
。
参
拝
に
捺
し
て
は
三
万
円

の
供
花
料
〈
供
え
ら
れ
た
一
対
の
生
花
に
対
す
る
も
の
で
公
脅
か
ら
支
出
さ
れ
た
〉
が
神
社
慨
に
納
め
ら
れ
た
。
内
観
総
理
大
臣
の

40 ' .. ~'~紋U;\O り (]99 J)
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参
拝
の
あ
と
、
他
の
間
僚
た
ち

(
外
遊
山
?
の
ニ
関
壌
を
除
く
)
も
は
ぽ
間
諜
の
方
式
で
参
拝
し
た
。
な
お
参
拝
に
あ
た
っ
て
の
記
帳

は
、
「
内
網
総
理
大
胆

中
品
開
援
康
弘
」
以
下
、
ふ
ホ
川
災
が
間
擦
の
一
関
一
書
を
つ
け
て
署
名
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

務
国
神
社
へ
の
公
式
参
拝
に
つ
い
て
は
、
~
陀
米
か
ら
多
く
の
議
論
が
あ
っ
た
が
、
公
式
参
拝
が
決
行
さ
れ
た
円
以
上
、

そ
の
違
憲
性

を
法
磁
で
争
う
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
人
々
が
、
大
阪
、
福
山
側
、
姫
路
で
訴
訟
そ
提
起
し
た
。
原
告
ら
は
、
大
阪
の
一
訴
訟
で
は
靖
目
的

神
社
に
合
寵
さ
れ
て
い
る
戦
没
者
の
遺
族
か
ら
携
成
さ
れ
て
い
る
が
、
続
路
の
場
合
は
、
原
告
ら
は
遺
放
、
宗
教
者
(
キ
リ
ス
ト

者
、
真
宗
僧
倍
)

が
や
心
と
な
っ
て
い
る

方
、
…
強
制
の
場
合
は
、
原
告
ら

(
但
し
、
自
覚
的
な
無
宗
教
者
も
加
わ
っ
て
い
る
)
。

は
遺
飯
、
宗
教
翁
、
無
宗
教
お
よ
り
な
っ
て
い
る
稔
原
告
の
構
成
の

い
も
ひ
と
つ
の
照
紹
で
あ
ろ
、
三
一
二
つ
め
訴
訟
は

い
ず
れ

も
国
家
賠
償
法
第
一
条
に
も
と
づ
く
損
害
賠
禽
請
求
(
慰
謝
料
請
求
)

で
あ
る
。
綴
国
神
社
公
式
参
拝
は
慾
法
二

O
条
三
項
の
政
教

分
離
規
定
に
違
反
す
る
違
憲
の
行
為
で
あ
り
、
右
去
式
参
拝
に
よ
り
、
信
教
の
自
由
、
宗
教
的
人
格
権
を
侵
察
さ
れ
た
と
す
る
点
で

は
原
告
ら
の
主
張
は
一
致
し
て
い
る
。

一
つ
の
訴
訟
は
、
公
式
参
持
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
た
権
制
な
い
し
法
的
利
益
の
救
清
を
求
め

る
彩
を
と
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
訴
訟
は
、
箕
面
忠
魂
碑
訴
訟
や
愛
媛
玉
中
料
訴
訟
の
よ
う
に
地
万
自
治
体
の
公
金
支
出
に
鵠
わ
る

も
の
で
な
か
っ
た
た
め
、
住
民
訴
訟
の
形
式
が
と
り
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
で
」
の
点
は
一
つ
の
問
題
点
に
な
ろ
う
)
。

機関神社公式参拝孫íf~(平野}

原
告
ら
の
主
張
す
る
宗
教
的
人
格
権
の
内
容
は
一
二
つ
の

に
お
い
て
微
妙
な
遠
い
を
見
せ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
大
裁
の
訴

訟
で
は
、
関
告
ら
は
宗
教
的
人
格
権
な
い
し
宗
教
的
ブ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ

i
権
を
主
張
し
、

そ
の
内
容
と
し
て
は
宗
教
的
静
議
の
中
で
故

人
に
つ
い
て
思
い
を
め
ぐ
ら
す
自
由
と
宗
教
的
意
義
づ
け
か
ら
の
自
由
を
提
示
し
て
い
る
。
福
岡
の
訴
訟
で
は
、
宗
教
的
人
格
権
と

し
て
宗
教
的
静
訟
の
や
で
思
い
を
め
ぐ
ら
す
自
阪
を
主
張
し
、
こ
れ
と
は
討
に
宗
教
的
ブ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ

i
権
と
し
て
自
己
ま
た
は
税

し
い
者
が
親
ら
れ
た
り
、
拝
礼
さ
れ
た
り
、
宗
教
的
慈
義
づ
け
を
さ
れ
な
い
権
利
を
主
張
し
て
い
る
。
姫
路
の
訴
訟
で
は
、
宗
教
的

人
格
権
の
み
が
主
張
さ
れ
た
が

そ
の
内
容
は
か
な
り
多
様
で
あ
り

い
わ
ゆ
る
信
教
の
自
由
、

政
教
分
離
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る

~;":l~H、 l lJ'，;(199 1í41 



法
的
利
益
(
た
と
え
ば
公
権
力
の
宗
教
の
殺
界
へ
の
介
入
に
よ
っ
て
心
の
一
平
安
が
乱
さ
れ
な
い
権
利
)
お
よ
び
こ
れ
に
加
え
て
何
人

に
も
干
渉
さ
れ
な
い
静
識
の
中
で
生
死
、
宇
宙
な
ど
に
思
い
を
め
ぐ
ら
す
権
利
が
そ
の
要
素
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
c

な
お
、
こ

れ
ら
の
訴
訟
で
は
平
和
的
生
存
権
の
授
害
も
主
張
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
菊
川
間
神
社
の
軍
凶
主
義
的
性
格
に
義
口
付
し
て
の
、
不
一
張

で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

判

決

の

内

容

ニ
つ
め
靖
国
神
社
公
式
参
持
訴
訟
判
決
の
要
旨
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

〈
大
阪
地
裁
判
決
(
平
成
元
年

一
月
九
日
)
〉

「
磁
告
ら
主
張
の
い
一
信
教
の
自
由
と
は
内
心
に
お
け
る
宗
教
的
主
仰
の
自
由
を
い
う
も
の
と
解
さ
れ
る
が
、
右
い
お
教
の
自
由
に
対
す

る
侵
害
が
あ
っ
た
と
い
い
う
る
た
め
に
は
、

少
な
く
と
も
語
教
を
理
由
と
す
る
不
利
益
な
取
扱
い
も
し
く
は
宗
教
上
の
強
制
が
具

体
的
に
存
す
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
べ
き
と
こ
ろ
:
i
:
:
原
告
ら
が
本
件
公
式
参
拝
に
よ
る
具
体
的
に
信
教
を
環

出
回
と
す
る
不
利
益
な
淑
扱
い
も
し
く
は
宗
教
上
の
強
制
を
受
け
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
J

っ
原
告
ら
主
張
の
宗
教
的
人
格
権
な
い
し
京
政
的
プ
ラ
イ
バ
シ

i
権
な
る
も
の
は
、

い
ず
れ
も
実
定
法
上
の
担
拠
を
欠
く
の
み
な

ら
ず
、

そ
の
権
科
な
い
し
法
的
利
益
の
内
容
が
極
め
て
揺
別
的
、
主
観
的
、
抽
象
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
法
律
上
の
権
利
な
い
し

法
的
利
益
と
し
て
客
観
的
に
把
握
し
う
る
よ
う
な
明
確
牲
を
右
し
な
い
か
ら
、

に
わ
か
に
権
利
保
護
の
対
象
と
し
て
承
認
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
J
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「
原
告
ら
主
張
の
一
平
和
的
生
存
権
な
る
も
の
は
、
実
主
法
上
の
担
拠
を
欠
く
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
権
創
刊
な
い
し
法
的
利
益
の
内
容

が
不
明
確
で
あ
る
か
ら
、

と
う
て
い
権
利
利
保
護
の
対
象
と
し
て
承
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
」

「
原
告
ら
が
本
件
訴
訟
を
提
起
し
た
呂
的
は
、
:
:
:
裁
判
所
に
お
い
て
本
件
公
式
参
拝
が
憲
法
議
員
と
し
て
許
き
れ
な
い
も
の
で
あ

る
旨
の
判
断
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
将
来
に
わ
た
り
内
酪
総
理
大
臣
に
よ
る
靖
国
神
社
公
式
参
拝
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
箆
止
す

る
と
い
う
こ
と
に
あ
り
、
原
告
ら
が
本
件
訴
訟
と
い
う
形
で
本
件
公
式
参
拝
に
よ
り
そ

の

苦
痛
を
被
っ
た
と
し
て
被
告
ら
を
相
手
方
と
し
て
恕
謝
料
め
支
払
い
を
求
め
た
の
は
、

が
裁
判
所
に
お
い
て
会
特
監
を
受

け
る
た
め
に
選
択
し
た
具
体
的
な
訴
訟
の
形
式
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
り
、

が
本
件
訴
訟
に
お
い
て
本
件

し
た
が
っ
て
、

公
式
参
拝
に
よ
り
被
っ
た
設
主
張
す
る
鱗
神
的
資
痛
な
る
も
の
は

に
合
組
さ
れ
て
い
る
原
告
ら
の
親
挨
と
援
会
ら
と

の
か
か
わ
り
に
お
け
る
信
教
上

む
し
ろ
、
本
件

こ
と
に
よ
る
原
告
ら
に
特
有
の
も
の
と
い
、
7
よ
り
も
、

公
式
参
拝
が
原
告
ら
の
懇
法
解
釈
等
に
反
し
て
敢
行
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
一

の
不
快
感
、
焦
燥
感
な
い
し
情
り
と
い
っ
た
も
の

で
あ
っ
て
、
広
く
脱
告
ら
と
瀧
法
解
釈
等
を
開
閉
じ
く
す
る
務
に
と
り
共
通
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

そ
し
て
、

か
か
る
原
告
ら
の
感
慣
は
訟
律
上
竪
謝
料
を
も
っ
て
救
済
す
べ
き
損
害
に
は
当
ら
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ

ま書留神社公式参f事訴訟〈平野}

り
、
結
問
、
本
件
訴
訟
は
原
告
ら
の
前
記
目
的
達
成
の
た
め
の
手
段
と
し
て
は
適
当
な
方
法
で
は
な
か
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な

、。
し

」
〈
福
岡
地
裁
判
決
{
平
成
元
年
一
二
月

四
日
)
〉

「
先
ず
、
原
告
ら
は
、
憲
法
第
二

O
条
第
三
項
の
政
教
分
離
規
定
に
違
反
し
た
行
為
が
あ
っ
た
こ
と
を
理
由
と
す
る
が
、
右
の
滋

定
は
、
匪
及
び
そ
の
機
関
が
行
う
こ
と
の
で
き
な
い
行
為
の
範
麗
を
定
め
て
国
家
と
宗
教
と
の
分
離
を
制
度
と
し
て
保
障
す
る
こ
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と
に
よ
り
、
額
接
的
に
信
教
の
自
由
を
保
障
し
よ
う
と
す
る

い
わ
ゆ
る
制
度
的
部
隙
の
規
定
で
あ
っ
て
、
私
人
の
法
的
利
刊
誌
を

夜
桜
保
持
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら

の
規
定
に
逮
一
決
す
る
行
為
が
あ
っ
た
こ
と
を
理
出
と
し
て

こ
汁
臼
.
一
こ
叶

d

l
[
l
j
 

し
て
接
客
賠
償
の
議
求
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
鮮
さ
ざ
る
を
、
え
な
い

J

f
u
っ
と
も
、

。
条
第
三
項
の
規
遂
に
違
反
す
る
公
務
員
の
宗
教
的
活
動
が
前
条
第
一
事
前
段
に
違
反
し
て
私
人
の
お

教
の
自
由
を
判
例
躍
し
、

あ
る
い
は
同
条
第
二
項
に
反
し
て
宗
教
上
の
行
為
へ
の
参
加
を
強
制
す
る
な
ど
、
憲
法
が
保
障
し
て
い
る

信
教
の
自
由
を
政
接
投
害
す
る
に
至
る
と
き
は
、
割
払
人
に
対
す
る
関
採
で
、
国
家
賠
償
法
第
一
条
第

の
違
法
な
行
為
と

な
り
、
信
教
の
自
由
を
授
害
さ
れ
た
者
は
損
容
…
鰭
殻
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
本
件
に
お
け
る
中
曽
根
康
弘
が
内
需
総
理
大

夜
と
し

っ
た
靖
国
神
社
へ
の
参
拝
に
よ
り
具
体
的
に
議
告
ら
が
信
教
上
不
利
益
な
取
扱
い
を
受
け
た
と
か
、
宗
教
上
の
強
制

を
受
け
た
点
は
な
い
の
で
、
右
の
参
持
が
原
告
ら
の
語
教
の
自
由
に
蓋
接
干
渉
す
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

て
、
こ
の
上
尽
か
ら
原
告
ら
の
損
害
賠
漬
請
求
を
認
め
る
こ
と
も

、。
し

」

「
ま
た
、
係
官
ら
は

宇
品
同
日
根
康
弘
が
内
閣
総
理
大
臣
と
し
て
靖
国
神
社
へ
参
拝
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
原
告
ら
が
不
快
、
怒

り
、
あ
る
い
は
掴
家
神
道
の
復
活
に
対
す
る
詑
倶
の
念
等
の
感
情
を
抱
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
察
知
し
う
る
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
原
告
ら
の
主
張
す
る
宗
教
的
人
格
接
、
宗
教
的
プ
ラ
イ
バ
シ
!
機
、
平
和
鈎
生
存
権
な
る
も
の
が
、
内
観
総
理
大
臣
の
靖

国
神
社
参
拝
に
よ
る
国
家
賠
韓
法
上
法
的
探
護
に
植
す
る
明
確
な
権
科
で
あ
る
と
ま
で
認
め
る
ゆ
〕
と
は
倒
雑
で
あ
る
か
ら
、

よ
う
な
感
情
を
生
じ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
聞
は
告
ら
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
と
ま
で
い
う
こ
と
は
で
き
ず
、
法
的
な
侵
害
が
あ
っ
た

と
は
器
め
る
こ
と
は
で
き
な
い

八
神
戸
地
裁
姫
路
支
部
判
決
〈
平
成
二
年
一
一

九
日
〉
〉
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「
語
家
公
務
員
{
箇
家
の
機
関
)

の
行
っ
た
宗
教
的
活
動
が
私
人
の
信
教
の
自
由
を
直
接
的
に
侵
常
一
目
す
る
と
き
は
、
国
擦
法

が
規
定
寸
る
違
法
行
為
と
な
り
、
日
出
家
は
被
授
害
者
に
対
し
、

そ
の
損
害
を
路
積
す
る
責
任
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
と

〕

λ
ぺ

こ
こ
に
、
信
教
の
自
由
に
対
す
る
直
接
的
な
侵
容
が
あ
っ
た
と
い
う
た
め
に
は
、
国
家
の
機
関
に
よ
っ
て
信
教
を
理
由
と

し
て
不
利
益
な
取
扱
な
い
し
宗
教
上
の
強
艇
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
て
、
仮
に
、
部
家
の
機
関
が
宗
教
的
活
動
を
行
つ

た
と
し
て
も
、
右
の
よ
う
な
不
利
益
な
取
扱
な
い
し
宗
教
上
の
強
制
が
存
し
な
い
と
き
は
、

そ
れ
は
、
信
教
の
自
由
を
直
接
侵
容

す
る
も
の
で
は
な
く
、
国
賠
法
一
条
に
い
う
護
法
行
為
に
該
当
し
な
い
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

こ
れ
を
本
件
に
つ
い
て
み
る
に
、
中
曽
根
総
壊
の
行
っ
た
本
件
公
式
参
拝
は
、
原
告
ら
に
対
し
不
利
益
な
取
扱
を
な
し
、
あ
る

い
は
宗
教
上
の
強
制
加
を
な
し
た
も
の
で
は
な
く
、
原
告
ら
の
信
教
の
自
由
を
直
接
担
保
持
す
る
も
の
と
は
い
え
な
い
:
:
:
。
」

「
原
会
ら
の

る
宗
教
的
人
格
権
等
な
る
も
の
は
実
定
法
上
そ
の
謹
拠
を
欠
い
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
原
告
ら
が
宗
教
的
人

格
権
等
を
佼
害
さ
れ
た
と
い
う
も
の
の
内
等
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
結
局
、
;
:
:
本
件
公
式
参
拝
に
よ
り
原
告
ら
が
抱
い
た
不
快
感
、

憤
り
や
怒
り
あ
る
い
は
戦
前
の
よ
う
な
語
家
と
神
道
の
結
び
付
き
復
活
へ
の
愈
慎
と
い
っ
た
宗
教
上
の
感
情
に
す
ぎ
な
い
も
の
で

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
が
、

か
か
る
宗
教
上
の
感
情
は
主
観
的
、
抽
象
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
凶
賠
法

粂
の
対
象
と
な
る
明
確
な

ま毒緩i神社公式著書t事訴訟(エド野}

法
的
利
裁
(
権
利
〉
と
し
て
は
到
底
認
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
J

一
一
項
等
の
政
教
分
離
規
定
は
、

そ
の
規
窓
上
明
白
な
と
お
り
、
回
出
及
び
そ
の
機
関
が
行
っ
て
は
な
ら
な
い
行
為
の

内
容
‘
範
韻
を
定
め
、
も
っ
て
、
国
家
と
宗
教
と
の
分
離
を
国
家
制
度
上
保
持
す
る
こ
と
令
直
接
の
詩
的
と
し
、
そ
の
結
巣
、
私

人
の
信
教
の
自
由
を
間
接
的
に
擁
保
し
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
マ
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
私
人
の
法
的
利
益
を
直
被
保
障
承
認
す

る
も
の
で
は
な
い
と
解
す
る
の
が
同
相
当
で
あ
る
。
」

条
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宗
教
的
人
格
擦
に
つ
い
て

右
の
…
一
一
つ
の
料
決
が
い
ず
れ
も
宗
教
的
人
絡
権
の
権
利
性
を
ト
ー
タ
ル
に
否
定
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
宗
教
的
人
格

権
が
原
告
ら
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
の
は
、
信
教
の

a自
に
つ
い
て
は
従
来
、
強
制
、
禁
止
あ
る
い
は
不
利
益
な
取
扱
い
が
あ
っ
て

は
じ
め
て
そ
の
侵
害
が
主
張
で
き
る
と

で
あ
る
て

般
に
考
え
ら
れ
て
お
り
(
そ
の
こ
と
は
三
つ
の
判
決
が
そ
れ
ぞ
れ
指
捕
し
て
い
る
と
こ
ろ

そ
の
よ
う
な
指
数
の
自
由
だ
け
で
は
訴
訟
が
維
持
し
が
た
い
と
思
わ
れ
た
か
ら
℃
あ
る
。

た
し
か
に
右
の
よ
う
な
信
教
の
自
由
に
つ
い
て
は
中
曽
根
首
相
以
下
、
巾
円
割
の
靖
相
自
神
社
公
式
参
持
が
な
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て

原
告
ら
の
権
利
の
侵
害
が
あ
っ
た
と
は
い
い
に
く
い
。
原
告
ら
は
靖
間
関
神
社
参
拝
、
信
仰
を
強
制
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
、

靖
国
神
社
と
は
射
の
宗
教
で
祭
神
を
妃
っ
た
り
、
山
刷
。
霊
、
追
悼
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
た
わ
け
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
不
利
読
取

扱
い
に
つ
い
て
も
そ
れ
が
揺
静
ゆ
え
に
夜
桜
何
ら
か
の
不
利
裁
を
蒙
る
と
い
う
意
味
で
考
え
た
場
合
、
去
式
参
拝
に
よ
っ
て
原
告
ら

の
権
利
の
可
侵
宝
ど
が
あ
っ
た
と
は
い
い
が
た
い
。
こ
れ
ら
の
点
は
、
判
決
の
述
べ
る
と
お
り
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。

も
っ
と
も
器
会
ら
は

い
ず
れ
も
表
現
の
兼
は
あ
る
も
の
の
そ
れ
ぞ
れ
信
教
の
自
由
の
内
容
を
よ
り
広
く
考
え
る
べ
き
こ
と
を
主

張
し
て
い
た
。
原
告
ら
の
主
張
は
、
一
信
教
の
自
由
に
隣
接
的
に
在
迫
を
受
け
な
い
権
利
そ
も
含
め
よ
う
と
す
る
も
の

(
そ
の
場
合
、

度
接
の
強
制
、
禁
止
が
谷
し
な
く
て
も
自
由
の
侵
害
に
な
る
。
た
と
え
ば
国
家
が
特
定
の
宗
教
を
勧
奨
す
る
こ
と
も
信
教
の
臼
患
の

間
間
接
的
圧
迫
と
な
り
、
自
自
の
侵
饗
に
な
る
}

で
あ
っ
た
。
姫
路
の
訴
訟
で
は
、
原
告
ら
は
さ
ら
に
政
教
分
離
罷
削
そ
の
も
の
に
よ

っ
て
保
護
さ
れ
る
べ
き
法
的
利
益
が
存
夜
す
る
こ
と
も
主
張
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、

た
と
え
ば
憲
法
二

G
条
で
保
障
さ
れ
る
信
教
の

白
患
の
中
に
は
強
制
に
わ
た
ら
な
く
と
も
菌
家
が
特
定
の
宗
教
を
勧
奨
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
期
間
接
的
に
干
渉
さ
れ
な
い
自
由

46 二;-:殺が、10¥; (1曾91)



も
合
ま
れ
る
と
こ
ろ
、
中
曾
根
総
理
が
去
用
車
を
使
用
し
て
本
件
公
式
参
拝
を
行
町
長
脅
か
ら
供
花
料
金
三
万
円
を
支
出
し
た
こ

と
は
、
脳
内
糸
が
塔
屋
神
社
そ
特
別
扱
い
に
し
た
も
の
ヤ
あ
っ
て
、
憲
法
}。
粂

項
前
段
で
保
縛
さ
れ
て
い
る
原
告
ら
の
…
信
教
の
白

由
(
信
網
開
の
自
由
}
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
、

と
の
主
張
で
あ
る
。
政
教
分
離
原
則
別
に
よ
っ
て
信
教
の
自
由
を
拡
大
し
よ
う
と
す

る
こ
れ
ら

心
は
頬
聴
す
べ
き
点
も
あ
る
が

は
お
い
て
は
理
論
的
に
や
分
展
開
さ
れ
て
い
な
い
き
ら
い
が
あ
る
。

さ
れ
た
の
は
菌
氏

般
の
語
教
の
自
由
で
あ
ろ
う
か
、

そ
れ
と
も
宗
教
者
の
信
教
の
自
闘
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
点
は
今
後
の
議

組
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
際
は
損
害
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

不
科
益
取
扱
い
か
ら
の
自
由
で
あ
る
と
の
理
解
(
そ
れ
は
制
判
決
の
理
解
で

の
自
由
は
、

強
制
・
禁
止
か
ら
の
自
由
で
あ
り
、

も
あ
る
〉

は
、
今
日
世
界
中
で

れ
、
す
で
に
擁
立
さ
れ
た

(
現
実
は
と
も
か
く
も
建
前
上
は
そ
う
で
あ
る
)
係
川
別
で
あ
る
。

そ
れ
は
す
で
に
さ
典
的
意
味
で
の

の
自
由
で
為
る
と
い
っ
て
よ
い
。
間
諜
は
日
本
国
憲
法
の
お
訟
を
そ
の
水
準
に
と
ど
め
る

か
、
そ
れ
と
も
そ
れ
よ
り
一
歩
進
め

の
も
の
と
し
て
構
成
し
う
る
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
問
問
題
に
つ
い
て
は
様
々
の
角
度
か
ら

の

ロ
i
チ
が
検
討
さ
れ
る
べ
き

立書E議事事技会式著書採訴訟{平妻子}

…
総
隣
地
裁
判
決
や
神
戸
地
裁
姫
路
支
部
判
決
は
、
憲
法
の
政
教
分
縦
規
定
を
い
わ
ゆ
る
斜
度
的
保
障
と
解
し
、
私
人
の
法
的
利
誌

を
政
核
保
障
す
る
も
の
で
は
な
い
と
明
一
一
一
目
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
々
は
、
津
地
鎮
祭
最
高
裁
判
決
に
お
い
て
は
じ
め
て
登
場

し
、
そ
の
後
の
多
く
の
下
級
審
判
法
の
や
で
も
踏
襲
さ
れ
て
き
た
。
政
教
分
離
制
を
制
度
と
し
て
て
と
ら
え
る
限
り
、
治
め
考
え
方

は
一
一
見
そ
れ
な
り
の
説
得
力
が
あ
る
よ
う
に
克
え
る
。
し
か
し
、

そ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
支
は
憲
法
の
政
教
分
離
規
定
め
呉
体
的

な
内
容
を
無
視
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

一O
条
一
二
墳
は
、
山
間
及
び
そ
の
機
関
が
制
民
に
対
し
て
宗
教
教
育
そ
の
他
の
宗
教
活

動
を
禁
一
止
し
て
い
る
。

対
す
る
国
家
の
訂
為
の
禁
止
の
意
味
者
軽
援
し
で
は
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
し
た

~， 
0 
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宗
教
的
人
格
権
そ
の
も
の
は
決
し
て
新
奇
な
も
の
で
は
な
い
。
宗
教
的
人
格
権
は
、
周
知
の
と
お
り
山
仰
い
鼠
色
衛
山
口
合
組
訴
訟
で

一
審
判
決
は
、
宗
教
的
人
格
援
を
原
告
の
主
張
ど
お
り
、

は
じ
め

一
審
、

審
判
決
で
容
認
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

人

め
死
に
つ
い
て
他
人
か
ら
子
渉
を
受
け
な
い
静
訟
の
中
で
宗
教
上
の
惑
樟
と
思
考
と
を
巡
ら
せ
、

行
為
を
な
す
こ
と
の
利
益
」
と
し
た
{
一
一
審
判
決
も
そ
れ
を
支
給
が
、
こ
の
判
決
は
多
く
の
支
持
を
受
け
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
c

と
こ
ろ
が
同
事
件
最
高
裁
判
決
は
こ
れ
を
否
定
し
、
信
仰
生
活
の

L ミ

る
w

〕
と
に
よ
る
不
快
感
は
損
害
賠
償
等
の
法
的
救

済
を
求
め
う
る
権
利
と
し
て
保
護
さ
れ
な
い
と
し
、

そ
の
よ
う
な
権
利
を
認
め
る
と
か
え
っ
て
他
人
の

の
お
・
閉
会
妨
げ
る
w

〕
と

と
な
る
と
判
示
し
た
。
最
高
裁
判
決
は
、
私
人
間
の
莞
容
を
説
き
、
記
ら
れ
た
く
な
い
権
利
{
宗
教
的
人
格
権
〉
を
認
め
れ
ば
利
る

権
利
{
信
教
の
自
由
)
を
結
げ
る
こ
と
に
な
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
宗
教
的
人
格
権
は
も
っ
ぱ
ら
私
人
聞
の
間
関
と
し
て

論
じ
ら
れ
{
自
衛
隊
出
口
地
方
連
絡
部
と
い
う
自
の
機
潤
の
綴
関
与
が
開
題
に
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
よ
う
に
議
論
さ
れ
た
て

た私
い人
で相
ぁ;な
ろの
フロ

の
も
と
に
そ
の
権
利
性
が
者
家
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
論
埋
は
説
得
力
あ
る
も
の
と
は
い
い
が

右
の
最
高
裁
判
訣
は

一
一
つ
の
精
同
神
社
公
式
参
持
謡
詮
が
第

…
つ
の
判
決
は
、
こ
の
最
高
裁
判

穫
で
継
争
中
に
山
山
崎
ぐ
れ
た
。

決
を
引
用
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

G

判
決
は
す
で
に
充
た
よ
う
に
い
ず
れ
も
宗
教
的
人
格
畿
を
形
式
論
瑚
的
に

て
い
る

が
、
そ
の
背
後
に
最
高
裁
判
決
の
影
響
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
し
最
高
裁
判
決
が
先
行
し
て
い
な
け

れ
ば
、

一
一
一
判
決
は
宗
教
的
人
格
権
の
権
利
性
の
否
乏
に
つ
い
て
そ
れ
な
り
の
立
ち
入
っ
た
論
理
を
展
開
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
は
ず

で
あ
る
。
一
一
一
判
決
は
、
最
高
裁
判
決
を
後
昏
に
し
て
宗
教
的
人
格
権
の
主
張
を
切
っ
て
棄
て
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
c

し
か
し
な
が
ら
、
自
衛
官
合
組
訴
訟
最
高
裁
判
決
と
靖
国
神
社
合
式
参
拝
訴
訟
の
一
二
判
決
は
、
宗
教
的
人
格
権
に
対
す
る
ア
ス
ベ

ク
ト
に
関
し
て
見
逃
し
え
な
い

こ
と
に
法
裁
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
自
衛
官
A
同
組
訴
訟
最
高
裁
判
決
で
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は
宗
教
的
人
格
機
が
私
人
聞
の
期
務
と
し
て
暫
新
さ
れ
た

べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
)
が
、
摘
出
袴
社
公
式
参
拝
訴
訟
で
は
争
わ
れ
た
の
は
ま
さ
に
国
あ
る
い
は
そ
の
機
関
と
の
踏
の
向
題
で
み

〈
こ
の
よ
う
な
判
較
に
つ
い
て
は
大
き
な
韓
関
が
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述

り
、
こ
れ
を
私
入
閣
の
問
題
と
し
て
処
獲
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
ま
た
宗
教
的
人
格
権
の
内
海
に
つ
い
て
も
記
ら
れ
た
く

な
い
犠
純
あ
る
い
誌
記
ら
れ
る
w

}

と
に
よ
っ
て
宗
教
的
静
誼
を
み
だ
き
れ
な
い
権
利
を
謡
、
え
る
も
の

(
そ
れ
が
あ
い
ま
い
さ
を
増
し

た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
)
が
靖
麗
神
社
去
式
参
拝
訴
訟
で

て
い
9
h
v
o

結
局
の
と
こ
ろ
、
靖
国
神
社
公
式
参
拝
訴
訟
に
お
け
る
宗
教
的
人
格
権
は
、
自
衛
官
A
日
記
訴
訟
と
は
少
し
異
な
る
要
素
を
も
っ
て

お
り
、

の
た
め
に
辻
裁
判
所
は
寛
容
論
で
は
な
く
、
法
的
根
拠
の
な
い
こ
と
を
専
ら
強
縛
し
た
と
い
え
る
で
あ

そ
れ
ゆ
え
そ
の

ろ
う
。
自
衛
官
会
組
訴
訟
最
高
裁
判
決
の
寛
容
論
は
奇
妙
な
論
理
で
あ
り
、

制
ら
れ
な
い
権
科
が
常
に
詑
る
自
由
に
劣
校
す
る

の
か
開
明
ら
か
で
な
い
が
、
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
斑
筏
論
は
国
と
国
ω
訟
の
間
で
は
説
き
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。
靖
国
公
式
参
拝
訴
訟
で

は
判
決
は
、
宗
教
的
人
格
権
の
法
的
根
拠
が
存
し
な
い
こ
と
会
述
べ
る
だ
け
で
な
く
、
宗
教
的
人
格
犠
の
内
容
が
あ
い
ま
い
で
あ

り
、
主
観
的
で
あ
る
と
攻
繋
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
宗
教
的
人
格
権
を
私
人
聞
の
寛
容
諭
に
よ
り
相
対
的
に
否
定
す
る
の
で
は
な

く
、
そ
の
よ
う
な
親
念
を
絶
対
的
に
護
窓
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

ま毒E締役公式射手繰絞(平野}

権
利
の
内
容
が
あ
い
ま
い
で
あ
る
と
の
攻
撃
は
し
か
し

一
方
的
で
あ
り
、
今
日
こ
の
種
の
問
轍
に
つ
い
て
柔
軟
に
対
応
す
べ
き

だ
と
す
る
溺
読
に
反
す
る
と
い
え
る
。
権
制
約
機
会
に
そ
れ
ほ
ど
の

が
必
要
か
ど
う
か
は
問
題
で
あ
る
。
ま
た

た
と
え
全
体

と
し
て
あ
い
ま
い
さ
が
残
る
主
張
で
あ
っ
て
も
部
分
的
に
明
確
に
な
っ
て
い
る
主
張
が
あ
れ
ば
そ
れ
会
取
り
上
げ
る
べ
き
で
は
な
か

ろ
う
か
。
裁
判
所
の
姿
勢
は
あ
ま
り
に
も
硬
威
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

宗
教
的
人
格
機
を
ト
ー
タ
ル
に
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
ぞ
れ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
な
ら
認
め
ら
れ
る
の
か
、
ど
の
よ
う

な
場
合
に
認
め
ら
れ
る
べ
き
か
の
検
討
を
少
な
く
と
も
裁
判
所
は
な
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
思
か
れ
る
。
さ
し
あ
た
り
こ
こ
で
は
国
お
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よ
び
そ
の
磯
鶴
間
が
靖
国
神
社
に
公
式
参
拝
し
た
時
の
遺
疾
の
宗
教
的
人
格
権
に
諮
題
を
限
定
し
て
若
子
検
討
し
て
み
た
い
。
機
利
判
授

容
に
期
間
し
て
は
ど
の
よ
う
な
権
利
利
が
問
問
答
さ
れ
た
の
か

そ
の

の
違
法
性
は
ど
の
よ
う
で
あ
る
の
か

が
問
題
に
な
る
が
、
ニ

れ
ら
は
互
い
に
相
関
す
る
も
の
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
、

つ
い
て
考
え
る
と

政
教
分
離
規
定
に
反
す
る
国
お

よ
び
そ
の
機
関
の
行
為
は
当
然
違
法
の
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
憲
法
一

項
辻
、
間
関
民
と
の
関
係
で
国
お

よ
び
そ
の
機
欝
の
違
法
な
行
為
を
禁
止
し
て
い
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
そ
こ
で
の
宗
教
活
動
は
、
宗
教
教
邸
内
そ

の
仙
織
の
国
民
に
対
す
る
活
動
が
ま
ず
想
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
最
高
裁
判
備
に
し
た
が
え
ば
、
そ
の
際
、

的
*
効
果
論
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
白
的
・
効
果
論
に
よ
っ
て
も
靖
国
神
社
公
式
参
拝
の

a

違
法
性
を
摘
示
寸

る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
綴
岡
懇
は
前
述
の
ご
と
く
合
憲
の
判
断
を
示
し
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
批
判
は

多
く
の
論
者
が
指
捕
す
る
よ
う
に
容
易
で
あ
る
よ
う
に
怠
b
れ
る
(
本
稿
で
は
翁
略
す
る
)
。
も
し
、

こ
の
点
異
論
が
あ
る
と
し
て

も
、
公
式
参
将
行
為
の
合
法
・
違
法
性
が
宗
教
的
人
務
権
の
成
否
に
か
か
わ
っ
て
い
る
以
上
、
裁
判
所
は
こ
れ
に
つ
い
て
の
判
断
を

す
べ
き
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

靖
国
神
社
へ
の
公
式
参
拝
が
違
法
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
な
ら
ば
、
京
教
的
人
格
権
の
権
利
性
を
導
く
こ
と
は
容
易
に
な
る
で
あ

ろ
う
。
戦
没
者
の
遺
按
が
国
家
の
管
理
・
干
渉
か
ら
自
由
に
そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
と
惑
積
の
下
で
故
人
を
宗
教
信

け
よ
う
と

心
か
ら
頼
っ
て
い
る
場
合
、

公
式
参
拝
は
そ
の
よ
う
な
宗
教
的
感
情
を
傷
つ
汁
、
魂
を
踏
み
に
じ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
肉
緩
め
死
を

ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
、

心
の
中
で
ど
の
よ
う
に
往
霊
づ
け
る
か
は
、
遺
族
に
と
っ
て
そ
の
後
の
生
き
方
に
も
関
わ
る
重
大
な
議
昧

を
も
つ
こ
と
が
多
い
。
そ
の
よ
う
な
死
に
付
対
す
る
感
情
は
当
熱
謀
議
さ
れ
る
べ
き
利
誌
で
あ
る
と
い
え
る
。

方
、
憲
法
上
国
家
に

は
宗
教
的
活
動
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
以
上
、
関
{
裁
の
宗
教
行
為
の
自
由
は
考
え
る
余
地
が
な
い
。
何
人
も
違
法
な
行
為
に
よ
り
利
益

を
侵
害
さ
れ
る
こ
と
に
堪
え
る
必
要
が
な
い
こ
と
も
い
う
ま
で
も
な
い
。
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宗
教
的
人
格
権
は
、
そ
の
内
容
か
ら
い
っ
て
宗
教
的
ブ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ

i
機
と
呼
ん
で
も
よ
い

を
一
議
剥
し
て
主
張
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
〉
。
宗
教
に
関
し
て
は
荷
人
も
他
者
か
ら
干
渉
さ
れ
な
い
で
静
識
の
中
で
こ
れ
に
鵠

(
諮
問
の
訴
訟
の
よ
う
に
こ
の

与
す
る
潟
由
を

般
に
有
す
る
。
肉
親
を
他
者
か
ら
勝
手
に
犯
ら
れ
た
り
、
あ
る
い
は
宗
教
的
意
味
づ
け
を
き
れ
な
い
白
胞
が
一
般

に
存
す
る
。
閣
が
自
ら
舵
る
場
合
誌
も
ち
ろ
ん
、
す
で
に
記
ら
れ
て
い
る
祭
神
に
対
し
て
参
拝
・
拝
礼
し
、
宗
教
的
意
味
づ
け
を
す

る
時
は
、

そ
の
よ
う
な
行
為
は
違
法
マ
あ
る
だ
け
に
宗
教
的
人
格
権
H
宗
教
的
ブ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ

l
権
の
侵
害
は
法
的
に
保
護
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
と
い
え
る
。
宗
教
的
人
格
権
に
関
し
て
は
政
教
分
離
部
下
の
信
教
の
自
由
を
ど
う
考
え
る
か
の
問
題
も
検
討
す
る
必
要

が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
今
日
で
も
世
界
の
多
く
の
国
の
制
度
で
あ
る
公
認
教
訓
制
の
下
で
は
、
強
制
料
禁
止
か
ら
の
自
由
で
あ
る
古
典

的
・
挟
義
の
信
教
の
自
由
が
保
障
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
が
、

政
教
分
離
舗
の
下
で
は
こ
れ
に
加
え
て
宗
教
の
私
事
性
、
宗
教
に

関
す
る
公
権
力
の
介
入
、
干
渉
の
禁
止
の
版
則
前
が
あ
る
以
上

い
わ
ば
宗
教
生
活
の
自
由
が
保
賊
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

政
教
分
離
舗
を
こ
と
さ
ら
設
け
た
意
味
を
重
視
す
る
な
ら
、
そ
こ
で
は
古
典
的
結
教
の
自
由
を
話
、
え
る
自
由
の
展
開
が
な
さ
れ
て
も

日
本
開
催
憲
法
の
具
体
的
規
定
も
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
日
本
因
縁
法
が
一
党
信
教

当
然
で
あ
る
。

の
自
由
を
認
め
な
が
ら
磯
実
に
は
務
定
し
た
戦
前
の
嗣
家
神
道
体
制
を
否
定
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
想
起
し
よ
う
。

ま帝国神全土公式参十字訴訟(平野)

宗
教
的
人
格
権
の
憲
法
上
の
根
拠
に
つ
い
て
は
、
憲
該
一
…

0
条
二
一
墳
が
吟
味
さ
れ
る
べ
冬
で
あ
る
。
同
条
問
項
が
禁
止
し
て
い
る

の
は
、
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に

ら
し
て
も
国
お
よ
び
そ
の
機
関
の
国
民
に
向
け
ら
れ
た
兵
体
的
行
為
で
あ
る
と
ま
ず
は
考
え

ら
れ
よ
う
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
そ
こ
か
ら
国
民
の
具
体
的
な
自
由
(
閣
の
宗
教
活
動
か
ら
の
自
由
i
iー
そ
こ
に
は
留
の
宗
教

約
意
味
づ
け
か
ら
の
臼
密
も
含
ま
れ
よ
う
}
を
導
き
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
憲
法
ゴ
一
一
条
の
鋼
人
の
尊
滅
、
幸
福
追
求
権

一
般
に

日
ブ
イ
ヴ
ア
シ

i
権
の
援
拠
と
な
る
こ
と
が
承
認
さ
れ
て
い
る
が
、
宗
教
的
人
格
権
の
も
う
一
つ
の
援
拠
と
な
る
。

は教
が
人
関
の
「
塊
い
の
関
婚
と
し
て
、

人
ひ
と
り
の
生
活
、
存
在
を
支
え
る
も
の
で
あ
り
、
個
人
の
尊
厳
を
支
え
る
究
極
の
も
の 者
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で
あ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
よ
う
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
宗
教
は
心
の
奥
患
の
掲
額
と
し
て
他
人
の
干
渉
を
受
け
な
い
領
域

な
け
れ
ば
凶
な
ら
な
い
。
と
く
に
親
し
い
人
の
死
を
ど
の

争
追
悼
す
る
か
は
冬
わ
め
て
椙
人
的
な
問
問
題
で
あ
り
、
個
人
に

ま
か
さ
れ
る
べ
き
事
柄
で
あ
る
。

遺
族
の
宗
教
的
人
格
権
に
つ
い
て
は

さ
ら

の
根
拠
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
き
た
い
。
憲
法
上
の
根
拠
と
は
挺
に
実

定
法
上
の

け
に
つ
い
て
考
え
て
お
く
こ
と
は
意
味
が
あ
る
と
関
心
わ
れ
る
。

ま
ず
、
民
法
七

条
が
「
被
害
者
ノ
父
母
、

配
偶
者
及
ヒ
テ
快
」
に
つ
い
て
は
生
命
鋒
害
に
対
す
る
附
慰
謝
軒
議
求
を
認
め
て
い

る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
人
の
死
は
多
く
の
人
に
悲
し
み
を
も
た
ら
す
が
、
法
律
上
は
精
神
的
活
痛
を
受
け
る
人
の
範
凶
に
つ
い
て

一
定
の
類
型
化
が
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
死
体
解
剖
保
存
法
や
、
「
角
膜
お
よ
び
腎
臓
の
移
械
に
関
す
る
法
待
い
で
は
死
体
を
解

剖
す
る
場
合
、
角
膜
、
腎
轄
を
移
模
す
る
場
合
は
遺
族

よ
る
承
諾
を
饗
求
し
て
お
り
、
ま
た
た
と
え
故
人
本
人
の
ゑ
諾
室
岡

が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
加
え
て
遺
族
の
ふ
諾
が
必
要
と
会
れ
て
い
る
こ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
遺
族
の
地
世
が
法
律
上

そ
こ
ま
で
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
人
の
死
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
に
つ
い
て
は

何
よ
り
も
議
族
め
意
思
が
前
都
議
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
(
本
人
と
遺
族

不
一
致
の
場
合
に
つ
い
て
の
右
の

の
取
扱

い
に
は
疑
問
問
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
問
題
は
別
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
関
舗
で
あ
る
℃

人
の
死
に
つ
い
て
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
位
量
づ
け
る
か
に
は
遺
族
の
意
思

る
べ
き
と
す
る
考
え
方
は
、
実
定
法
断
片

約
で
ゐ
る
が
承
認
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
遺
族
の
意
思

い
っ
て
も
遺
族
ど
お
し
、
あ
る
い
は
他
の
私
人
と
の
関
親

に
お
い
て
は
調
整
を
要
す
る
場
合
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
理
お
よ
び
そ
の
機
関
の
宗
教
行
為
の
自
由
は
、
す
で

べ
た
よ
う
に

そ
も
そ
も
認
め
ら
れ
る
余
地
が
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
条
件
の
下
で
議
族
の
宗
教
的
人
格
権
は
、
国
家
と
の
間
間
接
に
お
い

て
は
、
特
別
法
が
存
し
な
く
と
も
保
識
さ
れ
う
る
も
の
と
解
せ
ら
れ
よ
う
。

れ
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務
爵
神
社
会
式
参
拝
に
よ
る
遺
族
の
宗
教
的
人
務
権
の
綾
警
は
結
局
、
公
式
参
拝
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
国
お
よ
び
そ
の
機
関
が

議
族
の
意
に
反
し
て
、
宗
教
的
設
置
づ
け
を
な
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
遺
族
が
精
神
的
苦
痛
を
受
け
た
場
合
に
成
立
す
る
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
権
利
侵
害
に
つ
い
て
は
、
主
観
的
で
あ
る
と
の
批
判
が
あ
る
。
靖
国
神
社
公
式
参
拝
訴
訟
の
判
判
決
も

そ
の
こ
と
を
指
織
し
て
い
る
。
し
か
し
、
宗
教
的
人
格
権
が
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ

i
権
の
一
種
と
し
て
の
性
格
を
も
っ
以
上
、
あ
る
意
味

で
「
主
観
的
」
な
も
の
で
あ
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
名
誉
権
の
よ
う
に
容
観
的
な
価
値
段
害
と
し
て
把
握
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
α

わ
が
国
で
は
じ
め
て
ブ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ

i
機
〈
祖
し
そ
こ
で
は
主
に
知
ら
れ
た
く
な
い
機
利
と
し
て
把
え
ら
れ
て
い
る
〉
を
認
め
た

「
宴
の
あ
と
」
事
件
東
京
地
裁
判
討
は
、
ご
般
人
の
感
受
性
を
基
準
に
し
て
、
当
該
私
人
の
立
場
に
立
っ
た
場
合
、
公
開
閉
そ
欲
し
な

い
で
あ
ろ
う
こ
と
が
ら
で
あ
る
こ
と
。
換
一
一
一
一
一
込
す
れ
ば

般
人
の
感
覚
を
基
準
と
し
て
公
開
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
心
理
的
な
負
担
、

不
安
を
覚
え
る
で
あ
ろ
う
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
ら
で
あ
る
こ
と
」
を
ブ
ラ
イ
ヴ
ア
シ

i
権
の
法
的
な
救
淡
の
要
件
と
し
た
。

観
的
」
な
も
の
を
客
観
的
に
把
え
よ
う
と
し
た
も
の
と
解
せ
ら
れ
よ
う
。
宗
教
的
ブ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ

i
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
見
た
よ

う
に
法
的
に
遺
族
の
権
利
霞
寄
が
定
期
化
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
請
求
者
が
実
際
に
不
快
a

不
安
の
怠
を
覚
、
ぇ

た
こ
と
を
必
婆
と
す
る
が
、
そ
の
す
一
誌
は

定
援
護
の
も
の
で
足
り
る
と
考
え
ら
れ
る
。

靖i議争率社公式参拝泌総(乎聖子}

遺
族
に
も
様
々
な
考
え
方
が
み
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
肉
姐
械
が
欝
や
そ
の
機
関
に
よ
っ
て
一
議
の
宗
教
的
意
味
づ
け
を
さ
れ

た
こ
と
に
つ
い
て
精
神
的
苦
痛
を
惑
じ
な
い
遺
族
も
い
よ
う
。
そ
の
場
合
は
損
害
が
発
生
し
な
い
か
ら
、
権
利
救
済
を
論
じ
る
必
要

は
な
い
。
救
鴻
を
考
え
る
べ
き
対
象
は
政
教
分
離
原
則
的
違
反
の
逮
法
な
行
為
に
よ
っ
て
精
神
的
皆
様
を
受
け
た
者
で
あ
る
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
。
靖
国
神
社
公
式
参
拝
も
こ
の
よ
う
な
遺
族
と
の
期
間
部
で
問
題
と
さ
れ
る
わ
け
で
あ
り
、
現
実
に
精
神
的
詩
痛
を
感

じ
て
い
な
い
者
が
あ
っ
て
も
そ
の
こ
と
か
ら
公
式
参
持
に
よ
る
権
利
投
替
を
一
般
に
努
定
す
る
こ
と
は
マ
き
な
い
の
で
あ
る
。

宗
教
的
人
格
権
は
、
・
お
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
判
決
の
い
う
よ
う
に
決
し
て
抽
象
的
、
あ
い
ま
い
な
も
の
で
は
な
い
と
解
せ
ら
れ
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る
。
そ
れ
は
偶
人
の
尊
厳
・

に
探
く
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
個
人
の
存
立
を
支
え
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
現
代
松
会
に

お
い
て
侍
よ
り
も
尊
重
さ
れ
る
べ
き
権
利
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
遺
族
の
宗
教
的
人
格
権
も
私
人
間
に
お
い
て
は
調
繋
寸

べ
冬
期
難
な
問
題
が
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
国
と
の
期
間
銀
に
お
い
て
は
、
憲
法
二

一
項
が
あ
る
以
上
、

対
す
る

救
済
が
繍
磁
的
に
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

宗
教
的
人
格
憾
の
、
壬
体
を
遺
族
の
範
践
を
起
え
て
よ
り
広
く
考
え
う
る
か
否
か
は
別
途
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
ろ

ぅ
。
本
人
が
礼
拝
め
対
象
と
さ
れ
た
り
、
宗
教
的
意
味
づ
け
を
さ
れ
た
り
し
な
い
権
制
を
筏
認
す
る
こ
と
は
雰
裁
で
為
ろ
う
が
、
自

己
の
信
仰
会
他
者
に
よ
り
受
け
い
れ
が
た
い
形
で
宗
教
的
意
味
づ
け
を
さ
れ
た
場
合
も
宗
教
的
人
格
権
の
侵
害
と
い
え
る
の
で
あ
ろ

、7
か

(
そ
の
持
は
姫
路
の
訴
訟

れ
た
罷
接
的
に
子
渉
さ
れ
な
い
権
科
に
近
づ
く
}
。
国
に
よ
る
後
警
と
私
人
に
よ
る
場
合

に
分
け
て
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

い
ず
れ
に
し
て
も
今
後
の
検
討
課
題
で
あ
る
。

間

憲
法
訴
訟
と
し
て
の
公
式
参
拝
訴
訟

靖
倒
神
社
会
式
参
拝
訴
訟
の
最
大
の
争
点
は
、
議
法
訴
訟
の
観
点
か
ら
す
る
と
実
擦
は
政
教
分
離
原
期
違
反
の
問
削
端
で
あ
る
と
い

っ
て
よ
か
ろ
う
。
訴
訟
に
お
け
る
総
教
の
自
由
や
宗
教
的
人
格
権
品
目
官
官
の
主
張
は
、
あ
る
意
味
で
は
議
懇
判
断
を
導
く
た
め
の
ひ
と

つ
め
「
方
便
」
で
あ
る
と
見
る
見
解
が
あ
る
。
大
阪
地
裁
判
決
は
、
そ
の
点
を
開
明
確
に
指
摘
し
て
い
た
。
し
か
し
、
原
告
ら
の
主
張

に
そ
の
よ
う
な
こ
留
が
あ
る
と
し
て
も
宗
教
的
人
格
権
侵
害
の
主
張
が
真
剣
に
な
さ
れ
て
い
る
以
上
、
裁
判
所
は
こ
れ
に
答
え
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

た
と
、
え
そ
の
よ
う
な
一
面
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
宗
教
的
人
格
権
の
も
つ
窓
畿
を
軽
視
す
べ
き
で
は
な
か
ろ

ぅ
。
宗
教
的
人
絡
協
備
が
現
実
に
あ
る
訴
訟
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
機
能
を
も
っ
た
か
と
い
う
問
題
と
そ
の
本
質
と
は
一
高
到
の
間
組
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で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
、

入
口
が
何
で
あ
れ
、

政
教
分
離
が
争
わ
れ
て
い
る
場
合
、
裁
判
所
は
ど
の
よ
う

な
姿
勢
・
を
と
る
べ
き
か
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

憲
法
が
政
教
分
離
諒
院
を
あ
え
て
採
用
し
た
最
大
の
意
味
は
、
壇
家
と
宗
教
の
分
離
を
制
変
化
し
、
そ
の
持
々
の
多
数
者
か
ら
少

数
震
の
信
教
の
臼
訟
を
停
滞
臨
す
る
点
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
眉
家
と
宗
教
は
、

そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
本
性
か
ら
し
て
互
い
に
結
び

つ
き
や
す
い
。
政
教
分
離
掛
は
、

そ
れ
ぞ
あ
え
て
切
断
す
る
点
で
コ
小
白
熱
」
な
制
変
で
あ
る
。
政
教
分
離
制
は
、
そ
れ
を
維
持
す

る
こ
と
は
決
し
て
容
易
で
な
く
、
多
数
者
の
窓
患
に
ま
か
せ
て
お
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
稔
判
所
に
は
多

数
決
原
理
の
支
配
す
る
政
治
部
門
(
国
会
や
内
閣
)
と
は
異
な
る
役
割
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
裁
判
所
は
人
権
救
済
の
砦
と
し
ば
し

ば
呼
ば
れ
る
が
、

ぞ
れ
は
少
数
者
の
人
権
保
障
へ
の
期
待
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
く
り
返
し
述
べ
る
と
政

教
分
離
は
多
数
決
断
郎
理
に
本
来
的
に
親
し
む
も
の
で
な
く
、
少
数
者
の
人
権
と
官
接
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

政
教
分
離
原
則
一
に
つ
い
て
裁
判
所
の
判
断
が
求
め
ら
れ
た
時
に
は
、
裁
判
所
は
横
橋
的
な
役
制
訟
を
樹
木
た
寸
べ
き
で
あ
る
と
い
、
え
針
。

し
か
し
な
が
ら
、
裁
判
所
が
政
教
分
離
に
つ
い
て
の
判
断
を
積
極
的
に
な
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
も
、
わ
が
国
の
裁
判
所
が
例
外

を
除
い
て
客
観
的
訴
訟
奇
数
わ
ず
、

政
教
分
離
原
則
違
反
そ
の
も
の
を
直
接
の
理
由
と
し
て
訴
訟
が
で
き
な
い
は
上
、
懇
法
訴
訟
の

靖国神社公式参f事訴まi;:(平野)

入
口
を
加
の
形
で
催
慌
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
現
状
で
は
や
は
り
伺
ら
か
の
権
利
侵
寄
が
あ
る
と
の
構
成
を
と
ら

ざ
る
を
え
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
憲
法
訴
訟
の
入
口
が
確
保
で
き
な
い
と
す
る
と
、
政
教
分
離
原
剤
は
人
権
に
関
わ
る
も
の
で

あ
り
な
が
ら
裁
判
規
範
で
あ
る
こ
と
を
や
め
る
場
合
が
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
地
方
自
治
法
に
お
け
る
柱
民
訴
訟
が
可
能
な
場
合

の
み
政
教
分
離
原
則
が
裁
判
規
範
と
な
る
と
考
、
え
る
こ
と
は
不
合
理
で
あ
る
。
川
聞
の
レ
ベ
ル
で
の
政
教
分
縦
原
則
則
違
反
の
行
為
を
裁

判
所
で
争
い
え
な
い
こ
と
は
、

バ
ラ
ン
ス
を
欠
い
て
い
る
と
も
い
え
る
。

波
数
分
離
原
則
別
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
憲
法
原
浬
で
あ
り
、
政
策
で
は
な
い
。
政
築
や
そ
れ
に
伴
う
法
的
問
題
に
つ
い
て
は

日宗教弘、ぬう;(199]) 



立
詰
府
や
行
政
府
が
資
任
を
も
っ
て
こ
れ
に
あ
た
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
憲
法
原
理
に
つ
い
て
は
、
憲
法
の
番
人
た

る
最
高
裁
を
は
じ
め
と
す
る
司
法
部
が
そ
の
爽
任
を
巣
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
こ
の
械
の
問
問
題
に
対
し

裁
判
所
が
い
か
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
か
は
、
裁
判
所
の
判
断
に
ま
か
さ
れ
て
い
る
部
分
が
大
き
い
。
換
話
す
れ
ば
、
憲
法
上
明
確
に

他
の
機
関
の
専
権
に
属
す
る
事
柄
や
権
力
分
立
の
原
理
か
ら
い
っ
て
裁
制
約
所
が
判
欝
す
べ
き
で
な
い
事
柄
そ
除
い
て
、
政
策
的
判
断

に
よ
っ
て
友
・
恋
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
懇
法
原
理
に
つ
い
て
裁
判
所
が
料
簡
す
る
こ
と
を
消
極
的
に
解
寸
る
理
由
は
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
り

む
し
ろ
逆
に
そ
の
よ
う
な
判
断
を
可
能
に
す
る
よ
う

の
入
け
を
お
ら
設
定
す
る
こ
と
が
一
味
則
さ
れ
る
場
合
が
多

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
極
端
す
れ
ば
、
裁
判
所
は
従
米
の
権
利
杓
概
念
か
ら
か
な
り
自
由
に

の
入
口
に
す
一
つ
吋
権
利
」
を

設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

信
教
の
臼

-mを
拡
充
し
、
宗
教
的
人
格
権
を
認
め
る
べ
き
か
否
か
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
も
械
一
読
さ
れ
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
司
法
権
に
よ
っ
て
政
教
分
離
を
確
保
し
、
違
憲
状
態
を
排
捺
す
る
た
め
の
憲
法
訴
訟
を
活
性
化
す
る
た
め
の
入
口

に
関
す
る
あ
る
意
味
で
の
技
術
的
問
題
の
ひ
と
つ
と
し
て
こ
の
問
問
題
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
も
し

そ
の
侵
害
に
対
し
て
法
的
救
済
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
な
権
利
と
し
て
宗
教
的
人
格
権
が
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
も
、

政
教
分
離
逮
反

と

の
争
点
を
提
起
で
き
る
地
位
を
承
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
杏
か
を
考
え
る
べ
き
で
為
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

え
厳
密
な
意
味
で
権
利
と
は
い
え
な
い
と
し
て
も
、
憲
法

二
項
が
政
教
分
離
合
揺
々
人
に
結
び
つ
け
て
い
る
以
上
訴
訟
の
や

そ
の
判
断
を
裁
判
判
所
に
求
め
る
地
投
〉
が
存
在
し

う
る
か
否
か
を
吟
味
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
開
問
題
に
つ
い
て
柔
軟
に
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
ろ
う
。

で
憲
法
上
の
争
点
を
提
起
で
き
る
地
位
(
す
な
わ
ち
政
教
分
離
違
反

以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
と
尚
様
の
観
点
か

。
条
一
項
後
設
の
「
い
か
な
る
宗
教
関
体
も
、
冨
か
ら
特
機
会
受
け
」
る
こ

と
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
意
味
i

|
こ
で
}
と
は
今
ま
で
裁
判
内
で
問
題
に
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
な
か
っ
た
ー
ー
に
つ
い
て
も
綾
討
寸
べ
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き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
付
与
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
特
権
の
内
議
は
、
広
く
解
釈
す
べ
き
で
あ
り
、
具
体
的
・
現
実
的
な
特

典
、
便
益
だ
け
で
な
く
、
特
別
の
地
位
や
評
価
の
付
与
等
も
含
む
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
驚
法
訴
訟
の
人
口
を
広
く
設
定
す
る

こ
と
が
礎
弐
の
要
識
で
あ
る
な
ら
ば
そ
の
た
め
に
は
、
あ
る
宗
教
{
間
体
)
に
閣
か
ら
何
ら
か
の
特
権
が
付
与
さ
れ
た
時
に
は
、
他

の
宗
教
〈
間
体
)
や
そ
れ
を
信
仰
し
魂
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
い
る
者
は
す
で
に
憲
法
秩
序
上
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
不
利
訴
を

受
け
、

司
法
上
救
済
さ
れ
る
べ
き
披
議
を
受
け
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
権
制
約
侵
害
な
い
し
は
保

議
さ
れ
る
べ
き
法
的
制
利
益
の
侵
警
が
あ
る
と
い
、
え
な
く
と
も
特
権
付
与
の
禁
止
め
規
誌
の
中
に
護
法
上
の
争
点
を
機
殺
で
き
る
地
位

が
保
障
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
以
上
の
こ
と
は
今
後
の
公
式
参
梓
訴
訟
と
く
に
姫
路
の
訴
訟
に
は
大
き
く
関

わ
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
大
段
、
福
岡
め
場
合
は
遺
族
の
宗
教
的
人
格
権
の
、
モ
張
が
可
能
で
あ
る
の
に
対
し
、
姫
路
の
訴

訟
?
は
原
告
の
中
に
遺
族
は
存
在
せ
ず
、
憲
法
訴
訟
を
継
続
す
る
に
は
遺
族
の
宗
教
的
人
格
権
侵
容
と
は
別
の
主
張
を
し
な
け
れ
誌

な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
縦
路
の
訴
訟
で
は
、
政
教
分
離
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
べ
き
和
議
等
の
主
艇
が
な
さ
れ
て
き
た
。
採
告
ら

め
均
'
心
を
な
す
宗
教
者
た
ち
の
拡
充
さ
れ
た
信
教
の
自
由
、
憲
法
上
の
争
点
を
提
怒
し
う
る
地
位
に
つ
い
て
の
理
論
構
成
は
、

一
定
の
方
向
は
見
え
て
き
た
よ
、
フ
に
忠
わ
れ
る
。

か
ら
の
検
討
課
穏
で
あ
ろ
う
が

ま脅線神社公主主参符訴訟{王子野)

以
上
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
公
式
参
拝
訴
訟
判
決
を
だ
し
た
現
在
の
裁
判
所
の
姿
勢
か
ら
見
る
と
、
非
削
切
実
的
で
あ
る
と
の
批
判

も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
く
り
返
し
述
べ
た
よ
う
に
事
柄
は
、
多
数
決
原
理
に
は
な
じ
ま
な
い
政
教
分
隊
原
軒
に
つ
い
て
の
探
題
で
あ

り
、
人
権
救
済
の
任
に
あ
た
る
裁
創
刊
所
の
基
本
的
溌
勢
の
問
賜
で
あ
る
。
裁
判
所
の
見
識
と
勇
気
に
期
待
す
る
ほ
か
は
な
い
。

靖
国
神
社
会
式
参
拝
訴
訟
に
は
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
が
、
ま
だ
多
く
あ
る
。
し
か
し
、
訴
訟
は
い
ず
れ
も
持
訴
さ
れ
、

裁
に
保
覇
中
で
あ
り
、
今
後
も
こ
れ
ら
を
問
題
に
す
る
機
会
は
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、

さ
ら
に
新
た
な
論
点
も
つ
け
加
わ
る
可
能
性

そ
れ
ら
も

A

品
約
め
て
他
日
再
検
討
会
し
て
み
た
い
と
思
う
。

い
わ
ゆ
る
靖
国
部
問
題
と
か
か
わ
る
訴
訟
(
護
国
神
社
や
忠
魂

は
あ
る
が
、
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碑
に
欄
肉
、
寸
る
も
の
も
含
む
〉
は
少
な
く
な
い
。
靖
国
神
社
公
式
参
拝
訴
訟
は
、
こ
れ
ら
の
訴
訟
の
ゆ
く
え
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
議
総
で
も
注
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
c

〈
1
}

い
わ
ゆ
る
靖
国
締
役
問
題
の
経
線
に
関
す
る
資
制
料
は
数
多
く
あ
る
が
、
た
と
え
ば
ジ
ュ
ヲ
ス
ト
八
問
八
u
v
の
ぷ
蛸
泌
神
社
問
題
年
表
」
は
後
利
で
あ
る
。

{
2〉
繍
明
国
国
脚
部
の
報
告
書
に
つ
い
て
も
同
夜
ジ
ュ
ワ
ス
ト
を
参
照
。

{3)

制
判
例
枠
制
将
一
一
二
三
六
号
凶
五
一
氏
。

(
4
)

悶ふ布。

(5}

訟
務
同
月
掛
棟
一
ニ
ム
ハ
品
官
伝
説
す
一
一
一
一
九
頁
。

〈6
}

円
以
下
述
べ
る
と
こ
ろ
は
、
継
続
「
靖
国
神
社
公
式
参
拝
訴
訟
を
ゐ
ぐ
る
懇
法
問
削
聞
い
{
教
化
務
内
九
一

O
X肌
刊
写
と
出
円
谷
約
に
震
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
を
お

厳
存
し
て
お
き
た
い
二
一
つ
の
判
決
め
批
評
に
つ
い
て
は
、

U
M
狗
徽
「
孜
教
分
離
織
の
乏
の
慾
議
と
宗
教
約
人
綴
機
i
i内
閣
総
理
大
庄
の
慎
重
神
社
公
式
参
拝
違

慾
訴
絞
い
{
法
晶
子
教
室
一
二
O
M
V
}

を
参
然
。

(
?
)
こ
れ
ら
の
ぶ
に
つ
い
て
の
筆
者
の
考
え
に
つ
い
て
は
、
被
務
当
絞
教
の

ω-mと
宗
教
約
人
絡
協
憾
』
{
法
滋
館
一
九
九

O
年
}
を
参
間
派
さ
れ
た
い
。

(
8
}

昭
和
五
二
年
公
開
月
一
一
一
一
日
最
高
品
棋
大
法
紙
一
判
決
、
民
集
一
二
一
巻
凶
号
五
三
三
災
。

{9}

附
明
白
相
互
密
年
一
一
一
月
一
一
一
一
段
山
側
H
H

総
裁
判
決
、
判
例
待
相
靴
丸
一
二
号
困
問
問
夏
。

{
仙
川
)
制
輸
血
相
五
七
年
六
月
一
呂
広
批
判
官
州
総
判
決
、
判
例
待
相
棟
一

O
閲
ム
ハ
ザ
一
一
一
真
。

(
日
)
こ
の
判
決
明
、
い
う
{
一
部
品
私
的
人
格
叫
憾
の
線
念
に
は
一
一
穫
の
混
乱
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
い
燃
に
つ
い
て
は
綴
議
守
山
口
地
裁
殉
略
戦

8
梅
宮
合
総
判
決
に
つ
い

て
」
(
判
宗
教
的
人
終
値
曜
の
確
立
』
法
議
鈴
w

参制問。

{
刊
拍
)
昭
和
六
一
一
一
年
六
月
…

uu
最
高
裁
大
法
懸
判
決
、
氏
築
関
二
巻
五
号
二
七
七
一
災
。

{
門
川
}
自
衛
官
口
A
口
組
札
訴
訟
経
商
品
棋
制
判
決
に
つ
い
て
の
批
判
と
し
て
た
と
え
ば
芦
郡
一
一
総
務
ブ
関
衛
食
会
総
と
孜
教
分
離
冊
以
剣
i
iム
ロ
総
拒
否
訴
訟
大
地
仇
経
判
決
に
つ
い
て

i
i
g」
{
沃
学
教
室
九
五
日
ぢ
}
者
参
照
。

用
問
右
も
参
照
さ
れ
た
い
。

ジ
ュ
リ
ス
八
剣
八
日
サ
掲
載
の
各
論
文
を
和
世
間
黙
の
こ
と
。

以
下
の
検
討
に
つ
い
て
は
拙
稿

J
相
留
衿
社
公
派
参
拝
と
宗
教
釣
人
仲
間
機
い
〈
総
谷
大
学
法
学
部
創
立
二
十
問
問
年
記
念
論
文
集
・

3
怖
と
悶
民
主
主
義
の
回
世
代
約
滋

(
H
H
)
 

(
日
M
〉

〈
は

wv
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題
』
有
愛
隣
)
を
参
照
。

(
口
)
昭
和
三
九
年
九
月
二
八
日
、
東
京
地
裁
判
決
、
下
民
集
一
五
巻
九
号
一
一
三
一
七
束
。

(
凶
}
こ
の
点
に
つ
い
て
も
拙
稿
「
靖
雷
神
祉
会
式
参
努
訴
訟
を
め
ぐ
る
憲
法
照
題
L

を
参
照
。

(
m
印
)
態
法
訴
訟
の
規
点
か
ら
し
で
も
靖
国
国
神
社
公
式
参
拝
訴
訟
は
い
く
つ
か
の
爽
旅
あ
る
論
点
を
後
泳
し
て
い
る
と
い
え
る
。

(
却
}
姫
路
の
訴
訟
は
、
こ
の
古
川
で
よ
り
多
く
の
国
樹
齢
離
を
か
か
え
て
い
え
る
と
い
え
る
。

(
幻
)
大
嘗
祭
を
め
ぐ
る
訴
訟
等
に
も
こ
の
隣
題
は
闘
関
係
し
て
く
る
よ
う
に
忽
わ
れ
る
岱

(
幻
}
但
し
、
す
で
に
触
れ
た
自
衛
官
合
栂
訟
訟
と
出
相
手
撞
駒
田
出
訴
訟
は
緩
乏
し
て
い
る
〈
後
餐
は
一
九
九
一
年
九
月
-
一
五
日
仙
お
必
数
件
、
の
途
端
和
制
判
断
を
本
綴
と
し
た

被
告
ら
の
特
別
上
告
を
却
下
し
た
℃
岩
手
緩
潟
訴
訟
は
、
鱒
網
開
閉
締
役
へ
の
公
式
参
持
途
端
都
将
棋
倒
が
機
恋
し
た
滋
味
で
滋
・
火
な
総
絡
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。

ま警E喜幸容をま公主主導番待議長~(王子聖子}
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