
芸誌教法11号 (992)

大
阪
地
譲
橡
訴
訟
高
裁
判
決
に
つ
い
て

田

明

広
〈
弁
護
士
〉

寓

永

尭

史
(
弁
護
士
)

そ
れ
で
は
、
本
年
二
九
九
一
年
)

一
六
日
に
大
薮
高
裁
で
出
ま
し
た
大
薮
地
蹴
畿
訴
法
の
判
決
内
容
に
つ
い
て
、
唯
今
よ
り

報
告
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

20-

本
件
で
問
題
と
な
り
ま
し
た
地
議
議
二
体
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
よ
く
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
に
、
本
件
訴
訟
で
裁
判
所

に
提
出
し
た
苓
爽
を
こ
ち
ら
の
方
か
ら
出
覧
し
て
い
き
ま
す
の
で
、
頼
次
携
の
入
に
閉
し
て
下
さ
い
。
擦
の
ま
ま
立
っ
て
い
る
地
畿
が

一
心
増
識
と
ぎ
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
一
科
の
中
に
入
っ
て
い
る
地
載
が
満
開
地
裁
と
言
わ
れ
る
も
の
で
す
。

ま
ず
、
本
件
事
案
の
概
要
に
つ
い
て
、
私
持
自
の
方
か
ら
簡
単
に
説
明
大
切
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

一
九
七
八
年
頃
、
大
薮
市
が
担

一
誌
に
あ
る
市
営
住
宅
の
建
替
え
を
す
る
と
と
に
な
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
擦
、
付
近
住
民
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
て
い
る
A
町
会
か
ら
、

「
地
元
出
身
の
戦
没
者
の
叫
慰
霊
お
よ
び
地
域
の
安
全
の
新
懸
の
た
め
、
市
営
住
宅
敷
地
内
に
地
震
像
を
建
立
し
た
い
の
で
市
有
地
の
一

部
を
無
穣
で
貸
し
て
ほ
し
い

、
こ
う
い
う
由
申
し
出
が
大
薮
市
に
対
し
て
な
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
大
阪
市
の
方
も
市
営
住



宅
の
建
設
に
埼
先
住
民
の
協
力
と
理
解
が
得
ら
れ
る
良
い
チ
ャ
ン
ス
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
市
有
地
の
無
機
貸
与
を
許
可
し
た
わ
け
で

す
。
そ
こ
で
、

A
町
会
は
こ
の
市
脊
地
の
一
部
に
一
心
地
譲
を
建
立
致
し
ま
し
て
、
こ
の
敷
擦
の
傍
に
地
譲
の
由
来
と
礼
拝
の
勧
め
等

を
記
載
し
た
看
板
そ
立
て
ま
し
た
。
ま
た
、
借
間
約
を
招
い
て
開
腹
式
を
挙
、
げ
、
そ
の
後
も
愈
託
事
と
し
て
定
鎗
に
先
導
し
て
も
ら
っ
て

御
詠
歌
を
合
鳴
す
る
等
、
こ
の
よ
う
な
持
事
を
毎
年
行
っ
て
き
ま
し
た
。
た
だ
こ
の
訴
訟
が
始
ま
っ
て
か
ら
だ
と
患
い
ま
す
が
、
尼
憎

会
招
く
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
斑
止
さ
れ
、
著
板
も
抗
議
に
よ
っ
て
現
在
は
撤
去
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
一
心
地
識
は
、
写
真
を
御

撃
に
な
れ
ば
お
わ
か
り
だ
と
患
い
ま
す
が
、
か
な
り
の
高
さ
が
あ
り
、
市
営
住
宅

シ
ン
ボ
ル
的
存
殺
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
市
営
住
宅
の
近
く
に
は
、
以
訴
か
ら
B
町
会
が
私
有
地
に
管
理
し
て
い
た
講
露
地
議
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
の

移
設
を
強
く
希
望
し
て
お
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
、

8
町
会
も
A
町
会
と
ほ
ぼ
同
じ
時
頭
に
、
大
阪
市
に
対
し
て
「
議
頼
地
譲
の
移
設
の

た
め
市
有
地
を
無
繍
で
貸
し
て
ほ
し
い

と
、
こ
れ
ま
た
A
町
会
と
持
じ
よ
う
な
申
し
出
を
し
た
わ
け
で
す
。
こ
れ
に
討
し
、
大
薮
市
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iま、

一
心
地
譲
の
場
合
と
同
織
の
理
由
に
よ
っ
て
こ
れ
ぞ
許
可
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
、

B
萄
会
は
憎
侶
に
よ
る
動
鹿
式
一
等
そ
行
っ
て
議

臨
制
議
離
を
一
心
地
譲
の
近
く
に
移
設
し
、
そ
の
後
も
僧
侶
を
招
い
て
議
行
事
を
行
う
等
し
て
き
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
議
議
慢
が
新
し
く
建
て
ら
れ
た
場
所
の
近
く
に
は
キ
リ
ス
ト
教
ム
宏
が
あ
り
ま
し
て
、
大
薮
市
が
関
与
す
る
中
で
、

町
会
が
地
域
を
あ
げ
て
こ
れ
ら
地
蹴
設
の
訴
で
盆
行
事
等
を
行
っ
た
り
す
る
の
を
、
長
道
や
教
会
鎮
の
信
仰
成
長
の
鋳
げ
に
な
る
と
し

て
非
常
に
憂
い
て
お
り
・
州
市
仇
し
た
。
そ
こ
で
、
地
蔵
信
仰
を
援
崩
す
る
こ
と
に
な
る
大
阪
市
の
行
為
に
対
し
て
疑
問
そ
抱
い
た
牧
師
ら
が
、

大
張
市
長
に
対
し
、
大
販
市
の
行
為
は
政
教
分
離
を
規
定
す
る
議
接
二

O
条
二
一
頃
お
よ
び
八
九
条
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
住
民

訴
訟
を
礎
知
叫
し
た
、
こ
れ
が
本
件
事
案
の
概
要
で
ご
ざ
い
ま
す
。

次
に
、
料
設
の
要
旨
に
つ
い
て
報
告
致
し
ま
す
。
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高
裁
判
決
は
、

一
審
判
決
に
付
加
し
て
い
る
鮪
所
も
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
が
、
基
本
的
に
は
一
審
判
決
を
ほ
と
ん
ど
料
引
き
継
い
で
い

る
と
考
え
ら
れ
て
結
構
だ
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
判
決
は
、
先
程
本
件
事
案
の
概
要
で
説
明
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
よ
う
な
大
阪
市
が
本
件
各
地
裁
操
建
立
の
た
め
に
市
有
地
を
無

っ
た
経
緯
、
本
件
各
地
麓
橡
の
現
況
お
よ
び
こ
れ
に
伴
う
行
事
、
町
会
の
性
格
等
に
つ
い
て
事
実
-
認
定
し
て
い
ま
す
。

償
黛
与
す
る

と
こ
で
私
が
特
に
誠
に
な
る
の
は
、
判
決
が
「
本
件
各
地
裁
擦
は
、
臼
常
、
特
に
は
議
り
が
か
り
に
礼
拝
す
る
者
も
あ
る
が
、
骨
設
の

-
宗
派
に
属
す
る
も
の
で
は
な
く
、
教
義
教
典
北
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
く
、
ま
た
、
こ
れ
に
依
拠
し
て
特
窓
の
鑑
入
又
は
問

体
に
よ
る
布
教
活
動
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い

判
断
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
く
る
わ
け
で
す
が
、
こ
の
こ
と
は
ま
た
後
で
説
鳴
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

と
判
示
し
て
い
る
部
分
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
事
実
認
定
が
後
の
憲
法

次
に
、
判
決
は
地
譲
菩
護
一
般
の
沿
革
、
現
状
等
に
つ
い
て
述
べ
た
後
、
こ
れ
が
こ
の
暫
設
の
最
大
の
特
徴
と
一
言
守
え
る
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
が
、
寺
護
市
内
に
存
恋
す
る
地
蔵
と
寺
院
外
に
存
在
す
る
地
譲
と
を
明
穫
に
灰
一
朋
し
ま
し
て
、
寺
註
舟
の
地
載
は
地
織
菩
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躍
に
関
す
る
仏
教
上
の
教
義
思
想
を
想
議
く
獲
す
も
の
で
あ
る
が
、

一
方
寺
設
外
に
あ
る
地
載
の
多
く
は
弘
教
と
し
て
の
宗
教
性
が
稀

務
北
し
て
い
る
と
、
こ
の
よ
う
に
斡
示
し
て
い
ま
す
。
そ
の
理
由
を
繋
理
し
ま
す
と
、
寺
院
外
の
地
譲
の
多
く
は
、
第
一
に
、
弘
教
家

田
そ
の
他
の
宗
教
組
織
と
は
無
関
孫
に
、
元
来
の
仏
教
教
理
が
変
鷺
し
現
世
利
益
的
信
俸
の
対
象
物
と
し
て
一
般
庶
'
箆
が
設
霊
し
た
も

の
で
あ
る
こ
と
、
第
二
に
、
そ
の
信
仰
は
教
義
・
教
典
北
さ
れ
る
こ
と
も
、
布
教
活
動
が
行
わ
れ
る
こ
と
も
、
宗
教
専
門
家
に
よ
る
祭

紀
が
行
わ
れ
る
こ
と
も
な
い
こ
と
、
第
一
一
一
に
、
地
域
金
民
が
儀
礼
行
事
を
行
い
、
こ
れ
ら
の
行
事
は
長
年
月
に
わ
た
っ
て
繰
り
返
さ
れ

伝
来
さ
れ
て
壊
域
住
民
の
生
活
の
中
に
漉
け
込
み
習
俗
化
し
て
い
る
こ
と
、
第
開
に
、
通
り
す
が
り
の
人
々
が
手
を
合
わ
し
礼
拝
す
る

こ
と
も
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
自
ら
の
地
麓
…
信
仰
に
基
づ
く
と
い
う
よ
り
は
習
慣
的
に
手
そ
合
わ
せ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
等
を
あ
げ

て
い
ま
す
。
特
に
こ
の
最
後
の
点
は
、
寺
院
外
の
地
蔵
で
あ
っ
て
も
そ
れ
を
ま
じ
め
に
…
一
付
加
持
す
る
人
々
が
存
証
す
る
の
を
蕪
議
し
た
も



の
で
あ
り
、
自
分
の
議
教
的
信
念
に
対
し
て
大
き
な
錨
藍
を
認
め
ず
、
か
つ
地
人
の
宗
教
的
諮
念
に
対
し
て
も
高
い
磁
畿
を
認
め
よ
う

と
は
し
な
い
、
い
か
に
も

B
本
人
的
発
想
と
い
う
気
が
殺
し
ま
す
。
続
い
て
判
決
は
、
事
実
認
定
の
最
後
に
、

「
そ
う
し
た
古
来
か
ら

の
民
間
信
仰
に
基
づ
く
行
為
は
、
現
在
の
日
本
入
に
と
っ
て
は
~
伝
統
的
習
俗
と
し
て
許
容
さ
れ
る
い
と
ま
で
言
い
切
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
本
判
決
に
は
い
く
つ
か
の
事
実
認
定
上
の
問
題
点
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
件
訴
訟
を
第
一
審

時
か
ら
、
ず
っ
と
担
当
し
て
こ
ら
れ
・
事
仇
し
た
富
氷
先
生
の
方
か
ら
、
後
で
詳
し
い
御
説
聴
が
あ
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
こ
こ
で
は
こ
れ
以

上
の
説
明
は
雀
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

続
い
て
判
決
は
憲
法
判
断
に
移
り
ま
す
が
、
ま
ず
そ
の
前
震
き
と
し
て
、
葬
堂
に
簡
単
で
は
あ
り
ま
す
が
、

部
自
的
効
果
基
準
を

採
罵
す
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
大
阪
市
が
各
町
会
に
本
件
各
地
蹴
援
の
敷
地
と
し
て
士

m脊
域
安
無
護
貸
与
し
た
行
為
が
憲
法
二

O
条一一
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比
さ
れ
る
「
宗
教
的
活
動
」
に
当
た
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
検
討
に
入
る
わ
け
で
す
が
、
ま
ず
、
本
件
一
各
地
譲
諜
の
現
況
や
一
冗
々
地
蔵

が
仏
教
に
由
来
す
る
こ
と
等
を
理
由
に
、
大
薮
市
の
行
為
が
宗
教
と
の
か
か
わ
り
合
い
を
も
っ
行
為
で
あ
る
こ
と
は
一
応
認
め
た
よ
で
、

毘
的
効
柴
基
準
の
適
用
に
入
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
本
件
各
地
譲
撃
は
、
先
程
の
事
実
認
定
の
と
こ
ろ
で
説
明
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、

怯
統
的
習
浴
化
し
仏
教
と
し
て
の
宗
教
性
が
稀
薄
化
し
て
い
る
こ
と
、

一
回
二
日
語
季
節
の
風
物
詩
と
し
て
官
俗
化
し
た
地
蔵
盆
の

行
事
が
行
わ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
宗
教
的
効
果
も
少
な
い
こ
と
、
本
件
各
地
殻
刷
協
に
対
す
る
大
阪
市
住
民

殻
の
宗
教
的
評
価
は
低

く
、
本
件
各
地
裁
像
を
建
立
し
た
各
自
治
会
慰
問
謀
者
の
宗
教
的
意
識
も
薄
く
、

殺
人
に
与
え
た
宗
教
的
誘
果
・
影
響
も
ほ
と
ん
ど
な

い
こ
と
、
本
件
各
地
蔵
橡
の
建
立
・
移
設
時
に
巧
わ
れ
た
儀
式
や
地
譲
銭
円
打
率
の
詩
の
尼
僧
や
鎗
患
の
参
加
も
単
に
仏
教
の
形
式
を
器

り
た
に
す
ぎ
な
い
こ
と
等
を
捜
々
述
べ
ま
し
て
、
結
論
と
し
て
、
大
震
市
の
行
為
の
臨
的
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
を
坦
進
す
る
と
い
う
非

宗
教
的
な
一
-
も
の
で
あ
り
、
そ
の
効
果
も
仏
教
な
ど
特
定
の
宗
教
を
援
助
・

-
促
進
し
、
ま
た
は
地
の
宗
教
に
圧
退
・
千
換
を
加
え
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る
よ
う
な
効
粟
を
生
と
し
め
て
い
な
い
、
し
た
が
っ
て
、
大
阪
市
の
行
為
は
憲
法
一
一

O
条
三
項
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
る
宗
教
的
活
動
に

は
当
た
ら
な
い
ん
だ
と
、
こ
の
よ
う
に
詩
め
括
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

最
後
に
、
判
決
は
、
本
件
各
町
会
が
憲
法
八
九
条
の
「
宗
教
上
の
組
織
若
し
く
は
毘
体
〕
に
当
た
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
大
体
次

の
よ
う
に
判
断
し
て
い
ま
す
。

「
本
件
町
会
の
性
格
・
目
的
は
、
地
域
住
民
で
構
成
さ
れ
、

と
い
う
も
の
で
、
器
仰
に
つ
い
て
の
意
見
の

致
す
る
者
に
よ
っ
て
組
織
怠
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
ま
し
て
地
譲
器
部
等
仏
教
信
仰
を

目
的
と
す
る
間
体
で
は
な
い
し
、
地
譲
教
を
維
持
・

こ
と
も
指
数
的
色
彩
の
稀
薄
な
訟
統
的
饗
浴
的
行
為
で
あ
っ
て
、
特
定

2
m教
上
の
鑓
簸
若
し
く
は
盟
体
』
に

の
宗
教
を
布
教
・

ぃ
。
し
た
が
っ
て
本
件
町
会
は
、

調
た
ら
な
い
か
ら
、
大
阪
市
の
行
為
は
護
法
八
九
条
に
途
佼
す
る
も
の
で
は
な
い
]
と
。

以
上
が
本
件
判
決
の
饗
皆
で
あ
り
ま
す
。
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腕
き
ま
し
て
、

の
方
今
り
、
本
判
決
の
事
実
認
定
上
の
問
題
点
に
つ
い
て
御
報
告
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
私
の
方
か
ら
地
載
の
宗
教
性
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
若
干
、
申
し
述
べ
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

そ
の
前
に
、
こ
の
度
、
こ
の
よ
う
な
素
窮
ら
し
い
法
学
会
に
お
い
て
、
発
表
さ
せ
て
頂
く
機
会
を
与
え
ら
れ
ま
し
た
こ
と
に
、
深
く

感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。

さ
て
、
今
、
地
載
の
写
真
が
旧
民
ら
れ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
大
き
な
地
麓
が
一
心
地
蔵
で
、
調
に
入
っ
て
い
る
の
が
議
騒
場
裁
と
一
世
間
い

ま
す
。
私
は
、
こ
の
二
つ
の
壇
譲
が
宗
教
乃
至
宗
教
的
捷
設
で
あ
る
と
、
誰
が
見
で
も
興
存
は
な
い
と
思
っ
て
い
た
訳
な
ん

と

こ
ろ
が
、
い
ざ
裁
判
に
な
っ
て
み
ま
す
と
、
ぞ
れ
が
宗
教
じ
ゃ
な
い
と
か
、
習
俗
だ
と
か
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
て
、

第
で
す
。
そ
れ
で
、
私
の
方
は
、
こ
の
載
料
に
お
き
ま
し
て
、
地
議
と
い
う
の
は
率
教
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
っ
た

い
ろ
ん



な
説
点
か
ら
連
べ
て
き
た
訳
で
し
て
、
後
で
持
回
先
生
か
ら
話
さ
れ
る
と
患
い
ま
す
が
、
難
し
い
憲
法
上
の
践
的
効
果
論
と
い
う
の
そ

援
用
し
な
く
て
も
、
地
議
自
体
が
即
、
宗
教
乃
至
宗
教
雄
投
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、

つ
の
主
張
と
し
て
援
開
致
し
ま
し

た
0

・
鍔
論
、
自
的
効
果
議
委
援
用
し
た
と
し
て
も
、
本
件
で
は
地
麓
は
宗
教
乃
豆
一
宗
教
施
設
で
あ
る
と
い
う
主
張
は
教
し
て
お
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
地
蔵
の
宗
教
牲
の
立
証
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
文
癒
を
多
数
出
し
ま
し
た
。
相
当
膨
大
な
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ

の
中
に
は
、
開
問
え
ば
「
仏
教
の
分
か

「
仏
教
の
す
べ

「
呂
本
の
仏
偉
い

「
く
ら
し
の
中
の
仏
教
」

「
仏
像
|
、
む
と
か
た
ち
」

「
黛
畏
の
ほ
と
け
」

お
地
濃
さ
ん
」

「
地
蔵
菩
薩
i
大
地
の
愛
」

「
地
織
と
裟
婆
の

「
お
地
躍
中
。
ん
の
お
経
」

「
立
慰
問
の
お
仏
た
ち
」

「
地
藤
一
段
態
」

「
お
地
濃
さ
ん
出
番
で
す
よ
い

中
間
小
の
地
蔵
紬
紳
士
録
」

「
地
蔵
さ
ま
入
門
い

「
お
地
譲
さ
ま
の
鱒
科
益
」

「
地
蔵
専
霊

験
記
」

「
地
譲
寵
仰
い
等
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
う
ち
「
仏
教
の
分
か
る
本
」
と
い
う
の
は
一
番
拐
歩
的
な
本
で
、
こ
れ
を
畏
ま
す
と

「
お
地
蔵
さ
ま
は
人
々
に
も
っ
と
も
身
近
な
仏
さ
ま
だ
け
あ
っ
て
、
こ
の
諌
を
雄
被
物
と
し
て
展
示
し
た
り
、
或
い
は
秘
議
す
る
と
い
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う
こ
と
は
、
殆
ど
や
っ
て
い
な
い

Q

」
と
あ
り
、

に
仏
に
対
す
る
接
的
仰
の
蟻
烈
さ
が
、
そ
れ
に
よ
て
伺
わ
れ
、
単
な
る
鑑
賞
用

と
か
、
し
ま
っ
て
お
く
と
い
う
こ
と
は
し
な
い
。
も
ゆ
っ
仏
さ
ま
そ
の
も
の
を
拝
ん
で
い
く
、
と
い
う
こ
と
が
書
い
で
あ
り
ま
す
。

「
仏
教
の
す
べ

と
い
う
本
で
は
、
す
べ
て
の
人
を
救
う
地
譲
菩
薩
と
し
て
、
観
音
様
と
共
に
殺
し
ま
れ
て
お
り
、

ぞ
れ
か
ら

「
日
本
の
仏
諜
」
と
い
う
本
で
は
地
譲
菩
薩
と
本
願
綾
と
設
う
お
経
が
あ
り
、

に
、
こ
の
地
織
を
礼
拝
誤
蓑
し
、
影
離
し
た
り

彫
刻
す
る
と
十
種
類
の
御
利
議
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
た
、
地
蔵
菩
謹
は
寺
院
内
に
も
切
論
、
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
、
寺
註

外
に
も
村
の
人
口
と
か
、
町
の
か
ど
、
開
題
の
鶴
、
峠
の
現
上
、
お
議
の
中
等
、
い
た
る
所
に
あ
っ
て
、
生
活
の
中
に
諮
け
込
ん
で
い

る
と
い
う
と
い
う
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。
従
い
ま
し
て
、
こ
の
地
譲
と
い
う
の
は
、
む
し
ろ
寺
説
内
に
あ
る
だ
け
で
は
な
く
て
、

寺
院
外
に
あ
る
方
が
多
く
、
そ
の
方
が
本
来
の
地
譲
だ
と
、
憎
侶
の
中
で
奮
っ
て
お
ら
れ
る
方
も
あ
り
ま
す
。

ま
た
裁
判
所
は
、
地
離
に
は
惇
も
教
義
教
典
が
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
が
、
と
ん
で
も
な
い
こ
と
で
、
十
数
種
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矧
の
お
経
が
あ
り
、
最
も
有
名
な
も
の
が
一
ニ
つ
あ
り
ま
す
。
第
一
は
「
大
乗
大
集
地
譲
十
輪
経
」
と
言
っ
て
十
巻
あ
り
ま
す
。
第
二
は

「
地
蔵
書
臨
本
顛
経
」
こ
れ
が
二
巻
あ
り
ま
す
。
第
三
は
「
占
察
善
悪
業
報
経
」
で
こ
巻
あ
り
ま
す
。
こ
の
コ
一
鰻
が
地
議
議
口
鐘
の
テ
キ

ス
卜
に
な
っ
て
お
り
、
日
本
で
も
中
国
で
も
尊
重
さ
れ
て
き
て
お
る
と
い
う
こ
と
だ
そ
う
で
す
。
な
お
、
次
に
、
地
畿
の
覆
類
で
す
が
、

数
十
種
類
あ
り
、
寺
説
外
に
あ
る
も
の
の
方
が
庄
欝
的
に
多
い
よ
う
で
す
。

こ
の
よ
う
な
多
数
の
議
議
に
関
す
る
審
物
を
見
て
ま
い
り
ま
す
と
、
地
織
と
い
う
ち
の
が
、
は
っ
き
り
宗
教
で
あ
る
と
一
一
一
沿
っ
て
お
り
、

こ
れ
ぞ
宗
教
で
な
い
と
、
ど
う
し

ま
っ
た
く
灘
解
に
苦
し
む
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
地
蔵
は
ど
こ
か
ら
見
て
も
、
宗

の
も
の
と
議
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
患
い
ま
す
。

次
に
宗
教
学
者
が
、
増
蔵
を
ど
う
見
て
い
る
か
に
つ
い
て
述
べ
て
行
き
た
い
と
患
い
ま
す
。
ま
ず
、
有
名
な
村
上
重
-
由
民
先
主
で
す
が
、

こ
の
先
生
は
慶
誌
大
学
の
講
師
兼
日
本
宗
教
学
会
の
評
議
員
を
さ
れ
、
ま
た
、
本
件
で
も
議
議
に
つ
い
て
の
鯨
定
番
を
響
い
て
噴
い
た
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り
、
証
言
も
し
て
頂
い
た
り
し
て
、
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
が
、
こ
の
先
生
の
証
言
を
饗
約
致
し
ま
す
と
、

を
経
て
現
在
ま
で
至
っ
て
い
る
。
現
在
に
お
い
て
も
宗
教
と
燕
関
係
な
習
俗
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
ま
張
は
と
ん
で
も
な
い
主

張
で
あ
り
、
地
瀧
般
的
仰
の
護
史
と
現
状
か
ら
兇
で
も
、
ぞ
の
ま
議
は
誤
り
で
あ
っ
て
、
社
会
議
念
上
も
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
吉

代
か
ら
中
樹
、
近
樹
、
議
托
と
ず
っ
と
綿
々
と
し
て
、
こ
の
宗
教
性
が
賞
か
れ
て
い
る
。
い
と
言
う
こ
と
で
す
。

そ
れ
か
ら
、
ま
た
村
上
先
生
は
、
宗
教
は
学
問
的
に
は
観
唱
宗
教
と
民
族
宗
教
と
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
、
大
阪
市
や
裁
判
判
所
が
言
う

よ
う
な
創
唱
宗
教
と
民
間
最
揮
と
い
う
よ
う
な
分
け
か
た
は
意
味
を
な
さ
な
い
と
い
う
の
が
、
学
会
の
通
説
だ
と
一
吉
田
っ
て
お
り
ま
し
た
。

そ
し
て
仏
教
は
当
然
、
創
電
宗
教
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
は
っ
き
り
一
言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

つ
ま
り
、
こ
れ
は
誰
か
が
始
め
に
唱
え

た
と
い
う
こ
と
か
ら
起
こ
っ
た
宗
教
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
創
鵠
宗
教
は
地
球
上
の
捜
襲
、
総
領
灘
的
な
広
が
り
そ
持
っ
て
お
り
、

そ
れ
に
対
し
て
、
民
族
宗
教
と
は
制
限
定
さ
れ
た
特
定
の
単
位
、

っ
て
い
る
も
の
と
、
ぞ
れ
と
無
縁
の
も
の
と
が
あ
る



が
、
地
蔵
信
仰
と
言
う
の
は
信
鍔
と
い
う
意
味
で
は
区
別
で
き
な
い
寺
院
で
杷
っ
て
い
る
地
蔵
が
宗
教
で
、
選
議
に
あ
る
の
が
欝
諮
だ

と
い
う
こ
と
は
、
到
壁
、
言
え
ず
、
こ
れ
ら
は
一
体
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

次
に
浄
土
真
宗
本
霧
寺
派
法
栄
寺
の
生
議
で
あ
る
小
林
顕
栄
誌
に
託
苦
悶
し
て
頂
き
ま
し
た
。
小
林
氏
に
よ
る
と
、
最
拐
、
本
件
裁
判

が
起
き
た
時
に
、
地
一
冗
の
時
会
の
入
か
ら
、

「
地
譲
信
仰
と
は
何
か
。

「
実
擦
に
地
譲
を
退
け
な
い
と
い
け
な
い
の
か
。
」

と
い
ろ

J

質
問
を
さ
れ
、
同
氏
は
、

「
地
麓
は
仏
教
だ
か
ら
、
当
然
一
、
裁
判
に
よ
っ
て
退
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
し
、
ま
た
、
議
議
議
鍔
は

明
白
な
仏
教
の
中
の
、
特
に
浄
土
器
簡
の
一
つ
の
務
懇
で
、
仏
教
の
礼
拝
物
で
す
。

ま
た
、
法
栄
寺
の
す
ぐ
近
く
に
本
件
の
議
蟻
地
譲
が
あ
り
、
小
林
筑
は
、
そ
の
地
離
に
向
か
っ

っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

て
い
る
入
の
姿
を
よ
く
箆

か
け
る
と
の
こ
と
で
す
。
同
氏
は
地
畿
に
向
的
か
っ

う
作
為
は
、
決
し
て
習
慣
と
か
い
う
も
の
で
出
来
る
も
の
で
は
な

ぃ
。
本
当
に
心
か
ら
出
た
、
い
わ
ゆ
る
宗
教
心
が
な
い
と
で
き
な
い
。
そ
れ
は
明
自
な
宗
教
行
為
で
あ
り
、
信
仰
の
儀
礼
苛
為
で
あ
る
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と
新
設
お
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
同
氏
は
地
蔵
と
い
う
の
は
殆
ど
麗
外
に
あ
り
、
寺
篠
山
内
に
あ
る
の
は
、
む
し
ろ
例
外
で
あ
っ
て
、
屋
外
に
あ
る
の
が
本
来
の

地
識
の
あ
り
方
マ
あ
る
と
も
震
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

、
同
氏
は
裁
判
所
や
大
阪
市
が
、
抽
選
は
地
壌
の
コ
ミ
士
一
テ
ィ
ー
を
図
る
た
め
に
必
要
で
、
宗
教
を
養
成
す
る
と
か
い
う
の

っ
て
い
る
こ
と
に
対
し
、
は
っ
き
り
と
反
対
さ
れ
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
作
り
の
た
め
に
地
蔵
を
建
立
し
た
り
、
或
い
は

で
は
な
い

地
譲
設
等
の
行
事
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
宗
教
そ
の
も
の
に
対
す
る
言
護
で
あ
る
と
、
大
変
境
慨
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。

次
は
仏
教
学
者
か
ら
見
た
地
蔵
の
宗
教
性
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
は
龍
谷
大
学
の
学
長
を
さ
れ
て
い
ま
す
信
楽
先
生
に
証
言
し

て
葉
き
ま
し
た
。

爵
先
生
に
よ
る
と
、

「
い
わ
る
地
蔵
信
仰
と
い
う
の
は
、
道
誼
神
と
地
譲
信
拘
仰
が
重
な
っ
て
、
地
麓
と
い
う
も
の
は

般
ル
比
し
て
出
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て
き
た
も
の
で
あ
っ
て
、
非
常
に
摂
民
化
し
た
健
部
で
必
り
、
仏
教
を
パ
ッ
ク
に
し
な
が
ら
広
ま
っ
て
来
て
お
り
、
ま
た
、
地
蔵
は
分

身
性
を
有
す
る
の
で
、
寺
院
内
の
が
本
当
で
後
の
は
嘘
だ
と
い
う
よ
う
な
地
裁
思
想
は
到
底
成
り
立
た
な
い
の
そ
し
て
、
比
機
的
に
、

日
本
の
仏
教
は
、
例
え
ば
議
架
で
も
お
寺
に
締
本
尊
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
各
家
賠
に
も
仏
壇
が
あ
る
。
お
寺
に
あ
る
の
が
本
当
の
宗
教

で
、
家
に
あ
る
仏
墳
は
率
教
じ
ゃ
な
い
と
一
言
わ
れ
た
ら
、
こ
れ
は
、
た
ま
っ
た
も
ん
じ
ゃ
な
い
。
日
本
の
歴
史
の
流
れ
の
中
で
、
こ
れ

は
過
ら
な
い
と
患
い
ま
す
。
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
家
の
中
に
あ
る
仏
壇
を
、
あ
れ
は
仏
教
で
は
な
い
と
替
わ
れ
た
ら
、
ど
う
い

持
ち
で
拝
む
ん
で
し
ょ
う
か
。
」

っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

ま
た
地
蔵
信
抑
に
つ
い
て
は
、
特
に
宣
伝
と
か
伝
道
、
い
わ
ゆ
る
キ
リ
ス
ト
教
と
か
植
の
宗
教
で
法
道
と
か
布
教
と
か
一
一
浅
い
ま
す
が
、

‘
・
と
に
か
く
裁
判
所
や
大
薮
市
は
、
地
蔵
は
た
だ
、
そ
こ
に
立
っ
て
い
る
だ
け
で
、
全
然
宣
伝
と
か
怯
道
と
か
布
教
脅
し
な
い
じ
ゃ
な
い

か
。
そ
ん
な
の
は
信
仰
で
も
持
で
も
な
、

ーお一

っ
て
い
る
の
で
す
が
、
開
先
生
は
、
こ
れ
に
対
し
て
も
、

「
特
に
護
誌
と
か
伝
道
と
い

う
こ
と
が
な
く
て
も
、
仏
教
の
流
れ
の
中
で
事
実
、
庶
誌
が
そ
れ
を
礼
拝
し
て
い
る
こ
と
が
、
宗
教
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
実
際

に
拝
ん
で
い
る
入
に
対
し
て
、
あ
な
た
の
そ
れ
は
宗
教
じ
ゃ
な
い
よ
、
と
品
諮
問
う
よ
う
な
こ
と
を
震
う
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
人
に
荒
す

る
京
教
の
'
自
由
の
雷
濯
に
後
な
ら
な
い
。
」
と
も
替
わ
れ
ま
し
た
。

次
に
各
地
の
地
融
機
に
つ
い
て
の
新
聞
記
事
か
ら
晃
た
宗
教
性
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
多
数
の
新
聞
記
事
に
地
惑
に
関
す
る
記
事
が

載
っ
て
い
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
出
し
た
だ
け
で
も
二
六
以
上
あ
っ
た
の
で
す
が
、
蹴
抑
制
え
ば
朝
日
新
鶴
、
読
発
新
閥
、
毎
日
新
開
と
い
っ
た

普
通
の
日
刊
紙
の
い
ろ
ん
な
聞
に
載
っ
て
お
り
、
ま
た
投
議
も
多
数
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
沢
山
の
新
鰐
記
事
を
見
て
も
、
い
か
に
庶
畏

の
中
に
域
蔵
が
生
き
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
は
っ
き
り
分
か
れ
ツ
ま
す
の
で
出
し
た
の
で
す
が
、
裁
判
所
は
、
こ
れ
も
一
躍
し
て
し

ま
い
・
手
品
し
た
。

簡
単
に
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
結
介
し
ま
す
と
、
一
頭
に
「
焼
耕
地
蔵
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
人
口
の
方
に
お
首
庶
石
と



書
い
た
石
が
あ
り
、
二
人
の
若
い
女
性
が
お
百
度
参
り
と
言
っ
て
回
っ
て
い
る
ん
で
す
が
、
そ
の
写
真
を
撮
っ
て
記
事
が
載
っ
て
お
り

記
事
の
中
の
説
明
に
は
、

「
若
い
人
に
異
常
な
人
気
を
集
め
て
い
る
。
」

「
二
人
の
女
性
と
百
度
石
」
ま
た
写
真
の
説
明
に
「
一
心
不

乱
。
思
い
つ
め
の
表
情
、
焼
餅
地
蔵
に
お
百
度
を
踏
む
女
性
の
胸
の
内
は
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
て
お
り
、
熱
心
に
お
百
度

を
踏
ん
で
い
る
姿
が
写
っ
て
い
る
訳
で
す
が
、
こ
れ
が
宗
教
で
な
く
て
、
た
だ
の
習
俗
と
言
え
る
で
し
ょ
う
か
。
山
の
中
に
あ
る
ん
で

す
が
、
沢
山
の
人
が
集
ま
っ
て
来
て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
こ
れ
も
御
存
知
か
と
思
い
ま
す
が
、
大
分
前
に
南
米
の
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
火
山
が
噴
火
し
た
時
、

一
二
才
の
少
女
オ
マ
イ

ラ
さ
ん
が
土
に
埋
ま
っ
て
亡
く
な
っ
た
と
い
う
事
件
が
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
に
対
し
て
、
わ
ざ
わ
ざ
神
戸
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
愛
の
地

蔵
と
い
う
名
前
の
お
地
蔵
さ
ん
を
持
っ
て
行
き
ま
し
た
。
そ
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
の
十
字
架
に
よ
る
お
杷
り
が
あ
っ
た
ら
し
い
で
す
。
そ

の
隣
に
愛
の
地
蔵
を
並
べ
て
設
置
し
、
そ
れ
で
、
そ
の
方
の
遺
族
の
み
な
ら
ず
、
多
く
の
被
災
者
に
非
常
に
喜
ば
れ
た
と
い
う
よ
う
な
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記
事
で
す
。

そ
れ
か
ら
、
地
蔵
の
撤
去
を
巡
っ
て
、
民
間
と
か
或
い
は
地
方
団
体
と
か
、
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
で
争
い
が
あ
り
、
ど
う
し
て
地
蔵
を

建
て
る
の
か
と
か
、
地
蔵
は
地
域
の
守
神
だ
と
か
、
い
ろ
い
ろ
言
わ
れ
て
い
る
訳
で
す
。
ま
た
、
地
蔵
が
盗
ま
れ
て
し
ま
い
、
ポ
カ
ン

と
両
が
空
い
て
る
写
真
が
載
っ
て
お
り
、
誰
が
こ
ん
な
こ
と
を
す
る
ん
だ
、
早
く
返
し
て
欲
し
い
、
み
ん
な
の
心
の
守
り
の
中
心
だ
っ

た
じ
ゃ
な
い
か
、
み
ん
な
の
心
が
こ
れ
で
変
わ
っ
て
き
ち
ゃ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
、
早
く
返
し
て
欲
し
い
と
書
い
て
あ
り
、
そ
れ
か

ら
何
日
か
し
て
、
ま
た
戻
っ
て
来
て
、
あ
あ
良
か
っ
た
と
、
み
ん
な
喜
ん
で
い
る
と
言
う
記
事
で
、
地
蔵
が
い
か
に
地
域
に
生
き
て
い

る
か
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
分
か
る
と
思
い
ま
す
。

最
後
に
大
阪
の
梅
田
、
キ
タ
の
一
番
有
名
な
と
こ
ろ
で
す
が
、
そ
こ
に
百
貨
居
を
建
て
た
ん
で
す
が
、
そ
の
一
階
の
正
面
玄
関
の
横

に
、
近
く
に
あ
っ
た
地
蔵
を
移
設
し
ま
し
た
。
堂
々
と
大
阪
の
表
玄
関
の
所
に
あ
る
百
貨
庖
の
正
面
玄
関
の
入
口
の
横
に
地
蔵
を
残
し
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て
、
地
域
の
皆
さ
ん
が
良
か
っ
た
と
喜
び
、
僧
告
が
来
て
参
議
し
、
み
ん
な
も
お
参
り
し
て
い
る
と
の

神
戸
の
ポ
ー
ト
ア
イ
ラ
ン
ド
に
も
「
第
一
一
地
裁
い
と
い
う
の
を
造
っ
た
り
し
て
、
古
い
地
離
を
新
し
く
し
よ
う
と
い
う
こ
と
が
あ
り

-
ま
し
た
。

こ
う
い
う
、
都
市
の
一
番
繁
華
鎖
、
或
い
は
百
貨
眠
、
ぞ
れ
か
ら
入
の
集
ま
る
務
、
そ
う
い
っ
た
所
に
、
新
し
い
地
臓
が
ど
ん
ど
ん

山
出
来
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
ぞ
れ
は
や
は
り
痕
践
の
心
の
中
に
地
蔵
に
対
す
る
信
仰
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
え
る
の
で
す
が
、
そ

れ
さ
え
も
裁
判
所
が
誘
う
よ
う
に
、
習
俗
だ
、
宗
教
じ
ゃ
な
く
、
習
慣
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で
済
む
も
の
で
し
ょ
う
か
。

も
う
ひ
と
つ
だ
け
、
毛
色
の
変
わ
っ
た
新
聞
記
事
を
紹
介
し
て
お
き
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
に
持
っ
て
お
ら
れ
た
日
本
の
女

性
の
・
方
で
す
が
、

ア
メ
リ
カ
で
見
た
宗
教
訴
訟
と
い
う
題
で
、
こ
う
い
う
記
事
で
す
。

昭
和
五
五
年
に
ア
メ
リ
カ
の
イ
リ
ノ
イ
終
に
い
た
時
、
ク
リ
ス
マ
ス
が
あ
り
、
そ
こ
で
イ
リ
ノ
イ
荊
ブ
ル
!
ミ
ン
ト
ン
氏
の
市
役
所
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諒
ロ
ー
タ
リ
ー
に
、
誰
が
援
い
た
か
分
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
非
常
に
大
き
な
馬
小
屋
の
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
シ

i
ン
の
鯨
り
つ
け
が
な

さ
れ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
な
ら
開
問
題
も
小
さ
か
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
市
役
一
黙
が
夜
間
に
そ
の
罵
小
屋
に
あ
て
て
照
明
を
し
た
。
そ

し
て
、
ど
こ
か
ら
で
も
、
通
行
人
全
部
が
見
え
る
よ
う
に
し
た
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
課
目
、
新
鶴
に
憲
法
違
反
だ
、
氏

の
光
熱
費
を
特
定
宗
教
に
縫
う
の
は
け
し
か
ら
ん
、
と
い
う
投
書
が
あ
っ
た
訳
で
あ
り
ま
す
。
日
本
だ
っ
た
ら
何
を
一
苓
っ
か
、
と
吾
一
口
う

ム
万
か
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
ア
メ
リ
カ
は
流
若
に
信
教
の
詣
出
が
進
ん
で
い

ま
し
ょ
う
か
、
そ
の
投
書
が
あ
っ
て
臨
ぐ

に
、
馬
小
践
に
あ
て
て
い
た
照
明
が
え
ど
通
り
に
ア
メ
リ
カ
髄
態
と
市
役
所
の
方
に
向
け
ら
れ
、
問
題
が
解
決
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
し
て
、
こ
の
方
は
、
日
本
で
今
、
我
々
が
や
っ
て
い
る
地
蔵
訴
訟
も
全
く
同
じ
で
あ
っ
て
域
議
訴
訟
を
支
持
す
る
と
い
う
よ
う
な

克
騨
が
載
っ
て
お
り
ま
し
て
非
常
に
面
患
い
記
事
で
し
た
。

次
は
、
そ
の
裁
か
ら
み
た
宗
教
性
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
ま
ず
、
大
分
黒
の
天
瀬
町
と
い
う
所
に
際
環
愛
宕
地
蔵
尊
と
奮
い
、
大
き



な
地
蔵
が
あ
り
、
こ
の
宣
伝
の
資
料
が
こ
こ
に
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
に
は
何
と
年
間
二

O
O万
人
も
の
人
が
参
詣
し
て
お
り
、
信
仰
が

益
々
盛
ん
に
な
っ
て
い
く
と
共
に
、
観
光
案
内
も
し
て
い
る
訳
で
、
こ
れ
は
寺
院
に
あ
る
地
蔵
の
形
態
で
す
が
、
そ
り
で
も
地
蔵
と
い

う
も
の
は
、
本
当
に
宗
教
と
し
て
素
晴
ら
し
い
発
展
を
遂
げ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。

最
後
に
、
先
程
ご
覧
頂
い
た
写
真
の
一
心
地
蔵
は
拐
を
持
ち
、
宝
珠
を
持
ち
、
僧
形
を
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
仏
教
の
教
典
に
従
つ

て
、
そ
の
よ
う
な
形
態
と
な
っ
て
お
り
、
設
備
自
体
も
全
く
の
宗
教
施
設
を
完
備
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
一
心
地
蔵
の
裏
に
建
立
の
経
緯
、
い
わ
れ
が
書
い
て
あ
る
点
か
ら
し
で
も
、
明
確
に
宗
教
的
な
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
訳
で

す
。
満
願
地
蔵
に
し
て
も
同
様
で
す
。

こ
れ
ら
の
地
蔵
は
、
ど
こ
か
ら
見
て
も
明
白
な
宗
教
施
設
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
思
い
ま
す
。
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四

そ
れ
で
は
憲
法
解
釈
上
の
問
題
点
に
つ
い
て
、
再
び
私
持
田
の
方
か
ら
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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ま
ず
、
本
判
決
に
つ
い
て
の
私
の
個
人
的
な
感
想
で
す
け
れ
ど
も
、
近
年
、
愛
媛
玉
串
料
訴
訟
の
違
憲
判
決
、
続
い
て
岩
手
靖
国
訴

訟
高
裁
判
決
の
違
憲
判
決
が
出
ま
し
て
、
漸
く
わ
が
国
の
裁
判
所
に
お
い
て
も
、
信
教
の
自
由
や
政
教
分
離
の
価
値
の
重
要
性
が
認
識

さ
れ
定
着
し
は
じ
め
た
と
思
わ
れ
た
時
期
に
、
こ
う
し
た
流
れ
を
堰
き
止
め
た
ば
か
り
か
、
時
計
の
針
を
一
通
に
元
に
戻
し
て
し
ま
う

よ
う
な
今
回
の
判
決
が
出
た
こ
と
が
非
常
に
残
念
で
た
ま
り
ま
せ
ん
。
政
教
分
離
が
争
点
に
な
っ
て
い
る
事
件
の
場
合
、
普
通
は
多
少

な
り
と
も
わ
が
国
の
政
教
分
離
規
定
の
意
義
、
趣
旨
等
に
つ
い
て
認
定
す
る
の
で
す
が
、
今
回
の
判
決
は
こ
れ
を
全
く
し
て
お
り
ま
せ

ん
。
確
か
に
、
本
件
は
他
の
政
教
分
離
訴
訟
と
は
異
な
っ
て
、
国
家
と
仏
教
な
い
し
地
蔵
信
仰
と
の
分
離
が
最
大
の
テ
1
マ
と
な
っ
て

い
る
わ
け
で
あ
り
ま
し
て
、
国
家
と
神
社
神
道
と
の
分
離
を
中
心
的
課
題
と
し
た
わ
が
国
の
政
教
分
離
規
定
の
趣
旨
を
論
じ
て
も
あ
ま

り
意
味
が
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
ふ
う
に
考
え
た
の
か
も
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
同
じ
政
教
分
離
規
定
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
以
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上
、
神
社
理
泡
の
場
合
と
仏
教
の
場
合
と
で
そ
の
解
釈
が
基
本
的
に
異
な
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
か
・
宍
ま
ず
わ
が
闘
の
政
教
分
離

規
建
の
意
義
づ
け
安
し
っ
か
り
し
て
ほ
し
か
っ
た
と
い
う
気
が
致
し
ま
す
。
こ
の
蔀
分
が
欠
如
し
て
い
る
か
ら
、
今
聞
の
裁
判
所
が
集

た
し
て
信
教
の
髄
腐
れ
γ
政
教
分
離
の
鑑
壊
に
つ
い
て
本
当
に
わ
か
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
念
が
余
計
に
櫓
嬬
す
る
よ
う
な
気

が
致
し
ま
す
。
ま
た
、
本
制
判
決
は
「

般
的
に
は
こ
う
な
ん
だ
」
と
経
始
多
数
決
の
論
濯
で
拝
し
て
い
ま
し
て
、
愛
護
玉
率
料
訴
訟
判

決
や
岩
手
靖
闇
訴
訟
高
裁
制
判
決
で
箆
ら
れ
た
よ
う
な
地
譲
操
信
仰
に
違
和
感
受
感
じ
て
い
る
宗
教
的
少
数
者
の
信
冊
へ
の
配
慮
、
こ
の

点
が
蕊
し
く
致
教
分
離
規
定
の
本
糞
だ
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
う
し
た
宗
教
的
少
数
者
の
観
点
が
全
く
克
ら
れ
ま
せ
ん
。
以
上

の
点
か
ら
も
、
ま
た
こ
れ
か
ら
説
明
さ
せ
て
い
た
だ
く
点
も
合
わ
せ
て
、
本
判
決
は
語
教
の
自
由
や
政
教
升
離
蕗
射
に
対
す
る
基
本
的

認
議
を
欠
加
す
る
判
決
で
あ
る
、
と
一
宮
わ
ざ
る
を
え
な
い
と
考
え
ま
す
。

次
に
、
本
判
決
は
国
家
と
教
会
の
分
離
論
の
立
壌
に

わ
が
閣
の
設
教
分
離
規
定
が
関
撃
と
宗
教
の
分
離
を
定
め
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
国
家
と
教
会
の
分
離
を
定
め
て
い
る
の
か
は
、
津
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っ
て
い
る
、
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
患
い
ま
す
。
御
家
知
の
よ
う
に
、

地
鎮
接
訴
訟
の
控
訴
審
時
に
非
常
に
議
議
さ
れ
た
論
点
で
あ
り
ま
す
。
名
古
屋
高
#
裁
判
判
決
は
、
悶
家
と
教
会
の
分
離
論
を
明
確
に
排
斥

わ
が
国
の
政
教
分
離
は
菌
家
と
宗
教
の
分
離
を
規
定
し
て
い
る
の
だ
と
判
示
し
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
、

ー

ν念
品
?
レ
や
九

vu
、

そ
の
後
は
、
わ
が
閣
の
政
教
分
離
規
定
が
陸
一
家
と
宗
教
の
分
離
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
あ
ま
り
争
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
い
ま

す
。
し
か
し
、
今
回
の
判
決
を
絞
み
ま
す
と
、
寺
院
外
に
あ
る
地
躍
は
「
仏
教
と
し
て
の
宗
教
性
が
稀
薄
化
し
て
い
る
い
と
か
、
自
的

効
果
基
準
の
連
罵
に
お
い
て
も
「
仏
教
等
特
定
の
宗
教
を
援
母
・
劫
長
・
慌
進
L
-
・
・
て
い
る
も
の
と
は
認
め
ら
れ
な
い
」
等
の
文

撃
が
し
ば
し
ば
出
て
き
ま
す
。
こ
の
「
特
定
の
家
教
」
の
意
味
は
狩
り
に
く
い
で
す
が
、
制
判
決
は
、
本
件
各
地
裁
裁
が
民
間
信
仰
と
し

て
の
礼
拝
の
対
象
物
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
認
め
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
多
分
か
か
る
民
謡
信
停
受
験
い
た
仏
教
や
キ
リ
ス
ト
教
等

の
一
定
の
親
離
や
教
義
体
系
舎
も
っ
た
宗
教
集
団
を
想
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
ま
す
む
こ
の
よ
う
に
、
本
制
判
決
は
国



家
と
教
会
の
分
離
議
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
先
の
最
高
裁
の
立
場
に
皮
し
ま
す
。
夜
に
、
本

件
各
地
蔵
畿
が
本
来
の
弘
教
と
し
て
の
準
教
性
が
稀
薄
化
し
て
い
る
と
し
て
も
、
現
に
礼
拝
の
対
象
物
と
な
っ
て
い
て
宗
教
教
会
有
し

て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
の
で
す
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
地
義
信
仰
と
の
関
謡
に
お
い
て
語
的
効
果
基
準
を
適
用
す
べ
き
で
あ
っ
た

と
患
わ
れ
ま
す
。
こ
の
点
に
爵
連
し
ま
す
が
、
最
近
憲
法
蛍
ふ
備
の
中
で
も
、
政
教
分
離
に
お
け
る
「
宗
教
」
擁
今
本
』
信
教
の
自
由
の
そ

れ
に
比
べ
狭
く
と
ら
え
る
考
え
が
あ
る
よ
う
で
す
。
例
え
ば
佐
藤
幸
治
先
吏
は
、

「
何
ら
か
の
毘
有
の
教
義
体
系
を
備
え
た
も
の
に
限

る
べ
き
だ
」
と
こ
の
よ
う
に
仰
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
の
「
持
滑
り
か
の
器
有
の
教
義
体
系
を
備
え
た
も
の
」
の
守
備
範
囲
が
よ
く
判
り

ま
せ
ん
が
、
も
し
非
組
接
的
な
民
間
態
部
、
例
え
ば
水
予
備
仰
と
か
自
然
崇
拝
と
か
が
こ
れ
に
含
ま
れ
な
い
、
と
い
う
意
味
マ
投
蕗
先

生
が
鑓
わ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
謹
め
て
危
換
な
解
釈
で
は
な
い
か
と
患
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
富
家
が
宗
教
の
機
能
を
利
用

し
て
入
、
む
の
帰

を
留
ろ
う
と
す
る
時
は
、
正
面
か
ら
「
こ
れ
は
宗
教
だ
」
等
と
は
絶
対
一
一
一
一
口
わ
ず
、
社
会
的
儀
礼
、
園
長
道
穂
、
文
北
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的
怯
続
的
習
硲
と
か
い
う
よ
う
な
差
示
教
的
な
大
義
名
分
を
持
っ
て
来
る
の
が
常
で
あ
る
わ
け
で
す
。
こ
の
こ
と
は
、
戦
前
の
神
社
非

宗
教
論
を
晃
れ
ば
一
器
輸
部
然
で
あ
り
ま
す
が
、
佐
藤
先
生
の
よ
う
に
、
国
家
と
の
か
か
わ
り
が
可
能
な
「
非
ム
宗
教
い
の
範
囲
を
襲
味
な

ま
ま
拡
大
化
し
て
い
け
ば
、
再
び
戦
前
の
よ
う
な

を
装
っ
た
宗
教
が
ま
か
り
出
て
来
る
土
壊
を
与
え
る
こ
と
に
な
り
か
ね

な
い
か
ら
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
現
憲
法
の
政
教
分
離
に
お
け
る

概
念
は
、
信
教
の
畠
自
の
そ
れ
と
問
様
に
誌
く
と
ら
え
る

方
向
で
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。
少
し
横
道
に
逸
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
い
ず
れ
に
し
ま
し
で
も
、
本
判
決
は
す
で
に
苑

議
し
て
い
た
よ
う
な
霞
家
と
教
会
の
分
離
論
を
採
用
し
て
い
る
と
思
わ
れ
、
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
の
印
象
を
拭
え
ま
せ
ん
。

「
い
伝
統
的
判
官
俗
と
化
し
た
か
ら
家
教
性
は
稀
薄
北
し
た
」
と
}
一
一
一
口
う
よ
う
に
、

次
に
、
本
判
明
決
は
、
家
教
と
習
俗
の
関
議
に
つ
い
て
、

両
者
を
一
一
冗
的
に
解
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
宗
教
と
饗
括
は
二
者
択
一
の
関
銭
に
あ
る
と
み
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
緑
地
鎮
祭

訴
訟
の
謡
裁
判
決
、
高
裁
判
決
と
詞
じ
で
す
が
、
最
高
裁
軒
訣
は
こ
の
論
法
を
採
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
御
承
知
の
通
り
で
す
。
こ
の
点
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で
も
、
本
判
決
は
時
代
遅
れ
の
感
が
致
し
ま
す
。

「
あ
る
社
会
内
で
習
慣
と
な
っ

「
習
俗
」
の
意
味
を
大
辞
林
で
調
べ
て
み
ま
す
と
、

た
生
活
様
式
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
決
し
て
宗
教
概
念
と
矛
盾
抵
触
す
る
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
宗
教
的
な
習

俗
も
あ
れ
ば
世
俗
的
な
習
俗
も
い
る
わ
け
で
し
て
、
し
た
が
っ
て
、

「
習
俗
化
し
た
か
ら
宗
教
性
が
稀
薄
化
し
た
ん
だ
」
な
ど
と
は
到

底
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。
習
俗
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
宗
教
的
な
習
俗
で
あ
る
以
上
、
や
は
り
国
家
は
そ
の
こ
と
に

か
か
わ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
す
。
時
聞
が
あ
ま
り
な
い
の
で
、
先
を
急
ぎ
た
い
と
思
い
ま
す
。

次
に
、
本
判
決
の
目
的
効
果
基
準
の
適
用
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
が
、
本
判
決
は
結
論
と
し
て
、
目
的
は
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

を
促
進
す
る
と
い
う
非
宗
教
的
な
も
の
で
あ
り
、
効
果
の
点
も
、
国
家
は
仏
教
等
の
特
定
の
宗
教
を
援
助
・
助
長
し
て
い
な
い
と
、
こ

の
よ
う
に
判
示
し
て
お
り
ま
す
。
ま
ず
目
的
テ
ス
ト
の
点
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
の
主
観
的
事
情
で
こ
れ
を
判
断
し
た
こ
と
は
極
め
て

問
題
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
解
す
れ
ば
、
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「
宗
教
的
目
的
で
行
っ
た
」
と
自
白
す
る
人
な
ど
ま
ず
い
な
い
で
し
ょ
う
か
ら
、

当
事
主
台
の
言
い
の
が
れ
を
全
て
許
す
結
果
と
な
り
、
こ
の
目
的
テ
ス
ト
は
ほ
と
ん
ど
機
能
し
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、

こ
れ
は
や
は
り
客
観
的
に
判
断
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
本
件
の
場
合
、
大
阪
市
は
そ
こ
に
地
蔵
像
が
建
立
あ
る
い
は
移
設
さ
れ
る
こ

と
を
知
り
つ
つ
市
有
地
を
無
償
貸
与
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
す
か
ら
、
こ
れ
を
客
観
的
に
観
察
し
ま
す
と
、
市
の
行
為
は
宗
教
的
意
義

を
持
つ
行
為
で
あ
っ
た
と
呈
一
早
え
る
と
思
い
ま
す
。

次
に
、
効
果
テ
ス
ト
の
点
に
つ
い
て
で
す
が
、
本
件
で
無
償
貸
与
さ
れ
て
い
る
土
地
は
大
阪
市
の
中
心
に
近
い
所
に
あ
り
ま
し
て
、

こ
の
土
地
の
貸
借
分
を
金
銭
的
に
評
価
し
ま
す
と
、
か
な
り
高
額
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
も
、
津
地
鎮
祭
の
場
合
と
異

な
り
、
大
阪
市
の
行
為
は
一
目
的
な
も
の
で
は
な
く
継
続
的
に
宗
教
に
関
与
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
し
た
が
っ
て
、
宗
教
に
対

す
る
援
助
の
効
果
や
か
か
わ
り
の
程
度
は
、
地
鎮
祭
の
場
合
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
ほ
ど
大
き
い
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
大
阪
市
が
行
い
ま
す
と
、
公
の
関
与
に
よ
っ
て
、
地
域
の
シ
ン
ボ
ル
的
存
在
で
あ
る
本
件
地
蔵
像
に
畏
敬
崇
拝
の



愈
を
も
つ
の
が
当
黙
で
あ
る
と
い
う
考
え
が
住
民
の
聞
に
生
じ
、
あ
る
い
は
冨
定
化
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
う
い
う
恐
れ
が
あ
り

ま
す
し
、
さ
ら
に
地
境
住
民
の
中
に
は
、
た
と
え
そ
れ
が
長
時
間
信
仰
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
当
紫
の
こ
と
な
が
ら
掲
載
信
仰
に
一
反
対
す

る
人
々
も
い
る
わ
け
で
、
大
阪
市
の
行
為
に
よ
っ
て
こ
う
し
た
地
域
住
民
の
閣
に
社
会
的
分
裂
が
生
じ
る
殻
験
性
も
あ
る
わ
け
で
す
。

現
に
本
件
の
よ
う
な
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
こ
と
自
体
、
そ
の
こ
と
を
証
明
し
て
い
ま
す
c

こ
う
し
た
諸
事
境
を
考
慮
し
ま
す
と
、
大
震

市
の
行
為
は
、
仏
教
な
い
し
地
蔵
山
細
川
知
を
援
劫
・
動
長
し
、
ま
た
は
他
の
宗
教
に
任
追
・
干
渉
を
加
え
る
効
果
は
十
分
に
あ
る
と
き
口
っ

て
い
い
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
ま
す
。

ま
た
横
道
に
逸
れ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
言
的
効
果
藤
準
に
関
連
し
て
、
議
法
学
者
の
方
々
へ
の
襲
躍
を
少
し
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。
津
地
鎮
察
訴
訟
最
高
裁
判
決
以
来
、
過
撲
の
か
か
わ
り
合
い
、
即
ち
エ
ン
タ
ン
グ
ル
メ
ン
ト
テ
ス
ト
を
問
的
効
果

テ
ス
ト
の
縫
に
独
立
の
襲
件
と
し
て
薬
用
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
が
議
法
学
者
の
中
か
ら
ま
強
大
切
れ
、
そ
の
意
見
が
驚
法
学
者
の
寵
で

-35 

大阪地獄像訴訟潟裁判決について(持田・筏永)

も
多
数
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
恩
わ
れ
ま
す
。
そ
の
結
果
、
愛
媛
玉
串
料
訴
訟
料
決
や
岩
手
増
田
訴
訟
高
裁
判
決

に
お
い
て
、
そ
の
考
え
が
謀
悪
さ
れ
る

っ
た
わ
け
で
す
。
た
だ
、

ヱ
ン
タ
ン
グ
ル
メ
ン
ト
テ
ス
ト
を
謀
思
す
る
こ
と
は
そ
れ
で
い

い
と
し
て
も
、
一
一
一
つ
の
テ
ス
ト
の
関
採
・
守
備
範
閥
、
苔
テ
ス
ト
に
お
け
る
判
断
要
素
、
さ
ら
に
は
立
証
責
任
、

L
R
A
テ
ス
ト
の
譲

誰
適
用
の
望
事
の
諸
爵
題
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
ま
だ
憲
法
学
者
の
聞
で
も
議
論
が
煮
詰
っ
て
お
ら
ず
、
護
法
学
界
の
趨
勢
を
お
め
る

っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
先
の

つ
の
判
決
も
、

エ
ン
タ
ン
グ
ル
メ
ン
ト
テ
ス
ト
の
考
え
は
採
局
し
た
も
の
の
、
独

Iこ立
の
要
件
と
し
て
こ
れ
を
諜
期
し
て
い
る
よ
う
に
は
思
え
ま
せ
ん
。
ま
た
、
象
徴
的
捷
役
や
致
治
的
分
裂
の
金
換
と
い
う
特
鱗
寮
棄
は
、

先
の
二
つ
の
判
決
は
効
薬
テ
ス
ト
の
中
で
吟
味
し
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
果
し
て
そ
れ
で
い
い
の
か
、
そ
れ
と
も
本
来
は
エ
ン
タ
ン
グ

つ
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

ル
メ
ン
ト
テ
ス
ト
の
中
で
の
判
断
要
素
な
の
か
、
今

さ
ら
に
、
政
教
分
離
に
違
反
す
る
よ
う
な
行
為
は
違
憲
性
が
推
定
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
行
為
そ
合
鑑
と
主
張
す
る
鶴
で
自
的
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の
世
俗
性
お
よ
び
勢
果
や
過
度
の
か
か
わ
り
の
な
い
こ
と
を
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ち
な
い
と
い
う
違
譲
位
の
推
定
の
理
論
ゃ
、
そ
の
問

的
安
土
壌
成
す
る
た
め
に
は
、
設
教
分
離
膿
崩
を
緩
和
し
な
く
て
も
鑑
の
手
設
・
・
ヤ
刀
法
い
が
あ
る
な
ら
当
該
行
為
は
護
憲
と
い
う
L
R
A
テ

ス
ト
等
の
採
患
に
つ
い
て
も
、
弁
護
士
は
裁
判
所
に
主
張
す
る
の
で
す
が
、
学
換
が
米
、
だ
十
分
に
固
ま
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
た
め
、

裁
判
所
も
な
か
な
か
採
用
し
て
く
れ
な
い
と
い
う
も
ど
か
し
さ
が
あ
り
ま
す
。
本
件
訴
訟
の
更
さ
お
い
て
も
、
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

ー
を
促
進
す
る
た
め
で
あ
れ
ば
、
別
に
地
議
識
を
建
立
し
な
く
て
も
患
に
手
段
は
い
く
ら
で
も
あ
る
わ
け
で
、
そ
の
た
め
に
憲
法
の
揺

幹
そ
な
す
政
教
分
離
原
制
を
わ
ざ
わ
ざ
緩
和
す
る
必
要
は
全
く
な
い
わ
け
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
L
R
A
テ
ス
ト
が
接
用
さ
れ
た

な
ら
、
楽
に
瀦
憲
判
決
が
出
た
ケ
ー
ス
で
あ
っ
た
ろ
う
と
態
わ
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
、
裁
判
所
が
無
捜
マ
き
な
い
く
ら
い
も
う
少
し
議
論
を
煮
詰
め
て
い
た
だ
き
、
憲
法
学
界
で

あ
る
譲
渡
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
形
成
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
も
う
・
少
し
政
教
分
離
訴
訟
は
戦
い
や
す
く
な
る
と
い
う
気
が
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致
し
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
な
れ
ば
、
今
回
の
判
決
の
よ
う
に
エ
ン
タ
ン
グ
ル
メ
ン
ト
・
テ
ス
ト
さ
え
全
く
無
視
し
た
判
決
は
出
な

く
な
る
で
し
ょ
う
し
、
現
在
の
よ
う
に
目
的
効
果
基
準
の
適
罵
が
裁
判
官
の
懇
意
に
流
れ
や
す
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
少
な
く
な
る

だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。

私
は
、
罵
法
試
験
の
受
験
時
代
、
護
法
の
纂
本
書
と
一
苔
わ
れ
る
も
の
を
荷
冊
全
読
み
ま
し
た
が
、
表
現
の
自
由
の
違
憲
審
査
基
準
に

関
し
て
は
ど
の
本
も
か
な
り
詳
鑓
に
替
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
信
教
の
車
由
・
政
教
分
離
に
関
し
で
は
、
目
的
効
果
慕
準
に
つ
い

で
き
ち
っ
と
書
か
れ
て
い
る
だ
け
で
表
現
の
自
由
に
比
べ
て
信
か
盛
り
上
が
り
に
欠
け
て
お
り
、
同
じ
精
神
的
岳
崩
権
で
あ
り
な
が
ら

ど
う
し
て
か
く
も
藷
別
さ
れ
る
の
か
不
出
思
議
に
感
じ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。
政
教
分
離
に
つ
い
て
も
、
表
現
の
自
由
と
同
壌
に
も

う
少
し
研
究
を
進
め
て
い
た
だ
い
て
、
世
界
の
中
で
最
も
詳
縮
か
っ
具
体
的
規
定
と
震
わ
れ
る
日
本
国
憲
法
の
政
教
分
離
規
定
の
懇
皆

が
金
か
さ
れ
る
よ
う
な
違
憲
審
査
議
準
を
作
り
上
げ
て
い
っ
て
い
た
だ
き
た
い
、
と
お
騒
い
申
し
上
げ
て
お
き
ま
す
。
弁
護
士
サ
イ
ド
・



か
ら
一
方
的
に
、
し
か
も
甚
だ
勉
強
不
定
の
ま
ま
、
縮
分
勝
手
な
要
望
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
ど
う
か
翻
容
赦
臨
開
い
た

い
と
惑
い
ま
す
。

本
論
に
一
決
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
続
き
ま
し
て
、
判
決
が
、
本
件
町
会
は
憲
法
八
九
条
の
「
宗
教
上
の
組
識
も
し
く
は
間
体
」
に
当

た
ら
な
い
と
し
た
点
に
つ
い
て
で
す
が
、
判
決
は
、

「
宗
教
上
の
組
織
も
し
く
は
盟
体
」
の
定
義
に
つ
い
て
は
開
明
確
に
し
て
お
り
ま
せ

ん
。
た
だ
、
判
決
の
判
断
理
由
か
ら
逆
に
推
察
し
て
い
き
ま
す
と
、

「
宗
教
上
の
組
撤
も
し
く
は
団
体
」
と
は
、
信
揮
に
つ
い
て
窓
見

致
す
る
も
の
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
宗
教
的
活
動
を
閥
的
と
す
る
自
体
、
と
い
う
よ
う
な
定
義
が
滞
か
び
上
が
っ
て
き
ま
す
。
調

承
知
の
よ
う
に
、
こ
こ
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
大
剥
し
て
組
織
間
体
と
い
う
文
言
を
重
視
ず
る
狭
義
説
と
、
間
体
の
行
う
事
業
・
活
動

のを
議
議
す
る
広
義
説
と
に
分
か
れ
る
わ
け
で
す
が
、
本
判
決
は
一
応
独
義
説
の
立
壌
に
立
っ
て
い
る
と
態
わ
れ
ま
す
。
援
に
狭
義
説
に

っ
て
、
本
件
町
会
が
「
宗
教
上
の
経
識
も
し
く
は
間
体
」
に
該
当
し
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
町
会
の
行
う
宗
教
的
活
動
に
境
教
的
支
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援
安
門
行
う
こ
と
は
、
政
教
分
離
を
線
建
す
る
憲
法
八
九
条
の
趣
量
に
…
反
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
す
か
ら
、
私
服
総
人
の
意
見
と
し
て
は
、

い
ず
れ
の
説
に
立
っ
た
に
し
て
も
こ
の
憲
法
八
九
条
違
疫
が
問
題
に
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

議
後
に
多
難
問
悩
仰
の
点
に
つ
い
て
で
す
け
れ
ど
も
、
私
の
記
壌
で
す
と
、
多
設
一
語
仰
は
、
こ
れ
ま
で
の
判
決
の
中
で
は
、
政
教
分
離

の
必
要
性
あ
る
い
は
解
釈
の
議
準
を
論
ず
る
と
き
に
使
屠
さ
れ
て
い
た
設
譲
で
あ
る
よ
う
に
思
う
の
で
す
が
、
本
制
判
決
は
、
そ
の
よ
う

な
こ
と
と
は
全
く
無
関
採
に
、
地
識
が
本
来
の
仏
教
教
義
か
ら
離
れ
て
民
間
信
仰
の
対
象
と
な
っ
た
謹
白
と
し
て
用
い
て
お
り
ま
す
。

そ
の
意
味
で
、
本
料
決
の
シ
ン
ク
レ
チ
ズ
ム
は
、
特
殊
的
な
使
い
方
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

ま
だ
報
告
し
た
い
こ
と
は
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
が
、
時
間
が
来
て
し
ま
い
ま
し
た
。
私
の
勉
強
不
足
の
故
に
、
判
決
や
学
説
に
対
す

る
思
わ
ぬ
誤
解
が
あ
っ
た
か
も
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
毎
容
赦
撒
い
た
い
と
存
じ
ま
す
。
大
変
お
粗
末
で
し
た
け
れ
ど
も
、
こ
れ
で
地
譲

控
訴
訟
高
裁
判
決
の
報
告
を
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
期
抑
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。




