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は
じ
め
に

政
教
分
離
濠
則
は
戦
後
の
庇
雀
を
込
め
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
日
本
題
懇
謹
二

O
条
、
八
九
条
に
み
ら
れ
る
宗
教
語
体
へ
の
艇

践
事
項
は
大
日
本
帝
国
憲
法
に
は
な
く
、
ま
た
、
我
が
国
独
自
の
歴
史
的
経
験
の
成
果
と

い
難
い
。
そ
こ
で
、
政
教
分
離
原
揺
は

戦
後
の
一
反
省
か
ら
導
入
さ
れ

一
度
と
戦
争
を
引
冬
起
こ
さ
な
い
た
め
に
も
、
国
家
と
宗
教
が
関
連
す
る
も
の
は
全
て
隔
地
倒
の
厳
格
な

璃
用
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
態
度
が
生
と
る
。

政
教
分
離
原
則
の
研
党
に
お
い
て
、
学
説
の
提
唱
や
展
開
が
と
も
す
れ
ば
感
情
的
対
立
を
生
み
だ
し
や
す
い
の
は
そ
う
い
う
理
由
で

あ
ろ
う
か
。
判
関
分
析
の
際
に
、
政
教
分
離
原
制
約
か
ら
客
観
的
・
合
理
的
に
結
論
を
導
き
出
す
と
い
う
よ
り
は
、
政
治
的
配
惑
に
基
づ

く
主
観
的
傾
向
で
結
論
づ
け
る
場
合
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。

-2-

日
本
国
民
と
し
て
、
国
家
と
神
社
神
遂
の
協
力
体
制
の
結
来
、
敗
戦
に
至
っ
た
と
い
う
震
史
的
事
実
は
貴
重
な
体
験
で
あ
る
。
と
は

い
え
、
今
告
で
は
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
な
が
ら
も
な
お
、
普
通
的
合
理
的
解
釈
を
追
求
し
よ
う
と
す
る
態
度
が
研
究
者
に
は
課
さ
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
諸
学
説
を
比
較
考
察
し
て
い
く
と
、
ま
ず
そ
の
語
義
に
必
要
な
共
通
理
解
が
な
お
ざ
り
に
さ
れ
て
い
な

い
か
と
い
う
簸
摘
が
出
て
く
る
。
政
教
分
離
原
澗
が
、
政
治
と
宗
教
の
分
離
合
目
的
と
す
る
理
念
で
あ
る
と
す
る
定
義
を
鰐
く
と
、
な

ら
ぱ
政
治
と
は
何
か
、
家
教
と
は
何
か
、
そ
れ
そ
分
離
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
次
々
に
起
こ
る
。
そ
こ
で
、

政
教
分
離
鼠
贈
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
そ
れ
ら
を
一
二
つ
の
議
本
的
な
問
問
題
点
と
し
て
整
理
し
た
。

@
政
教
分
離
原
期
は
、
何
を

rう
す
る
概
念
と
定
義
さ
れ
る
か
。

窃
政
教
分
離
京
胞
の
解
釈
は
、
日
本
の
社
会
構
造
に
お
い
て
も
光
分
に
論
理
的
妥
当
性
を
も
っ
て
い
る
か
。



金
政
教
分
離
原
則
の
実
際
の
適
用
に
舷
悔
し
、
具
体
的
に
は
そ
の
基
準
を
ど
の
よ
う
に
設
定
す
べ
き
か
。

こ
れ
ら
の
考
察
を
、
以
下
に
お
い
て
、
判
例
上
初
め
て
政
教
分
離
家
関
が
適
用
さ
れ
た
津
地
鎮
禁
訴
訟
を
や
心
に
、
一
一
つ
の
学
説
、

特
に
棺
対
分
離
説
を
と
り
あ
げ
な
が
ら
分
析
し
、
政
教
分
離
原
到
の
遺
湾
基
準
に
つ
い
て
独
自
の
考
察
を
競
え
た
理
論
を
展
開
し
て
み

争
雌
、
‘
ハ
リ
W

9
'れ
し
u

・

政
教
分
離
原
則
到
の
定
義

前
章
で
あ
げ
た
第
一
の
問
問
題
点
は
、
政
教
分
離
原
則
が
ど
の
よ
う
な
概
念
と
し
て
定
義
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

経
に
分
解
す
れ
ば
、
政
治
と
宗
教
を
分
離
す
る
原
則
と
読
め
る
が
、
実
際
は
そ
う
簡
単
で
は
な
い
。

日本における政教分離制度・その分析とき義務(老公約}

政
教
を
分
離
す
る
の
は
、
西
洋
史
の
示
す
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
政
教
一
致
に
よ
る
信
教
の
自
患
の
搾
産
や
、
宗
教
団
体
が
堕
落
し
て

過
度
の
現
世
利
議
に
中
だ
り
、
箆
の
政
治
が
視
乱
す
る
の
を
紡
止
す
る
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
憲
法
は
国
家
と
個
人
の
震
定

で
あ
る
の
で
、
政
教
分
離
煤
倒
的
は
政
治
で
は
な
く
闇
家
に
つ
い
て
の
法
的
制
度
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
ぞ
れ
ゆ
え
今
日
で
は
、
政
教
分

〈

1〉

I

離
原
則
を
「
国
家
と
宗
教
と
が
分
離
す
る
こ
と
い
と
し
て
定
義
す
る
の
が

般
的
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
諜
教
と
は
、
宗
教
思
想

ま
で
含
め
た
宗
教
関
連
全
般
を
さ
す
と
い
う
よ
り
は
、
や
は
り
そ
れ
を
現
実
に
実
験
し
て
い
く
教
諮
〈
捜
し
こ
こ
で
い
う
教
関
と
は
、

信
仰
を
一
つ
に
す
る
人
々
の
集
ま
り
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
必
ず
し
も
組
織
化
さ
れ
た
毘
体
を
意
味
し
な
い
。
そ
の
点
で
宗
教
集
語
と

称
し
た
方
が
よ
り
適
切
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
)
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
宗
教
思
想
は
人
々
の
人
生
観
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
り
、

政
治
や
法
に
も
重
要
な
彰
響
を
与
え
る
。
西
洋
史
を
概
観
し
て
も
、
政
教
分
離
と
い
う
理
念
そ
の
も
の
が
、
ま
さ
に
宗
教
的
要
請
の
下

で
生
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
議
味
で
は
、
開
家
と
諜
教
を
完
全
に
引
き
離
す
こ
と
は
不
可
様
で
あ
る
し
、
宗
教
と
完
全
に
切
り
離
さ
れ
た
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菌
家
で
は
、
人
々
的
幸
福
を
保
障
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
守
あ
ろ
う
。
で
あ
れ
ば
分
離
と
い
う
表
現
も
不
適
切
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
政
教
分
離
原
郎
と
は
何
を
ど
う
す
る
こ
と
な
の
か
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
こ
と
が
言
え
る
。
す
な
わ
ち
、
政
教
分
離
原
則
潟

と
は
、
接
家
組
織
と
教
畑
出
組
識
を
そ
れ
ぞ
れ
議
立
@
さ
せ
る
こ
と
、
な
い
し
は
独
立
し
て
い
る
状
態
で
あ
る
。
個
人
に
と
っ
て
、
国
家
は

精
神
的
利
益
を
額
線
的
に
は
保
障
で
き
ず
、
教
関
も
経
済
的
利
畿
を
諜
燈
し
て
く
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
、
両
者
の
援
界
と
し
て

理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
両
者
が
一
つ
に
ま
と
ま
れ
ば
あ
る
意
味
で
議
よ
の
楽
闘
が
出
現
す
る
が
、
ぞ
れ
は
一
部
の
人
々
に
と
っ

て
の
楽
翻
で
あ
り
、
他
の
人
々
に
お
い
て
は
地
獄
と
な
る
。
人
は
一
人
明
、
は
生
き
ら
れ
な
い
と
い
う
古
典
的
な
命
題
を
思
い
出
す
と
き
、

我
々
は
麗
史
の
中
で
理
懇
郷
を
建
設
し
よ
う
と
し
て
他
人
を
傷
つ
け
、
結
局
は
自
ら
そ
も
消
耗
し
て
き
た
過
去
を
反
議
す
る
。
そ
れ
が

(2) 

今
日
い
う
と
こ
ろ
の
政
教
分
離
と
い
う
概
念
を
生
み
だ
し
た
の
で
あ
る
。
国
家
と
宗
教
は
分
離
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
分

撃
で
き
る
の
は
鰭
家
と
宗
教
団
体
に
関
連
す
る
も
の
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
、
こ
の
二
つ
を
前
殺
と
し
な
が
ら
以
下
に
お
い
て
宗
教

4 

訴
訟
会
分
析
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

(1)

た
と
え
ば
早
稲
図
司
法
試
験
セ
ミ
ナ
ー
緬
吋
法
律
義
本
回
帰
級
品
購
〈
継
法
〉
』
(
早
稲
国
経
営
総
級
建
一
九
九
二
年
)

{
2〉
以
下
、
留
意
事
と
宗
教
と
い
う
滞
緩
を
便
宜
上
利
用
す
る
場
合
は
、
国
家
と
宗
教
窃
骨
格
と
い
う
意
味
で
措
置
う
も
の
と
す
る
。

政
教
分
離
原
尉
の
安
当
性

間
賜
点
の
そ
の
二
は
、
政
教
分
離
原
則
の
解
釈
が
、
我
が
固
の
社
会
構
透
に
て
ら
し
て
充
分
な
論
理
的
妥
当
性
そ
も
っ
て
い
る
か
と

い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。



政
教
分
離
解
釈
を
め
ぐ
る
学
説
で
は
、
厳
格
分
離
説
と
相
対
分
離
説
が
ほ
ぼ
二
分
し
て
い
る
。
小
鶏
和
両
教
授
は
、
日
本
国
憲
法
に

(l) 

お
い
て
政
教
分
離
原
剤
を
論
ず
る
場
合
、
そ
こ
に
一
一
つ
の
煎
法
が
み
ら
れ
る
と
い
う
。

つ
は
一
一

G
条、

八
九
条
の
諸
規
定
を

に
簡
約
し
た
概
称
と
し
て
用
い
る
立
場
で
あ
り
、
も
う

つ
は
ま
ず
政
教
分
離
な
る
も
の
が
存
夜
し
、
諸
規
定
は
そ
の
具
現
で
あ
る
と

す
る
立
場
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
政
教
分
離
い
と
い
う
諾
が
用
い
ら
れ
る
と
き
、
ぞ
れ
が
条
文
解
釈
の
繋
約
の
結
果
生
み
出
さ
れ
た
臼
本

謡
憲
法
臣
有
の
概
あ
ゆ
と
し
て
と
ら
え
る
か
、
そ
れ
と
も
す
で
に
ア
プ
リ
オ
リ
(
無
前
後
〉
に
存
在
し
て
い
る
欝
遍
の
概
念
を
兵
漉
し
た

も
の
と
し
て
と
ら
え
る
か
と
い
う
差
異
で
あ
る
。

し
か
し
現
行
憲
法
に
は
政
教
分
離
と
い
う
詩
句
は
蹴
明
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ぞ
れ
を
明
確
な
根
拠
も
な
く
憲
法
理
念
と
認
め
て
厳
格
に

分
離
す
べ
き
で
は
な
い
。
む
し
ろ
政
教
分
離
原
賠
は
文
化
的
・
社
会
信
条
件
を
考
慮
し
つ
つ
、
条
文
か
ら
帰
納
的
に
導
き
出
す
べ
き
概

金
と
い
え
よ
う
。
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〈

2
)

と
こ
ろ
で
、
厳
格
分
離
説
が
主
張
さ
れ
る
背
般
に
は
、
ア
メ
リ
カ
の
判
制
御
理
論
の
影
響
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、

が
憲
法
の
政
教

分
離
に
関
す
る
諸
規
定
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
救
正

条
の
菌
教
樹
立
禁
止
条
項

(HZ
震
諒
ぴ
阿
佐

v
g
g付
与
陶
芸
臨
時
〉
と
彰
式
を

異
に
し
て
い
る
が
、
実
質
的
に
は
、
お
条
項
の
趣
旨
を
探
り
入
れ
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
す
る
学
説
や
、
「
日
本
と
は
文
先
的
・

社
会
的
な
条
件
が
異
な
る
外
国
の
判
鰐
理
論
と
は
い
え
、
甘
議
場
中
そ
の
も
の
は
わ
が
留
の
憲
法
解
釈
上
十
分
参
照
に
値
す
る
」
と
し
て
、

(
3
)
 

「
政
教
分
離
原
割
問
の
趣
旨
か
ら
替
え
ば
表
現
の
自
自
の
場
合
と
同
様
、
規
定
の
文
言
上
の
適
い
に
と
く
に
こ
だ
わ
る
長
要
は
な
い
。
」

と
解
釈
す
る
。
つ
ま
り
、
日
本
臨
憲
法
と
合
衆
闇
憲
法
と
は
、
条
文
上
の
表
現
は
異
な
っ
て
い
て
も
ア
メ
リ
カ
翠
の
政
教
分
離
原
期
を

理
念
と
し
て
と
ら
え
、
本
糞
的
に
は
問
趣
旨
の
も
の
と
い
う
の
マ
あ
る
。
そ
れ
は
、
日
本
国
憲
法
二

O
条
な
ら
び
に
八
九
条
が
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
改
正
一
条
を
モ
デ
ル
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
憲
法
の
原
案
が
G
H
Qに
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
と
い
う
理
由
だ
け
で
は
、
合
衆
閤
織
法
条
文
を
モ
デ
ル
に
し
た
と
い
う
結
論
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は
導
き
出
せ
な
い
。
ま
た
仮
に
合
衆
国
憲
法
を
モ
デ
ル
に
し
て
も
、
そ
の
改
憲
一
条
自
体
が
多
様
な
解
釈
の
中
に
あ
っ
て
、
具
体
的
に

〈

4〉

い
か
な
る
行
為
が
こ
の
条
文
に
違
反
す
る
か
を
特
定
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
も
当
初
こ
の
原
則
は
、
州
法
に
対
す
る
立
法
上

の
観
現
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
、
た
と
え
ば
わ
が
菌
の
津
地
鎮
訴
訟
の
よ
う
な
、
公
約
機
関
の
個
々
の
行
為
自
体
に
ま
で
蜜
語

適
用
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
こ
の
規
定
が
合
衆
臨
憲
法
制
定
会
議
に
お
け
る
、
各
州
の
確
執
の
中
で
資
協
の
産
物
と

{
5〉

し
て
生
ま
れ
て
き
た
だ
け
に
、
そ
の
内
容
が
「
期
間
教
の
樹
立

(
8
5鉱
山
岳
HHg添
付

O
同
窓
口
柱
。
ロ
)
に
捕
す
る
立
法
を
禁
止
す
る
」
と

ぃ、つ

文
に
と
ど
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

今
百
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
政
教
分
離
獄
聞
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
∞
「
教
会
と
璃
家
と
の
間
に
分
離
の
整
(
担
調
巴
H

O
内
的
与
や

〈

6
)

話けい
0
3

げ
叩
け
だ
窓
口
の

Z
2叩
凶
器
内
同

ω
g
g」
を
設
け
、
際
家
が
特
定
の
宗
教
だ
け
で
な
く
、
宗
教
会
般
に
対
し
公
認
や
援
助
を
禁
ず

る
も
の
と
す
る
絶
対
分
離
説
、
出
国
家
が
宗
教
的
な
活
動
に
使
宣
を
与
え
る
こ
と
ま
で
を
禁
止
せ
ず
、
教
提
出
向
で
の
中
立
を
保
持
す
る

も
の
と
す
る
穏
対
分
離
説
、
∞
国
教
の
樹
立
の
み
を
禁
止
し
、
分
離
を
目
的
と
し
て
い
な
い
と
す
る
協
働
分
離
説
な
ど
が
あ
り
、
判
倒
的

(7) 

も
そ
れ
ぞ
れ
に
多
用
な
解
釈
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
の
政
教
分
離
原
則
も
ま
た
明
確
な
定
義
を
持
つ
と
は

6-

Itミ

き

れ
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
厳
格
分
離
畿
で
は
、
政
教
分
般
原
則
を
「
表
現
の
自
由
の
場
合
と
同
様
」
に
普
遍
的
概
念
の
発
現
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
と
の

論
理
が
主
眼
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
偶
到
の
も
の
と
し
て
懸
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
表
窺
の
自
由
や
信
教
の
告
白
は
人
簡
の
基

本
的
な
権
利
マ
あ
り
、
可
能
な
罷
り
広
く
解
釈
す
る
の
が
安
当
と
い
え
る
。
し
か
し
政
教
分
離
原
掛
は
権
科
マ
は
な
く
制
制
度
と
し
て
実

現
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
自
由
の
よ
う
に
自
ら
を
白
的
と
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
の
闘
的
の
た
め
の
手
段
と
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
社
会
的
背
景
で
あ
る
と
こ
ろ
の
議
教
的
、
文
化
的
諸
条
件
や
援
史
、
風
土
が
大
き
く
異
な
る
両
国
に
お
い
て
、
慎

{
8〉

議
な
詑
較
検
討
を
加
え
ず
問
趣
旨
に
解
釈
す
る
こ
と
は
危
践
で
あ
ろ
う
。
諸
外
関
を
異
議
し
て
も
、
普
遍
的
な
信
教
の
自
由
に
対
し



政
教
分
離
原
則
の
あ
り
方
は
岡
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
津
地
鎮
祭
訴
訟
の
最
高
裁
判
決
も
い
う
よ
う
に
、
「
そ
れ
ぞ
れ

〈

g)

の
屈
の
社
会
的
、
文
化
的
諸
条
件
に
照
ら
し
」
て
理
解
し
・
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
外
震
の
鶴
を
も
っ
て
そ
の
ま
ま
日
本
の
あ
り
方
・
を
定
義

し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

日本における政教分総務i度・その分析と援要書{松村}

〈i
)

小
鳩
山
和
司
「
い
わ
ゆ
る
「
政
教
分
離
』
に
つ
い
て
」
「
ジ
ユ
リ
ス
ト
』
八
四
八
号
・
一
九
八
五
年
、
一
九
一
策
参
照
。

〈2
)

榎
本
公
豆
「
政
教
分
離
と
靖
国
懇
報
告
」
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
八
四
八
号
・
一
九
人
五
年
、
図
九
資
α

(3)

芦
都
信
喜
「
靖
国
怒
と
私
の
立
場
」
叫
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
八
四
八
号
・
一
九
八
五
年
、
七
百
員
。

(4)

「
具
体
的
に
い
か
な
る
行
為
が
「
国
教
の
樹
立
一
』
に
該
当
す
る
か
は
き
わ
め
て
微
妙
か
つ
後
殺
な
関
媛
マ
あ
る
J

塚
本
滋
綴
・
袋
内
了
宗
総
解
ア
メ
リ
カ
慾

法
』
昭
和
五
十
八
年
、
一
五
入
賞
。

(5)

熊
本
信
夫
『
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
政
教
分
離
舶
の
胤
則
』
}
九
七
二
年
、
一
七
O
策
参
瞬
間
。

(
告
)
熊
本
祭
夫
e

河
右
、
一
八
入
賞
。

(7)

熊
本
信
夫
夢
問
問
右
、
一
八
人
質
ゃ
、
滋
滞
信
彦
吋
図
書
串
と
宗
教
の
分
隊
何
一
九
人
近
年
、
人
i
一
一
一
一
、
間
開
問
、
一
九
O
W持
な
ど
を
参
搬
出
し
、
掛
網
島
容
が
ま
と
め
た

も
の
で
あ
る
。

(
喜
)
た
と
え
ば
今
年
〈
平
成
五
年
)
緩
き
た
ア
メ
リ
カ
で
の
日
本
人
骨
開
放
胸
間
学
総
射
殺
事
掛
け
は
、
安
全
や
後
命
、
殺
人
に
叫
持
す
る
湾
問
出
の
文
化
の
違
い
を
絞
め
て
惑

じ
き
せ
た
も
の
と
し
て
記
僚
に
新
し
い
。

{
き
)
緩
や
〈
判
明
間
昭
和
蕊
ム
士
プ
七
・
十
一
一
一
、
創
刊
例
拙
吋
綴
八
五
五
号
、

-7-

刊
九
賞
。

関

政
教
分
離
解
釈
に
み
る
判
決
お
よ
が
学
説
の
対
立

日
本
で
最
初
に
政
教
分
離
が
論
と
ら
れ
た
創
刊
例
と
し
て
、
昭
和
四
十
二
年
三
月
十
六
日
判
決
の
津
地
鎮
祭
訴
訟
第
一
審
判
決
が
あ
る
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が
、
そ
の
後
間
高
裁
判
決
、
同
最
高
栽
判
決
を
め
ぐ
り
、
多
く
の
論
評
が
な
さ
れ
た
。
し
か
し
な
お
、
現
実
の
法
の
運
用
に
お
い
て
犠
々

の
問
問
難
な
問
問
題
が
残
さ
れ
て
お
り
、
政
教
分
離
の
解
釈
は
一
様
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
津
地
鎮
無
訴
訟
最
高
裁
判
決
は
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。
「
憲
法
は
政
教
分
離
を
設
け
る
に
あ
た
り
、
冨
家
と
宗
教
と
の
完
全
な
分
離
を
理
念
と
し
、
患
家
の
非
宗
教
性
な
い

教
的
中
立
性
を
確
保
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
お
る
。
し
か
し
な
が
ら
:
:
:
現
実
の
富
家
制
度
と
し
て
国
家
と
の
完
全
な
分

(l) 

離
令
笑
避
す
る
こ
と
は
、
実
際
上
不
可
能
に
近
い
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
勺
簡
家
と
宗
教
を
完
全
に
分
離
す
る
必
要
が
あ

る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
想
念
と
褒
突
の
義
雄
と
い
う
認
識
に
暴
づ
く
判
決
は
、
政
教
分
鰍
の
解
釈
に
重
要
な
問
問
題
を

投
汗
か
け
た
。
そ
れ
は
、
政
教
分
離
が
富
家
の
宗
教
的
中
立
性
と
い
う
前
提
に
立
つ
が
、
そ
れ
は
現
実
に
は
国
家
と
宗
教
の
「
相
当
な
」

か
か
わ
り
合
い
を
認
め
、
そ
の
上
で
分
離
を
認
め
よ
う
と
す
る
立
場
と
、
理
念
を
一
言
葉
ど
お
り
厳
格
に
解
釈
し
て
分
難
し
よ
う
と
す
る

立
場
わ

8-

つ
命
生
み
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。

政
教
分
離
解
釈
を
大
き
く
二
つ
に
わ
け
る
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
前
者
が
相
対
分
離
略
説
、
後
者
が
厳
格
分
離
説
と
時
ば
れ
る
も
の
で

あ
る
。
政
教
分
離
原
則
の
意
味
や
国
家
と
宗
教
の
あ
り
方
が
正
一
郎
か
ら
審
理
さ
れ
た
の
は
、
津
地
鎮
祭
訴
訟
が
初
め
て
で
あ
っ
た
が
、

こ
の
…
識
の
罫
訟
に
お
い
て
報
対
分
離
説
の
立
場
に
立
つ
の
が
最
高
畿
判
決
で
あ
り
、
厳
格
分
離
競
の
立
場
に
立
つ
の
が
名
古
屋
高
裁

判
決
と
い
え
る
。
ま
た
、
前
者
の
支
持
者
と
し
て
川
北
洋
太
郎
教
授
、
石
井
義
雄
教
授
、
林
修
三
教
授
が
、
後
者
の
支
持
者
と
し
て
熊

(2) 

本
信
夫
教
授
、
佐
藤
功
教
授
、
高
柳
億
一
教
援
な
ど
の
鰭
憲
法
学
者
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

政
教
分
離
が
題
家
の
非
議
教
性
な
い
し
宗
教
的
中
立
性
を
意
味
す
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
最
高
裁
判
決
も
常
定
す
る
。
し
か
し

最
高
裁
判
決
は
護
家
と
宗
教
の
完
全
な
分
離
を
実
現
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
「
相
当
い
の
か
か
わ
り
合
い
合
許
容

す
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
最
高
裁
判
決
は
次
の
点
を
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、

ω
「
元
来
、
政
教
分
離
議
定
は
、
い
わ
ゆ
る
制
渡
部
保
障
の
規
定
で
あ
っ
て
、
信
教
の
自
由
そ
の
も
の
令
渡
接
傑
憶
す
る
も
の
で
は
な



く
、
器
家
と
指
教
と
の
分
離
を
制
制
度
と
し
て
保
障
す
る
こ
と
に
よ
り
、
間
接
的
に
借
教
の
自
由
の
保
障
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
J

し
、
ま
た
∞
「
そ
の
か
か
わ
り
合
い
が
虐
教
の
自
由
の
集
揮
の
確
保
と
い
う
制
度
の
根
本
目
的
と
の
関
係
で
、
い
か
な
る
場
合

に
い
か
な
る
顎
震
予
、
鈴
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
か
が
、
問
題
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
い
か
ら
、
出
「
諜
教
と
の
か
か
わ
り
合

い
会
も
た
ら
す
行
為
の
閥
的
お
よ
び
効
果
に
か
ん
が
み
、
そ
の
か
か
わ
り
合
い
が
右
の
諸
条
件
に
照
ら
し
相
当
と
さ
れ
る
隈
愛
を
越
え

る
も
の
と
諮
め
ら
れ
る
場
合
に
こ
れ
を
許
さ
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
勺

ま
た
憲
法
一
一

O
条
一
一
一
項
に
よ
り
紫
比
さ
れ
る
宗
教
的
活
動
に
つ
い
て
も
河
判
決
は
、

ω
「
当
該
行
為
の
日
的
が
宗
教
的
意
識
会
も
ち
、

そ
の
結
果
が
宗
教
に
対
す
る
援
助
、
助
長
、
健
進
又
は
一
法
迫
、
子
渉
に
な
る
よ
う
な
一
行
為
」
と
規
定
し
、
具
体
的
に
は

ω
「
向
壌
に
椀

示
さ
れ
る
宗
教
教
育
の
よ
う
な
宗
教
布
教
、
教
化
、
宣
伝
等
の
活
動
で
あ
る
が
、
そ
の
ほ
か
ん
泳
教
上
の
義
典
、
儀
式
、
行
事
等
で
あ
っ

て
も
、
そ
の
目
的
、
効
楽
が
前
記
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
限
り
、
当
勲
、
こ
れ
に
含
ま
れ
る
」
の
で
、
一
二
項
に
い
、
之
一
小
一
教
的
活
動
と
、

8本におけるま主数分義務j度・その分析と波書護{絞村)

9 

そ
吟
他
の
嬬
教
的
活
動
と
し
て
の
「
宗
教
上
の
祝
典
、
儀
式
、
行
事
等
」
が
あ
り
得
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、

そ
の
判
断
基
準
は
同

「
当
該
行
為
の
ふ
え
象
者
が
宗
教
家
で
あ
る
か
ど
う
か
、
そ
の
娘
序
作
法
が
宗
教
の
定
め
る
方
式
に
則
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
な
ど
、

当
該
行
為
の
外
形
的
側
蘭
の
み
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
当
緩
行
為
の
行
わ
れ
る
場
所
、
当
該
行
為
に
対
す
る
一
般
人
の
宗
教
的
評

鑑
、
当
該
行
為
者
が
当
該
持
為
を
行
、
つ
に
つ
い
て
の
議
題
、
目
的
お
よ
び
宗
教
的
意
識
の
有
無
、
韓
度
、
当
該
行
為
の

殺
人
に
与
え

る
効
果
、
影
響
等
、
諸
般
の
事
情
を
考
慮
し
、
社
会
瀧
念
に
し
た
が
っ
て
、
客
観
的
に
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
勺

こ
の
よ
う
な
論
獲
を
前
提
と
し
て
、
地
鎮
祭
が
憲
法
一
一

O
条
一
一
一
環
に
よ
り
禁
止
さ
れ
る
宗
教
的
活
動
に
は
ゐ
た
ら
な
い
と
し
た
。

一
方
、
名
古
厩
高
裁
判
決
で
は
、
政
教
分
離
の
目
的
に
つ
い
て
吋
信
教
の
自
由
は
、
政
教
分
離
な
く
し
て
完
全
に
保
障
す
る
こ
と
は

不
可
能
で
あ
り
、
政
教
分
離
は
、
ま
さ
に
信
教
の
自
由
を
よ
り
具
体
的
に
実
現
せ
し
め
る
現
実
的
手
段
で
あ
っ
て
、
儒
教
の
富
由
に
対

す
る
制
度
的
保
樟
の
原
理
で
あ
る
い
と
し
、
最
高
裁
の
よ
う
に
目
的
と
手
段
と
い
う
よ
う
に
謀
関
せ
ず
、
ま
た
器
教
の
自
由
と
不
可
分
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で
あ
り
、
こ
れ
が
政
教
分
離
原
則
の
第
一
の
自
鵠
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
信
教
の
自
由
と
政
教
分
離
は
同
じ
価
伎
を
持
ち
、

そ
こ
を
根
拠
と
し
て
分
離
の
絶
対
性
を
引
き
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
、
宗
教
的
活
動
に
つ
い
て
は
、
「
範
関
は
き
わ
め
て
宗
く
、

特
定
の
祭
教
の
布
教
、
教
化
、
驚
伐
を
自
鵠
と
す
る
有
為
の
ほ
か
、
祈
祷
、
儀
式
、
祝
典
、
持
事
等
お
よ
そ
宗
教
的
寵
仰
の
表
現
で
あ

る
一
切
の
行
為
を
怒
揺
す
る
概
念
」
と
す
る
。
ぞ
れ
は
最
高
裁
が
辺
邪
教
的
活
動
」
と
、
一
一
一
壌
に
よ
っ
て
も
禁
止
さ
れ
な
い
宗
教
的
活

動
と
し
て
の
辺
邪
教
上
の
祝
典
、
儀
式
、
行
事
等
」
を
院
制
約
し
て
い
る
の
に
対
し
、
こ
れ
ら
が
「
議
然
と
区
部
し
得
べ
き
性
紫
の
も
の

で
は
な
い
し
、
ま
た
そ
れ
を
段
別
す
べ
き
理
臨
も
な
い
」
と
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
基
本
的
な
対
立
点
に
よ
り
、
最
高
裁
が
相
対
分
離
説
を
と
り
名
宮
殿
潟
裁
が
厳
格
分
離
説
を
と
っ
て
い
る
こ
と
が
明

確
に
な
る
。

(1)

媛
大
将
昭
五
十
二
・
七
a

十
三
、
災
集
三
一
巻
開
問
努
喜
一
…
一
一
}
賞
。

〈

2
)

一
審
制
丹
淡
を
僻
し
た
も
の
に
、
熊
本
健
夫
「
懲
法
一
一

O
条
一
一
一
項
に
い
、
之
布
教
的
活
動
の
意
」
『
北
海
学
級
法
学
研
究
開
出
巻
一
号
』
が
あ
る
。
高
裁
判
判
決
に
つ
い

て
は
伎
鑑
膿
務
総
鎮
祭
違
憲
割
判
決
に
つ
い
て
吋
ジ
ュ
リ
ス
ト
人
四
人
号
、
中
山
健
男
「
日
本
館
同
級
品
献
に
お
け
る
政
教
分
穫
の
原
則
い
吋
名
減
法
学
』
一
一
一
縁
側
掛
努
示
、

ま
た
最
高
輪
抗
戦
決
に
つ
い
て
は
吋
掛
陣
地
鎮
祭
最
高
裁
判
決
い
吋
ジ
品
リ
ス
ト
』
大
関
人
惨
な
ど
。
さ
ら
に
高
家
制
判
決
を
支
持
す
る
立
場
と
反
対
す
る
怠
場
で
そ
れ

ぞ
れ
、
津
地
鎮
祭
訴
後
を
守
る
会
編
『
津
地
鎮
祭
途
憲
訴
訟
』
(
新
教
出
版
社
、
ア
九
七
二
年
)
と
、
数
教
関
係
を
託
す
会
編
『
法
と
惜
別
品
紙
同
(
経
済
往
来
社
、

九
七
一
一
年
〉
が
あ
る
。
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五

ア
メ
リ
カ
に
み
る
自
的
・
効
薬
基
準

政
教
分
離
原
則
に
関
す
る
裁
判
の
欝
に
、
日
本
が
モ
デ
ル
と
し
て
い
る
話
的
・
効
果
義
準
は
、

ア
メ
リ
カ
の
特
例
理
論
を
導
入
し
た



も
の
と
い
わ
れ
る

0
8的
・
効
果
基
準
を
生
み
だ
し
た
慶
史
的
背
景
を
ア
メ
リ
カ
の
将
領
の
琉
れ
か
ら
拾
っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

ア
メ
リ
カ
の
政
教
分
離
観
念
は
宗
教
に
対
す
る
敵
対
か
ら
で
は
な
く
、
む
し
ろ
宗
教
に
対
す
る
敬
童
か
ら
ア
メ
リ
カ
の
社
会
に
根
を

お
ろ
し
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
他
の
諸
問
に
先
駆
け
て
そ
の
憲
法
に
政
教
分
離
累
践
を
表
現
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
日
で
も
大

統
讃
就
授
の
際
の
離
欝
笈
欝
や
、
裁
判
所
に
お
け
る
証
人
の
笠
響
、
議
会
専
属
殺
部
の
存
在
と
冨
会
に
お
け
る
祈
祷
、
軍
隊
所
属
牧
師

の
存
夜
な
ど
論
糠
的
説
明
の
悶
難
な
状
況
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
ア
メ
リ
カ
も
当
初
か
ら
政
教
分
離
が
違
和
惑
な
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。

2Tm教
の
自
由
と
は
、
す

な
わ
ち
教
会
と
閲
家
と
の
分
離
で
あ
る
い
と
い
う
考
え
方
が
、
憲
法
原
踏
と
し
て
確
立
さ
れ
た
十
八
世
紀
末
で
も
、
ぞ
れ
は
き
わ
め
て

一
つ
の
鳥
肌
」
だ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
政
教
分

「
憲
新
的
な
事
柄
、

つ
ま
り
、
試
み
る
鏑
僚
は
あ
る
が
、
結
楽
は
予
溺
し
が
た
い
、

日本における政教分離制度・その分析と展開(松村)

離
の
原
則
が
、
憲
法
上
に
表
明
さ
れ
る
に
叢
る
議
裂
に
は
様
々
な
燈
擦
が
あ
り
、
制
定
の
内
容
も
当
初
は
制
限
さ
れ
て
い
た
。

〈

2
)

条
欝
設
の
、
い
わ
ゆ
る
岡
教
樹
立
禁
止
条
項
に
、
「
連
邦
議
会
は
、

合
衆
国
に
お
け
る
倍
教
の
自
由
の
楳
樟
は
、
合
衆
鵠
慾
法
改
正

国
教
の
樹
立
も
し
く
は
宗
教
活
動
の
自
由
の
禁
患
に
演
す
る
法
需
を
制
制
定
し
て
は
な
ら
な
い

と
短
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
政
教
分

離
に
つ
い
て
は
日
本
と
同
様
条
文
上
明
記
し
て
い
な
い
。
た
だ
し
そ
れ
に
該
当
す
る
と
さ
れ
る
の
は
、
や
は
り
閥
教
樹
立
禁
止
条
項
で

あ
ろ
う
。
そ
こ
で
国
教
樹
立
禁
止
条
項
が
ど
の
程
度
ま
で
滋
家
と
教
認
の
分
離
を
命
じ
て
い
る
と
解
す
べ
き
か
が
開
織
と
な
る
。

連
邦
最
高
裁
は
ま
ず
、
冨
教
樹
立
禁
止
条
項
の
解
釈
に
ジ
ェ
フ
ア
ス
ン
(
庁
宏
司
向
お
と
の
書
簡
に
あ
る

「
教
会
と
国
家
の
分
簸

一
八
七
八
年
の
そ
ル
モ
ン
教
徒
の
一
夫
多
奏
剰
を
問
題
と
し
た
レ
イ

の
壁
(
霊
能
。
町
富
田
区

g
t
g
)」
と
い
う
概
念
を
採
濯
し
た
。

〈

3
)

ノ
ル
ズ
事
件
で
、
多
数
意
見
・
を
代
表
し
た
首
席
裁
判
宮
ウ
エ
イ
ト
(
冨

-F巧
巴
宮
)
は
、
こ
の
文
句
を
引
用
し
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

正

条
の
か
ょ

っ-a整
芸か

の
護法
空空
空室
Z童
話た
問ち
し の
て 11
の :
権 t

ダ
威 τ

あ止
る 日
宣号さ

Eさ
害心
γ た

瓦芳
三面
いこE
で '
ある
ろぞ
71そ
1 れ

は

大
体

お
しミ

て

改

「
こ
の
概
念
は
、

-11-
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こ
の
判
決
か
ら
六
八
年
後
の
一
九
四
七
年
に
、
ニ
ュ

i
ジ
ャ

l
ジ
i
州
が
教
産
学
校
の
生
徒
の
パ
ス
賃
を
公
金
か
ら
親
に
鏡
還
す
る

{
5〉

こ
と
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
た
エ
ヴ
ア
ス
ン
事
件
は
、
五
対
酉
マ
こ
れ
を
合
憲
と
し
、
そ
の
多
数
意
見
を
停
泊
表
し
て
判
決
を
書
い
た
プ

ラ
ッ
ク
義
判
官
に
よ
っ
て
、
「
分
離
の
難
い
と
い
う
概
念
は
議
接
な
意
味
内
容
を
持
つ
も
の
と
し
て
再
び
採
用
さ
れ
た
。

し
か
し
連
邦
最
高
裁
は
、
エ
ヴ
ァ
ス
ン
事
件
で
宗
教
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
援
助
が
禁
止
さ
れ
る
と
の
原
則
を
宣
明
し
な
が
ら
、
実
際

に
は
教
註
学
校
へ
の
実
繋
鈴
支
援
と
な
り
得
る
財
政
支
出
を
合
憲
と
し
た
。
ま
た
、
公
立
学
校
で
教
会
等
に
お
け
る
宗
教
設
業
に
生
徒

そ
出
席
さ
せ
、
出
席
し
な
い
生
徒
に
は
世
俗
教
科
の
授
業
を
受
け
さ
せ
る
と
し
た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
法
の
合
憲
殺
を
争
っ
た
ゾ
ラ
ク
事

{
6〉件

で
は
、
ヱ
ヴ
ア
ス
ン
判
決
を
支
持
し
な
が
ら
、
奨
励
や
議
働
と
認
め
ら
れ
る
範
臨
内
で
騒
の
宗
教
に
対
す
る
支
援
が
容
認
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
判
決
の
矛
砦
は
、
裁
判
所
が
一
方
で
は
精
神
的
自
由
と
い
う
憲
法
理
念
に
立
ち
な
が
ら
、
他
方
で
は
吉
く
か
ら
の
議
教
的

横
行
や
現
実
の
宗
教
的
社
会
鵠
諸
事
情
に
基
づ
く
饗
求
に
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
こ
を
意
味
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
連
邦
最
高
裁
は
、
エ
ヴ
ア
ス
ン
判
決
に
お
い
て
、
聞
家
と
京
教
の
関
に
堅
閤
な
「
分
離
の
壁
」
を
樹
立
し
よ
う
と
し
た

が
、
同
時
に
一
向
者
の
接
触
を
可
能
に
す
る
方
法
を
も
用
意
し
た
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
分
離
の
獲
を
超
え
る
鰐
外
と
し
て
、
そ
の
後
の

事
件
で
も
様
々
な
義
挙
を
設
定
す
る
よ
う
に
な
り
、
飼
え
ば

岳
争
「
克
麓
の
利
益
」
(
エ
ヴ
ア
ス
ン
判
決
)

*
ご
般
的
福
祉
」
(
問
者
〉

*
「
会
共
の
宮
前
」
〈
悶
右
}

*
一
「
世
俗
的
目
的
い
(
マ
ガ
ワ
ン
判
決
〉

*
「
主
饗
な
効
梁
」
(
シ
ェ
ン
プ
判
決
}

〈

7〉

*
「
不
当
な
イ
ン
ヴ
オ
ル
ヴ
メ
ン
ト
」
(
ウ
オ
ル
ツ
判
決
〉

一12-



*
「
過
度
の
イ
ン
タ
ン
グ
ル
メ
ン
ト
」
〈
向
右
)

{
8〉

な
ど
の
概
念
を
嫌
示
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

宗
教
へ
の
財
政
的
支
援
に
関
す
る
事
件
に
お
い
て
は
、
歴
史
的
社
会
的
伝
統
や
宗
教
的
事
情
か
ら
、
柔
軟
な
罷
来
的
対
応
の
仕
方
に

な
ら
ざ
る
令
得
な
い
。
こ
う
し
た
事
情
の
も
と
で
裁
判
所
は
、
現
実
の
要
求
に
蕗
え
ざ
る
を
得
な
い
場
合
に
密
教
条
項
に
広
い
適
用
範

囲
を
認
め
る
解
釈
を
と
り
な
が
ら
、
議
教
と
の
か
か
わ
り
は
、
そ
の
目
的
と
効
薬
に
つ
い
て
基
準
を
設
定
し
許
容
渡
変
を
認
め
た
。
そ

れ
が
日
本
で
の
津
地
鎮
祭
最
高
裁
判
決
に
い
う
「

E
的
・
効
果
義
準
い
で
あ
る
。

〈

9
)

シ
エ
ン
プ
事
件
の
判
決
は
人
対
一
で
違
憲
と
さ
れ
た
が
そ
の
漂
崩
は
、
当
該
行
事
は
思
の
行
う
宗
教
儀
式
で
あ
り
、
国
教
条
項
は

政
府
の
宗
教
的
中
立
を
要
求
し
、
政
府
の
機
能
と
宗
教
の
機
能
と
の
融
合
、
樹
立
の
協
調
や
依
存
を
禁
止
す
る
。
そ
し
て
務
的
が
世
俗

的
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
効
果
が
宗
教
の
慌
進
・
抑
止
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
立
法
は
禁
止
さ
れ
る
と
し
た
。

-13-
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こ
の
目
的
・
効
来
基
準
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
判
決
の
流
れ
音
盤
理
す
る
と
次
の
特
徴
が
み
ら
れ
る
。

第

に
、
同
基
準
は
、

般
に
政
教
分
離
磁
関
係
事
件
の
う
ち
、
鵠
の
家
教
行
為
事
件
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。
た
と
え
ば
イ
リ
ノ
イ
熊

部
を
割
き
、
学
校
自
身
は
間
関
与
せ
ず
宗
教
聞
体
に
一
在
し
、
宗
教
教
育
を
許
可
し
た
教
育
議
員
会
の
合

{
叩
出
〉

憲
性
が
問
わ
れ
た
マ
ッ
カ
ラ
ム
事
件
お
よ
び
同
種
の
ゾ
ラ
ク
事
件
は
、
エ
ヴ
ァ
ス
ン
事
件
の
後
の
も
の
で
あ
る
が
、
詞
基
準
は
使
わ

の
公
立
学
校
が
事
業
時
間
の

れ
て
い
な
い
。

第
一
一
に
、
ニ
ュ

i
ヨ
i
ク
熊
内
の
一
教
育
養
員
会
が
、
公
立
学
校
の
校
長
に
対
し
各
教
室
一
に
お
い
て
日
々
の
授
業
開
始
に
先
立
っ
て

(ロ)

特
定
の
祈
り
の
一
言
葉
を
唱
和
さ
せ
る
べ
き
遠
逮
会
出
し
て
い
た
こ
と
の
合
無
性
が
関
わ
れ
た
エ
ン
ゲ
ル
判
決
は
、
マ
ガ
ワ
ン
判
決
(
一

九
六
一
年
〉
後
で
あ
る
が
、
開
措
畿
の
憲
訣
的
評
舗
を
目
的
と
効
果
に
分
け
て
判
断
す
る
と
い
う
よ
う
な
態
度
は
と
っ
て
い
会
い
。

そ
の
後
主
に
宗
教
と
学
校
と
に
対
す
る
精
神
的
・
財
政
的
援
助
に
関
す
る
事
件
を
恭
礎
と
し
て
、

九
七

年
の
レ
モ
ン
判
決
に
お
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い
て
、

い
わ
ゆ
る
レ
モ
ン
・
テ
ス
ト
が
定
式
化
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
ぞ
れ
に
よ
れ
ば
、
第
一
に
関
親
の
法
令
が
立
法
上
世
俗
的
な
烹

法
目
的
・
そ
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
、
第
二
に
同
法
の
原
理
な
い
し
主
た
る
効
果
が
、
諜
教
を
促
進
も
せ
ず
禁
止
も
し
な
い
も
の
で
あ
る

こ
と
、
第
一
一
一
に
同
法
に
よ
り
、
政
府
が
宗
教
と
の
関
係
に
つ
い
て
渦
度
の
か
か
わ
り
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
、
が
政
教
分
離
の
条
件

〈M
M
〉

〈

臼

)

と
さ
れ
た
。
レ
モ
ン
事
件
は
教
会
系
の
初
等
・
中
等
学
校
の
世
俗
教
科
の
教
締
の
人
権
費
と
教
材
の
経
費
と
に
つ
い
て
公
金
か
ら
学

一枚
九に
入返
O 連
年す
のる
スこ
トと
i を
ン定
判(め
決!!る
思ペ
降ン
、ユ〆

政 jレ
肩ヴ
の よ正

一一
字幕 ア
的拘
援法
助 の
i'; t.. 
.~ロ

院議
す性

急事
宏い

5入
適対
淘 O
さで
れ 事

ZT 
d号
訴主
教 w

分み
離 レ
原詩ニ
挺シ
の

テ
翠ス
とト
なは

り
、
こ
こ
に
お
い
て
ア
メ
リ
カ
の
政
教
分
離
濠
聞
の
判
例
理
論
は
二
婚
の
義
準
と
し
て
定
着
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

(
l〉

me回
二
ミ

i
y
-
野
村
文
子
訳
「
ア
メ
リ
カ
の
宗
教
い
{
総
本
義
輯
圃
数
回
出
版
崎
郡
宇
一
九
七
八
年
〉
一
二
三
賞
。

{2)

ア
メ
リ
カ
の
こ
の
条
項
を
修
正
一
条
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
‘
憲
法
後
五
は
一
般
に
織
法
典
を
そ
れ
自
身
が
定
め
る
手
続
き
に
従
っ
て
、
そ
の
中
の
条
項
に
慾

織
的
な
変
緩
ん
を
加
え
る
こ
と
(
品
目
花
光
線
「
憲
法
改
蕊
の
法
理
と
手
畿
」
二
七
百
周
参
照
e
)

で
あ
る
か
ら
、
脚
帯
夜
は
当
然
に
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
そ
も

そ
も
憲
法
修
正
と
い
う
臨
概
念
は
存
殺
し
な
い
お
篠
沢
俊
義
教
授
に
よ
れ
ば
改
正
に
は
会
総
改
正
、
一
線
淡
正
の
他
に
端
哨
補
が
あ
る
と
い
う
。
「
『
場
被
』
と
は
既
骨
骨

の
談
集
の
体
裁
そ
の
も
の
に
手
を
ふ
れ
ず
、
そ
れ
と
は
別
に
新
た
な
条
項
を
加
え
る
と
い
う
体
殺
を
い
う
。
{
篠
沢
俊
義
吋
岡
本
題
憲
法
・
コ
ン
メ
ン
タ
i
t
p
l
』

七
八
蕊
賞
。
ご
と
れ
ば
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
「
憲
法
典
増
祷
」
を
慾
臨
略
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

(
3〉
切

@

『

Z
E
ω
タ
ロ
ロ
F
S品

m
g
g
m司
祭

C-∞・手相・

〈

4
)

瀧
岬
神
崎
同
指
抽
「
居
申
事
と
家
教
の
分
離
m

L

(

早
大
出
版
・
一
九
八
五
年
)
九
一
員
。

(
5〉

Mwgag
，
、
諸
問
。
需
品
。
同
凶
含
皇
位
。
P
U
8
・c・m
-
r
H
ゆミ・

{
S
)
N
O

喜多〈・

9
2
8
p
ど
∞
C
・m
・
邸
怠
合
畠
愚
大
対
二
・
一
九
五
二
年
e

(7)
副
司

aN
戸
点
目
。
0
5宮
町
段
O
M
M
O同
神

g
G
q
a
沼
雲
、

JE尖
‘
印
ゆ
叶
¥C-
∞-
m
m
p
H
3
0・
こ
れ
は
も
っ
ぱ
ら
祭
教

g
釣
に
の
み
回
出
い
ら
れ
る
教
会
財
獲
に
つ

い
て
免
制
怖
を
忽
め
る
ニ
子
1
ヨ
!
ク
市
の
税
制
〈
州
川
憲
法
に
義
づ
く
〉
の
合
簸
伎
を
争
っ
た
世
帯
件
で
あ
る
。
七
対
一
で
令
書
鳳
a
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(
8
)
5
4
0
Z
O
B
O
E
及
ぴ
吉
冨
口
問
]050口
許
の
訳
に
つ
い
て
は
干
渉
・
紛
争
・
癒
着
な
ど
い
く
つ
か
例
が
あ
る
よ
う
だ
が
、
最
高
裁
判
決
で
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
た

「
か
か
わ
り
合
い
」
と
い
う
言
葉
は
お
そ
ら
く
前
記
二
つ
の
概
念
か
ら
得
た
訳
語
と
思
わ
れ
る
。

(9)

〉
『
吉
岡
仲
S
P
F
o
o
-
u
w
E
ユ3
4
・臼
F
O
B
S
-
ω
戸
C-
臼
MCU・
5
8・
同
事
件
は
、
公
立
学
校
の
毎
日
の
始
業
時
に
、
聖
書
朗
読
を
要
求
す
る
ペ
ン
シ
ル
ヴ
エ

ニ
ア
州
法
及
び
同
じ
く
聖
書
朗
読
と
主
の
祈
り
の
朗
読
と
を
要
求
す
る
メ
リ
1
ラ
ン
ド
州
ポ
ル
テ
イ
モ
ア
市
の
規
制
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
た
。

(m)
玄
η
C
o
-
-
d
B
4・回
ORm目
。
同
国

E
s
t
o
p
ω
ω
ω
C
U
M
D
ω
・
違
憲
入
対
一
-
一
九
四
八
年
。

(
日
)
回
口
問
。
-

4
・
〈
E
巴
0

・
ω
g
c・
白
色
「
違
憲
六
対
一
-
一
九
六
二
年
。

(
ロ
)
木
下
毅
「
国
家
と
宗
教
団
体
|
ア
メ
リ
カ
」
『
比
較
法
研
究
』
第
五

O
号
、
二
ハ
頁
。

(
日
)
「
0
5
0ロ
ぐ
同
号
S
S
E
-
念日

C
-
∞-mg・
違
憲
八
対
O
。

(
H
H
)

田
仲

0
2
4
・
0
2
F
m
g
-
主
U
・C-
∞-g・
5
8
・

....L. 
ノ、

日
本
に
お
け
る
目
的
・
効
果
基
準
の
問
題
点
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日本における政教分離制度・その分析と展開(松村)

日
本
国
憲
法
の
政
教
分
離
規
定
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
の
そ
れ
と
は
違
い
、
具
体
的
な
内
容
を
持
つ
。
そ
し
て
宗
教
が
社
会
に
存

在
す
る
以
上
、
国
家
と
何
ら
か
の
か
か
わ
り
合
い
を
持
た
ざ
る
を
得
な
い
現
実
が
あ
る
。
目
的
・
効
果
基
準
は
こ
の
よ
う
な
現
実
の
か

か
わ
り
ム
口
い
を
重
視
す
る
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
た
理
論
で
あ
る
。
津
地
鎮
祭
訴
訟
最
高
裁
判
決
は
、
憲
法
二

O
条
三
項
に
よ
っ
て
禁
止

さ
れ
て
い
る
宗
教
的
活
動
は
、
国
お
よ
び
そ
の
機
関
の
宗
教
と
の
か
か
わ
り
合
い
を
も
つ
あ
ら
ゆ
る
行
為
で
は
な
く
、
そ
の
か
か
わ
り

ム
口
い
が
相
当
と
さ
れ
る
限
度
を
超
え
る
も
の
に
限
ら
れ
る
と
し
て
、
そ
の
行
為
の
目
的
が
宗
教
的
意
義
を
持
ち
、
そ
の
効
果
が
宗
教
を

援
助
、
助
長
、
促
進
ま
た
は
圧
迫
、
干
渉
に
な
る
よ
う
な
行
為
を
い
う
、
と
判
示
し
た
。
同
判
決
中
の
反
対
意
見
(
裁
判
官
一
五
名
中

五
名
)
は
、
政
教
分
離
を
そ
の
よ
う
に
解
す
る
と
、
国
家
と
宗
教
の
結
び
つ
き
を
安
易
に
許
し
、
ひ
い
て
は
信
教
の
自
由
の
保
障
そ
の

も
の
を
揺
る
が
す
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
と
し
て
批
判
し
、
宗
教
的
活
動
に
は
、
宗
教
の
教
義
の
宣
布
、
信
者
の
教
化
育
成
等
の
活
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動
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
宗
教
上
の
枕
典
、
儀
式
、
行
事
等
を
行
、
つ
こ
と
も
そ
れ
自
体
で
当
黙
に
含
ま
れ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か

し
当
黙
と
い
う
そ
の
根
拠
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
一
反
対
灘
閥
均
は
さ
ら
に
続
け
て
手
水
教
上
の
祝
典
、
儀
式
、
行
事
等
は
宗
教
的
議
掠
心
の

の
形
式
で
あ
ち
、
問
又
は
そ
の
機
関
が
主
縦
し
て
こ
れ
ら
を
行
う
こ
と
は
、
:
:
:
具
体
的
な
効
果
の
い
か
ん
を
錦
、
つ
ま
で
も
な
く
、

-
:
:
回
出
家
の
非
第
教
性
と
相
容
れ
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
」
と
す
る
。
つ
ま
り
、
関
家
は
非
宗
教
性
受
持
た
な
け

れ
ば
い
な
け
な
い
か
ら
、
い
い
か
え
る
と
一
切
の
京
教
的
錨
概
念
か
ら
分
離
さ
れ
て
い
な
け
れ
誌
な
ら
な
い
か
ら
当
然
な
の
で
あ
る
。
し

か
し
岡
家
の
非
宗
教
性
と
は
、
宗
教
的
無
色
と
い
う
よ
り
は
宗
教
的
中
立
を
局
的
と
し
て
お
り
、
そ
の
あ
り
方
も
条
件
に
応
じ
て
段
階

が
あ
る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
ま
ず
憲
法
ニ

O
条
に
は
明
ら
か
に
「
宗
教
的
活
動
」
と
「
諜
教
上
の
行
為
、
祝
典
、

儀
式
又
は
行
事
い
と
い
う
分
限
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
部
項
に
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
仮
に

2
m教
的
活
動
」
と

2
m教
上
の

行
為
、
祝
典
、
儀
式
又
は
行
事
」
が
間
建
設
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

項
で
国
お
よ
び
そ
の
機
関
が
宗
教
的
活
動
を
す
る
こ
と
を
禁
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止
し
て
い
る
以
上
、
一
一
墳
に
い
う
儀
式
や
行
事
へ
の
参
加
強
制
約
も
当
然
に
三
項
で
禁
止
し
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
り
、
結
果
と
し
て

二
項
と
一
一
…
墳
は
鍔
と
内
容
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
条
文
令
論
理
的
に
解
釈
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
「
宗
教
的
活
動
」
と
「
諜
教
上
の
行
為
、

祝
典
、
儀
式
又
は
行
事
い
は
異
な
る
内
容
を
持
つ
が
設
に
別
項
に
あ
る
と
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
る
と
、
憲
法
が
富
家
に
厳
絡

に
禁
じ
て
い
る
の
は
一
二
項
の
「
宗
教
的
活
動
」
で
あ
り
、
そ
れ
に
含
ま
れ
な
い
「
京
教
ょ
の
行
為
、
祝
典
、
儀
式
又
は
行
盲
学
」
は
岡
家

が
行
う
可
能
性
を
認
め
つ
つ
ニ
項
に
お
い
て
そ
の
制
限
を
設
け
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。

裁
判
に
お
い
て
は
、
政
教
分
離
原
荊
を
解
釈
す
る
に
あ
た
り
条
文
を
離
れ
て
憲
誌
が
国
家
と
議
教
の
か
か
わ
り
一
般
安
広
く
禁
止
し

〈

l)

た
も
の
と
解
し
た
上
で
、
直
接

E
的
・
効
果
基
準
に
よ
っ
て
限
界
を
論
と
よ
う
と
し
て
い
る
判
倒
が
あ
る
〈
山
口
自
衛
宮
合
肥
訴
訟
・

〈

2〉

(3)

箕
面
忠
魂
碑
訴
訟
・
大
震
地
蔵
像
訴
訟
第
一
審
判
決
等
〉
が
、
政
教
分
離
謀
闘
の
限
界
が
こ
の
よ
う
に
条
文
の
吟
味
な
し
に
判
断
さ

れ
る
危
険
性
を
呂
的
・
効
果
基
準
は
内
包
し
て
い
る
。
国
家
と
宗
教
の
あ
ら
ゆ
る
か
か
わ
り
合
い
を
禁
止
さ
れ
た
も
の
と
し
て
盤
上
に



の
せ
、
目
的
・
効
果
碁
準
と
い
う
伝
家
の
宝
万
で
裁
い
て
い
く
こ
と
は
、

見
合
理
的
に
み
え
て
も
、
条
文
解
釈
を
少
し
も
必
要
と
し

な
い
と
い
う
点
で
問
題
が
あ
る
α

な
ぜ
な
ら
日
本
臨
憲
法
で
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
思
憲
法
と
異
な
り
、
憲
法
二

O
条
、
八
九
条
に
お
い
て
、

国
家
と
宗
教
関
体
と
の
儀
別
的
な
関
わ
り
、
す
な
わ
ち
韻
の
宗
教
的
活
動
、
議
教
謹
体
に
対
す
る
悶
か
ら
の
財
政
援
助
お
よ
び
特
擦
の

付
与
と
い
っ
た
義
体
的
な
か
か
わ
り
合
い
を
禁
止
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る

8

し
た
が
っ
て
目
的
・
効
薬
務
準
は
、
ま
ず
岡
の
行
為
が
憲

法
で
禁
止
し
て
い
る
い
ず
れ
の
一
行
為
に
滋
当
す
る
か
ど
う
か
の
粉
懸
の
後
に
、
各
々
の
行
為
に
合
わ
せ
た
限
界
を
定
め
る
基
準
と
し
て

潟
い
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
点
で
た
と
え
相
対
分
離
読
の
立
場
で
も
、
京
教
と
「
か
か
わ
り
合
い
」
の
あ
る
行
為
に
一
様
に
目
的
・
効

果
的
恭
準
を
主
張
す
る
こ
と
は
、
憲
法
の
条
文
解
釈
を
伴
わ
な
い
務
態
的
な
見
解
と
な
る
恐
れ
が
あ
る
。

目立容におけるま定数分尊重約度・その分析と綬機{後村)

(1)

山
口
総
判
昭
和
五
十
凶
・
・
二
十
二
、
判
例
時
報
九
一
号
問
題
頁
。
制
判
決
は
自
衛
隊
山
口
地
速
の
お
引
っ
た
面
持
睡
輔
自
衛
官
合
記
申
請
の
た
め
の
援
助
行
為

{
労
務
の
提
供
)
を
憲
法
二

O
島
市
三
哨
慣
の
禁
止
す
る
「
宗
教
釣
活
動
い
に
あ
た
る
と
し
て
い
る
a

抽
珊
速
の
行
為
は
実
質
的
に
、
隊
友
会
と
共
開
門
し
て
郡
引
っ
た
会
総

申
請
行
為
そ
の
も
の
は
あ
く
ま
で
隊
友
会
名
畿
で
行
わ
れ
て
い
る
。

(2)

大臨荻眠晶浪喝制狗判間綴昭制殺柑
f

笈怠十七.一=三ニ一
7.
二十鴎、拡行刊晶銭棋掛然問晶集舞一三一二一三一

笠
」
伝
忽
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
ほ
か
宗
晶
教
眠
上
の
錨
貌
加
曲
炎
問
ぺ
、
描
銭
積
式
、
行
事
等
で
あ
っ
て
も
、
当
一
議
行
為
の
目
的
が
然
教
的
意
義
を
も
ち
、
そ
の
効
蹴
摘
が
宗
教
に
対
す
る
援

助
、
動
菱
、
促
進
等
に
な
る
よ
う
な
も
の
」
と
絞
殺
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
滋
方
公
共
団
体
に
よ
る
公
宥
織
の
貸
与
を
「
宗
教
的
前
動
い
と
し
て
合
憲
性
を
陽
銀

と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
む
し
ろ
八
九
条
の
「
公
の
財
援
の
利
用
供
与
」
あ
る
い
は
ニ

O
条
一
環
の
「
脇
村
継
の
付
与
」
に
当
た
ら
な
い
か
否
か
を
論
ず
る
の
が
自

然
で
あ
る
。
こ
れ
を
さ
須
の
煎
憾
と
し
て
と
ら
え
る
管
策
に
は
、
政
教
分
離
に
策
法
的
総
蹴
摘
を
認
珍
て
そ
こ
か
ら
限
界
を
引
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
と
れ

る。
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(3)

大
艦
艇
簸
創
刊
昭
和
六
十
一
・
五
・
一
二
十
、
行
数
組
問
集
三
七
・
四
・
一
点
・
七
三
底
。
事
件
は
間
昭
和
五
十
八
年
六
月
、
大
臣
棋
士
の
の
総
務
地
に
前
町
内
会
が
お
地
殺
さ
ん
を

建
立
し
て
い
る
の
は
、
憲
法
の
数
数
分
離
慨
深
閑
に
反
す
る
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
牧
師
二
人
が
市
に
対
し
、
「
晶
植
草
砲
の
榔
轍
中
お
と
土
地
変
換
の
議
求
を
駅
間
前
門
会
に

行
え
」
と
大
阪
市
援
を
相
手
に
添
え
た
〈
昭
和
五
十
八
年
六
月
十
人
窓
蝦
朝
間
M

新
聞
夕
刊
よ
り
)
。
こ
の
判
決
で
は
同
じ
く
「
土
地
の
貸
与
」
を
「
宗
教
的
治
動
い
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ル」
1
Vれ
九
。

七

政
教
分
離
探
聞
の
適
用
基
準

第
三
の
問
題
は
、
我
が
留
に
お
け
る
政
教
分
離
の
実
際
の
適
用
に
際
し
、
そ
の
基
準
を
ど
の
よ
う
に
設
定
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
政
教
分
離
原
島
を
解
釈
す
る
に
あ
た
っ
て
、
た
と
え
条
文
に
明
確
な
記
述
が
な
く
て
も
、
憲
法
が
国
家
と
宗
教
と
の
か
か
わ
り

一
般
を
京
く
禁
止
し
た
も
の
で
あ
る
と
の
見
解
は
、
前
述
の
特
例
に
み
ら
れ
た
。
ぞ
れ
ら
は
目
的
・
効
果
基
準
の
み
で
そ
の
限
界
を
論

じ
よ
う
と
し
た
が
、
政
教
分
離
原
則
の
盟
界
が
条
文
解
釈
を
離
れ
て
考
え
ら
れ
る
と
、
窓
意
的
な
論
議
に
な
る
恐
れ
が
出
て
来
る
よ
う

に
患
わ
れ
る
。
ぞ
れ
ゆ
え
条
文
解
釈
を
明
確
に
し
た
上
で
の
判
決
が
議
ま
れ
る
の
で
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
基
準
を
も
っ
て
あ
た
れ
ば
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よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

裁
判
に
お
け
る
解
釈
は
、
目
的
a

効
果
基
準
を
採
用
す
る
擦
に
は
津
地
鎮
祭
訴
訟
の
最
高
裁
判
決
を
踏
襲
す
る
。
と
こ
ろ
で
憲
法
…

。
条
は
、
醸
家
の
宗
教
教
育
と
宗
教
的
活
動
を
禁
止
し
、
そ
れ
ら
ほ
ど
横
緩
的
で
は
な
く
商
家
の
行
う
可
能
性
の
あ
る
宗
教
上
の
行
為
、

祝
典
、
儀
式
又
は
行
事
に
蹴
倒
し
て
は
、
国
家
が
個
人
に
参
加
を
強
制
で
き
な
い
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。
ま
た
八
九
条
に
お
い
て
は
、

国
家
が
直
護
教
育
や
活
動
、
行
為
を
し
な
い
場
合
で
も
、
京
教
上
の
組
織
も
し
く
は
密
体
の
使
用
、
便
益
、
維
持
に
貢
献
す
る
よ
う
な

第
で
公
的
支
出
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
津
地
鎮
続
最
高
哉
判
決
は
、
憲
法
が
国
家
に
禁
止
し
て
い
る
の
は
、
「
宗
教
と
か
か
わ
り
合
い
を
持
つ
有
為
の
う
ち
、
か

か
わ
り
合
い
が
相
当
と
さ
れ
る
限
度
を
越
え
る
も
の
」
と
し
て
上
で
、
兵
体
的
に
は
「
自
的
が
宗
教
的
意
義
を
も
ち
、
そ
の
結
巣
が
宗

教
に
対
す
る
援
助
、
助
断
氏
、
提
進
又
は
圧
迫
、
子
渉
に
な
る
よ
う
な
行
為
い
明
、
あ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
岡
家
と
宗
教
が
か
か
わ
り
合



崎糊"

い
を
も
っ
場
合
に
は
、
い
つ
で
も
政
教
分
離
違
震
の
疑
い
が
生
じ
る
の
で
、
ぞ
の
程
震
を
問
わ
ず
全
て
に

g
的
・
効
果
藤
準
令
援
践
し
、

具
体
的
に
禁
止
さ
れ
る
場
合
と
さ
れ
な
い
場
合
を
読
演
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
す
る
と
条
文
で
明
記
さ

れ
て
い
る
区
別
と
は
・
無
関
係
に
、
富
家
と
宗
教
の
あ
ら
ゆ
る
か
か
わ
り
合
い
が

B
的
・
効
果
議
畿
の
み
で
判
定
さ
れ
、
憲
法
一
一

O
条
や

八
九
条
が
禁
止
す
る
間
家
と
宗
教
と
の
か
か
わ
り
合
い
の
具
体
的
規
定
の
意
義
が
活
か
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
視
点
を
変
え
、
憲
法
に
忠
実
に
殺
っ
て
分
析
を
滋
め
る
と
次
の
こ
と
が
ら
が
明
ら
か
に
な
る
。
条
文
の
文
言
か
ら
み
れ
ば
、

憲
法
一
一

O
粂
や
人
九
条
が
富
家
に
禁
止
し
て
い
る
の
は
、
か
か
わ
り
合
う
会
て
の
行
為
で
は
な
く
、
議
教
に
対
す
る
三
種
類
の
行
為
と

い
え
る
。
ぞ
れ
は
す
な
わ
ち
、

〈
宗
教
的
活
動
〉
と
い
う
意
味
で
の
積
極
的
持
為
で
あ
り
、

ω特
定
の
宗
教
(
宗
派
)
の
積
極
的
布
教
*

則
自
ら
が
行
わ
な
い
場
合
も
含
め
て
宗
教
ょ
の
儀
式
な
ど
〈
宗
教
上
の
一
行
為
そ
の
他
)
へ
の
参
加
の
強
制
制
と
い
う
意
味
で
の
消
極
的
持

呂本における波紋分綾号線君主・その分析と島塁側{絞村}

為
で
あ
り
、

出
宗
教
間
関
体
の
使
雄
、
維
持
に
対
す
る
経
済
的
援
助
〈
公
金
支
出
)
と
い
う
意
味
で
の
跨
接
的
行
為
で
あ
る
。

川

w
の
行
為
は
二

O
条
一
一
一
項
の
内
容
を
要
約
し
た
も
の
で
あ
る
。
政
教
分
離
原
則
を
解
釈
す
る
と
き
、
留
家
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
の
は

一
般
的
に
「
宗
教
的
活
動
い
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
教
育
や
活
動
と
い
う
自
ら
意
患
を
も
っ
て
行
う
能
動
的
な
作
患
に
禽
け

て
の
制
限
が
な
さ
れ
て
い
る
と
晃
る
。
ま
た
こ
項
や
八
九
条
と
の
働
総
合
性
を
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
の
「
宗
教
的
活
動
」
は
国
家
の

行
う
諸
積
極
的
な
行
為
す
な
わ
ち
特
定
諜
派
の
た
め
の
布
教
、
ゆ
農
法
活
動
と
し
て
、
限
定
的
に
解
す
る
の
が
努
患
で
あ
る
。
二

O
条
一
一
環

で
宗
教
上
の
持
為
、
祝
典
、
儀
式
等
に
お
け
る
画
家
の
強
制
令
禁
乙
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
コ
一
項
は
全
て
の
「
か
か
わ
り
合
い
」
を

そ
の
ま
ま
宗
教
的
活
動
と
し
て
禁
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

(2) 
は

O
条
二
項
を
府
内
容
と
す
る
。
政
教
分
離
慨
原
則
燃
は
一
項
後
段
、

一
壊
で
譲
定
さ
れ
て
い
て
、

項
は
借
入
の
自
由
に
関
す
る
と
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す
る
の
が
通
説
で
あ
る
が
、

…
演
後
設
は
議
教
関
体
が
、

…
壌
は
臨
お
よ
び
そ
の
機
関
が
そ
れ
ぞ
れ
禁
ま
さ
れ
て
い
る
行
為
を
い
う
の

で
あ
り
、
一
一
項
は
個
人
の
信
教
的
自
由
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
議
教
関
体
、
回
出
お
よ
び
そ
の
機
関
の
一
向
者
に
関
す
る
行
為
に
つ
い
て
も

規
定
し
て
い
る
も
の
と
考
え
る
。
そ
れ
は
宗
教
上
の
儀
式
、
視
典
が
一
般
に
偶
人
と
い
う
よ
り
は
間
体
に
よ
っ
て
と
り
行
わ
れ
る
の
で

あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
の
抑
圧
・
を
制
捜
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
津
地
頭
祭
最
高
裁
判
決
に
お
け
る
反
対
意
見
で
は
、

犠
式
等
が
禁
止
さ
れ
る
宗
教
的
活
動
に
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
「
も
っ
と
も
、

一
応
宗
教
的
活
動
に
あ
た
る
と
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
も

の
で
あ
っ
て
も
、
閣
若
し
く
は
そ
の
機
興
が
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
誌
か
え
っ
て
国
民
の
信
教
の
自
由
が
制
制
約
さ
れ
る
結
果
と
な
る
と
き

又
は
平
等
の
原
則
な
ど
嬢
法
上

い
て
行
わ
れ
る
と
き
に
は
、
許
さ
れ
る
場
合
の
あ
る
こ
と
を
杏
定
す
る
も
の
で
は
な
い
J

と
い
う
。
公
的
機
関
に
在
職
中
死
亡
し
た
者
の
公
葬
な
ど
を
考
え
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
儀
式
念
持
う
こ
と
は
有
り
得
る
。
そ
の
梓
き
選

ぎ
を
制
限
し
た
も
の
と
し
て
条
文
を
解
す
れ
ば
、
政
教
分
離
原
制
約
の
意
味
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
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す
な
わ
ち
こ
こ
に
該
当
す
る
行
為
と
は
、
三
項
の
宗
教
的
活
動
に
入
ら
な
い
よ
う
な
形
で
、
自
ら
が
行
い
又
は
行
わ
な
い
場
合
も
あ

り
得
る
宗
教
上
の
行
為
、
説
典
、
儀
式
等
に
対
し
て
盟
が
参
加
を
強
制
約
す
る
行
為
で
あ
り
、
そ
れ
を
叫
の
積
極
的
行
為
に
対
し
溶
接
的

刊
行
為
と
す
る
の
で
あ
る
。

同
開
は
八
九
条
の
内
容
を
指
令
。
合
金
の
支
出
等
は
窓
桜
家
教
的
行
為
に
は
な
ら
な
い
が
、
特
定
の
宗
教
関
体
を
助
長
す
る
効
果
を
も

た
ら
せ
ば
、
結
果
と
し
て
そ
の
留
体
が
固
か
ら
特
権
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
禁
北
さ
れ
る
α

す
な
わ
ち
行
為
そ
の
も
の
は
諜
教
的

で
は
な
い
が
、
禁
止
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
間
接
的
苦
為
と
し
て
財
の
供
与
が
制
問
概
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
富
家
に
禁
止
さ
れ
る
三
つ
の
宥
為
を
整
理
す
る
と
、
政
教
分
離
原
則
問
の
逃
周
は
次
の
よ
う
に
設
定
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
選
家
と
宗
教
と
の
か
か
わ
り
合
い
が
違
憲
と
な
る
た
め
に
は
ま
ず
軍
家
に
よ
る
積
極
・
甫
極
・
縄
問
接
の
行
為

の
有
無
を
検
討
し
、
い
ず
れ
か
の
行
為
に
該
当
す
る
恐
れ
の
あ
る
場
合
、
目
的
・
効
果
基
準
を
適
用
し
て
相
当
隈
震
を
超
え
る
も
の
か



ど
う
か
を
検
誕
す
る
。
こ
の
手
刷
に
従
え
法
務
部
'
効
条
基
準
は
全
て
の
か
か
わ
り
合
い
で
は
な
く
、
上
記
の
三
つ
の
行
為
に
関
し
て

漉
揺
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
ま
ず
問
的
$
効
築
基
準
は

ωの
積
極
的
行
為
の
判
定
に
撞
震
さ
れ
る
。
こ
こ
で
、
国
の
行
っ
た
あ
る
行
為

が
議
教
的
活
動
に
あ
た
る
か
ど
う
か
は
、
宗
教
的
無
色
と
い
う
よ
り
は
中
立
性
を
維
持
し
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
で
考
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
二
項
の
示
す
と
お
り
、
川
仰
の
謂
極
的
行
為
を
禁
じ
る
前
提
と
し
て
、
ど
う
し
て
も
国
の
行
う
可
能
性
の
あ

る
宗
教
上
の
一
行
為
と
ヤ
つ
も
の
が
存
在
し
得
る
と
解
釈
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
積
極
的
行
為
は
、
特
定
宗
派
の
笈
怯
ゆ
え
に
積

極
的
で
あ
り
、
い
か
に
し
て
も
宗
教
的
中
立
性
を
保
つ
こ
と
は
で
な
い
行
為
で
あ
る
。
凶
の
潜
復
的
行
為
は
目
的
・
効
果
碁
準
そ
必
袈

と
し
な
い
。
こ
れ
は
偶
人
の
信
教
の
自
由
に
か
か
わ
る
重
要
な
部
分
で
あ
る
か
ら
、
倒
的
*
効
樹
木
と
い
う
よ
う
な
社
会
通
念
を
鵠
提
と

す
る
基
準
に
よ
っ
て
億
人
に
圧
力
の
か
か
る
行
為
を
認
め
る
こ
と
は
併
さ
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
。
俗
的
隣
接
的
行
為
に
つ
い
て
は
∞
の

場
合
と
向
様
、
溜
家
の
家
教
的
無
飽
と
い
う
よ
り
は
、
中
立
性
を
維
持
し
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
で
自
的
・
効
果
基
準
を
適
用

日本における教教分離宮ij度・その分析と線開(松村)

す
る
の
が
議
ま
し
い
。

つ
の
行
為
が
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
基
準
に
照
ら
し
て
も
そ
の
碁
準
を
超
え
る
と
み
な
さ
れ
れ
ば
、
そ

の
特
為
は
た
と
え
ば
憲
法
憲
法
一
一

O
条
に
い
う
と
こ
ろ
の
宗
教
上
の
行
為
、
宗
教
的
活
動
な
い
し
は
八
九
条
に
い
う
と
こ
ろ
の
宗
教
上

の
組
織
の
使
益
の
た
め
の
公
金
の
支
出
で
あ
る
と
し
て
違
憲
と
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
山
口
自
衛
官
合
記
訴
訟
第
一
審
判
決
の
場
合
、
自
衛
隊
山
口
地
連
の
行
っ
た
発
融
機
自
衛
宮
合
秘
申
舗
の

た
め
の
援
助
行
為
は
、
隊
友
会
と
共
同
し
て
行
っ
た
合
記
申
議
行
為
と
解
さ
れ
た
が
、
合
開
申
請
は
嫁
友
会
名
義
で
行
わ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
か
ら
、
そ
の
援
助
行
為
を
麗
の
積
極
的
行
為
に
分
類
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、

Jfm教
的
活
動
」
に
は
あ
た
ら
な
い
。
む
し
ろ
人

九
条
の
間
接
的
行
為
に
定
義
さ
れ
る
か
ど
う
か
で
あ
ろ
う
が
、
名
義
上
は
隊
友
会
の
行
為
で
あ
り
、
人
九
条
に
該
当
す
る
と
す
る
こ
と

も
困
難
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
箕
一

m忠
魂
縛
訴
訟
第

審
判
決
で
は
地
方
公
共
間
体
に
よ
る
公
有
地
の
貸
与
を
芯
然
教
的
活
動
」
と
し
て

会
織
性
会
開
親
と
す
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
八
九
条
の
「
公
の
財
獲
の
創
刊
薦
候
向
ず
い
あ
る
い
は
一
一

O
条

項
の
「
特
権
の
付
与
」
に
関
す
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る
掬
接
的
行
為
に
額
す
る
も
の
で
あ
り
、
大
坂
地
譲
像
訴
訟
第
一
審
判
決
の
「
土
地
の
貸
与
」
を
「
宗
教
的
活
動
い
と
す
る
こ
と
と
崎

様
、
条
文
解
釈
土
問
問
題
が
あ
る
。

八v

お
わ
り
に

一
九
九
一
一
一
年
一

政
教
分
離
原
則
に
糊
慨
す
る
判
決
が
新
た
に
幽
さ
れ
た
。
箕
面
患
魂
・
慰
霊
祭
訴
訟
最
高
裁
判
決
で
あ
る
。
こ
れ

は
箕
面
市
に
よ
る
忠
魂
碑
の
移
設
・
再
建
と
そ
の
た
め
の
代
金
支
出
(
代
替
地
の
取
得
費
用
を
含
め
八
五

O
O万
汚
余
て
お
よ
び
、

〈

1
)

患
魂
碑
前
で
の
慰
誕
祭
へ
の
市
教
育
委
員
長
の
参
列
等
の
行
為
が
、
政
教
分
離
違
累
と
し
て
争
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

箕
麗
忠
魂
・
慰
霊
祭
訴
訟
最
高
裁
判
決
の
要
需
は

ω忠
魂
祷
は
宗
教
施
設
か
、
山
市
遺
族
会
は
宗
教
師
体
か
、
同
慰
護
祭
は
宗
教
的

22-

活
動
か
と
い
う
一
一
一
つ
の
争
点
を
開
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

①
「
忠
魂
蹄
は
「
戦
没
者
記
合
碍
的
な
性
格
の
も
の
い
で
あ
り
「
本
件
忠
魂
碑
と
神
道
等
の
特
定
の
諜
教
と
か
か
わ
り
は
、
少
な
く

と
も
戦
後
に
お
い
て
は
希
簿
で
あ
り
:
:
:
靖
製
神
社
ま
た
は
護
聞
神
社
の
分
身
(
い
わ
ゆ
る
辺
刊
の
靖
雷
い
)
と
み
る
こ
と
は
で
き
な

ぃ。」@
「
本
件
忠
魂
碑
を
所
有
し
、
こ
れ
を
維
持
管
獲
し
て
い
る
市
遺
族
会
は
、
宗
教
的
活
動
令
す
る
こ
と
を
未
来
の
設
的
と
す
る
毘
体

で
は
な
い
J

A
W

「
お
教
育
長
の
本
件
慰
議
祭
へ
の
参
列
は
、
京
教
と
の
か
か
わ
り
合
い
の
程
度
が
我
が
態
の
社
会
鶴
、
文
化
的
諸
条
件
に
揺
ら
し
、

信
教
の
自
由
の
保
障
の
確
保
と
い
う
制
度
の
根
本
目
的
と
の
関
係
で
穏
当
と
さ
れ
る
線
度
を
超
え
る
も
の
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
懇
談
上

の
政
教
分
離
原
制
的
亙
び
そ
れ
に
基
づ
く
致
教
分
離
鑑
定
に
違
日
反
す
る
も
の
で
は
な
い
」



と
し
て
合
意
の
判
決
を
下
し
た
の
で
あ
る
。
ま
だ
会
文
を
検
討
し
て
い
な
い
の
で
、
欝
綴
な
分
析
は
後
日
に
ま
わ
す
と
し
て
も
お
お

む
ね
妥
当
な
政
教
分
離
解
釈
と
い
え
よ
う
。

以
上
、
政
教
分
離
制
約
震
の
論
理
を
め
ぐ
り
、
津
地
鎮
祭
訴
訟
の
判
決
を
中
心
と
し
な
が
ら
、
そ
の
解
釈
の
諸
問
錯
そ
警
統
制
し
て
き
た
。

こ
こ
で
の
結
論
は
、
条
文
解
釈
上
か
ら
は
厳
格
分
離
説
よ
り
も
相
対
分
離
説
の
方
が
妥
当
設
を
持
つ
が
、
目
的
・
効
果
碁
準
は
必
ず
し

も
万
能
の
基
準
と
は
な
り
得
な
い
こ
と
を
倒
絞
し
た
。
政
教
分
離
原
則
の
諸
説
は
、
そ
の
概
舎
が
普
遜
的
概
念
と
と
る
か
ど
う
か
で

つ
の
大
き
な
流
れ
に
分
か
れ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
今

つ
別
の
見
方
会
す
る
な
ら
ば
、
来
た
し
て
政
教
分
離
原
則
は
ア
メ
リ
カ
と
問
様

に
わ
が
関
に
不
可
欠
の
も
の
と
し
て
、
当
熱
に
認
識
し
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
政
教
分
離
原
制
約
が
導
入
さ
れ
た
の
は
、
神
酒
指
令

に
始
ま
る

G
H
Qの
・
占
領
政
策
N
M
楽
で
あ
り
、
ま
た
日
本
国
憲
法
の
制
定
過
程
の
背
景
を
患
う
と
、
そ
こ
に
戦
後
の
反
省
と
い
う
言
葉

が
出
て
く
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。
し
か
し
日
本
の
窓
・
岡
主
義
の
支
柱
は
、
同
四
家
神
道
や
天
皇
の
存
在
に
の
み
負
っ
て
い
た
か
と
い
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う
点
に
つ
い
て
の
深
い
考
察
や
議
議
は
ま
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
、

G
H
Q
-が
5
本
の
軍
冨
主
義
は
国
家
神

滋
に
魚
、
っ
と
考
え
た
た
め
に
、
政
教
分
離
原
闘
を
ア
メ
リ
カ
よ
り
も
厳
格
に
解
さ
な
け
れ
ぜ
な
ら
な
く
な
っ
た
と
い
う
事
情
は
な
か
っ

た
だ
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
、
わ
が
笛
の
社
会
・
文
化
的
諸
条
件
に
聞
し
て
法
を
運
用
し
て
い
こ
う
と
す
る
法
解
釈
の
理
念
か
ら
見
て
も
、

政
教
分
離
原
則
則
の
厳
格
な
適
用
出
を
天
与
の
事
実
の
ご
と
く
受
け
入
れ
る
こ
と
に
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
だ
か
ら

と
い
っ
て
岡
家
神
道
を
賛
美
し
、
戦
争
の
賓
径
を
尋
常
に
帰
そ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
法
が
本
当
に
生
き
た
も
の
と
し
て
我
々

の
生
活
と
共
に
歩
ん
で
い
く
た
め
に
は
、
そ
れ
ら
諸
条
件
を
考
思
す
る
姿
勢
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
は
政
治
的
な
思
惑
に
関
わ
り
な
く

一
定
の
基
準
と
根
拠
を
保
つ
こ
と
が
望
ま
し
い
。
し
か
し
そ
の
点
に
関
し
て
は
今
回
の
私
の
報
告
も
ま
た
不
完
全
な
も
の
と
考
え
る
。

と
い
う
の
も
、
こ
こ
で
考
察
の
対
象
と
し
て
い
る
の
は
、
間
十
六
年
前
に
成
立
し
た
織
法
条
文
に
つ
い
て
の
理
論
解
釈
に
議
事
ず
、
必

ず
し
も
現
実
の
宗
教
事
情
や
宗
教
弱
体
の
現
状
を
、
充
分
に
検
脅
し
た
上
で
対
応
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
現
代
の
京
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教
現
象
に
は
多
く
の
様
根
が
あ
り
、
こ
れ
ら
諸
相
令
考
癒
す
る
た
め
、
宗
教
学
や
民
俗
学
の
領
域
に
も
分
け
入
っ
て
積
極
的
に
諸
学
情

の
或
巣
を
吸
収
す
る
こ
と
を
議
題
と
し
て
、
今
後
一
一
層
の
研
究
に
努
め
た
い
。
ま
た
戦
後
五

O
年
を
迎
え
、
わ
が
簡
は
そ
ろ
そ
ろ
戦
後

の
反
省
か
ら
脱
出
し
て
歴
史
が
示
す
と
こ
ろ
を
冷
静
に
受
け
と
め
、
政
教
分
離
原
鎚
を
機
悔
と
し
て
で
は
な
く
、
実
用
的
な
方
法
と
し

て
価
緩
や
立
的
に
議
論
す
る
こ
と
を
望
ん
で
、
こ
の
論
を
終
え
た
い
と
患
う
。

(
1〉
以
下
、
終
決
の
要
旨
に
つ
い
て
は
鴻
郎
法
穫
「
致
教
分
厳
と
後
教
の
自
由
」
「
ジ
ュ
リ
ス
ト

。
二
一
一
号
』
一
九
九
三
年
、
五
二
頁
を
参
照
。

付

言語

本
替
需
は
第
一
一
大
関
宗
教
法
学
会
〈
一
九
九
三
年
六
月
〉
で
の
研
究
報
後
の
懲
役
は
変
え
ず
に
要
約
・
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
e
枚
数
制
限
上
、
報
告
で
一
富
一
及
し
た
芳

子
の
事
情
慌
に
つ
い
て
は
省
瞬
時
せ
ず
る
を
得
な
か
っ
た
。
よ
り
鯵
織
に
は
吋
現
行
憲
法
に
お
け
る
政
教
分
離
原
慰
問
の
論
閣
?
そ
の
分
析
と
展
開
」
叫
駒
沢
大
学
大
学
院
・

公
法
学
研
究
』
(
二

O
母
・
一
九
九
三
年
)
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
ま
た
、
悶
鋤
用
回
躍
の
植
報
告
と
し
て
「
謂
明
日
行
事
駆
畿
に
お
け
る
数
数
分
縦
隊
側
の
論
理
・
相
対
分

離
融
制
棋
の
分
析
と
銀
側
関
い
吋
織
法
研
究
』
(
一
一
七
号
・
一
九
九
玄
年
)
が
あ
る
。

24-


