
わ
が
国
に
お
け
る
政
教
合
離
判
例
の
動
向

地

は
じ
め
に

最
高
裁
判
開
の
流
れ

一一
下
級
審
判
例
の
流
れ

四

厳
格
分
離
説
の
問
題
点
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わが国における政教分離判例の動向(否主主〉

は

じ

め

わ
が
国
で
最
初
の
本
格
的
な
政
教
分
離
裁
判
と
な
っ
た
洋
地
鎮
祭
訴
訟
事
件
の
提
訴
以
来
、
今
年
で

γ設
三
十
年
、
最
高
裁
判
決
だ

け
で
も
す
で
に
五
判
決
を
数
え
る
に
到
っ
た
。

こ
の
向
、
憲
法
の
政
教
分
離
を
め
ぐ
っ
て
は
、
判
関
お
よ
び
学
説
上
、
厳
格
分
離
設
と
限
定
分
離
設
と
の
間
で
厳
し
い
対
立
が
み
ら

れ
た
が
、
少
く
と
も
最
高
裁
で
は
、
賂
和
五

一
年
の
津
地
鎮
祭
訴
訟
判
決
お
よ
び
鰐
和
六
三
年
の
殆
職
自
衛
官
合
詑
訴
訟
判
決
に
お
い

て
綬
定
分
離
説
が
確
立
し
て
お
り
、
一
平
成
四
年
の
大
阪
地
蔵
像
訴
訟
判
決
、
平
成
五
年
の
箕
詔
忠
魂
碑
・
慰
議
祭
訴
訟
判
決
お
よ
び
千

葉
県
仏
式
町
民
葬
訴
訟
判
丸
山
千
こ
の
よ
う
な
最
高
裁
の
立
場
を
再
確
詳
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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他
方
、
下
級
稼
で
は
、
添
付
資
料
〈
後
掲
)
か
ら
も
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
厳
格
分
離
説
と
限
定
分
離
説
と
の
関
で
振
幅
が
み
ら
れ
る
。

と
は
い
う
も
の
の
、
今
日
、
制
作
鱒
の
流
れ
は
限
定
分
離
畿
で
ほ
ほ
固
ま
り
つ
つ
あ
る
と
い
っ
て
も
過
設
で
は
な
か
ろ
う
。
す
な
わ
ち
昭

和
五
十
年
代
後
半
に
は
厳
格
分
離
説
に
立
っ
た
判
例
が
続
出
し
た
も
の
の
、
昭
和
六
十
年
代
に
入
る
と
一
転
し
て
間
限
定
分
離
説
に
立
つ

た
A
M
悶
懲
判
決
が
穏
次
ぐ
よ
う
に
な
る
。
そ
の
後
、
平
成
に
な
る
と
、
一
光
年
に
愛
媛
県
玉
串
料
訴
訟
一
審
判
決
、
一
二
年
に
は
岩
手
靖
調
訴

器
控
訴
審
判
決
と
い
う
よ
う
に
、
再
び
厳
格
分
離
設
に
立
っ
た
滋
慾
判
決
も
散
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
他
方
で
は
千
葉
県
仏
式
町

〈

2〉

民
葬
訴
訟
控
訴
務
判
決
を
は
じ
め
と
す
る
限
定
分
離
説
の
流
れ
も
依
然
と
し
て
議
い
て
お
り
、
判
例
の
築
士
争
的
諸
れ
は
変
っ
て
い
な

ぃ
。
そ
し
て
平
成
田
年
の
秋
以
降
に
出
さ
れ
た
判
決
は
、
大
薮
mw
位
の
札
・
大
嘗
祭
訴
訟
判
決
を
徐
念
、
す
べ
て
夜
定
分
離
説
に
戎
脚

し
た
も
の
ば
か
り
で
あ
り
、
下
級
審
に
お
い
て
も
、
最
高
裁
と
民
様
、
限
定
分
離
説
が
ほ

の
で
は
な
い
か
と
患
わ
れ
る
。

そ
こ
で
、
右
に
議
ベ
た
制
作
倒
の
流
れ
を
更
に
詳
し
く
分
析
し
、
こ
の
分
析
を
通
し
て
厳
格
分
離
説
が
も
は
や
十
分
説
得
力
の
あ
る
、
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客
観
的
、
合
理
的
根
拠
を
有
し
え
な
い
所
以
安
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

(3) 

報
告
者
は
、
先
に
布
判
例
の
流
れ
を
分
析
し
、
公
刊
す
る
機
会
を
得
た
が
、

、
右
の
分
析
を
踏
ま
え
つ
つ
、
そ
の
後

出
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
判
例
も
分
析
の
対
象
と
し
、
わ
が
凶
に
お
け
る
判
例
の
動
向
(
後
掲
年
表
参
加
熱
〉
を
概
観
す
る
こ
と
と
す
る
。

二
、
議
高
裁
判
部
の
流
れ

{寸

津
地
畿
禁
訴
訟
判
決

憲
法
の
定
め
る
政
教
分
離
に
つ
い
て
、
最
高
裁
大
法
廷
は
昭
和
五
二
年
七
丹
十
三
日
、
初
め
て
そ
の
見
解
を
明
ら
か
に
し
た
c

ぞ
れ

に
よ
れ
ば
、



①
政
教
分
離
規
定
は
い
わ
ゆ
る
制
度
的
保
障
で
あ
っ
て
、
信
教
の
自
由
そ
の
も
の
と
は
異
な
る
こ
と
(
換
言
す
れ
ば
、
政
教
分
離

は
信
教
の
自
由
を
確
保
す
る
た
め
の
い
わ
ば
「
手
段
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
)

0

②
憲
法
は
国
家
と
宗
教
の
完
全
な
分
離
を
理
想
と
し
て
い
る
が
、
現
実
の
国
家
制
度
と
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
社
会
的
、
文

化
的
諸
条
件
に
照
ら
し
て
、
国
家
と
宗
教
と
の
あ
る
程
度
の
か
か
わ
り
合
い
は
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
憲
法
の
政
教
分

離
は
国
家
と
宗
教
と
の
か
か
わ
り
合
い
を
一
切
禁
止
す
る
も
の
で
は
な
く
、
宗
教
と
の
か
か
わ
り
合
い
を
も
た
ら
す
行
為
の
「
目
的
」

お
よ
び
「
効
果
」
に
か
ん
が
み
、
そ
の
か
か
わ
り
合
い
が
相
当
と
さ
れ
る
限
度
を
超
え
る
場
合
に
初
め
て
禁
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

③
具
体
的
に
は
、
憲
法
二

O
条
三
項
の
禁
止
す
る
「
宗
教
的
活
動
」
と
は
、
当
該
行
為
の
「
目
的
」
が
宗
教
的
意
義
を
も
ち
、
そ

の
「
効
果
」
が
宗
教
に
対
す
る
援
助
、
助
長
、
促
進
又
は
圧
迫
、
干
渉
と
な
る
よ
う
な
行
為
を
指
す
(
い
わ
ゆ
る
「
目
的
効
果
基
準
」
)
0

④
そ
こ
で
考
え
る
に
、
本
件
起
工
式
(
神
道
式
地
鎮
祭
)
は
、
宗
教
と
の
か
か
わ
り
合
い
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
定
し
え
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な
い
が
、
そ
の
「
目
的
」
は
建
築
着
工
に
際
し
土
地
の
平
安
堅
固
、
工
事
の
無
事
安
全
を
願
う
と
い
う
世
俗
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ

わが国における政教分離判例の動向(百地)

の
「
効
果
」
も
神
道
を
援
助
、
助
長
、
促
進
し
又
は
他
の
宗
教
に
圧
迫
、
干
渉
を
加
え
る
も
の
と
は
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
、
憲
法
の

禁
止
す
る
宗
教
的
活
動
に
は
当
ら
な
い
。

又
、
本
件
起
工
式
の
挙
式
費
用
の
支
出
も
、
起
工
式
の
目
的
、
効
果
お
よ
び
支
出
金
の
性
質
、
額
等
か
ら
考
え
る
と
、
憲
法
八
九

条
に
違
反
す
る
も
の
と
は
い
え
な
い
。

こ
の
判
決
は
、
最
高
裁
が
限
定
分
離
説
に
立
ち
、
そ
の
判
断
基
準
と
し
て
「
目
的
効
果
基
準
」
を
採
用
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た

画
期
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
ポ
イ
ン
ト
は
以
下
の
諸
点
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
第
一
点
は
、
判
決
が
起
工
式
の
「
二
面
的
性
格
」
に
着
目
し
、
当
該
行
為
が
憲
法
の
政
教
分
離
に
違
反
す
る
か
ど
う
か

は
「
当
該
行
為
の
外
形
的
側
面
の
み
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
」
、

一
般
人
の
宗
教
的
評
価
、
当
該
行
為
者
の
意
図
、

目
的
、

一
般
人
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に
与
え
る
効
果
、
影
響
等
を
考
慮
し
、
「
社
会
通
念
に
従
っ
て
」
客
観
問
的
に
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

つ

ま
り
判
決
も
認
め
る
よ
う
に
、
主
宰
者
で
あ
る
神
職
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
起
工
式
は
宗
教
的
慎
仰
心
に
基
づ
い
て
執
行
さ
れ
た
も
の
で

あ
り
、
外
形
的
に
も
起
工
式
が
宗
教
的
儀
式
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
一
般
人
お
よ
び
主
催
者
で
あ
る
市
長
ら
の
意
識

に
立
ち
、
社
会
通
念
に
従
っ
て
判
断
す
る
な
ら
ば
、
起
工
式
は
あ
く
ま
で
散
俗
的
行
為
で
あ
り
、
さ
し
た
る
宗
教
的
意
義
は
認
め
ら
れ

な
い
と
し
た
わ
け
で
あ
っ
て
、
最
高
裁
判
例
は
こ
の
後
者
の
慨
か
ら
の
評
価
を
問
問
題
と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

第
二
点
は
、
最
高
裁
判
決
に
い
わ
ゆ
る
目
的
効
果
基
準
に
お
い
て
、
決
定
的
意
味
を
も
つ
の
は

ぃ
、
つ
こ
と

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
仮
に
あ
る
種
の
国
家
行
為
の
「
目
的
」
が
宗
教
的
意
義
を
持
つ

の
援
助
、
助
長
、
保
進
又
は
圧
迫
、
干
渉
に
な
ら
な
け
れ
ば
構
わ
な
い
と
い
う
こ
と

し
た
受
刑
者
に
対
す
る
教
義
活
動
に
つ
い
て
い
え
ば
、
受
刑
者
の
希
望
に
応
じ

の
布
教
と
み
る
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こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
宗
教
的
意
義
は
者
定
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ぞ
れ
合
え
、

い
う
「
民
的
効
果
基

準
」
は
、
「
底
的
」
お
よ
び
「
効
果
い
の

一
条
件
令
充
た
し
た
時
初
め
て
政
教
分
離
選
肢
と
す
る
も
の
ぞ
あ
っ
て
、
「

「
主
要
な

効
果
」
お
よ
び

つ
マ
も
ク
リ
ア
で
き
な
け
れ
ば
違
憲
と
す
る
ア
メ
リ
カ
の
レ
モ
ン

か
か
わ
り
合
い

の

テ
ス
ト
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
。

そ
の
後
、
畿
蕊
毅
は
殉
職
自
衛
官
A
M

口
組
訴
訟
判
決
に
お
い
て
も
、
右
の
「
目
的
効
果
基
準
」
を
採
用
し
た

こ
の
裁
判
で
直
接
問
題

と
さ
れ
た
の
は
、

の
九
五
議
す
る
「
宗
教
的
人
格
権
」
な
る
も
の
が
法
的
権
利
と
し
て
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
が
、
も
う
一
つ
の
争
点
は
、
出
自
県
隊
友
会
が
護
悶
神
社
に
対
し
て
殉
職
自
衛
宮
の
合
記
申
請
を
行
っ
た
際
、
患
(
自
衛
隊
出
口
地



方
連
絡
部
)
が
協
力
し
た
行
為
が
憲
法
の
禁
止
す
る
「
宗
教
的
活
動
」
に
当
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
き
判

決
は
、
合
総
陶
芸
矧
そ
の
も
の
は
あ
く
ま
で
隊
友
会
の
単
独
行
為
で
あ
り
、
関
は
事
務
的
な
協
力
を
行
っ
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
の
行
為

も
「
宗
教
と
の
か
か
わ
り
合
い
は
間
接
的
で
あ
り
、
そ
の
窓
図
、
凶
行
的
も
、
合
認
笑
現
に
よ
り
自
衛
隊
員
の
社
会
的
地
設
の
向
上
と
土

気
の
潟
揚
を
毘
る
こ
と
に
あ
っ
た
」
か
ら
「
宗
教
的
意
識
も
希
薄
」
で
あ
る
こ
と
、
又
、
「
効
果
」
と
い
う
点
で
も
、
特
定
宗
教
を

「
援
助
、
助
長
、
促
進
し
、
又
は
他
の
宗
教
に
圧
迫
、
子
渉
を
加
え
る
よ
う
な
効
巣
を
も
つ
も
の
と
一
般
人
か
ら
評
値
さ
れ
る

は
認
め
難
い
」
と
し
、
土
邪
教
的
活
動
」
に
は
当
ら
な
い
と
し
た
。

つ
ま
り
最
高
裁
は
、
先
の
津
地
鎮
祭
訴
訟
判
決
で
採
尽
し
た
目
的
効
果
基
準
を
そ
の
ま
ま
採
用
し
た
わ
け
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
陶
判

決
に
よ
っ
て
、
限
定
分
離
説
に
立
つ
最
高
裁
の
立
場
は
確
立
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
マ
き
ょ
う
。
こ
の
点
、

つ
て
は
、
関

判
決
の
附
に
微
妙
な
変
化
が
生
じ
て
い
る
こ
と
令
指
摘
ナ
る
晃
解
も
み
ら
れ
る
が
、
果
た
し
て
妥
お
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
愛
媛
県

-149-

玉
串
料
訴
訟
に
お
け
る
原
告
側
の

、
殉
職
自
衛
官
合
組
訴
訟
最
高
裁
判
決
に
お
い
て
、
「
効
泉
い
審
査
に
当
り
、

わが闘における正文教分緩宇IJf1iJの動向(否主主}

の
か
か
わ
り
合
い
が
間
接
的
か
ど
う
か
」
、
争
当
該
行
為
が
「
一
般
人
の
〔

へ
の
)
宗
教
的
関
心
を
呼
ぴ
起

こ
す
か
」
ど
う
か
、
の
二
点
が
新
た
に
付
加
さ
れ
た
も
の
と
み
て
お
り
、
そ
の
当
官
が
問
題
に
な
る
。

確
か
に
、
殉
職
自
衛
官
会
記
訴
訟
判
決
で
は
、
最
高
裁
が
右
の

点
に
つ
い
て
も
判
断
を
加
え
て
い
る
こ
と
は
弼
遠
い
な
い
。
し
か

し
同
判
決
も
、
判
断
の

と
し
て
は
津
地
鎮
祭
訴
訟
判
決
の
指
示
す
る
と
こ
ろ
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、

右
二
点
の
判
断
は
あ
く
ま
で
開
基
準
を
「
適
沼
」
す
る
に
当
っ
て
新
し
く
付
加
さ
れ
た
に
と
ど
ま
る
。
ぞ
れ
ゆ
え
、
最
高
裁
が
政
教
分

離
に
つ
い
て
の
審
査
基
準
自
体
を
変
更
し
た
と
み
る
の
は
性
急
に
す
ぎ
よ
う
。
事
実
、
宗
教
と
の
か
か
わ
り
合
い
が
夜
接
的
か
間
接
的

か
と
い
う
点
は
、
当
の
最
高
裁
自
身
が
「
外
形
的
側
面
」
に
と
ら
わ
れ
る
べ
き
で
な
い
と
し
て
退
け
た
い
わ
ば
「
形
式
」
に
か
か
わ
る

も
の
で
あ
っ
て
、
基
準
と
さ
れ
る
べ
き
は
あ
く
ま
で
「
社
会
通
念
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
地
鎮
祭
訴
訟
の
ケ
i
ス
で
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は
、
市
が
滋
鎮
祭
そ
の
も
の
を
点
催
し
、
直
接
、
宗
教
的
儀
式
に
か
か
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
っ
て
、
も
し
宗
教
と
の
か
か
わ
り
合
い

が
議
接
的
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
地
鎮
祭
会
宗
教
的
活
動
に
当
ら
な
い
と
し
た
判
決
の
立
場
と
矛
麗
す
る
こ

と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
当
一
該
行
為
が
「
特
定
宗
教
へ
の
関
心
を
呼
び
起
こ
す
い
か
ど
う
か
と
い
う
点
も
、
基
準
と
す
る
に
は
唆

味
す
ぎ
る
。
も
し
こ
の
よ
う
な
恭
準
が
採
用
さ
れ
た
な
ら
ば
、
最
高
裁
に
よ
っ
て
問
題
な
し
と
さ
れ
た
神
道
式
地
鎮
祭
や
神
式
あ
る
い

は
仏
式
の

て
も
、
ひ
と
た
び
マ
ス
コ
ミ
等
に
よ
っ
て
家
り
上
げ
ら
れ
、
問
題
化
し
、
あ
る
い
は
訴
訟
が
提
起
さ
れ

た
と
き
に
は
、
当
該
宗
教
へ
の
傾
向
心
令
川
町
び
謡
こ
す
も
の
と
し
て
違
憲
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

に
お
け
る
政
教
分
離
の
審
査
基
準
に
変
更
が
な
い
こ
と
は
、
津
地
鎮
祭
訴
訟
の
判
決
の
基
準
を
そ
の
ま
ま
採
胤
し
た
平
成
四

年
の
大
陵
地
蔵
像
訴
法
最
高
裁
判
決
、
一
平
成
五
年
の
箕
語
忠
魂
碑
'
印
刷
ム
霊
祭
訴
訟
最
高
裁
判
決
お
よ
び
千
葉
県
仏
式
町
民
葬
訴
訟
畿
潟

裁
判
決
に
黙
ら
し
で
も
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
れ
ら
両
判
決
に
よ
っ
て
、
援
定
分
離
説
を
採
吊
す
る
最
高
裁
の
立
場
は
再
確
認
さ
れ
た
も

150ー

の
と
考
え
ら
れ
る
。

に
い

葉
国
忠
魂
碑

平
成
四
年
以
降
に
出
怒
れ
た
最
高
裁
判
決
の
う
ち
、
特
に
注
目
す
べ
き
は
、
箕
面
忠
魂
碑
・
慰
霊
祭
訴
訟
判
決
モ
あ
ろ
う
。

こ
の
裁
判

の
争
点
は
、

φ
忠
魂
慢
が
宗
教
施
設
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
、

φ
本
件
忠
魂
碑
の
移
設
、
再
建
が
憲
法
二

O
条

三
項
の
禁
比
す
る
宗
教
的
活
動
に
あ
た
る
か
ど
う
か
、
母
慾
法
八
九
条
に
い
う
「
宗
教
上
の
組
織
、
団
体
」

の
意
味
と
、
遺
族
会
が

の
組
織
、
岡
山
体
い
に
該
当
す
る
か
習
か
、
お
よ
び
④
市
教
管
長
の
慰
霊
祭
参
列
の
合
愈
性
で
あ
っ
た

こ
れ
ら
の
い
況
に
つ
き
、
最
高
裁
は
次
め
よ
う
に
判
示
し
て
い
る
c

先
ず
、
忠
魂
碑
の
性
格
で
あ
る
が
、
2
本
件
忠
魂
碑
と
神
滋
叫
警
の

特
定
の
宗
教
と
の
か
か
わ
り
は
、
少
く
と
も
戦
後
に
お
い
て
は
希
薄
で
あ
り
、
本
件
忠
魂
鴻
砕
を
錆
倒
神
社
又
は
護
悶
神
社
の
分
身
(
い



わ
ゆ
る
「
村
の
靖
国
」
)
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い

J

次
に
本
件
忠
魂
碑
の
移
設
、
再
建
の
「
目
的
い
は
「
小
学
校
の
校
舎
の
建
替
え

等
の
た
め
」
公
有
地
上
に
存
す
る
施
設
を
悠
の
場
所
に
移
設
、
再
建
し
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
専
ら
世
俗
的
な
も
の
と
認
め
ら
れ
、
そ
の

「
効
果
」
も
「
特
定
の
宗
教
を
援
助
、
助
長
、
促
進
し
又
は
他
の
宗
教
に
現
迫
、
干
渉
を
加
え
る
も
の
と
は
認
め
ら
れ
な
い

J

さ
ら
に
学
説
上
議
論
の
あ
っ

，一

O
条
、
八
九
条
の
「
宗
教
上
の
組
織
、
関
山
体
」
に
つ
い
て
は
、
「
特
定
の
宗
教
の
督
伸
、
礼

拝
又
は
普
及
等
の
宗
教
的
活
動
を
行
う
こ
と
を
本
来
の
目
的
と
す
る
組
織
な
い
し
開
体
令
指
す
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と

判
示
、
ー
遺
族
会
は

の
組
織
、
居
体
」
に
は
該
当
し
な
い
と
し
て
、
上
告
人
の
主
張
を
溶
け
た
。

{4} 

…
審
判
決
を
詳
細
に
批
判
し
た
別
稿
で
述
べ
た
と
こ
ろ
と
同
じ
で
あ
り
、
妥
当
で
あ
る
。
と
り
わ

〕
れ
ら
の
判
断
は
、

け
注
目
す
ベ

、
最
高
裁
が
、
慾
法
八
九
条
を
非
宗
教
的
組
織
、
団
体
に
よ
る
「
説
教
的
事
業
、
活
動
」
へ
の
財
政
援
助
ま
で
禁

し
た
規
定
と
み
る

審
判
決
の
立
場
を
却
け
た
点
で
あ
る
。

一
務
判
決
以
来
、
学
説
の
中
に
は
、
こ
れ
を
支
持
す
る
説
も
散
見
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
が
、
「
宗
教
上
の
組
織
、
団
体
」
を
布
の
よ
う
に
拡
大
し
て
解
釈
寸
る
立
場
は
、
憲
法
八
九
条
の
文
一
言
、

わが闘における政教分緩和j僚の動向(8地〉

過
程
、

〈

5
)

英
文
訳
、
さ
ら
に
は
政
教
分
離
の
理
解
の
仕
方
か
ら
し
て
も
疑
義
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
も
、
本
判
決
は
注
目
す
べ
き
と
患
わ
れ
る
。

、
本
判
決
は
、
市
教
育
長
の
慰
議
祭
参
列
に
つ
き
、
「
参
列
は
、
地
元
に
お
い
て
毅
婆
な
公
職
に
あ

の
社
会
的
儀
礼
と

し
て
参
列
し
た
も
の
」
で
あ
り
、
「
自
的
」
は
「
地
元
の
戦
没
者
の
慰
霊
、
遺
憾
の
た
め
の
宗
教
的
行
事
に
擦
し
、
戦
没
者
遺
族
に
対

す
る
社
会
的
儀
礼
を
尽
く
す
と
い
う
専
ら
投
俗
的
な
も
の
」
で
あ
り
、
そ
の

も
「
特
定
の
宗
教
に
対
す
る
援
助
、

よ
う
な
行
為
と
は
認
め
ら
れ
な
い

促
進
又
は
在
迫
、

と
判
示
し
た
の
こ
れ
に
よ
っ
て
、
大
嘗
祭
関
連
儀
式
へ
の
知
事

ら
の
参
到
に
つ
い
て
も
、
合
慾
性
判
断
の
指
針
が
一
ぶ
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
理
解
さ
れ
る
。

下
級
審
判
例
の
流
れ
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昭
和
五
十
年
代
後
半
の
判
鰐

最
高
裁
で
問
的
効
果
築
家
が
示
さ
れ
た
後
も
、
昭
和
五
十
年
代
後
半
に
は
、
下
級
審
に
お
い
て
厳
格
分
離
説
に
立
っ
た
判
決
が
根
次

い
で
出
ぎ
れ
た
。
そ
の
代
表
約
な
例
は
箕
面
忠
魂
縛
訴
訟
一
審
判
決
で
あ
る
。
間
判
決
の
特
徴
と
し
て
は

①
形
式
的
に
は
綾
高
裁
の
示
し
た
「
間
的
効
果
基
準
」
を
採
用
し
つ
つ
、

ア
メ
リ
カ
の
レ
モ
ン
・
テ
ス
ト
に
倣
っ
て
「
白
的
」
お

よ
じ吃

の
他
に
、
国
家
と
京
教
と
の
「
過
度
の
か
か
わ
り
」
の
有
無
安
も
問
題
に
し
、

い
わ
ば
問
的
効
果
基
準
を
厳
格
に
逮

用
寸
る
こ
と
に
よ
っ
て
逮
懇
の
結
論
を
導
き
出
し
て
い
る
こ
と
、

金
「
{
一
一
小
教
」
の
概
念
を
ま
く
定
義
し
、
問
問
題
と
な
っ
た
忠
魂
鍔
ま
で
「
宗
教
施
設
L

て
い
る
こ
と
、

③
憲
法
八
九
条
を
拡
大
解
釈
し
、
議
放
会
に
対
す
る
公
念
支
出
ま
で
違
憲
と
し
て
い
る
こ
と
、

を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

152-

こ
の
う
ち
第
一
点
に
つ
い
て
い
え
ば
、
最
高
裁
は
「
過
震
の
か
か
わ
り
い
を
独
立
し
た
審
査
蒸
準
と
し
て
は
採
用
し
て
お
ら
ず
、
あ

く
ま
で
「
目
的
い
お
よ
び
「
効
果
」
の
み
安
問
題
と
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
「
目
的
」
お
よ
び
「
効
果
」
か
ら
判
断
し
て
、

出
家
と
宗
教
と
の
か
か
わ
り
合
い
が
「
相
当
と
さ
れ
る
練
度
い
を
超
え
る
と
き
初
め
て
違
憲
と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
ぞ
れ
ゆ
え
、

「
過
境
の
か
か
わ
り
」
を
夜
桜
問
題
と
し
た
右
判
決
は
、
明
ら
か
に
最
高
裁
判
決
か
ら
逸
脱
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

に
、
政
教
分
離
解
釈
に
お
い
て

の
概
念
を
ま
く
定
義
す
る
手
法
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
疑
問
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

nn

本
国
宝
富
山
誌
に
い
わ
ゆ
る
「
政
教
分
離
い
と
は
「
富
家
と
教
会
〈
宗
教
国
体
)
の
分
縫
い
を
意
味
し
、
日
開
が
特
定
の
宗
教
富
体
と
結
合
す

る
こ
と
を
禁
止
し
よ
う
と
す
る
に
と
ど
ま
る
か
ら
で
あ
る
。
ぞ
れ
ゆ
え
、
「
悶
家
と
宗
教
の
分
離
」
と
は
異
な
り
、
国
家
生
活
か
ら
一

制
約
の
宗
教
的
色
彩
を
払
拭
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
決
し
て
な
い
か
ら
、
宗
教
の
範
囲
に
つ
い
て
も
、
当
然
、

の
宗
教
」
と
い

う
よ
う
に
限
定
的
に
解
す
れ
ば
足
り
る
。



最
後
に
憲
法
八
九
条
の
解
釈
と
し
て
、
信
州
市
を
臼
的
と
寸
る
「
宗
教
上
の
組
織
、
団
体
」
に
対
す
る
財
政
援
助
の
み
な
ら
ず
、
信
仰

を
本
来
の
目
的
と
は
し
な
い
「
非
宗
教
的
な
組
織
、
間
体
の
行
う
宗
教
的
事
業
、
活
動
」
に
対
す
る
援
助
ま
で
禁
止
し
た
も
の
と
拡
大

解
釈
す
る
右
判
決
の
立
場
は
、
す
で
に
瀧
べ
た
よ
う
に
、

の
組
織
、
団
体
」
の
語
義
お
よ
び
憲
法
人
九
条
の
成
立
過
程
か
ら

し
で
も
、
又
政
教
分
離
の
解
釈
と
し
て
も
妥
当
性
を
欠
い
て
い
る
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
拡
大
解
釈
は
、
そ
の
後
、
同
訴
訟
控
訴
審
判
決

お
よ
び
先
の
最
高
裁
判
決
、
さ
ら
に
大
阪
地
裁
像
訴
訟
一
、

後
判
決
お
よ
び
最
高
裁
判
決
に
よ
っ
て
練
り
返
し
否
定
さ
れ
て
お
り
、

こ
の
問
題
は
判
例
上
す
で
に
決
着
を
み
た
も
の
と
解
し
て
よ
か
ろ
う
。

に)

mm
和
六
十
年
代
の
判
例

制
昭
和
六
十
年
代
に
入
る
と
、
下
級
審
判
決
の
立
場
は

年
の
大
阪
地
蔵
像
一
森
繁
一
審
判
決
を
轄
矢
と
し
て
、
そ

153-

転
す
る
。
昭
和
六

の
後
、
岩
手
靖
国
訴
訟
一
審
判
決
、
箕
関
怠
塊
碑
・
懇
霊
祭
訴
訟
控
訴
審
判
決
、
さ
ら
に
は
箕
諮
遺
族
会
補
助
金
訴
訟
一
審
判
決
と
限

わが畿に必ける政教分間住専~J普替の動向(官主主}

定
分
離
説
に
立
っ
た
合
憲
判
決
が
続
く
。
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
最
高
裁
の
「
目
的
効
果
蒸
準
」
に
忠
実
に
従
っ
た
も
の
で
お
り
、
先

に
述
べ
た
「
過
度
の
か
か
わ
り
」
基
準
や
懇
法
八
九
条
の
拡
大
解
釈
は
全
て
却
け
ら
れ
て
い
る
。

更
に
も
う

こ
れ
ら
の
判
決
に
共
通
す
る
特
徴
を
あ
げ
る
な
ら
ば
、
忠
魂
縛
ゃ
い
わ
ゆ
る
「
国
家
神
道
」
の
評
価
に
当
っ
て
は
、

戦
前
と
戦
後
を
陸
部
し
、
あ
く
ま
で
戦
後
な
い
し
現
在
の
時
点
で
の
評
髄
を
重
点
視
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
箕
溺
忠
魂
碑
・

慰
霊
祭
訴
訟
埜
訴
審
判
決
お
よ
び
箕
面
遺
族
会
補
助
金
訴
訟
一
議
判
決
は
、
い
ず
れ
も
敗
戦
後
の
神
道
指
令
と
そ
の
後
の
神
祇
院
管
制

の
廃
比
等
の
法
改
正
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
国
家
神
道
」
は
解
体
せ
し
め
ら
れ
消
滅
し
た
、
と
の
認
識
に
立
っ
て
忠
魂
砕
や
忠
魂
碑

前
で
の
思
議
禁
等
の
意
義
を
評
慨
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
怒
史
認
識
お
よ
び
歴
史
品
評
価
の
方
法
は
基
本
的
に
は
妥
当
と

い
う
べ
く
、
平
成
部
年
の
愛
媛
県
玉
率
料
訴
訟
控
訴
審
判
決
や
、
一
平
成
五
年
の
箕
酪
忠
魂
碑
・
毅
霊
祭
訴
訟
最
高
裁
判
決
で
も
附
様
の
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姿
勢
が
寵
わ
れ
る
。

信)

平
成
元
年
以
降
の
判
倒
的

①
と
こ
ろ
が
、
平
成
に
入
る
と
再
ぴ
厳
格
分
離
説
に
立
つ
違
憲
判
決
が
散
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
代
表
的
な
例
は
、
平
成
元

年
の
愛
媛
黒
玉
市
中
料
訴
訟
一
審
判
決
で
あ
る
と
い
え
よ
、
っ
。

爵
判
決
は
、
問
問
題
と
な
っ
た
支
出
中
耕
等
の
支
出
に
つ
き
、
次
の
よ
う
な
判
示
令
し
た
。
す
な
わ
ち
そ
の

「
目
的
」
に
つ
い
て
は
、

「
支
出
者
側
の
主
銭
的
意
図
と
し
て
は
、
愛
媛
県
出
身
の
戦
没
者
に
対
す
る
自
慰
霊
と
そ
の
遺
族
に
対
す
る
慰
籍
を
倒
的
と
し
て
行
わ
れ

た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
」
も
の
の
、
本
件
支
出
は
「

宗
教
間
体
で
あ
る
靖
関
縛
社
の
祭
神
そ
の
も
の
に
対
し
て
畏
敬
崇
拝
の
念
を
表

す
る
と
い
う
こ
聞
が
ど
う
し
て
も
含
ま
れ
て
こ
が
る
を
得
な
い
い
か
ら
、
「
本
件
玉
率
料
等
の
支
出
の
日
抽
出
が
宗
教
的
意
義
を
も
っ
こ

-154 

と
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
J

「
効
果
」
と
い
、
つ
点
で
は
、
玉
率
料
の
支
出
は
愛
媛
県
と
靖
闘
神
社
と
の
問
に
「
特
別
の
結

ぴ
つ

殺
人
に
対
し
て
も
銭
鵠
神
社
は
特
別
の
も
の
で
あ
る
と
の
「
印
象
」
を
生
じ
さ
せ
る
「
お
そ
れ
」
が
あ
り
、

令
生
じ
さ
せ
、

同
神
社
の
祭
神
に
対
し
畏
敬
崇
拝
の
念
を
持
つ
よ
う
強
判
別
す
る
「
可
能
性
」
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
本
件
玉
取
料
等
の
支
出
は
、
愛
媛

県
と
靖
髄
神
社
と
の
結
び
つ
き
題
す
る
象
後
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
晃
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
玉
率

料
等
の
支
出
は
、
経
済
的
な
面
か
ら
見
る
と
、
靖
国
神
社
の
宗
教
活
動
を
援
助
、
助
長
、
削
除
進
す
る
も
の
と
ま
で
は
い
え
な
く
と
も
、

精
神
的
側
聞
か
ら
克
る
と
、
右
の
象
徴
的
な
役
割
の
結
果
と
し
て
靖
国
神
社
の
宗
教
活
動
を
援
助
、

挺
進
す
る
効
薬
会
有
す
る

も
の
と
い
う
こ
と
が
件
、
き
る
」
(
傍
点
、

と

従
来
の
「
過
度
の
か
か
わ
り
論
」
に
代
わ
り
、
こ
こ
で
新
た
に
霊
場
じ
た
厳
格
分
離
解
釈
の
い
わ
ば
「
切
り
札
」
と
も
い
う
べ
き
理

、
右
の
「
象
徴
的
結
合
い
論
で
あ
っ
た
。
又
、
「
目
的
」
の
判
断
に
際
し
て
、
支
出
者
側
の
「
主
観
的
意
縫
い
と
ご
客
観
的
)



と
令
法
制
約
し
た
り
、
あ
る
い
は
「
効
果
」
に
つ
き
、
「
印
象
」
や
「
お
そ
れ
」
な
い
し
は
「
可
能
性
」
と
い
っ
た
媛
妹
で
非
現

実
的
な
効
薬
ま
で
問
題
に
す
る
と
い
っ
た
手
法
も
、
従
来
の
判
例
に
は
み
ら
れ
な
い
特
色
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
こ
の
判
決
の
論

理
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
、
首
相
ら
の
靖
日
間
衿
社
去
式
参
拝
や
玉
串
料
へ
の
公
金
支
出
令
違
殺
と
断
じ
た
の
が
、

靖
国
訴
訟
控
訴
審
判
決
で
あ
っ
た
。

①
こ
れ
ら
の
判
決
に
対
す
る
詳
細
な
批
判
は
す
で
に
札
制

こ
ろ
で
あ
る
が
、

に
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
次
の
と
お

り
で
あ
る
。

第

の
認
定
方
法
で
あ
る
が
、
つ
五
額
約
業
何
回
」
と
「
客
観
的
目
的
」
と
を
夜
一
到
す
る
よ
う
な
手
法
を
、
最
高
裁
判
決

暢

旬

、i
 

は
採
用
し
て
い
な
い
の
ま
た
、
間
判
決
は
、
県
当
局
者
ら
の
「
意
図
、
目
的
」
を
あ
く
ま
で
「
主
観
的
意
図
」
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
簡

単
に
却
け
、
最
高
裁
判
決
の
示
す
「
一
般
人
の
評
値
」
に
は
何
ら
言
及
し
な
い
ま
ま
、
原
告
ら

部
住
民
と
裁
判
官
の
そ
れ
こ
そ
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観
的
評
価
」
を
も
っ
て
「
客
麗
的
目
的
」
と
断
定
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
開
明
ら
か

の
と

わがE塁における数数分襲撃事j事唱の勤務)(省主主)

又
、
仮
に
こ
の
よ
う
な
論
法
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
最
高
裁
に
よ
っ
て
「
枇
俗
的
な
も

が
れ
た
は
ず
の
衿
違
式
地

鎮
祭
で
さ
え
、

と
い
う
の
は

の
「
主
観
的
意
悶
、
目
的
」
に
お
い
て

を
も
つ
こ
と
に
な
っ

は
土
地

い
っ
た
世
俗
的
目
的
で
行
わ
れ
た
と
し
て
も
、
つ
客
観
的
」
に
観
察
す
る
な
ら
ば
、

宗
教
法
人
大
市
神
社
の
菩
可
ら
神
戦
が
「
降
神
の
儀
」
を
行
っ
た
上
で
、
そ
の
「
神
」
に
対
し
て
市
長
ら
が
玉
市
中
を
奉
実
す
る
も
の
で

あ
り
、
「
神
」
に
対
す
る
畏
敬
崇
拝
の
念
の
表
明
と
い
っ
た
一
面
が
ど
う
し
て
も
含
ま
れ
て
こ
、
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
、
地
鎮
祭
の

観
的
呂
的
」
が
宗
教
的
意
義
を
持
つ
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
、
と
い
う
結
論
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な

「
目
的
」
の
認
定
方
法
は
、
最
高
裁
判
決
の
立
場
を
真
っ
向
か
ら
否
定
す
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
、
ば
な
る
ま
い
。

最
高
裁
判
決
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、

神
道
式
地
鎮
祭
は
主
宰
者
で
あ
る
神
礁
の
側
か
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ら
す
れ
ば
、
諜
教
的
議
議
を
も
ち
、
吋
外
形
的
い

こ
と
は
一
h

限
定
で
き
な
い
と
し
つ
つ
、
「

殺
人
い
お
よ
び
主

催
者
で
あ
る
市
授
ら
の

判
断
す
る
な
ら
ば
、
佼
俗
的
な
も
の
で
あ
り
、
さ
し

た
る
宗
教
的
意
義
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
、
あ
く
ま
で
後
者
の
側
か
ら

串
料
い
を
も
っ
て
祭
神
に
対
す
る
設
敬
袋
持
の
意
す
な
わ
ち

わ
け
で
あ
っ

ぞ
れ
ゆ
え
、

の
表
明
と
し
た
り
、

っ
て
靖
国
神
社
の
祭
神
に

対
す
る
「
信
仰
」
の
表
明
と
み
る
爾
判
決
は
、
最
高
裁
将
決
が
排
斥
し
た
は
ず
の
「
外
形
的
側
一
期
い
の
み
に
と
ら
わ
れ
、
こ
の
「
…
一
面

的
性
格
」
の
意
味
を
正
当
に
理
解
し
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
到
底
支
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

第
二
に
、
「
効
果
」
判
断
に
お
い
て
、
「
印
象
」
や
「
お
そ
れ
い
あ
る
い
は

と
い
っ

で
問

題
に
す
る
手
法
も
、
最
高
裁
判
決
は
採
用
し
て
い
な
い
。
最
高
裁
判
決
に
い
う

と
は
、
あ
く
ま
で

で
あ
っ

て
、
「
お
そ
れ
」
と
か
「
可
能
性
」
と
い
っ
た
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
な
効
果
ま
で
は
含
ま
れ
な
い
と
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
又
、
「
精
神
的

(7) 

援
助
」
な
る
も
の
も
、
別
稿
で
論
じ
た
よ
う
に
、
唆
味
で
、
違
憲
判
断
の
基
準
と
は
な
り
え
な
い
も
の
で
あ
る
し
、
最
高
裁
判
決
も
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こ
の
よ
う
な
「
効
果
」
ま
で
は
詞
題
に
し
て
い
な
い
。
そ
れ
争
え
、
愛
媛
県
玉
串
料
訴
訟
一
、
審
判
決
に
い
わ
ゆ
る
「
精
神
的
援
助
」
な

る
も
の
は
、
「
効
果
」
判
断
に
当
っ
て
採
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。

第
一
二
に
、
「
過
震
の
か
か
わ
り
」
議
に
代
わ
る
厳
格
分
離
解
釈
の
い
わ
ば
「
窃
り
札
」
と
も
い
う
べ
き
「
象
徴
的
結
合
」
論
で
あ
る

が
、
こ
の
理
論
も
基
準
と
す
る
に
は
あ
ま
り
に
も
竣
妹
、
不
明
確
す
ぎ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
愛
媛
県
玉
串
料
訴
訟
，
審
判
決
が
参
考
に

(S) 

し
た
と
思
わ
れ
る
ア
メ
リ
カ
の
ボ
i
i
N
事
件
判
決
に
熊
ら
し
で
も
、
本
件
の
玉
串
料
等
の
支
出
に
つ
い
て
「
象
徴
的
結
合
」
の
理
論

(9) 

を
適
用
し
、
違
憲
と
断
定
す
る
に
は
穏
当
無
理
が
あ
る
と
患
わ
れ
る
。
詳
細
な
批
判
は
別
稿
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
そ
も
そ

も
「
象
徴
」
の
意
味
か
ら
し
て
も
、
愛
媛
県
と
靖
関
神
社
と
の
問
に
は
僅
か
な
額
の
玉
串
料
等
の
支
出
以
外
に
は
何
ら
結
び
つ
き
の
実

体
な
ど
存
在
し
な
い
の
で
あ
っ
て
、
玉
場
料
等
が
そ
の
あ
り
も
し
な
い
結
び
つ
き
を
「
象
徴
」
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
全
く
意
味
を



な
さ
な
い
。
又
、

ア
メ
リ
カ
の
判
椀
を
参
考
と
す
る
に
し
て
も
、
本
件
五
感
料
訴
訟
の
よ
う
な
、
財
政
援
助
で
も
持
で
も
な
い
、
出
半
な

る
儀
礼
的
な
公
金
支
出
の
ケ
i
ス
に
、
財
政
援
助
の
典
規
約
な
例
と
考
え
ら
れ
る
ボ
ー
ル
事
件
判
決
の
論
理
を
適
用
す
る
の
は
、
妥
当

牲
を
欠
く
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
ボ

i
ル
事
件
判
決
の
論
甥
を
適
用
寸
る
と
し
て
も
、
「
象
徴
的
結
合
」
の
環
論
そ
の
も
の
が
唆
味

で
あ
り
、
違
憲
判
断

に
相
応
し
い
と
は
い
え
な
い
。
そ
の
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
ア
メ
リ
カ
で
も
こ
の
理
論
に
対
し
て
は

批
判
が
あ
っ
た
し
、
こ
の
「
象
徴
的
結
合
」
の
理
論
会
採
用
し
た
当
の
連
邦
最
高
裁
が
、
同
日
、
ほ
ほ
同
じ
よ
う
な
ケ
i
ス
が
問
問
題
と

な
っ
た
ア
ギ
ユ
イ
ラ
i
事
件
に
対
し
て
は
、
同
様
に
違
憲
創
刊
決
令
下
し
て
お
き
な
が
ら
、
「
象
磁
的
結
合
」
の
理
論
は
採
用
し
て
い
な

ぃ
。
又
、
そ
の
後
の
判
例
で
も
、
こ
の
理
論
は
採
用
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
忍
わ
れ
る
。

加
え
て
、
ボ

i
t
p
事
件
で
は
、
ぷ
川
と
宗
教
学
校
の
象
徴
的
結
合
に
よ
る
宗
教
的
支
援
の
危
険
以
外
に
、
宗
教
を
」
伝
道
し
た
り
、
宗
教

的
活
動
会
実
設
的
に
援
助
し
た
り
し
て
宗
教
を
錠
進
す
る
と
い
う
「
実
質
的
な
危
険
い
な
い
し
怠
践
の
羽
能
性
が
存
し
た
。
と
こ
ろ
が
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で
は
、

の
支
出
が
県
と
務
部
神
社
の
結
合
の

で
あ
り
、
精
神
的
援
助
に
当
た
る
と
い
う
の
み
で
、
ボ
ー
ル

わが屈における波数分離判例の動向(百地)

事
件
判
決
で
示
さ
れ
た
よ
う
な
「
実
費
的
危
険
」
の
明
確
な
指
摘
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
ボ
i
ル
事
件
判
決
を
援
廃
す
る
に

し
て
も
、
き
わ
め
て
暖
昧
な
「
象
後
約
結
合
」
の
理
論
だ
け
で
も
っ
て
、
僅
か
ば
か
り
二
四
五
千
汚
か
ら

万
円
、
年
間
一
一

の
儀
礼
的
な
五
階
料
等
の
支
出
会
違
慾
と
断
ず
る
の
は
無
線
慌
が
あ
る
と
患
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
厳
格
分
離
解
釈
の
切
り
託
、
ど
関
さ
れ
た
「
象
徴
的
結
合
い
の
理
論
は
、
ぞ
れ
・
8
・
身
様
々
な
問
問
題
点
を
苧
ん
で
い
る
上
、

玉
申
中
料
支
出
等
の
ケ
i
ス
に
適
用
し
て
違
憲
と
す
る
に
は
、
あ
ま
り
に
も
疑
問
が
多
い
。
そ
の
た
め
か
、
愛
媛
県
玉
串
料
訴
訟

審
判

決
以
後
、
全
日
割
各
地
の
政
教
分
離
訴
訟
に
お
い
て
原
告
住
民
等
が
「
象
徴
的
結
合
」
の
理
論
を
用
い
詰
め
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
拙
稿

に
よ
る
批
判
の
後
で
下
さ
れ
た
岩
手
靖
国
訴
器
控
訴
務
判
決
で
は
、
こ
の
「
象
徴
的
結
合
」
の
潔
識
は
採
用
さ
れ
て
い
な
い
。
又
、
大

阪
地
蔵
像
訴
訟
で
も
、
原
告
側
の
上
告
理
由
の
中
で
は
「
象
徴
的
結
合
」
の
譲
論
が
用
い
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
高
裁
判
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決
は
こ
れ
を
「
独
呂
の
見
解
に
立
っ
て
原
判
決
を
非
難
す
る
も
の
に
す
ぎ
{
な
い
ご
と
し
て
却
け
て
お
り
、
在
日
ね
に
鎖
す
る
と
思
わ

れ
る
。な

お
、
右
の
精
子
矯
関
訴
訟
埜
訴
湊
判
決
が
靖
国
神
社
公
式
参
拝
お
よ
び
玉
市
中
制
作
支
出
を
も
っ
て
違
憲
と
断
じ
た
の
は
、
い
わ
ゆ
る

「
傍
議
」
の
や
で
あ
っ
た
c

し
か
も
判
決
は
「
主
文
」
マ
被
告
勝
訴
と
し
つ
つ
、

の
中
で
被
告
側
の
主
張
を
全
面
的
に
管
定
す

る
と
い
う
吋
ね
じ
れ
判
決
い
マ
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
涼
告
ら
が
上
告
し
な
い
限
り
、
勝
訴
し
た
被
告
側
と
し
て
は
愈
法
判
断
に
不
満

(
日
山
)

「
上
告
封
ヒ
」
に
あ
う
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
問
維
の
手
法
は
、
翌
平
成

が
あ
っ
て
も
上
告
審
で
争
う
道
は
な
く

四
年
の
大
薮
清
岡
訴
訟
控
訴
審
判
決
で
も
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
「
ヒ
告
封
じ
」
の
手
法
が
万

一
常
套
手
段
と
化
す
よ
う
な
こ
と
で
も
あ
れ
ば
、
最
高
裁
を
も
っ
て
憲
法
判
断
を
行
う
終
審
裁
判
所
と
す
る
わ
が
閣
の
違
憲
審
査
載
の

根
幹
会
揺
る
が
す
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
こ
の
よ
う
な
批
判
も
あ
っ
て
か
、
平
成
五
年
の
播
磨
靖
国
訴
訟
接
訴
務
判
決
で
は
、
憲
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議
判
断
は
回
避
さ
れ
、
「
ね
じ
れ
判
決
」
と
い
っ
た
奇
妙
な
手
法
は
影
を
ひ
そ
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ち
な
み
に
、
大
原
靖
国
訴
訟
挫

の
疑
い
」
が
あ
る
と
い
う
だ
け
で
あ
り
、
し
か
も
違
憲
の
疑
い
あ

訴
審
判
決
で
は
、
靖
国
神
社
公
式
参
拝
に
対
し
て
も
、
単
に

り
と
す
る
に
足
る
だ
け
の
根
拠
ら
し
い
根
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い
状
況
で
あ
っ
て
、
違
憲
論
の
側
の
後
退
は
否
め
な
い
と

れ
る
。

φ
他
方
、
平
成
二
年
の
千
築
山
県
仏
式
町
民
葬
訴
訟
接
訴
審
判
決
を
は
じ
め
と
す
る
限
定
分
離
説
の
流
れ
は
、
平
成
に
入
っ
て
か
ら
も

依
然
と
し
て
続
い
て
お
り
、
判
決
数
か
ら
い
っ
て
も
、
合
憲
判
決
の
方
が
主
流
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
し
か
も
合
憲
判
決
の
中
に
は
高
裁

判
決
も
多
く
、
千
葉
県
仏
式
町
民
勢
訴
訟
料
決
の
外
に
、

一
一
年
の
大
阪
地
蔵
像
訴
訟
判
決
、
平
成
mm
年
の
愛
媛
県
五
場
料
訴
訟
判

決
お
よ
び
長
崎
忠
魂
碑
訴
訟
判
決
が
い
ず
れ
も
詫
裁
判
決
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
特
に
詮

g
に
髄
す
る
。
の
み
な
ら
ず
、
手
成
間
関
年
秋
以

降
は
、
平
成
七
年
の
大
阪
即
位
の
礼
・
大
寄
祭
訴
訟
控
訴
審
判
決
〈
慢
し
傍
議
)
を
除
き
、
す
べ
て
合
憲
判
決
ば
か
り
で
あ
り
、
下
級

審
に
お
い
て
も
、
最
高
裁
と
同
様
、
波
支
分
離
説
が
ほ

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
聴
由
と
し
て
は
、
欧
米
に
龍



源
を
有
す
る
厳
格
な
「
政
教
分
離
」
そ
の
も
の
が
、
わ
が
国
の
宗
教
的
風
土
に
は
合
わ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
本
質
的
な
も
の

か
ら
、
厳
格
分
離
説
の
考
え
が
や
や
も
す
れ
ば
一
方
的
に
す
ぎ
、
非
現
実
的
で
矛
盾
を
字
ん
で
い
る
こ
と
な
ど
、
様
々
な
理
由
が
考
え

ら
れ
よ
う
。

し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
、
厳
格
分
離
解
釈
の
方
法
と
し
て
登
場
し
た
「
過
度
の
か
か
わ
り
」
論
や
、
「
宗
教
」

の
概
念
を
広
く
定
義

す
る
方
法
、
さ
ら
に
は
憲
法
八
九
条
の
拡
大
解
釈
な
ど
が
、

い
ず
れ
も
最
高
裁
判
決
の
示
す
「
目
的
効
果
基
準
」
か
ら
逸
脱
し
て
い
る

ほ
か
、
理
論
的
に
も
色
々
無
理
が
あ
っ
た
こ
と
、
又
、
そ
の
後
、
右
の
厳
格
分
離
解
釈
に
代
わ
る
「
切
り
札
」
と
し
て
登
場
し
た
は
ず

の
「
象
徴
的
結
合
」
の
理
論
に
し
て
も
、
や
は
り
種
々
の
問
題
を
含
ん
で
い
た
こ
と
が
、
下
級
審
に
お
け
る
違
憲
論
の
後
退
の
、
直
接

の
理
由
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

④
最
後
に
、
平
成
五
年
以
降
に
下
さ
れ
た
下
級
審
判
決
の
う
ち
、
注
目
す
べ
き
三
つ
の
判
例
に
言
及
し
て
お
こ
う
。

(ロ)

先
ず
、
滋
賀
県
新
穀
献
納
行
事
訴
訟
で
あ
る
が
、
大
津
地
裁
は
、
平
成
五
年
十
月
二
十
五
日
、
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一
連
の
新
穀
献
納
行
事
へ
の
公
金

わが固における政教分離判例の動向(百地)

支
出
は
、
憲
法
の
政
教
分
離
に
違
反
し
な
い
と
し
て
、
原
告
側
の
主
張
を
全
面
的
に
却
け
る
判
決
を
下
し
た
。

問
題
と
さ
れ
た
の
は
、
宮
中
の
新
嘗
祭
に
米
や
粟
を
献
上
す
る
た
め
滋
賀
県
下
で
行
わ
れ
た
一
連
の
新
穀
献
納
行
事
に
つ
き
、
そ
の

費
用
と
し
て
、
昭
和
六
十
年
度
に
、
滋
賀
県
が
奉
耕
主
(
新
穀
献
納
者
)
二
人
に
対
し
て
計
六
十
万
円
、
岡
県
近
江
八
幡
市
が
岡
市
新

穀
献
納
奉
賛
会
に
対
し
て
四
八
八
万
円
の
公
金
を
支
出
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
公
金
支
出
が
憲
法
の
政
教
分
離
に
違
反
す
る
と
し
て
、

原
告
住
民
ら
は
昭
和
六
一
年
四
月
七
日
、
当
時
の
滋
賀
県
知
事
ら
を
相
手
に
、
六
十
万
円
の
公
金
の
返
還
を
求
め
る
住
民
訴
訟
を
、
又

当
時
の
近
江
八
幡
市
長
ら
を
相
手
に
四
八
八
万
円
の
公
金
の
返
還
を
求
め
る
住
民
訴
訟
を
大
津
地
裁
に
提
起
し
た
。

こ
れ
に
つ
き
、
判
決
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
先
ず
、
本
件
新
穀
献
納
行
事
の
性
格
で
あ
る
が
、

「
一
連
の
本
件
新
穀
献
納
行
事
の
う
ち
、
奉
告
祭
、
早
乙
女
等
選
任
式
、
米
小
祭
(
地
鎮
祭
、
播
種
祭
)
、
粟
小
中
祭
(
地
鎮
祭
、
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播
種
祭
)
、
米
大
祭
(
御
田
植
祭
〉
、

(
抜
穏
祭
)
寂
び
米
中
祭
(
抜
穂
祭
〉
は
、
神
宮
が
主
宰
す
る
得
議
の
式
次
第
に
よ
り

挙
行
さ
れ
た
神
事
が
中
心
安
な
し
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
我
が
国
で
は
、
合
く
か
ら
行
わ
れ
て
き
た
援
作
を

願
い
、
又
は
収
穫
を
祝
い
感
謝
す
る
祭
が
衿
社
に
お
け
る
祭
礼
と
し
て
民
間
の
習
俗
と
深
く
か
か
わ
っ
て
存
続
し
て
き
て
い
る
こ
と

か
ら
、
新
嘗
祭
へ
献
納
す
る
新
穀

収
穫
に
際
し
て
も
、
そ
の
節
々
に
、
地
元
の
神
社
の
神
宮
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
よ
う
な

神
社
然
、
式
に
地
帯
と
た
神
式
の
祭
礼
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
」
、
「
特
に
戦
後
に
お
い
て
は
、

の
本
件
新
穀
献
納
行
機
や
は
、

こ
の
献
穀
の
機
会
を
と
ら
え
て
農
作
物
の
収
穫
の
饗
び
と
農
業
へ
の
理
解
と
傍
擦
を
育
み
、
農
業
め
ま
す
ま
す
の
発
議
を
願
う
農
業

振
興
の
た
め
に
行
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
、
原
告
ら
友
銀
の
よ
う
に
、

一
連
の
本
件
新
穀
献
納
行
事
す
べ
て
が
宗
教
行
事

で
あ
る
と
は
い
え
な
い
己

次
に
、

の
宗
教
団
体
性
マ
あ
る
が
、
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「
本
件
奉
賛
会
の
本
来
の
目
的
と
し
て
、
特
定
の
惑
教
の
信
仰
、
礼
拝
又
は
普
及
等
の
宗
教
的
活
動
を
行
お
、
っ
と
す
る
も
の
と
は

い
え
な
い
J
「
し
た
が
っ
て
、
本
件
泰
焚
会
は
、
憲
法
一
一

O
条

攻
後
段
に
い
う
吋
宗
教
団
体
円
憲
法
八
九
条
に
い
う
「
宗
教
上

の
組
織
若
し
く
は
団
体
」
に
該
当
し
な
い
。
」

更
に
補
助
金
支
出
に
つ
い
て
、
判
決
は
、

吋
各
補
助
金
の
支
出

の
目
的
〕
は
、
い
ず
れ
も
農
業
振
興
の
た
め
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
専
ら
世
終
的
な
も
の
と
認
め

ら
れ
、
そ
の
効
果
と
し
て
特
定
の
宗
教
を
援
助
、
助
長
、
促
進
し
又
は
他
の
宗
教
に
庄
迫
、
干
渉
等
を
加
え
る
も
の
と
は
認
め
ら
れ

ず
、
し
た
が
っ
て
、
滋
費
県
茨
び
近
江
八
幡
市
の
各
補
助
金
の
支
出
は
、
い
ず
れ
も
そ
の
か
か
わ
り
合
い
が
我
が
閣
の
社
会
的
・
文

化
的
諸
条
件
に
摂
ら
し
相
当
と
さ
れ
る
限
度
を
超
え
る
も
の
と
も
翠
め
ら
れ
な
い
。
よ
っ
て
、
滋
賀
県
友
、
ぴ
近
江
八
幡
市
の
本
件
新

穀
献
納
行
事
に
関
す
る
各
補
助
金
の
支
部
行
為
は
、
憲
語

項
、
関
法
八
九
条
前
段
に
違
長
し
な
い
バ



と
判
示
し
て
い
る
。

本
判
決
は
、
津
地
鎮
祭
訴
訟
判
決
を
初
め
と
す
る
一
連
の
最
高
裁
判
決
を
忠
実
に
踏
ま
え
た
き
わ
め
て
妥
当
な
も
の
と
い
え
よ
う
。

判
決
は
、

一
連
の
新
穀
献
納
行
事
を
「
農
業
振
興
の
た
め
」
に
行
わ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
被
告
側
の
主
張
を
全
面
的
に
採
用
し
、

本
件
行
事
の
す
べ
て
を
「
宗
教
的
行
事
」
で
あ
る
と
す
る
原
告
側
の
主
張
を
却
け
た
。

新
穀
献
納
行
事
に
対
す
る
判
決
の
こ
の
よ
う
な
評
価
は
、
歴
史
的
事
実
に
照
ら
し
て
も
き
わ
め
て
妥
当
と
い
え
よ
う
。
大
原
康
男
教

(
日
)

授
の
「
新
嘗
祭
献
穀
の
意
義
と
歴
史
」
に
よ
れ
ば
、

一
連
の
献
穀
行
事
が
農
業
振
興
を
目
的
と
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
原
告

か
ら
も
、
こ
れ
を
否
定
す
る
史
料
は
提
出
さ
れ
て
い
な
い
。

又
、
奉
賛
会
の
宗
教
団
体
性
に
つ
い
て
も
、
判
決
は
被
告
側
の
主
張
を
全
面
的
に
採
用
し
、
奉
賛
会
及
び
奉
耕
主
の
宗
教
団
体
性
を

否
認
し
た
。
因
み
に
、
本
判
決
は
、
憲
法
二

O
条
、
八
九
条
に
い
わ
ゆ
る
「
宗
教
団
体
」
と
は
「
特
定
の
宗
教
の
信
仰
、
礼
拝
又
は
普

及
等
の
宗
教
的
活
動
を
行
う
こ
と
を
本
来
の
目
的
と
す
る
組
織
な
い
し
団
体
」
を
指
す
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
先
の
箕
面
忠
魂
碑
・

わが国における政教分離判例の動向(百地)

慰
霊
祭
訴
訟
最
高
裁
判
決
の
立
場
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。

更
に
、
新
穀
献
納
行
事
へ
の
県
お
よ
び
市
の
関
与
と
補
助
金
支
出
に
つ
い
て
も
、
判
決
は
津
地
鎮
祭
訴
訟
最
高
裁
判
決
を
忠
実
に
踏

ま
え
、
新
穀
献
納
行
事
へ
の
県
お
よ
び
市
の
関
与
な
ら
び
に
公
金
支
出
の
「
目
的
」
は
「
農
業
振
盟
こ
の
た
め
と
い
う
「
専
ら
世
俗
的

な
も
の
」
で
あ
っ
て
、
そ
の
「
効
果
」
も
「
特
定
の
宗
教
を
援
助
、
助
長
、
促
進
し
又
は
他
の
宗
教
に
圧
迫
、
干
渉
を
加
え
る
も
の
と

は
認
め
ら
れ
〔
な
い
〕
」
と
認
定
し
た
。
こ
れ
も
き
わ
め
て
妥
当
な
判
断
と
い
え
よ
う
。

但
し
、
被
告
側
の
最
終
準
備
書
面
で
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
地
鎮
祭
訴
訟
の
ケ
l
ス
と
本
件
と
で
は
性
質
が
異
な
る
点
に
留
意

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
先
ず
、
神
式
行
事
の
主
催
と
い
う
点
に
つ
い
て
い
え
ば
、
地
鎮
祭
訴
訟
で
は

「
津
市
」
と
い
う
地

方
公
共
団
体
が
地
鎮
祭
を
主
催
し
た
の
に
対
し
て
、
本
件
で
は
あ
く
ま
で
民
間
団
体
で
あ
る
「
奉
賛
会
」
が
御
田
植
祭
等
を
主
催
し
た
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に
と
ど
ま
る
。
又
、
公
金
の
支
出
に
つ
い
て
も
、
前
者
で
は
市
が
主
宰
者
で
あ
る
「
神
職
」
に
直
接
公
金
を
支
出
し
た
の
に
対
し
て
、

本
件
マ
は
熊
お
よ
び
市
は
そ
れ
ぞ
れ

お
よ
び
非
宗
教
岡
山
体
で
あ
る
「
奉
賛
会
」
に
公
金
を
支
出
し
た
だ
け
で
あ
り
、
「
神

聡
い
へ
の
支
出
は
あ
く
ま
で

に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
獄
続
行
事
に
お
け
る
県
お
よ
び
市
と
宗
教
儀
式
と
の
か
か

わ
り
合
い
の
稜
度
は
、
地
鎮
祭
の
場
合
よ
り
少
な
い
わ
け
マ
あ
る
か
ら
、
地
銀
懇
の
ケ
i
ス
で
さ
え
宗
教
的
活
動
に
は
当
ら
な
い
と
さ

れ
た
以
上
、
本
件
が
宗
教
的
活
動
に
当
ら
な
い
の
は
当
然
と
い
え
よ
う
。

{
M
H〉

母
次
に
、
大
分
県
「
主
義
斎
悶
抜
楓
の
儀
い
参
列
訴
訟
一
審
判
決
で
あ
る
が
、
本
件
は
周
知
の
よ
う
に
、

、
大
分

禁
致
珠
駅
間
で
一
行
わ
れ
た
「
主
基
斎
田
抜
穂
の
儀
」
に
、
一
千
松
知
事
ら
県
幹
部
一
一
一
人
が
参
列
し
た
こ
と
に
つ
き
、
政
教
分
離
建
設
で
あ
る

と
し
て
、
不
当
科
得
返
還
な
い
し
損
害
賠
償
を
求
め
る
住
民
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

原
告
ら
は
、
被
告
知
事
ら
が
斎
田
の
斎
竹
と
注
連
縄
で
留
ま
れ
た
斎
場
の
中
に
入
り
、
掌
典
の
執
行
す
る
主
基
斎
器
抜
穂
の
儀
の
儀
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式
の
一
部
始
終
に
参
列
し
、
祭
壇
に
向
っ
て
拝
礼
し
た
こ
と
を
問
問
題
と
し
て
い
る
。
し
か
し
て
大
嘗
祭
が
神
道
の
儀
式
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
被
告
ら
の
行
為
は

に
神
牲
を
も
た
せ
る
待
選
儀
式
に
そ
の
不
可
欠
の
構
成
員
と
し
て
参
開
、
拝
礼
す
る
こ
と
に
よ
り
天
皇

し
た
神
讃
〈
宗
教
と
し
て
の
国
家
神
道
)
を
支
援
す
る
目
的
で
参
列
、
拝
礼
し
た
も
の
」
で
あ
り
、
神
道
を
援
説
、
助
長
、

つ
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

但
し
、
隊
化
口
ら
は
、

へ
の
闘
の
支
援
、
公
務
員
の
関
与
の
合
意
性
、
受
に
は
本
件
抜
穂
の
儀

の
も
の

富
体
の
合
憲
性
に
つ
い
て
は
、
な
ぜ
か
臨
媛

し
て
い
な
い
。

こ
れ
に
つ
き
、
判
決
は
、
「
主
基
斎
田
抜
穂
の
儀
」

内
容
お
よ
び
形
式
か
ら
し
て

の
参
列
が
宗
教
と
か
か
わ
り

合
い
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
と
し
た
上
、
次
の
よ
う
に
連
べ
て
い
る
。

「
し
か
し
な
が
ら
、
(
略
)

a
天
皇
は
、
日
本
間
関
憲
法
上
、
日
本
国
の
象
徴
で
あ
り
、
日
本
国
民
統
合
の
象
徴
と
定
め
ら
れ
て
お



り

一
般
的
か
っ
大
多
数
の
菌
民
は
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
こ
と
、

b
大
嘗
祭
は
泉
佐
継
承
に
不
可
欠
で
は
な
い
に
せ
よ
、

継
承
に
必
要
か
っ
重
要
な
儀
式
の

つ
で
、

一
世
に

授
の
儀
式
で
あ
れ
リ
、
主
義
斎
密
抜
穂
の
儀
は
大
嘗
祭
の
関
係
儀
式
と
し
て
問

様
に
天
皇
の
皇
位
綴
承
に
必
要
か
つ
重
要
な
儀
式
の
一
つ
で
あ
り
、

の
大
嘗
祭
は
、
金
一
体
と
し
て

の
伝
統
に
蒸
づ

c
右
大
嘗
祭
は
、
神
社
神
道
の
祭
詑
と
向
性
質
の
宗
教
儀
礼
と
は
い
え
な
い
し
、
ま
た
、
特

定
め
宗
教
、
宗
派
の
教
義
、
信
仰
の
普
表
友
拡
大
を
詩
的
と
す
る
も
の
マ
も
、
設
に
消
滅
し
た
間
家
神
遣
の
基
盤
で
あ
っ
た
思
想
・

く
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、

の観
社、念
会、と
的、結
儀、ひ、
礼、っ
とく
しも
て字
新き
天な

長ピ
ヲ"、訓
圭 と
宰
十 d

る整
£込仁3

蚕与

z五
的到
1'1式
事
l一 三五再築
し富
新、抜
天、 Z事

実:誕
の、辺
祝、 Z

号:持
率、五
?、 v'
目、て
的、撃
で 婆
行な
わ公
れ毅
たに
もあ
のる
で者

あ
る
こ
と
、

e被
告
ら
は
、
主
基
斎
田
抜
穂
の
畿
に
参
列
し
、
拝
礼
を
し
た
に
と
ど
ま
り
、
主
基
斎
密
抜
穂
の
儀
の
進
行
等
に
つ
き

わが国における敬教分後判例の動向ci3黄色)

穫
極
的
な
か
か
わ
り
合
い
を
も
っ
て
い
な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
」
(
傍
点
、
引
用
者
。
以
下
向
じ
)

「
右
の
諸
点
に
か
ん
が
み
る
と
、
被
告
ら
の
主
基
斎
沼
抜
穂
の
儀
へ
の
参
列
は
、
そ
の
目
的
は
、
新
天
皇
の
務
一
般
継
承
儀
式
の
関

係
儀
式
に
際
し
、
新
天
皇
に
対
し
祝
意
を
表
す
る
と
い
う
、
中
間
ザ
ら
世
俗
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
効
采
も
、
新
天
皇
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表
す
る
以
上
に
、
特
定
の
ん
泳
教
を
援
場
、
助
長
、
環
滋
又
は
豆
追
、
干
渉
を
加
え
る
も
の
と
は
認
め
ら
れ
な
い
」
か
ら
、
「
憲
法
二

。
条
三
項
に
よ
り
禁
止
さ
れ
る
宗
教
的
活
動
に
は
当
ら
な
い

と

判
決
は
、
「
抜
穂
の
儀
」
を
「
宗
教
的
儀
式
」
で
あ
る
と
仰
認
定
し
た
上
で
、

の
参
列
を
合
憲
と
判
断
し
て
お
り
、
こ
の
点
、

日
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
津
地
鎮
祭
訴
訟
に
お
い
て
、
議
潟
裁
は
神
道
式
地
鎮
祭
が
主
宰
者
で
あ
る
神
職
に
と
っ
て
宗

教
的
儀
式
で
あ
る
こ
と
は
当
然
と
し
つ
つ
も
、

一
般
人
や
主
催
者
で
あ
る
市
長
ら
関
係
者
の
意
識
か
ら
す
れ
ば
、
宗
教
的
意
義
は
希
薄

で
あ
り
、
世
静
的
行
事
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
意
味
で
の
宗
教
性
は
否
定
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

惨
こ
の
よ
う
に
、
平
成
四
年
秋
以
降
、
ム
口
懇
判
決
が
続
く
中
で
、
本
年
(
平
成
七
年
〉

…
丹
、
大
薮
高
裁
は
、
大
阪
即
位
の
礼
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嘗
祭
訴
訟
に
お
い
て
、
違
懇
の
疑
い
あ
り
と
す
る
判
決
を
下
し
た
。

本
訴
訟
は
、
閥
知
の
よ
う
に
、
却
抵
の
札
・
大
嘗
祭
の
諸
儀
式
、
諸
行
事
が
い
ず
れ
も
神
道
儀
式
で
あ
り
、
憲
法
の
致
教
分
離
原
期

お
よ
び
酪
民
主
権
原
壌
に
違
反
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
原
告
ら
が
、
「
納
税
者
基
本
権
い
な
る
も
の
に
基
づ
い
て
、
付
本
件
諸
儀
式
、

諸
行
事
へ
の
摺
費
支
出
の
悲
し
止
め
と
、
何
本
件
諸
儀
式
、
諸
行
事
の
連
態
穣
器
を
求
め
る
と
共
に
、
日
右
諸
儀
式
、

つ

て
被
っ
た
翁
神
的
苦
痛
に
対
す
る
損
答
賠
償
を
求
め
て
出
訴
し
た
も
の
で
あ
る
。

判
決
は
、
ハ
円
国
費
支
出
の
差
止
め
誇
求
と
、

ω違
憲
確
認
請
求
に
つ
い
て
は
、

一
審
判
決
と
同
様
、
不
適
法
で
あ
る
と
簡
単
に
こ
れ

を
諒
下
し
て
お
き
な
が
ら
、
門
別
演
出
資
賠
償
請
求
に
つ
い
て
は
、
「
大
嘗
祭
が
神
遊
儀
式
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、

こ
れ
を
公
的
な
議
案
行
事
と
し
て
宮
経
費
を
も
っ
て
執
行
し
た
こ
と
は
、

に
照
ら
し
て
も
、
少
な
く
と
も
国
家
神
道
に
対
す
る
助
長
、
挺
進
に
な
る
よ
う
な
行
為
と
し
て
、
政
教
分
離
規
定
に
違
反
す
る
の
で

〔
津
地
鎮
祭
訴
訟
最
高
裁
判
決
が
示
し
た
〕
目
的
効
果
恭
勘
平
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は
な
い
か
と
の
疑
義
は
一
概
に
は
否
定
で
き
な
い

〈
傍
点
引
用
者
)
と
し
、
即
位
の
礼
に
つ
い
て
も
、
箆
民
主
権
の

に
相
応
し

く
な
い
点
が
存
す
る
と
し
た
。
そ
し
て
そ
の
上
で
本
件
諸
儀
式
・
諮
行
事
が
控
訴
人
ら
の
思
想
、
由
民
心
を
俊
答
し
た
か
ど
、
?
か
会
判
断
、

被
授
訴
人
(
毘
)
の
行
為
は
、
整
訴
人
ら
の
権
料
を
侵
害
す
る
違
法
な
も
の
で
は
な
い
と
し
、
本
件
損
害
賠
償
議
求
は
失
当
で
あ
る
と

し
て
繁
却
し
た
α

こ
の
点
、
本
判
決
が
、
留
費
支
出
の
禁
止
め
お
よ
び
違
憲
機
認
請
求
を
い
ず
れ
も
不
適
法
で
あ
る
と
し
て
却
下
し
、
又
、

に
つ
い
て
も
こ
れ
を
楽
却
し
た
の
は
妥
当
で
あ
る
。
し
か
し
、
判
決
主
文
と
直
接
関
係
の
な
い
「
傍
論
」
部
分
に
お
い
て
大
嘗
祭
に
つ

き
「
違
織
の
疑
い
」
あ
り
と
断
定
し
た
こ
と
、
し
か
も
な
ぜ
違
憲
の
疑
い
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
将
ら
棟
拠
も
示
し
て
い
な
い
点
は
、

極
め
て
問
懇
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
判
決
は
、
そ
の
宗
教
的
性
格
を
め
ぐ
っ
て
評
価
の
分
か
れ
る
大
嘗
祭
に
つ
き
、
「
神
道
」
や
「
語
家
神
道
」

の
定
義
も
示



さ
ず
、
大
嘗
祭
関
係
の
諸
儀
式
を
別
内
接
し
た
だ
け
で
「
大
勢
祭
が
神
道
儀
式
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
こ
と
は
明
白
」
で
あ
る
と
決
め

つ
け
た
上
、
そ
の

お
よ
び

に
つ
い
て
も
、
兵
体
的
判
断
や
根
拠
は

切
示
さ
な
い
ま
ま
、
大
嘗
祭
の
執
行
を
も
っ

て
「
岡
山
祭
神
道
に
対
す
る
助
長
、
促
進
」
に
当
る
と
断
定
し
た
。
こ
の
「
国
家
神
道
に
対
す
る
劫
蹴
然
、
提
進
」
な

、
裁
判
所

が
認
定
し
た

の
主
張
い
に
も
現
わ
れ
て
こ
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
判
決
(
原
本
)
の
肝
腎
な
部
分
は
行
数
に
し
て
僅
か

五
行
の
「
結
論
」
だ
け
で
あ
り
、
「
理
由
」
は
究
者
一
ら
な
い
。
こ
れ
で
は
な
ぜ
大
嘗
祭
に
つ
き
、
「
違
憲
の
設
い
は

機
に
否
定
で
き
な

い
」
の
か
皆
自
分
か
ら
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

又
、
判
決
の
こ
の
「
憲
法
判
断
」
の
鰐
分
は
、
主
文
と
直
披
関
係
の
な
い

に
当
る
も
の
で
あ
っ
て
、
正
当
な
理
由
も
な
く

こ
の
よ
う
な
「
傍
論
」
受
付
す
る
こ
と
は
、
「
必
要
性
の
原
則
い
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
。
即
ち
、
現
行
憲
法
の
採
用
す
る
違
憲
審
資

制
は
、
前
提
的
、
付
能
的
違
憲
務
資
制
で
あ
り
、
事
件
の
解
決
に
と
っ
て
必
婆
な
場
合
以
外
は
憲
法
判
断
を
し
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
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て
、
こ
の
よ
う
な
「
懇
法
判
断
霞
避
の
附
服
部
」
は
わ
が
国
で
も
広
く
支
持
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
従
っ
て
、
憲
法
判
断
を
践
嚇
怒

す
べ
き
ケ
i
ス
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
晶
子
え
て
理
法
判
断
を
す
る
説
明
会
は
、
十
分
な
理
由
そ
明
ら
か
に
す
べ
き
で
あ
(
旬
、
特
に
下

〈

U
W〉

級
審
に
お
い
て
は
、
「
傍
議
」
に
お
け
る
憲
法
判
断
は
、
そ
の
判
断
が
最
終
と
な
る
よ
う
な
形
で
行
う
こ
と
は
許
き
れ
な
い
、
と
い
っ

た
有
力
な
克
解
さ
え
み
ら
れ
る
。

と
す
れ
ば
、
本
件
損
容
賠
償
請
求
に
お
い
て
、
判
決
は
「
被
控
訴
人

臨
〕
の
本
件
行
為
ぞ
れ
自
体
は
、
直
接
的
に
は
控
訴
人
ら
に

向
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
〈
岬
町
〉
控
訴
人
ら
に
何
ら
の
具
体
的
義
務
や
負
担
を
諜
す
も
の
で
も
な
く
、
本
件
行
為
が
控
訴
人
ら
の

思
想
等
の
形
成
、
維
持
に
呉
体
的
立
つ

に
影
響
を
与
え
た
と
は
解
せ
ら
れ
な
い
」
か
ら
吋
被
控
訴
人
の
本
終
日
行
為
が
、
設
訴
人
ら

の
思
想
・
の
富
市
出
、
信
教
の
自
由
を
侵
害
し
た
と
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
し
、

そ
の
余
に
つ
い
て
検
討
す
る
ま
で
も
な
く
失
当
で
あ
る
」
と
ま
で
述
べ
て
い
る
以
上
、
本
件
に
お
い
て
、
憲
法
判
断
は
全
く
不
擦
で
は

の
本
件
摘
審
蕗
償
請
求
は
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(ニ)

厳
格
八
万
鍛
説
か
ら
の
批
判
に
対
し
て

mw次
に
、
厳
格
分
離
説
か
ら
、
新
た
に
批
判
の
的
と
な
っ
て
い
る
の
が
「
社
会
的
儀
礼
議
」
で
あ
る
。
例
え
ば
、
売
の
鹿
児
島
大
欝

審
判
決
と
大
分
県
「
主
義
斎
白
抜
穂
の
儀
」
参
列
訴
訟

審
判
決
は
双
方
共
、
こ
の
社
会
的
儀
礼
識
を
採
用
し
、
そ
れ
ぞ
れ

次
の
よ
う
に
判
示
し
て
い
る
。

先
ず
前
者
で
は
、
知
事
の
態
紀
殿
供
僕
の
儀
へ
の
参
列
は
、
「
日
本
国
の
象
徴
で
あ
り
、
日
本
隣
民
統
合
の
象
徴
と
さ
れ
、
関
の
要

職
に
あ
る
天
皇
の
皇
位
継
承
儀
式
に
儀
礼
を
尽
く
し
、
祝
意
を
表
す
目
的
の
た
め
で
あ
っ
て
、
そ
の
目
的
に
お
い
て
宗
教
的
意
義
は
な

く
」
、
効
果
と
い
う
点
で
も
、
知
事
の
参
列
は
、

の
議
位
継
承
儀
式
に
儀
礼
令
つ
く
し
、
新
天
長
へ
の
祝
意
を
表
す
る
と
い
う
効

摺
木
そ
持
つ
こ
と
は
当
然
と
し
て
、
ぞ
れ
以
上
に
、
悠
紀
殿
侠
撲
の
儀
の
宗
教
的
斜
面
に
対
し
、
援
助
、
助
長
、
促
進
し
、
他
の
宗
教
を

底
追
す
る
等
の
効
果
を
も
っ
行
為
で
あ
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
」
と
し
た
。
つ
ま
り
、
「
続
的
」
と
「
効
果
」
の
問
者
共
、
社
会
的
縫
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札
識
に
よ
っ
て
ク
リ
ア
ー
し
た
わ
け
で
あ
る
。

又
、
後
宥
で
は
、
「
被
告
ら
の
参
列
は
、
金
基
斎
関
抜
穂
の
犠
の
挙
行
地
に
お
い
て
議
要
な
公
織
に
あ
る
者
の
社
会
的
儀
札
と
し
て
、

新
天
議
が
主
宰
す
る
皇
室
の
私
的
行
事
に
襟
し
、
新
天
皇
へ
の
祝
意
を
表
す
目
的
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
円

そ
し
て
そ
の

「
効
果
も
、
新
天
内
放
に
祝
意
を
表
す
る
以
上
に
、
特
定
の
宗
教
を
援
助
、
助
長
、
理
進
又
は
圧
迫
、
干
渉
を
加
え
る
も
の
と
は
認
め
ら

れ
な
い
」
と
し
て
、
「
詩
的
」
判
断
に
や
や
比
還
を
置
い
た
形
で
社
会
的
儀
礼
論
を
採
用
し
た
。

こ
れ
に
対
し
原
告
餓
は
、
「
社
会
的
儀
礼
」
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
と
、
宗
教
的
意
義
の
有
無
は
別
次
元
の
問
題
で
あ
る
と
の
立

か
ら
、
社
会
的
儀
礼
に
当
る
か
ら
と
い
っ
て
、
直
ち
に
宗
教
的
意
義
ま
で
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
批
判
し
て
い
る
。

こ
の
の
勺

一
般
論
と
し
て
い
え
ば
、
確
か
に
原
告
側
の
主
張
す
る
如
く
、
「
社
会
的
儀
礼
」
と
左
京
教
的
行
為
」

は
必
ず
し
も
対
立

概
念
と
は
い
え
ず
、
あ
る
行
為
が
一
方
で
は
社
会
的
儀
礼
と
し
て
、
他
方
明
、
は
宗
教
的
行
為
と
評
髄
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
う
る
こ
と
は



し冶。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
間
の
務
情
は
、
す
で
に
津
地
鎮
祭
訴
訟
最
高
裁
判
決
の
論
理
か
ら
も
窺
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、

最
高
裁
は
地
鎮
祭
の
「

一
方
の
、
主
宰
者
で
あ
る
神
職
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
宗
教
的
意
義

を
も
ち
、
「
外
形
的
〕
に
も

で
あ
る
こ

い
と
し
つ
つ
、
他
方
で
は
、

一
般
人
」
の
宗
教
的
評
価
、

主
催
者
で
あ
る
市
長
ら
の
意
図
、

に
付
従
っ
て
判
断
す
る
な
ら
ば
、

に
際
し
て
の
、
慣
習

化
し
た
「
社
会
的
儀
式
い
と
し
て
の
世
俗
的
行
事
に
と
ど
ま
る
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
て
最
高
裁
は
、
当
該
行
為
の

っ
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
に
当
っ
て
は
、
ぞ

家
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
っ
た
「
外
形
的
側
面
い
の
み
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、

目
的
、

一
般
人
に
与
え
る
効
果
、
事
響
等
、
諸
般
の
事
情
を
考
議
し
、
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に
従
っ
て
客
観
的
に
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
判
示
し
た
上
、

一
般
人
お
よ
び
こ
れ
を
主
催
し
た
市
長
以
下
の
関
係
者
の
意
識
に
お
い
て
は
、
ニ

わが闘における政教分離判例の動向(百地)

こ
れ
に
さ
し
た
る
宗
教
的
意
義
を
認
め
な
か
っ
た
と
判
断
し
た
。
従
っ
て
こ
こ

の
は
、

般
人
の
京
教
的
評
価
や
当
該
行
為

者
の
意
図
、
目
的
で
あ
り
、
社
会
通
念
で
あ
っ
て
、
主
宰
者
で
あ
る
神
職
の
意
識
や
外
形
的
側
面
で
は
な
い
。

と
す
れ
ば
、

一
方
の
、

一
般
人
や
当
該
行
為
者
の
立
場
に
立
っ
て
評
価
し
た
場
合
、
当
該
行
為
が
「
宗
教
的
行
為
」
で
あ
る
と
同
時

に
「
社
会
的
儀
礼
」
で
あ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
か
ら
、
こ
の
点
に
関
す
る
限
り
「
宗
教
的
行
為
」
と
「
社
会
的
儀
礼
」

と
は
対
立
す
る
概
念
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。

ぞ
れ
ゆ
え
、
先
の
雨
判
決
が
、
知
事
ら
の
参
列
は
あ
く
ま
で
「
社
会
的
儀
礼
」
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
宗
教
的
意
義

を
も
た
な
い
と
判
断
し
た
の
は
妥
当
で
あ
り
、
最
高
裁
判
決
の
論
理
を
正
し
く
踏
ま
え
た
も
の
と
評
価
で
き
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
原

の
批
判
は
矢
き
で
あ
る
。
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φ
「
社
会
的
儀
礼
論
」
と
並
ん
で
、
厳
格
分
離
説
か
ら
新
た
に
批
判
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
の
が
、

い
わ
ゆ
る
「
閤
家
警
議
消
滅
論
」

と品目例
え
ば
、
大
分
良
「
主
義
斎
倍
抜
穂
の
犠
」
参
列
訴
訟
の
控
訴
審
に
お
い
て
、
原
告
側
は
、
厳
判
決
が
「
『
社
会
的
儀
礼
論
」
「
国
家

神
道
清
減
論
い

理
題
を
十
分
な
根
拠
付
け
も
な
く
持
ち
出
し
て
安
産
に
合
憲
判
断
を
し
て
い
る
」
と
批
判
し
て
い
る
。

確
か
に
大
分
地
裁
は
、
戦
前
の
い
わ
ゆ
る
吋
掛
家
神
道
」
を
も
っ
て

の
神
褒
絶
対
牲
を
主
軸
と
す
る
宗
教
と
政
治
的
イ
デ
オ

ロ
ギ
!
の
入
り
渇
っ
た
思
想
・
観
今
事
義
援
と
す
る
も
の
」
と
し
た
上
で
、
戦
後
、
神
道
指
令
や
神
社
関
係
法
令
の
廃
止
に
よ
っ
て

「
国
家
神
道
」
が
解
体
し
た
こ
と
、
又
、

の
神
性
」
は
水
口

お
よ
び
「
日
本
部
憲
法
」
に
よ
り
、

の
い
わ
ゆ
る

定
さ
れ
、
「
現
在
で
は
一
一
般
鵠
か
つ
大
多
数
の
国
民
の
意
識
と
し
て
は
、

の
神
聖
を
基
礎
と
し
て
、
天
皇
が
す
べ
て
の
髄
値
体
系

の
根
・
様
で
あ
る
と
の
意
識
は
、
も
は
や
存
在
し
な
く
な
っ
て
い
る
」
こ
と
か
ら
、
「
同
様
家
神
道
の
基
盤
と
な
っ
た
思
想
繍
観
念
{
も
〕
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諮
滅
し
た
」
と
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
「
語
家
神
道
清
滅
略
服
、
つ
ま
り
閏
家
持
還
を
め
寸
る
「
戦
前
」
と
「
戦
後
」
の
「
切
り
殺
し
論
」
は
、
す
で
に
津
地

鎮
祭
訴
訟
最
高
裁
判
決
に
現
わ
れ
て
お
り
、
昭
和
六
ニ
年
の
箕
面
忠
塊
碑
今
毅
霊
祭
訴
訟
按
訴
議
判
決
で
は
、
戦
後
、
忠
魂
碑
の
性
格

が
大
き
く
変
化
し
、
専
ら
戦
没
者
の
態
墾
・
頭
彰
の
た
め
の
記
念
碑
と
な
っ
た
こ
と
を
立
証
す
る
よ
で
重
要
な
投
割
を
果
し
て
い
た
。

一
史
に
、
こ
の
国
家
持
滋
消
滅
論
は
、
翌
年
の
箕
面
遺
族
会
補
助
金
訴
訟

審
判
決
で
は
、
よ
り
本
格
的
な
も
の
と
な
り
、
「
国
家
神

道
」
そ
の
も
の
を
「
実
質
的
関
家
神
灘
」
と
「
制
度
的
機
家
神
道
」
と
に
分
類
し
た
上
、
そ
の
い
づ
れ
と
も
、
戦
後
解
体
し
、
消
滅
し

た
も
の
と
解
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
「
実
質
的
国
家
神
道
」
と
は
「
天
皇
の
神
聖
絶
対
設
を
主
軸
と
す
る
、

政
治
的
イ
デ
オ

ロ
ギ
!
の
入
り
混
じ
っ
た
患
鷲
・
観
念
」
を
時
ぶ
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
属
家
神
道
消
滅
識
に
対
し
、
厳
格
分
離
論
者
か
ら
は
、
「
制
度
と
し
て
の
関
家
神
道
(
「
富
家
神
道
体
制
」
)
は
、
戦
後
改
世
帯
に



よ
っ
て

応
解
体
さ
れ
た
も
の
の
、
宗
教
と
し
て
の
菌
家
神
遂
ま
で
は
消
滅
し
て
お
ら
ず
、
ぞ
れ
は
今
日
も
な
お
侮
り
が
た
い
勢
力
に

よ
っ
て
結
わ
れ
て
お
り
、
様
々
な
機
会
を
と
ら
え
て
公
の
宗
教
と
し
て
の
象
認
、
盟
家
か
ら
の
保
誌
、
支
援
を
要
求
し
つ
つ
あ
る
こ
と

を
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
ど
と
い
っ
た
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

〈
路
)

こ
れ
に
対
サ
る
本
格
的
な
反
論
は
、
い
づ
れ
機
会
を
改
め
て
行
う
つ
も
り
で
あ
る
が
、
と
り
あ
え
ず
感
想
め
い
た
こ
と
や
二
一
宮
述

ベ
て
、
本
報
告
を
終
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。

そ
れ
は
「
闘
家
神
選
」
の
定
義
を
め
ぐ
る
需
題
で
あ
る
。
こ
の
「
患
家
神
道
」
な
る
も
の
は
、
か
な
り
暖
妹
か
つ
不
明
確
な
概
舎
で

あ
っ
て
、
布
に
あ
げ
た
い
く
つ
か
の
倒
か
ら
し
て
も
、
様
々
な
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
点
、
阪
本
是
丸
教
授

の
吋
間
四
家
神
道
形
成
過
程
の
研
究
〕
に
よ
れ
ば
、
戦
後
の
国
家
神
道
研
究
に
お
け
る
議
説
的
理
解
は
、
民
家
神
道
の
基
本
的
枠
組
を
①

神
社
制
度
、
母
寝
中
祭
紀
、
そ
し
て

φ
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
三
本
柱
を
中
心
に
嫌
成
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
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そ
の
殺
味
で
は
、
国
家
神
道
を
も
っ
て
、
「
制
度
と
し
て
の
国
家
神
道
」
だ
け
で
な
く
、
思
想
、
イ
デ
オ
ロ
本
i
ま
で
含
め
て
理
解

わが聞における量生数分離特例の動向{街地}

す
る
大
分
地
裁
判
決
の
立
場
は
、
決
し
て
特
異
な
も
の
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
阪
本
教
授
も
指
鳴
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
や
や
も
す
れ
ば
閤
家
神
議
な
る
も
の
が
恋
意
的
に
解
釈
さ
れ
、
「
神

の
み
な
ら
ず
お
よ
そ
天
皇
や
天
議
制
、
あ
る
い
は
国
家
、
来
義
、
関
粋
定
義
に
関
係
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ

i
」
な
ど
ま
で
す
べ
て
「
閤
家

神
道
」
に
総
括
・
包
含
し
て
し
ま
う
危
険
性
を
苧
ん
で
い
る
。

先
に
あ
げ
た
い
く
つ
か
の
例
会
見
た
だ
け
で
も
、
「
制
度
」
か

ら
「
宗
教
」
さ
ら
に
「
思
想
・
観
念
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
ま
で
様
々
で
あ
っ
た
。

と
す
れ
ば
、
国
家
神
斎
消
滅
論
の
是
非
を
論
ず
る
上
で
先
ず
必
姿
な
の
は
、
「
笛
家
神
道
」
の
客
続
的
か
っ
明
確
な
定
義
で
な
け
れ

ば
な
る
ま
い
。
こ
の
点
、
「
国
家
神
道
」
を
一
諮
る
上
で
ど
う
し
て
も
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
昭
和
二
十
年
の
「
神
道
指
令
」

で
あ
る
こ
と
、
し
か
し
て
神
道
指
令
で
は
国
家
神
道
の
明
確
な
定
義
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
定
義
に
よ
る
の
が
最
も
合
理
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的
と
い
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
関
家
神
道
と
は
、
「
政
府
ノ
法
令
ニ
ヨ
ツ
テ
教
派
神
道
ト
ハ
区
則
的
サ
レ
タ
神
道
ノ

派
」
の
こ
と
で
あ
り
、

明
治
一
二
十
一
一
一
年
、
政
府
が
内
務
省
の
社
寺
局
を
廃
し
て
「
神
社
局
」
を
創
設
し
、
神
社
令
「
間
関
家
の
祭
秘
」
と
し
て
一
般
諸
宗
教
の
行

政
と
区
別
す
る
こ
と
に
な
っ
た
そ
の
制
置
を
指
ナ
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
何
人
も
異
存
は
存
し
な
い
で

あ
ろ
う
。

し
か
し
そ
れ
以
上
に
、
近
代
天
長
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
な
ど
ま
で
含
め
て
「
掴
家
神
道
」
を
考
え
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
そ
の

存
否
か
ら
始
ま
っ
て
、
評
鑑
に
到
る
ま
で
議
論
が
紛
糾
す
る
こ
と
は
、
火
を
見
る
よ
り
も
明
ら
か
で
あ
り
、
か
つ
不
毛
で
あ
る
。
そ
し

て
何
よ
り
も
疑
問
に
思
わ
れ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
思
梨
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
i
は
も
は
や
「
政
教
分
離
」
問
題
の
射
程
外
に
あ
る
は
ず
だ

か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
政
教
分
離
」
を
考
え
る
上
で
問
題
と
な
る
の
は
あ
く
ま
で
「
特
定
の
宗
教
」
つ
ま
り
「
特
定
の
宗
教
団
体
」

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
憲
法
の
政
教
分
離
を
考
え
る
際
、
常
に
組
上
に
載
せ
ら
れ
て
き
た
の
が
「
神
道
指
令
」
で
あ
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り
、
そ
の
神
道
指
令
が
問
題
と
し
た
国
家
神
道
と
は
、

い
わ
ゆ
る
制
度
と
し
て
の
国
家
神
道
で
あ
っ
た
と
の
歴
史
的
経
緯
か
ら
も
明
ら

か
で
あ
る
。

従
っ
て
、
政
教
分
離
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
対
象
と
す
べ
き
「
国
家
神
道
」
と
は
、
あ
く
ま
で
先
に
述
べ
た
「
制
度
と
し
て
の
踏
家

神
道
」
に
と
ど
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
て
、
こ
の
意
味
の
顕
家
神
道
が
戦
後
消
滅
し
た
こ
と
は
自
明
で
あ
り
輿
論
の
余
地
は
な

い
と
息
わ
れ
る
。

(
i
)

最
プ
小
判
一
平
成
五
・
一

0
・
二
人
材
判
例
祭
未
眠
草
紙
。

〈

2
)

東
京
高
判
平
成
二
・
九
単
一
一
六
行
総
出
関
品
購
筏
一
巻
九
時
サ
一
五
一
一
入
賞
。

〈

3
)
抽
制
措
情
「
政
教
分
離
訴
法
を
め
ぐ
る
制
特
例
の
動
向
」
「
愛
媛
法
学
会
雑
誌
い
第
二
十
義
務
一
一
一

'
m
間
合
併
号
(
乎
成
六
年
)
、
五
七
夜
以
下
。



(
4
)

棉
拍
車
骨
『
憲
法
と
政
教
分
離
撒
」
〈
平
成
一
一
一
年
〉
所
収
「
察
U
A

議
箕
函
忠
週
明
訴
訟
一
饗
制
判
決
を
め
ぐ
っ
て
」

4

五

〈5
)

大
お
鮎
戦
後
も
、
阜
地
議
後
判
決
の
立
場
を
「
文
一
斉
の
上
か
ら
も
制
晴
樹
高
出
入
に
照
ら
し
て
も
、
そ
れ
自
体
と
し
て
支
持
で
き
る
も
の
の
よ
う
に
恩
わ
る
」
と
遊
べ
て
お

ら
れ
る
(
大
石
総
「
最
新
特
例
批
評
三
一
」
吋
特
例
時
報
』
二
約
八

A

一
号
、
一
七
八
百
同
〉
。

〈8
)

郷
軍
制
・
前
倒
問
所
絞
「
第
八
章
愛
媛
線
五
率
料
鋭
部
臨
一
審
判
決
を
め
ぐ
っ
て
い
二
一
一
一
八
一
実
以
下
。

(
7
)

問
問
お
、
二
五
五
i
二
五
九
百
問
。

災
以
下
参
照
。

わが関における政教分縦約例の動向{沼地)

〈
8
〉
ハ
U2wHM
内山刃向
W
M
U
H
A
r
mゐ

y
c
a
u
E
q
w門
戸
図
。
}
ア
品
叶
印

d
h
h山J

『印〈山露出)・

〈
幸
)
仙
制
緩
・
前
掲
一
一
紙
一
一
1
二
五
五
百
問
、
二
ム
ハ
ム
ハ
i
一
一
六
八
百
問
。

(
m
w
〉
初
宿
教
授
も
、
「
勝
訴
し
た
被
告
か
ら
の
上
告
を
封
じ
て
、
本
判
決
め
途
憲
判
断
を
機
定
さ
せ
る
ね
ら
い
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
い
と
し
て
い
る
〈
初
宿

正
盆
ハ
ロ
い
間
半
ナ
塙
増
間
四
校
民
訴
訟
控
訴
惜
審
判
判
決
と
途
事
格
審
査
権
の
行
後
」
「
ジ
ユ
リ
ス
ト
」
一
九
九
一
年
六
月
一
日
号
、
四
一
一
夜
)
な
お
、
教
綬
も
玉
務
終
等
の
支
出
仰

を
滋
懇
と
し
た
本
終
決
の
点
検
は
支
持
し
つ
つ
、
こ
の
よ
う
な
「
ね
と
れ
判
決
」
の
手
法
を
批
判
し
、
ヱ
卒
判
判
決
の
よ
う
な
結
絡
を
導
く
の
で
あ
れ
ば
、
加
判
飲
か

く
ま
で
も
後
綴
な
判
一
が
を
も
っ
て
本
伶
支
出
の
途
慾
伎
を
議
廷
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
っ
か
、
疑
問
市
町
時
間
る
と
こ
ろ
で
あ
る
」
と
総
べ
て
お
ら
れ
る
(
問
、

関
三
災
)
。

〈
け
は
〉
拙
稿
「
鳩
瑚
…
凶
神
社
に
公
火
参
拝
と
穂
郡
品
問
判
脳
出
」
『
法
律
的
り
ひ
ろ
ば
い
一
九
九
二
年
十
一
月
号
蕊
八
i
五
九
術
開
。

(
ロ
)
紬
制
柑
欄
「
新
毅
拙
献
納
行
事
訴
訟
判
決
m
w
意
義
」
吋
衿
選
史
研
究
い
第
四
二
義
務
一
一
号
(
平
成
六
年
)
二
一
一
災
以
下
参
照
。

へ
門
叫
〉
大
原
串
晴
朗
河
「
新
嘗
祭
献
絞
め
意
義
と
隔
脱
出
ん
」
「
関
学
際
大
学
日
本
文
化
研
究
所
紀
楽
第
六
十
問
問
醐
判
』
〈
平
成
元
年
)
一
一
一
O
頁
以
下
。

〈H
H
)

大
分
地
利
平
成
大
・
ム
ハ
・
一
二

O
約
制
問
自
治
一
一
…
八
回
す
三
七
策
。

(
江
川
)
大
石
義
「
綾
部
制
約
例
批
端
々
ハ
mm
」
『
刷
判
例
時
報
』
一
間
間
五
五
号
(
一
九
九
三
年
)
プ
八
九
頁
。

〈
吋
時
)
高
僧
摘
釦
和
之
「
警
官
・
法
制
判
断
飢
避
の
准
早
川
削
」
士
戸
歯
師
盤
謀
総
司
憲
法
訴
訟
第
二
島
甘
い
ハ
昭
和
六
一
…
年
〉
…
一
一
一
一
典
。

(
日
後
し
く
は
、
縦
縞
「
政
教
分
離
と
少
数
務
の
信
教
の
駒
山
間
」
「
比
較
懇
持
法
学
研
究
』
繁
一
-
古
一
勺
{
一
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頁
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わが凶における政数分縦約例の動向{百地)
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