
故
教
分
離
を
め
ぐ
る
若
干
の
問
題

l
i
l愛
媛
玉
串
料
評
訟
判
決
を
契
機
と
し
て
1

1

横

田

耕

一

(
九
州
大
学
)

iま

め

ピ

靖
国
神
社
や
愛
媛
県
護
閲
神
社
に
愛
媛
県
知
事
が
玉
串
料
等
を
公
費
で
支
出
し
た
事
例
を
違
憲
と
判
示
し
た
、
い
わ
ゆ
る
「
愛
媛
県

{

1

)

(

2

〉

王
殿
科
訴
訟
」
の
最
高
裁
判
決
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
多
く
の
紹
介
や
判
決
批
評
が
警
か
れ
て
い
る
。
本
報
告
は
、
そ
う
し
た
議
論

に
参
加
し
、
右
の
最
高
裁
判
決
考
案
体
的
・
内
容
的
に
検
討
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
の
判
決
を
契
機
と
し
て
、
さ

ま史教分離をめぐる綾子の問題{織犯)

さ
や
か
な
、
ど
ち
ら
か
と
一
替
え
ば
形
式
的
な
問
問
題
を
整
理
し
て
お
こ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
い
わ
ゆ
る
「
目
的
・
効
巣

基
準
」
が
従
来
の
裁
判
で
は
使
用
さ
れ
て
き
て
い
る
が
、
し
ば
し
ぜ
こ
の
纂
準
は
「
峻
味
で
不
明
確
で
あ
る
」
と
評
さ
れ
て
い
る
。
た

と
え
ば
、
愛
媛
最
高
裁
判
決
に
お
い
て
も
、
高
橋
久
子
裁
判
官
は
そ
の
意
見
の
ゆ
で
、
「
い
わ
ゆ
る
目
的
・
効
果
基
準
は
緩
め
で
あ
い

ま
い
な
明
確
性
を
欠
く
基
準
で
あ
」
る
と
し
、
「
い
わ
ば
目
盛
り
の
な
い
物
還
し
で
あ
る
」
と
ま
で
断
じ
て
い
る
c

そ
こ
で
本
報
告
は
、

多
く
の
論
者
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
「
目
的
・
効
果
暴
挙
」
な
る
も
の
が
実
際
に
殴
妹
・
不
明
確
な
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
、
ま

た
峻
昧
・
不
明
確
ヤ
あ
る
と
し
た
ら
い
か
な
る
部
分
に
お
い
て
不
明
様
で
あ
る
か
、
と
い
っ
た
点
に
主
た
る
焦
点
を
あ
て
て
論
じ
る
こ

と
を
課
題
と
す
る
。
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本
論
に
先
だ
っ
て
こ
点
ほ
ど
確
認
し
て
お
き
た
い
。
第
…
点
は
、
「
判
判
例
」
の
取
り
扱
い
方
の
問
題
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
近

年
の
政
教
分
離
に
関
わ
る
事
件
の
判
決
に
お
い
て
は
、
最
高
裁
は
も
と
よ
り
下
級
裁
判
所
に
お
い
て
も
、
審
変
基
準
と
し
て
「
津
地
鎮

祭
最
高
裁
判
決
」
合
引
用
す
る
こ
と
が
通
例
と
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
の
判
決
に
お
い
て
、
な
ぜ
そ
の
「
判
例
」
を
当
該

事
件
の
審
査
に
あ
た
っ
て
引
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
あ
る
い
は
引
用
す
る
場
合
に
お
い
て
き
ち
ん
と
引
用
し
そ
れ
に
基
づ
い

て
審
査
を
行
っ
て
い
る
か
と
い
う
点
で
、
き
わ
め
て
大
き
な
疑
問
が
残
る
事
例
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
問

出
総
は
、
政
教
分
離
の
分
野
以
外
の
他
の
分
野
の
判
決
に
お
い
て
も
同
様
に
み
ら
れ
る
日
本
の
裁
判
所
の
一
般
的
特
徴
で
あ
っ
て
、
少
し

で
も
関
連
性
が
あ
れ
ば
お
よ
そ
対
象
を
韓
関
に
す
る
別
種
の
事
例
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
簡
単
に
先
例
を
「
判
桝
」
と
し
て
引
引
用
す
る
傾

向
が
あ
る
と
い
え
る
。
そ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
特
に
政
教
分
離
に
関
わ
る
判
決
に
お
い
て
は
、
後
者
の
点
、
す
な
わ
ち
「
判
例
」
を

折
角
引
引
用
し
て
お
き
な
が
ら
、
ぞ
れ
を
き
ち
ん
と
適
用
し
て
い
な
い
、
し
た
が
っ
て
実
際
は
引
用
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
の
関
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題
が
あ
る
。

第
二
の
点
は
、
「
審
査
基
準
」
な
る
も
の
が
「
判
例
」
に
お
い
て
仮
に
設
定
さ
れ
た
と
し
て
も
、
以
後
の
事
併
に
お
い
て
そ
れ
を
機

械
的
に
適
用
す
る
こ
と
の
妥
当
性
如
何
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
表
現
令
規
制
す
る
立
法
の
審
査
に
お
い
て
、
「
明
窃
か
つ
現
在
の
危
険
」

と
い
っ
た
「
審
査
基
準
」
を
一
律
か
つ
機
械
的
に
用
い
る
こ
と
が
果
た
し
て
妥
当
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
の
が
こ
こ
で
の
問
題
で
あ

る
。
お
そ
ら
く
は
、
表
現
現
制
立
法
審
査
に
お
い
て
は
、
具
体
的
事
件
に
m
即
し
て
そ
の
判
断
は
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
「
審

査
甘
務
準
」
は
あ
く
ま
で
も
一
つ
の
「
自
安
」
の
よ
、
つ
な
も
の
で
あ
り
、
柔
軟
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
政
教
分
離
事
件
の

「
審
資
基
準
」
と
し
て
提
超
さ
れ
て
い
る
「
目
的
・
効
果
基
準
」
も
、
同
様
に
、
政
教
分
離
涼
則
違
反
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
あ
ら
ゆ

る
事
件
に
お
い
て
、
国
定
的
・
機
械
的
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、

に
却
し
て
適
用
が
妥
当
で
あ
っ
た
り
、
柔
軟
適
用

が
要
請
さ
れ
る
も
の
マ
あ
ろ
、
っ
。



以
上
の

い
わ
ず
も
が
な
の
前
提
と
し
て
、
以
下
本
論
に
入
る
。

一
点
を
、

津
地
鎮
祭
最
高
裁
判
決
の
論
理

津
地
鎮
祭
料
決
の
論
理
概
観

(
3
v
 

い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
ん
に
ち
「
目
的
・
効
果
基
準
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
「
審
査
基
準
」
は
、
津
地
鎮
祭
最
高
裁
判
決
の
多
数
意

見
の
中
で
示
さ
れ
た
基
準
を
い
う
。
あ
ら
た
め
で
紹
介
す
る
必
要
は
な
い
と
も
怠
わ
れ
る
が
、
以
下
の
論
述
と
の
関
速
で
、

い
ま
一
度

こ
の
多
数
意
見
の
論
理
を
整
理
し
て
お
く
と
と
も
に
若
子
の
コ
メ
ン
ト
令
述
べ
て
お
こ
う
。

①
吋
政
教
分
離
原
則
別
が
憲
法
に
規
定
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
背
景
に
は
、
大
島
本
帝
関
懇
法
時
代
に
お
け
る
「
田
家
神
道
」
の
存
在
が
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あ
る
。
「
隈
家
神
道
」
は
、
事
実
上
の
国
教
的
地
笹
に
あ
り
、
「
ぞ
れ
に
対
す
る
橋
部
が
要
請
さ
れ
る
」

一
方
で
、
「
一
部
の
宗
教
出
体

に
対
し
き
び
し
い
迫
害
」
が
行
わ
れ
た
た
め
、
「
信
教
の
自
由
の
保
障
は
不
完
全
で
あ
っ
た
」
。
関
家
と
神
道
の
結
合
か
ら
生
じ
た
こ
の

政教分聖撃をめぐる若干の問題(綾田)

弊
窓
口
を
前
提
と
し
て
日
本
国
整
法
は
信
教
の
自
由
と
政
教
分
離
規
定
を
定
め
た
。
』

多
数
意
見
は
簡
単
に
で
は
あ
る
が
、
政
教
分
離
規
定
を
生
む
に
い
た
っ
た
理
由
と
し
て
「
関
家
神
道
」
の
弊
害
を
指
檎
し
て
い
る
。

こ
れ
は
-
き
わ
め
て
重
要
な
指
識
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
懇
法
規
定
で
あ
っ
て
も
同
様
で
あ
る
が
、

つ
の
憲
法
規
定
の
背
景
に
は
そ
れ
を

生
む
に
い
た
っ
た
授
史
的
背
景
が
必
ず
あ
る
。
当
然
ぞ
れ
は
各
国
に
よ
っ
て
異
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
政
教
分
離
政
財

つ
令
と
っ

て
も
、
当
該
国
家
に
お
い
て
そ
の
原
則
の
持
つ
意
味
は
異
な
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
政
教
分
離
原
則
を
論
と
る
に
あ
た
っ
て

諸
外
簡
を
参
考
に
す
る
こ
と
に
は
意
味
が
あ
る
が
、
米
留
や
英
隠
・
フ
ラ
ン
ス
の
事
例
や
解
釈
を
た
だ
ち
に
日
本
に
持
ち
込
む
こ
と
は

で
き
な
い
。
そ
う
し
た
と
き
、
日
本
間
憲
法
の
政
教
分
離
原
則
は
「
商
家
神
道
」
(
そ
れ
を
ど
う
理
解
す
る
か
は
別
と
し
て
〉

の
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よ
り
の
解
放
を
、
主
眼
と
し
て
制
判
定
さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
滞
在
的
敵
は
「
国
家
神
道
」
〈
神
道
で
は
な
い
!
)

で
あ
る
こ

と
を
経
認
し
て
お
く
こ
と
は
、
日
本
に
お
け
る
政
教
的
分
離
原
則
の
現
解
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。

@
吋
日
本
で
は
〔
各
種
の
宗
教
が
多
先
的
・
震
語
的
に
発
達
、
併
存
」
し
て
い
る
た
め
、
憲
法
は
出
家
と
宗
教
の
完
全
分
離
を
理
想

と
し
、
「
国
家
の
非
宗
教
性
な
い
し
宗
教
的
中
立
性
」
を
確
保
し
よ
う
と
し
て
い

「
各
種
の
宗
教
が
多
元
的
・
設
一
層
的
に
発
達
、
併
存
し
て
い
る
己
と
い
う
状
況
認
識
(
こ
う
し
た
状
況
認
識
に
つ
い
て
異
論
は
あ

る
う
る
〉
を
共
通
に
し
た
と
き
に
も
、
こ
こ
か
ら
導
か
れ
る
結
論
に
は
ま
っ
た
く
疋
反
対
の
二
種
類
が
あ
る
。

つ
は
、
こ
こ
で
の
多

数
意
見
の
よ
う
に
、
し
た
が
っ
て
完
全
分
離
が
理
想
と
さ
れ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
他
方
は
、
愛
媛
本
一
率
料
訴
訟
最
高
裁
判
決
に
お

け
る
一
一
一
好
達
裁
判
官
の
反
対
意
見
の
よ
う
に
、
こ
の
認
識
か
ら
政
教
分
離
原
則
的
の
緩
和
を
導
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た

驚
く
べ
き
こ
と
に
、
本
津
地
鎮
祭
判
決
の
具
体
的
判
断
遇
税
に
お
い
て
多
数
意
見
は
、
宗
教
意
識
の
雑
居
性
か
ら
詔
民
一
般
の
宗
教
意
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識
は
必
ず
し
も
高
く
な
い
と
の
認
識
を
導
き
(
こ
こ
ま
で
は
必
ず
し
も
間
違
い
で
は
な
い
て
そ
れ
を
理
由
に
本
件
地
鎮
祭
は

「
参
列

者
投
ぴ

般
人
の
宗
教
的
関
心
を
特
に
高
め
る
こ
と
と
な
る
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
」
と
し
て
、
実
質
的
に
「
自
的
・
効
果
基
準
」

の
緩
や
か
な
適
用
の
大
き
な
根
拠
の

っ
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
宕
邪
教
的
多
元
性
」
が
完
全
分
離
の
根
拠
に
な
っ
た
り
、

(
4
v
 

分
離
緩
和
の
根
拠
に
な
っ
た
り
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
別
の
機
会
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
前
者
す
な
わ
ち
完
全
分
離
を
導

く
議
論
、
か
当
然
の
帰
結
と
し
て
妥
当
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
津
地
鎮
祭
判
決
の
多
数
意
見
が
そ
の
基
本
的
見
解
を
提
示
す
る
中
で
、
日

本
の
宗
教
風
土
か
ら
完
全
分
離
の
理
懇
を
導
き
出
し
た
こ
と
は
、
政
教
分
離
に
関
わ
る
事
併
を
考
え
る
僚
に
絶
え
ず
想
起
さ
れ
る
べ
き

こ
と
で
あ
り
、
関
連
つ
で
も
相
互
の
ぺ
寛
容
」
な
ど
を
安
易
に
説
く
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

(5) 

な
お
、
「
間
出
家
の
非
諜
教
性
」
と
「
隣
家
の
宗
教
的
中
立
性
」
は
問
じ
で
は
な
い
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
本
報
告
と
は
車

接
関
係
が
な
い
の
で
省
略
す
る
。



③
吋
政
教
分
離
規
定
は
「
間
協
欲
的
に
信
教
の
自
由
の
磯
保
令
保
障
し
よ
う
と
す
る
」
も
の
で
「
制
度
的
保
獄
」
の
規
定
で
あ
る
ぷ

こ
れ
も
本
報
告
と
は
関
係
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
部
分
は
不
要
で
あ
る
ば
か
り
か
、
ド
イ
ツ
流
の
「
制
度
的
保
障
〕
の
観
念
か
ら

す
れ
ば
了
解
不
能
の
部
分
で
あ
る
。
た
だ
、
多
数
意
見
や
以
後
の
い
く
つ
か
の
下
級
審
判
決
に
お
い
て
、
こ
の
設
業
が
政
教
分
離
原
則

を
緩
和
す
る
際
の
一
穫
の
み
吋
i
ワ
!
ド
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
が
…
は
問
題
で
あ
る
。

④
吋
「
盟
家
が
、
社
会
生
活
に
規
制
を
加
え
、
あ
る
い
は
教
育
、
福
祉
、
文
化
な
ど
に
悔
す
る
助
成
、
援
助
等
の
諸
施
策
を
実
施
す

る
に
あ
た
っ
て
、
宗
教
と
の
か
か
わ
り
合
い
を
生
ず
る
こ
と
を
免
れ
え
な
い
」
の
で
、
鴎
家
と
宗
教
の
完
全
分
離
は
「
不
可
能
」
「
不

合
理
」
で
あ
り
、
分
離
に
は
「

定
の
限
界
」
が
あ
る
。
」

多
く
の
特
例
批
評
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
多
数
意
見
が
「
不
可
議
」
「
不
合
理
」
の
銅
と
し
て
あ
げ
て
い
る
事
例
に
つ
い
て
は
、

制
約
途
の
解
釈
が
可
能
で
あ
り
、
ぞ
れ
ら
事
舗
を
理
由
と
し
て
緩
和
を
根
拠
づ
け
る
こ
と
に
は
疑
賄
が
多
い
。
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mw
「
政
教
分
離
原
則
は
、
辺
一
小
一
教
と
の
か
か
わ
り
合
い
の
も
た
ら
す
行
為
の
目
的
及
び
効
果
に
か
ん
が
み
、
そ
の
関
わ
り
合
い
が
」

そ
れ
ぞ
れ
の
閣
の
社
会
的
・
文
化
的
諸
条
件
に
「
捕
ら
し
相
当
と
さ
れ
る
限
度
を
超
え
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
こ
れ
を
許
さ
な

聖主教分離をめぐる着予の熊題(横倒)

い
と
す
る
も
の
で
あ
る
」
。
ぃ

@
吋
…
一

O
条
一
一
一
項
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
る

2
不
教
的
活
動
」
と
は
、
「
そ
の
か
か
わ
り
合
い
が
右
に
い
う
相
当
と
き
れ
る
限
度
を
超

え
る
も
の
に
限
ら
れ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
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
等
に
な
る
よ
う
な
行
為
を
い
う
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」
。
ぃ

こ
れ
(
特
に
傍
点
部
分
)
が
い
わ
ゆ
る
「
目
的
・
効
築
基
準
」
で
あ
る
。

⑦
「
検
討
に
あ
た
っ
て
は
、
当
該
行
為
の
主
宰
者
が
宗
教
家
で
あ
る
か
ど
う
か
、
そ
の
順
序
作
法
〈
式
次
第
)
が
宗
教
の
定
め
る
方

式
に
限
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
な
ど
「
当
該
行
為
の
外
形
的
側
面
の
み
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
」
、
「
当
該
行
為
の
梓
わ
れ
る
場
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所
」
「
当
該
一
行
為
に
対
す
る
一
般
人
の
宗
教
的
評
価
」
「
当
該
行
為
者
が
当
該
行
為
を
行
、
つ
に
つ
い
て
の
意
閥
、
目
的
及
び
宗
教
的
意
識

の
宥
鐙
…
、
程
度
」
、
「
当
一
一
政
行
為
の

般
人
に
与
え
る
効
果
、
影
響
」

「
諸
般
の
事
情
を
考
慮
し
」
「
社
会
通
念
に
従
っ
て
、
客
観

的
に
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
れ
は
、
「
目
的
・
効
巣
恭
準
」
で
審
査
を
行
う
際
の
判
断
方
法
そ
述
べ
た
部
分
で
あ
る
。

読
し
て
要
約
す
る
と
、

い
ろ
ん
な
こ

と
を
考
え
た
よ
令
、
社
会
通
念
に
従
っ
て
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
、
き
わ
め
て
大
ま
か
な
判
断
方
法
で
あ
る
と
も
曾

〈

P
O〉

え
る
。
し
か
し
、
多
数
意
見
が
こ
う
し
た
判
断
方
法
を
示
し
た
の
は
、
原
審
の
名
古
康
高
裁
判
決
、
が
、
地
鎮
祭
の
外
形
的
側
面
を
重

視
し
て
当
該
地
鎮
祭
を
違
憲
と
判
示
し
て
い
た
た
め
、
そ
の
論
拠
を
崩
す
た
め
で
あ
っ
た
と
も
替
え
る
(
外
形
的
側
踏
を
重
視
す
れ
ば

当
該
地
鎮
祭
は
違
憲
の
色
彩
が
濃
く
な
る
)
。
た
だ
多
数
意
見
は
、
「
外
形
的
側
磁
の
み
」
に
と
ら
わ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
述
べ
て
い

る
の
で
あ
っ
て
、
「
外
形
的
側
蘭
」
を
考
車
対
象
か
ら
排
除
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
愛
媛
玉
場
料
訴
訟
判
決
の
反

対
意
晃
で
可
部
恒
雄
裁
判
官
が
後
に
具
体
的
に
提
一
不
当
れ
て
い
る
践
つ
の
考
藤
要
素
の
み
を
取
り
上
げ
て
検
討
し
た
い
尽
に
は
、
多
数
意
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と
し
て
い
る
点
か
ら
し
て
も
、
こ
れ
ら
考
議
要
素
は
、
重
要
な

考
嘩
要
素
で
は
あ
る
と
し
て
も
、
限
定
的
に
列
挙
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
閤
定
的
・
機
械
的
に
こ
れ
ら
要
素
の
み
に
導
か
れ
て

見
の
理
解
と
し
て
大
い
に
疑
問
が
残
る
。
ま
た
、
多
数
意
見
が

判
断
を
行
う
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
。

む
し
ろ
、
こ
の
部
分
の
最
大
の
問
題
は
、
「
社
会
通
念
」
に
従
っ
て
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
点
で
あ
っ
て
、
こ
れ
で
は

折
角
の
舎
で
一
不
さ
れ
た
認
識
が
無
意
味
に
な
っ
て
し
ま
う
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
の
機
会
が
あ
ろ
う
。

「
目
的
・
効
果
恭
準
」
と
対
象
物
の
「
宗
教
性
」

と
こ
ろ
で
、
政
教
分
離
原
即
時
議
長
が
争
わ
れ
た
従
来
の
裁
判
事
例
に
お
い
て
は
、
し
ば
し
ば
「
目
的
・
効
樹
木
恭
準
」
を
用
い
る
擦
に
、



公
的
行
為
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
事
柄
や
物
が
苫
京
教
性
」
を
持
っ
て
い
る
か
ど
う
か
が
争
点
と
さ
れ
、
そ
こ
に
震
点
が
蜜
か
れ
る
傾

向
が
あ
っ
た
。
た
と
え
は
、
箕
面
忠
魂
碑
訴
訟
に
お
い
て
は
、
対
象
と
な
っ
て
い
る
忠
魂
碍
が
宗
教
施
設
で
あ
る
か
ど
う
か
が
一
つ
の

大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
た
。
あ
る
い
は
、
駿
霊
祭
が
宗
教
的
な
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
が
関
わ
れ
た
。
し
か
し
、
多
数
獲
見
の
示
し

た
「
自
的
・
効
築
基
準
」
に
よ
る
審
査
の
判
断
方
法
に
忠
実
に
従
う
な
ら
ば
、
対
象
物
の
宗
教
性
の
有
無
・
濃
淡
は
一
つ
の
考
嘩
要
素

に
と
ど
ま
り
、
決
し
て
決
め
手
に
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
仮
に
宗
教
施
設
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
対
し
て
行
わ
れ
た
行
為
〈
例
え

ば
神
社
火
災
の
祭
の
消
防
活
動
な
ど
)
が
「
自
的
・
効
果
基
準
」

か
ら
し
て
「
宗
教
的
活
動
」
に
あ
た
ら
な
い
こ
と
も
あ
れ
ば
、

に
非
宗
教
施
設
に
対
し
て
行
わ
れ
た
行
為
で
あ
っ
て
も
憲
法
の
禁
じ
る
「
宗
教
的
活
動
」
に
該
当
す
る
場
合
が
あ
り
う
る
。
た
と
え
ば
、

仮
に
忠
魂
碑
が
単
な
る
記
念
持
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
対
す
る
公
金
支
出
が
宗
教
自
的
で
行
わ
れ
た
り
、
そ
の
支
出
の
効
栄
と

し
て
宗
教
を
促
進
又
は
圧
迫
す
る
と
寸
る
な
ら
、
当
該
公
金
支
出
は
れ
っ
き
と
し
た
「
宗
教
的
活
動
」
で
あ
る
。
関
様
に
、
忠
魂
稗
の
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前
で
行
わ
れ
た
公
的
態
霊
祭
の
合
憲
性
は
、
忠
魂
碑
や
慰
霊
祭
の
宗
教
性
よ
り
も
、
制
慰
霊
祭
へ
の
公
的
か
か
わ
り
が
「
目
的
・
効
樹
木
基

に
合
絡
す
る
か
ど
う
か
(
こ
の
場
合
に
も
、
仮
に
駿
霊
祭
が
宗
教
色
の
濃
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
津
の
地
鎮
祭
の
よ
う
に
合
憲
と

ま文教分離をめぐる若予の問題{績a)

さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
)
に
か
か
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
隅
惑
は
、
あ
く
ま
で
も
公
的
に
な
さ
れ
た
行
為
が
、

「
8
的
。
効
果
基
準
」
か
ら
し
て
「
宗
教
的
活
動
」
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。

「
目
的
・
効
果
基
準
」
は
不
明
確
か
?

「
目
的
・
効
果
基
滋
」
に
対
守
る
批
判

政
教
分
離
原
則
的
に
関
わ
る
事
件
の
審
査
碁
準
と
し
て
「
目
的
・
効
果
蕊
準
」
が
安
当
で
あ
る
か
は
疑
わ
し
く
、
か
ね
て
よ
り
報
告
者
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を
含
め
て
多
く
の
憲
法
学
者
よ
り
異
議
が
錠
起
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
そ
の
基
準
自
体
の
妥
当
性
は
ひ
と
ま
ず
覆
き
、

「
g
的
・
効
果
基
準
」
は
媛
昧
・
不
明
確
な
基
準
マ
あ
る
と
の
批
判
に
つ
き
検
討
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。

題
頭
で
も
一
部
引
用
し
た
高
橋
裁
判
官
の
ほ
か
、
愛
媛
玉
虫
中
料
訴
訟
最
高
裁
判
決
に
お
い
て
は
、
題
部
逸
夫
裁
判
官
、
尾
崎
行
信
裁

判
宮
か
ら
も
、
「
目
的
・
効
果
選
準
」
が
基
準
と
し
て
唆
味
で
あ
る
こ
と
が
批
判
さ
れ
て
お
り
、
憲
法
学
者
の
多
く
も
こ
う
し
た
批
判

を
異
口
問
音
に
述
べ
て
き
た
。

(
?
)
 

そ
も
そ
も
事
情
は
、
こ
の
基
準
の
母
密
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
米
国
に
お
い
て
も
間
械
で
あ
る
。
多
く
の
識
者
が
指
摘
す
る
よ
う

{S) 

一
九
七
一
年
の
レ
モ
ン
判
決
で
あ
る
。
こ
の
判
決
で
定
式
化

に
、
「
目
的
・
効
果
基
準
〕
の
形
成
に
影
響
を
与
え
た
米
国
の
判
決
は
、

さ
れ
た
、
@
そ
の
法
ま
た
は
行
為
が
世
俗
的
自
的
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
、
①
そ
の
主
要
・
な
も
し
く
は
第
一
の
効
楽
が
宗
教
そ

促
進
し
た
り
禁
止
し
た
り
す
る
こ
と
に
な
る
か
ど
う
か
、
争
宗
教
に
対
す
る
政
府
の
「
過
度
の
か
か
わ
り
」
を
も
た
ら
す
か
ど
う
か
、
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の
「
一
一
一
要
件
テ
ス
ト
」
は
、
絶
対
的
テ
ス
ト
で
は
な
く
「
有
用
な
指
課
以
上
の
も
の
で
は
な
い
」
と
さ
れ
な
が
ら
も
、

一
九
八

0
年
代

半
ば
頃
ま
で
、
あ
る
種
の
政
教
分
離
を
め
ぐ
る
事
件
に
お
い
て
連
邦
最
高
裁
判
所
の
審
査
基
準
と
し
て
か
な
り
頻
繁
に
用
い
ら
れ
て
き

た
。
し
か
し
、
「
有
用
な
指
標
」
と
の
性
格
づ
け
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
基
準
は
具
体
的
適
用
に
お
い
て
か
な
り
騒
昧
な
点
を

含
ん
で
い
る
こ
と
は
自
覚
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
た
と
え
ば
、

φ
の
要
件
に
お
い
て
、
そ
の
行
為
等
が
「
世
俗
的
問
目
的
」
を
も
っ

か
ど
う
か
を
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
「
際
的
」
如
何
は
客
観
的
に
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
よ
り
は
、
行
為
者
の
内

面
心
境
を
探
索
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
-
-
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
事
柄
の
性
格
か
ら
し
て
暖
味
ち
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
。
ま
た
、

ぞ
う
か
と
い
っ
て
、
入
の
内
面
に
ま
で
罷
家
や
法
が
介
入
す
る
こ
と
に
は
大
き
な
危
険
性
が
あ
り
、
あ
る
段
階
で
の
断
念
が
要
求
さ
れ

る
こ
と
に
も
な
る
。
ま
た
、
@
の
要
件
は
、
日
本
の
最
高
裁
が
独
自
の
要
件
と
し
て
採
用
せ
ず
「
目
的
・
効
果
恭
準
」
に
と
ど
ま
っ
た

こ
と
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
ぞ
れ
自
体
暖
昧
な
点
を
多
く
含
ん
で
い
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
あ
る
程
度
の
客
観
性
を
持
つ
も
の



と
し
て
は
舎
の
「
効
果
」
要
件
し
か
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、

一
九
八

0
年
代
半
ば
頃
か
ら
い
く
つ
か
の
判
決
で
オ
コ
ナ
裁
判
官
が
提

接
し
た
「
エ
ン
ド
!
ス
メ
ン
ト
・
テ
ス
ト
」
は
、
舎
の
要
件
を
織
完
し
媛
昧
性
会
払
拭
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
し

け
る
こ
と

が
マ
き
る
。
す
な
わ
ち
、

2
m一
教
を
是
認
ま
た
は
杏
認
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
政
府
が
送
っ
て
い
る
か
ど
う
か
」
を
判
断
碁
準
と
す
る
の

が
こ
の
テ
ス
ト
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
テ
ス
ト
も
い
く
つ
か
の
判
決
の
法
廷
窓
見
で
用
い
ら
れ
は
し
た
も
の
の
、
九

0
年
代
に
入
る
と

「
一
一
一
要
件
テ
ス
ト
」
と
問
様
に
明
示
的
に
は
用
い
ら
れ
な
く
な
り
、
今
日
に
お
い
て
は
む
し
ろ

律
(J) 

般
的
審
査
丞
準
の
使
用
を
断

悲
し
、
具
体
的
事
慨
に
剥
し
て
、
行
為
類
部
一
別
に
判
断
を
鍛
密
に
行
う
手
法
が
採
ら
れ
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ

う
に
、
「
目
的
・
効
果
基
準
」
の
母
顕
で
は
、
も
は
や
こ
の
碁
撲
の
元
と
な
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
「
一
一
一
婆
件
テ
ス
ト
」
は
使
期
さ
れ
て

い
な
い
が
、
そ
の
大
き
な
原
因
の
一
つ
が
こ
の
基
準
の
竣
味
さ
に
あ
っ
た
こ
と
は
苔
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

米
関
出
の
経
験
を
参
照
し
た
と
き
、

一
要
件
テ
ス
ト
」
か
ら
舎
の
要
件
を
欠
い
て
い
る
「
自
的
・
効
果
基
準
」
が
媛
味
か
つ
不
明
確
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で
あ
る
こ
と
は
、

応
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
明
、
前
述
の
一
一
一
裁
判
官
の
批
判
は
誤
り
で
は
な
い
。
し
か
し
、

こ
れ
よ
り

歩
進
め
て
、

一
部
の
憲
法
学
者
が
強
調
し
、
愛
媛
玉
串
料
訴
訟
判
決
で
高
橋
裁
判
官
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
の
基
準
の

紋教分毒装をめぐる繁二子の関鐙(織田〉

緩
味
さ
の
論
拠
の
一
つ
を
、
「
津
地
鎮
祭
以
後
の
判
決
が
、
同
じ
事
実
を
認
定
し
な
が
ら
結
論
を
異
に
す
る
も
の
が
少
な
く
な
い
」
と

い
う
こ
と
に
求
め
る
こ
と
は
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。
い
や
、
そ
も
そ
も
こ
の
一
言
説
は
現
実
の
判
決
に
て
ら
し
て
真
で
あ
ろ
う
か
。
高
橋
裁

判
官
は
、
そ
の
併
と
し
て
、
山
口
自
衛
官
訴
訟
、
箕
面
忠
魂
碑
訴
訟
、
お
よ
び
愛
媛
玉
串
料
訴
訟
令
あ
げ
た
。
た
し
か
に
、
こ
れ
ら
の

判
決
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
裁
判
所
は
「
目
的
・
効
果
器
準
」
を
使
用
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
「
関
じ
事
実
を
認
定
し
な
が
ら
結
論

会
開
刊
に
す
る
も
の
」
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

「
目
的
・
効
泉
基
準
」
は
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
た
か
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異
な
る
類
裂
の
一
事
例
に
「

B
的
・
効
果
基
準
〕
を
適
用
し
て
異
な
る
結
論
が
出
て
き
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
当
然
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
「
同
じ
事
実
を
認
定
し
な
が
ら
結
論
を
異
に
す
る
」
か
ど
う
か
は
、
少
な
く
と
も
向
一
類
型
の
挙
制
御
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
地
裁
、
高
裁
、
最
高
裁
の
結
論
が
同
一
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
も
そ
も
開
題
は
な
い
。
こ
う
し
た
条
件
の
下

で
有
効
な
検
討
対
象
と
な
る
の
は
、
実
質
的
に
最
高
裁
も
判
断
を
示
し
た
事
例
で
あ
る
、
高
橋
裁
判
宮
が
あ
げ
た
三
訴
訟
で
あ
る
。
こ

れ
ら
一
一
一
訴
訟
に
原
点
と
な
っ
た
津
地
鎮
祭
最
高
裁
判
決
を
含
め
て
、
「
自
的
・
効
果
基
準
」
の
使
わ
れ
方
を
、
と
く
に
審
査
対
象
と
な
っ

た
事
実
を
中
心
に
整
理
し
て
み
よ
う
。

(1) 

津
地
鎮
祭
最
高
裁
判
決
の
場
合

対
象
と
な
っ
た
事
実
は
、
市
が
主
催
す
る
起
工
式
(
地
鎮
祭
〉
で
あ
り
、
そ
の
起
工
式
で
は
、
専
門
の
宗
教
家
で
あ
る
神
職
が
、
拙
作

道
所
定
の
服
装
で
、
神
社
神
遊
間
関
有
の
祭
具
を
用
い
、
神
社
神
道
固
有
の
祭
式
を
主
宰
し
た
。
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多
数
意
見
は
、
起
工
式
は
「
も
は
や
宗
教
的
意
義
が
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
な
く
な
っ
た
建
築
上
の
儀
礼
〕
と
し
た
上
で
、
神
職
自
身

は
宗
教
的
一
信
仰
に
基
づ
い
て
執
行
し
た
が
、

一
般
人
・
市
関
係
者
の
意
識
に
お
い
て
は
「
建
築
費
工
に
際
し
て
の
慣
習
化
し
た
社
会
的

儀
礼
と
し
て
、
世
俗
的
行
事
と
評
錨
」
さ
れ
て
お
り
、
市
関
係
者
も
「
建
築
港
工
に
襟
し
、
土
地
の
平
安
竪
盟
、

の
無
事
安
全
を

願
い
、
社
会
の
一
般
的
慣
習
に
従
っ
た
儀
礼
を
行
う
と
い
う
専
ら
世
俗
的
」
目
的
で
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、
他
方
、

g
本
に
お
け
る
宗

教
意
識
の
雑
居
性
、
祭
秘
儀
礼
に
専
念
す
る
神
社
神
道
の
特
急
、
お
よ
び
右
の
起
工
式
に
対
す
る
一
般
人
の
意
識
か
ら
す
る
な
ら
ば
、

神
道
の
援
助
や
他
宗
教
の
在
迫
な
ど
と
い
う
効
果
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
、
「
目
的
‘
効
果
基
準
〕
に
て
ら
し
て
政
教
分
離
原
則
に
違

民
し
な
い
と
判
示
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
多
数
意
見
は
自
ら
が
示
し
た
判
断
方
法
に
則
っ
て
審
査
を
行
っ
て
い
る
と

応
は
言
、
ゅ
ん

る
。
そ
の
際
、
外
形
的
側
面
も
考
謹
要
棄
に
入
れ
ら
れ
考
議
さ
れ
て
い
た
い
尽
に
注
目
し
て
お
き
た
い
(
煎
述
の
可
部
反
対
意
見
の
問
題



点
)
。
も
っ
と
も
、
愛
媛
玉
南
中
料
訴
訟
最
高
裁
判
決
の
意
見
で
尾
崎
裁
判
官
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
判
断
対
象
事
実
に
つ
き
、
起

工
式
自
体
と
そ
れ
へ
の
市
の
関
与
行
為
と
の
堅
別
が
や
や
唆
妹
と
な
っ
て
い
る
が
、
主
催
者
と
し
て
市
が
主
体
と
な
っ
て
起
工
式
を
自

ら
行
っ
た
と
の
認
識
に
多
数
意
見
が
立
っ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
市
の
行
為
を
他
者
の
行
う
宗
教
儀
式
へ
の
参
加
と
し
て
構
成
し
た

回
沼
崎
裁
判
官
と
、
そ
も
そ
も
対
象
事
実
の
認
識
に
お
い
て
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

(2) 

山
首
県
殉
戦
自
衛
官
ム
口
組
訴
訟
判
決
の
場
合

こ
の
訴
訟
で
は
、
山
口
県
議
国
神
社
が
、
姿
の
反
対
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
衛
官
と
し
て
殉
職
し
た
夫
令
合
犯
し
た
挙
例
に
つ
き
、

合
記
の
前
提
と
な
る
合
総
申
請
行
為
を
民
問
団
体
で
あ
る
県
隊
友
会
が
行
っ
て
い
る
が
、
そ
の
隊
友
会
に
対
し
自
衛
隊
山
口
地
方
連
絡

部
〈
地
連
)
が
事
務
的
協
力
を
行
っ
た
こ
と
が
政
教
分
離
原
則
謀
長
で
あ
る
か
ど
う
か
が
争
わ
れ
た
。
護
関
神
社
の
合
間
が
宗
教
行
為

そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、
同
様
に
、
合
流
出
申
請
行
為
が
宗
教
行
為
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
被
告
側
も
争
っ
て
い
な
い
。
問
題
は
、
自
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衛
隊
の
事
務
協
力
の
評
倍
で
あ
る
(
自
衛
隊
の
事
務
協
力
が
あ
っ

(5) 

山
口
地
方
裁
判
所
・
山
仏
鳥
高
等
裁
判
所
判
決

つ
い
て
も
争
い
は
な
い
)
。

⑦
 

政教分厳をめぐるま5子の間総(機EIll

こ
れ
ら
判
決
で
は
、
自
衛
隊
地
速
の
事
務
協
力
行
為
に
つ
き
、
之
口
相
続
出
申
請
に
出
向
け
ら
れ
た
個
尉
的
・
積
駆
的
・
核
心
的
行
為
」

で

あ
っ
て
、
「
地
速
の
一
連
の
行
為
が
な
け
れ
ば
、
本
件
の
如
く
に
合
記
申
請
に
薫
っ
た
と
は
み
ら
れ
な
い
」
と
し
て
、
合
記
申
請
行
為

は
地
連
職
員
と
県
隊
友
会
の
「
共
同
の
行
為
」
で
あ
る
と
認
定
し
た
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
合
把
・
甲
翁
行
為
は
「
合
ω

泌
が
行
な
わ
れ
る

た
め
の
前
提
を
な
す
も
の
と
し
て
基
本
的
な
宗
教
的
意
義
を
有
し
」
「
保
護
隈
神
社
の
宗
教
を
助
長
、
促
進
す
る
行
為
」
で
あ
る
か
ら
、

「
目
的
・
効
果
基
準
」
か
ら
し
て
地
速
の
行
為
は
憲
法
の
禁
じ
る
「
宗
教
的
活
動
」
に
あ
た
る
と
さ
れ
た
。

(
同
四
)

最
高
裁
判
所
判
決

@ 一
連
の
流
れ
の
中
で
問
問
題
を
詑
援
し
た
下
級
務
に
対
し
〈
最
高
裁
判
決
の
伊
藤
正
号
裁
判
官
も
同
様
の
担
援
)
、
最
高
裁
の
多
数
意
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の
特
徴
は
各
行
為
の
分
断
に
あ
る
。
多
数
意
見
は
、

一
方
で
合
流
と
合
紀
中
議
行
為
を
切
り
離
し
、
後
者
は
「
宗
教
と
の
か
か
わ
り

合
い
を
も
っ
行
為
で
あ
る
が
、
合
総
の
前
提
と
し
て
の
法
的
意
味
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
」
と
す
る
。
他
方
、
令
記
府
議
行
為
は
県
隊

友
会
の
「
単
独
行
為
」
で
あ
る
と
し
、
地
連
職
員
の
行
為
は
合
流
申
請
行
為
に
は
夜
接
関
係
し
な
い
事
務
的
協
力
に
埼
き
な
い
と
す
る
。

か
く
し
て
、
「
目
的
・
効
断
水
暴
準
い
に
よ
る
審
査
対
象
と
な
る
事
実
は
、
合
記
申
請
行
為
と
は
別
個
の
事
務
的
協
力
と
な
る
。
こ
の
結

果
、
宗
教
行
為
そ
の
も
の
で
あ
る
合
記
、
宗
教
と
の
か
か
わ
り
合
い
を
も
っ
合
記
申
請
行
為
、
そ
れ
に
対
す
る
事
務
的
協
力
、
と
い
う

一
一
一
行
為
が
画
然
と
区
別
さ
れ
、
事
務
的
協
力
の
宗
教
性
は
薄
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
地
速
の
行
為
の

2
京
教
と
の
関
わ
れ
ソ
合
い
は
関

接
的
で
あ
り
、
そ
の
意
閥
、
目
的
も
、
合
記
実
現
に
よ
り
自
衛
隊
員
の
社
会
的
地
位
の
向
上
と
士
気
の
高
揚
を
関
る
」
こ
と
に
あ
っ
て

宗
教
的
意
識
も
希
薄
で
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
行
為
の
態
様
か
ら
し
て
特
定
の
宗
教
へ
の
援
助
や
他
の
宗
教
の
筏
迫
等
に
な
る
効

果
は
な
い
と
さ
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
地
連
の
行
為
は
「
目
的
・
効
果
義
準
」
か
ら
し
て
、
「
宗
教
的
活
動
い
に
は
あ
た
ら
な
い

-182ー

こ
と
に
な
る
。

右
の
下
級
審
判
決
と
最
高
裁
判
決
を
比
較
し
た
と
き
、
両
者
を
「
閉
じ
事
実
を
認
定
し
な
が
ら
結
論
を
袋
、
に
す
る
も
の
」
と
は
到
底

い
う
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
下
級
審
は
地
逮
の
行
為
を
「
合
犯
申
請
行
為
」
と
し
て
そ
れ
に
「
8
的
・
効
果
基
準
」

を
適
用
し
て
い
る
の
に
対
し
、
最
高
裁
は
之
口
認
申
請
行
為
」
と
は
轡
然
と
ほ
一
別
さ
れ
た
「
事
務
的
協
力
行
為
い
に
「
目
的
・
効
果
基

準
」
を
適
用
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
下
級
審
問
様
に
「
合
総
申
請
行
為
」
を
地
連
と
県
隊
友
会
の
「
共
同
の
狩
為
」

と
し
て
、
地
速
の
行
な
っ
た
「
合
記
ム
申
請
行
為
」
に
「
目
的
・
効
果
恭
準
」
を
適
用
し
、
こ
れ
を
違
憲
と
し
た
最
高
裁
の
鳥
谷
六
郎
・

佐
藤
哲
郎
意
見
、
伊
藤
反
対
意
見
と
の
詑
較
に
お
い
て
も
う
か
が
え
る
。
結
局
、
こ
の
事
件
で
は
「
同
じ
事
実
は
認
定
さ
れ
て
い
な
い
」

の
で
あ
る
。

(3) 

箕
面
忠
魂
綜
・
慰
霊
祭
訴
訟
判
決
の
場
合
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{
れ
は
〉

箕
面
忠
魂
碑
大
阪
地
裁
判
決

箕
街
忠
魂
碑
訴
訟
で
は
、
小
学
校
増
改
築
の
た
め
市
が
行
な
っ
た
、
忠
魂
碑
の
移
設
行
為
お
よ
び
移
投
後
の
忠
魂
碑
の
建
つ
敷
地
を

市
遺
族
会
に
貸
与
し
た
行
為
が
政
教
分
離
原
闘
に
違
反
す
る
と
し
て
争
わ
れ
た
。
こ
れ
を
也
遺
言
し
た
本
地
裁
判
決
は
、
忠
魂
碑
が
宗

教
施
設
で
あ
る
こ
と
を
認
定
し
た
後
、
移
設
の
「
費
用
の
多
額
な
こ
と
や
継
続
的
関
係
が
生
じ
て
行
く
こ
と
に
照
ら
し
て
、
荷
市
は
、

宗
教
施
設
に
対
し
過
度
の
か
か
わ
り
を
も
っ
た
と
い
え
る
」
と
判
示
す
る
と
と
も
に
、
「
そ
の
う
え
、
行
為
の
臼
的
や
効
巣
の
点
か
ら

検
許
し
て
も
、
本
件
使
用
貸
借
や
本
件
移
設
は
、
そ
の
目
的
が
宗
教
的
意
義
を
も
っ
と
評
価
さ
れ
て
も
や
む
を
得
な
い
も
の
で
あ
り
、

そ
の
効
楽
も
宗
教
活
動
に
対
す
る
援
助
、
助
長
、
促
進
に
な
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
」
と
し
た
。
こ
こ
で
「
過
度
の
か
か
わ
り
」
が

レ
モ
ン
判
決
の
一
一
一
要
件
テ
ス
ト
の
第
三
要
件
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
話
さ
れ
る
一
方
、

見
「

8
的
・
効
果
基
準
い
を

使
用
し
て
判
断
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
実
際
に
は
津
地
鎮
祭
判
決
の
示
唆
す
る
「
目
的
・
効
果
基
準
」
の
判
断
方
法
に
邸
つ
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た
審
変
は
ま
っ
た
く
一
行
な
っ
て
い
な
い
ば
か
り
か
、
「
目
的
・
効
果
基
準
」
そ
具
体
的
に
適
用
し
た
痕
跡
も
ほ
と
ん
ど
伺
え
ず
、
唐
突

に
結
論
部
分
で
「
目
的
・
効
果
基
準
」
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
に
逃
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
津
地
鎮
祭
判
決
は
そ
の
総
論
部
分
が
形
式

政教分離をめぐるまま予の問題{綾凶)

的
に
は
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
「
目
的
・
効
果
基
準
い
は
本
判
決
で
は
リ
ッ
プ
サ
i
ピ
ス
的
に
使
わ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
本
判
決
そ

「
目
的
・
効
果
基
地
中
」
を
使
用
し
て
違
憲
判
断
を
導
い
た
も
の
と
評
価
サ
る
こ
と
は
監
難
で
あ
る
。

(ロ)

繁
濁
慰
霊
祭
大
阪
地
裁
判
決

@ 
こ
こ
で
は
、
忠
魂
碑
の
前
で
行
な
わ
れ
て
い
る
特
定
の
宗
教
方
式
に
よ
る
慰
霊
祭
に
、
市
の
職
員
が
出
席
す
る
こ
と
の
合
憲
性
が
隈

議
と
さ
れ
た

0
0と
将
一
人
が
裁
判
長
で
あ
っ
た
地
裁
判
決
は
、
態
霊
祭
は
宗
教
儀
式
で
あ
る
か
ら
憲
法
よ
そ
れ
に
公
人
が
公
的
に
は

参
加
で
き
な
い
と
し
て
、
そ
の
参
加
を
忽
人
と
し
て
の
行
為
と
み
な
し
、
問
問
題
を
処
理
し
た
。
本
判
決
で
は
「
自
的
・
効
樹
木
基
準
」
は

使
用
さ
れ
て
い
な
い
。



家教法務17努(1998)

① 

箕
面
忠
魂
持
・
態
霊
祭
大
阪
高
裁
判
決

色
争
を
併
合
し
て
審
理
し
た
本
判
決
は
、
忠
魂
碑
に
つ
い
て
、
宗
教
施
設
な
い
し
宗
教
施
設
の
物
的
要
素
と
し
て
宗
教
的
性
格
は
有

し
な
い
と
し
た
上
で
、
原
告
の
主
張
は
前
提
を
欠
く
と
し
て
「
倒
的
・
効
果
基
準
」
の
出
番
以
前
の
問
題
と
し
て
処
理
し
、
ぞ
れ
以
上

の
検
討
を
行
な
わ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
先
に
指
擁
し
た
よ
う
に
、
仮
に
対
象
物
が
宗
教
施
設
で
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
宗
教
的
目
的

で
行
な
わ
れ
た
り
、
宗
教
的
効
悶
米
安
も
つ
こ
と
は
あ
り
う
る
の
で
、
「
倒
的
・
効
果
基
準
」
を
使
用
し
て
判
断
す
る
余
地
が
あ
っ
た
よ

う
に
恩
わ
れ
る
。

他
方
、
慰
霊
祭
へ
の
出
席
に
つ
い
て
は
、
「
目
的
e

効
果
基
準
」
を
用
い
て
判
断
し
、
違
憲
で
は
な
い
と
の
結
論
を
議
べ
て
い
る
。

そ
の
審
資
を
行
な
う
に
あ
た
っ
て
、
高
裁
は
津
地
鎮
祭
判
決
の
あ
げ
た
諸
考
慮
要
素
を
具
体
的
に
検
討
し
て
お
り
、
た
と
え
ば
、
主
催

者
が
参
加
者
の
参
列
を
求
め
る
意
図
・
目
的
、
参
加
者
の
地
位
・
資
格
及
び
参
加
の
意
箇
・
倒
的
、
参
列
行
為
の
一
般
人
に
与
え
る
効
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来
盈
影
響
や
日
本
の
宗
教
風
土
等
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
そ
の
結
来
、
慰
霊
祭
は
「
専
ら
戦
設
者
を
製
護
・
顕
彰
す
る
と
い
う
民
間

習
俗
・
社
会
儀
礼
的
意
義
を
明
示
す
る
日
的
で
挙
行
」
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ぞ
れ
へ
の
公
務
員
の
参
加
は
「
社
会
的
儀
礼
と
し
て
こ

れ
に
応
ヒ
た
」
も
の
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
効
果
か
ら
し
て
も
問
題
は
な
い
と
さ
れ
た
。
こ
の
審
資
結
果
が
妥
当
で
あ
る
か
ど
う
か
は
那
と

し
て
、
本
判
決
は
か
な
り
津
地
鎮
祭
判
決
の
削
刊
誌
小
に
忠
実
に
「
目
的
・
効
果
基
準
」
を
用
い
て
い
る
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

(
H
H
}
 

集
部
忠
魂
稗
・
慰
議
祭
最
高
裁
判
決

e 
忠
魂
稗
問
題
に
関
し
て
、
最
高
裁
判
決
は
、
忠
魂
碑
は
戦
没
者
記
念
碑
的
性
格
の
も
の
で
特
定
の
宗
教
と
の
か
か
わ
り
は
少
な
く
と

も
戦
後
に
お
い
て
は
希
薄
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
涼
審
と
は
異
な
り
、
こ
こ
で
「
目
的
・
効
果
基
準
」
を
用
い
て
検
討
し
〈
こ
れ
が
正

査
で
あ
る
こ
と
は
右
に
指
摘
し
た
)
、
「
そ
の
目
的
は
、
小
学
校
の
校
舎
の
建
て
替
え
等
の
た
め
、
公
有
地
上
に
存
す
る
戦
没
者
記
念
碑

的
な
性
格
を
有
す
る
施
設
を
他
の
場
所
に
移
設
し
、
そ
の
敷
地
を
学
校
用
地
と
し
て
科
用
す
る
こ
と
を
主
践
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ



の
た
め
の
方
策
と
し
て
、
布
施
設
を
維
持
管
理
す
る
市
遺
族
会
に
対
し
、
右
線
設
の
移
設
場
所
と
し
て
代
誉
地
を
取
得
し
て
、
従
来
ど

お
り
、
こ
れ
を
右
施
設
の
敷
地
等
と
し
て
無
償
で
提
供
し
、
右
施
設
の
移
設
、
再
建
を
行
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
専
ら
世
俗
的
な
も
の

と
認
め
ら
れ
、
そ
の
効
巣
も
、
特
定
の
宗
教
を
援
助
、
助
長
、
促
進
し
又
は
他
の
宗
教
に
正
追
、
干
渉
を
加
え
る
も
の
と
は
認
め
ら
れ

九
四
い
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

他
方
、
慰
霊
祭
へ
の
公
務
員
の
参
列
に
つ
い
て
も
、
「
図
的
・
効
果
基
準
」
を
用
い
、
「
そ
の
目
的
は
、
地
元
の
戦
没
者
の
慰
霊
室
追

悼
の
た
め
の
宗
教
的
行
事
に
際
し
、
戦
没
者
遺
族
に
対
す
る
社
会
的
儀
礼
を
尽
く
す
と
い
う
、
専
ら
世
俗
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
効

来
も
、
特
定
の
宗
教
に
対
す
る
援
助
、
助
長
、
促
進
又
は
在
迫
、
ネ
ー
渉
等
に
な
る
よ
う
な
行
為
と
は
認
め
ら
れ
な
い
」
と
判
示
し
た
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
高
裁
・
厳
高
裁
は
共
に
「
目
的
・
効
果
悲
準
」
を
用
い
て
い
る
が
、
結
論
は
同
慰
霊
祭
へ
の
参
列
問
題
に
つ
い
て

は
間
一
で
あ
り
、
忠
魂
韓
関
問
題
に
つ
い
て
も
高
裁
が
「
目
的
-
効
果
基
準
」
を
附
用
い
て
審
資
し
な
か
っ
た
点
に
問
題
は
残
る
が
、
高
裁
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が
仮
に
「
自
的
・
効
果
基
準
」
を
用
い
て
饗
査
し
た
と
し
て
も
最
高
裁
と
間

の
結
論
で
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
両
者
の
間

に
僻
腕
齢
は
な
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

E

合
意
の
結
論
を
異
に
す
る
地
裁
判
決
は
、
「
臼
的
・
効
果
法
準
」
を
実
質
的

政教分離をめぐる若町子の問題{横ffil

に
用
い
て
い
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
の
で
、
箕
面
忠
魂
碑
・
慰
霊
祭
訴
訟
に
お
い
て
も
、
「
同
じ
事
実
を
認
定
し
な
が
ら
結
論
を
異

に
す
る
も
の
」
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

(3) 

愛
媛
壬
市
中
料
訴
訟
判
決
の
場
合

県
知
事
に
よ
る
靖
国
神
社
春
秋
例
大
祭
・
み
た
ま
祭
へ
の
玉
串
料
・
献
灯
料
の
支
出
お
よ
び
県
議
問
神
社
春
秋
恕
葉
大
祭
へ
の
供
物

料
の
支
出
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
た
(
こ
こ
で
は
靖
鴎
神
社
に
限
り
検
討
す
る
)
。

愛
媛
地
裁
判
決

@ 
ま
ず
判
決
は
、
春
秋
例
大
祭
が
「
大
祭
に
属
す
る
重
要
な
祭
柁
」
で
あ
り
、
玉
虫
中
料
の
拳
奨
が
「
神
道
に
お
け
る
最
も
あ
ら
た
ま
っ
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た
礼
拝
の
方
法
」
で
あ
る
と
の
認
識
を
示
す
。
そ
の
上
で
、
知
事
の
主
観
的
意
酪
は
「
愛
媛
県
出
身
の
戦
没
者
に
対
す
る
慰
霊
と
そ
の

遺
族
に
対
す
る
態
籍
」
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
靖
間
脳
神
社
の
祭
紀
に
際
し
会
念
を
支
出
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
戦
没
者
の
霊
を
態
め

る
と
い
う
商
の
ほ
か
に
、

宗
教
団
体
で
あ
る
靖
留
神
社
の
祭
神
そ
の
も
の
に
対
し
て
畏
敬
崇
拝
の
念
を
表
す
と
い
う
一
面
が
、
ど
う

し
て
も
含
ま
れ
て
こ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
し
て
、
主
観
的
意
思
と
は
別
の
い
わ
ば
客
観
的
側
面
を
指
摘
し
て
い
る
c

そ
し
て
、
「
玉
出
中

料
の
支
出
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
戦
没
者
に
対
す
る
慰
籍
の
目
的
が
連
続
さ
れ
る
と
の
考
え
方
自
体
が
、
靖
国
神
社
が
戦
没
者
の
神
霊一

を
祭
神
と
し
て
祭
っ
て
い
る
こ
と
並
び
に
春
秋
の
例
大
祭
及
び
み
た
ま
祭
が
右
の
祭
神
を
祭
る
祭
犯
で
あ
る
こ
と
を
抜
き
に
し
て
は
成

立
し
な
か
っ
た
」
と
し
て
、
玉
出
中
料
の
支
出
の
開
口
約
が
宗
教
的
意
義
を
も
つ
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
ま
た
、
仮
に
一
密
絞
り
の
支
出
で

あ
っ
て
も
「

般
人
に
対
し
て
も
、
清
国
神
社
は
他
の
宗
教
団
体
と
は
異
な
る
特
別
の
も
の
で
あ
る
と
の
印
象
を
生
じ
さ
せ
、
あ
る
い

は
こ
れ
を
強
め
た
り
関
定
し
た
り
す
る
結
果
と
な
る
お
そ
れ
」
が
あ
る
こ
と
、
清
国
神
社
は
「
現
在
に
至
る
ま
で
爵
家
と
の
間
に
結
び
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付
き
を
持
と
う
と
す
る
動
き
の
続
い
て
き
て
い
る
宗
教
関
体
」
で
あ
る
こ
と
、
支
出
名
目
が
「
支
出
中
料
・
献
灯
料
」
で
あ
る
こ
と
、
支

山
山
の
機
会
が
重
要
な
祭
犯
の
機
会
で
あ
る
こ
と
、
毎
年
継
続
し
て
い
る
こ
と
か
ら
「
伺
神
社
の
祭
神
に
対
し
て
各
人
の
信
仰
仰
の
い
か
ん

に
か
か
わ
ら
ず
畏
敬
袋
持
の
念
を
持
つ
の
が
当
然
で
あ
る
、
と
の
考
え
を
生
じ
さ
せ
、
あ
る
い
は
こ
れ
を
強
め
た
り
国
定
し
た
り
す
る

可
能
性
が
大
き
く
な
っ
て
い
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
」
こ
と
、
そ
う
し
た
状
況
が
存
在
し
た
饗
史
的
事
実
や
日
本
の
宗
教
風
土
か
ら
し

て
靖
箇
神
社
の
祭
神
に
対
す
る
信
仰
の
強
婆
を
招
き
か
ね
な
い
こ
と
、
な
ど
か
ら
、
本
件
支
出
は
「
県
と
靖
随
神
社
と
の
結
び
付
き
に

関
す
る
象
徴
と
し
て
の
役
割
を
来
た
し
て
」
お
り
、
精
神
的
側
面
か
ら
み
て
務
担
神
社
の
宗
教
活
動
を
援
助
、
助
長
、
促
進
す
る
効
采

を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
判
示
し
た
。

本
判
決
は
、
津
地
鎮
祭
最
高
裁
判
決
を
引
用
し
な
が
ら
「
目
的
・
効
果
基
準
」
を
用
い
て
玉
串
料
の
支
出
等
を
違
憲
と
し
て
い
る
が
、

最
高
裁
判
決
の
示
し
た
判
断
方
法
の
部
分
は
引
用
し
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
で
示
さ
れ
た
考
慮
要
素
に
つ
き
俄
別
に
検
討
す



る
と
い
う
手
法
は
と
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
裁
判
所
が
本
件
に
お
い
て
考
蟻
す
べ
き
要
素
と
考
え
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
周
到
な
、

説
得
力
あ
る
議
官
を
展
開
し
、
同
時
的
・
効
果
の
関
側
面
か
ら
違
憲
の
結
論
に
い
た
っ
て
い
る
。

(
吋
却
)

高
松
高
裁
判
決

@ 
本
判
決
に
は
独
自
の
見
解
の
部
分
が
多
く
、
報
告
者
は
ほ
と
ん
ど
了
解
不
能
で
あ
る
が
、
津
地
鎮
祭
最
高
裁
判
決
を
山
引
用
し
て
お
り
、

「
目
的
・
効
果
基
準
」
を
明
い
て
結
論
に
達
し
て
い
る
。
判
決
は
、
玉
場
料
支
出
は
神
道
上
の
宗
教
的
意
義
を
も
つ
こ
と
、

限
定
さ
れ

た
死
者
酬
慰
霊
の
際
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
靖
掴
神
社
潤
家
護
持
そ
怠
臨
ま
た
は
目
的
と
し
て
玉
串
料
等
を
支
出
し
た
と
し
て
も
そ
の

自
約
は
鴎
武
の
確
定
し
た
慈
恵
に
民
し
て
お
り
、
「
法
的
に
不
可
能
な
意
層
、
目
的
と
な
る
」
か
ら
そ
の
目
的
で
の
行
為
が
「
宗
教
的

活
動
」
と
評
価
さ
れ
る
法
的
根
拠
は
な
い
こ
と
、
知
事
に
よ
る
支
出
は
遺
族
援
護
行
政
を
利
用
し
た
政
治
活
動
で
あ
り
、
「
第
一

次
大

戦
中
と
同
様
の
法
律
関
係
、
法
的
地
憶
の
靖
僅
神
社
等
の
復
活
安
意
関
な
い
し

B
的
と
し
て
行
っ
た
も
の
と
は
い
え
な
い
」
こ
と
、
知
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事
の
意
識
と
し
て
は
知
事
再
還
を
祈
願
す
る
偲
人
的
祈
願
で
あ
る
こ
と
、
支
出
程
度
は
少
額
で
あ
る
こ
と
、
靖
罰
神
社
の
か
つ
て
の
法

的
地
位
・
関
係
は
消
滅
し
て
い
る
の
で
、
玉
出
中
料
等
の
支
出
が
か
つ
て
の
地
誌
の
復
活
や
国
家
機
関
に
よ
る
神
道
の
援
助
等
に
つ
い
て

政教分離をめ守る若子の陶芸霊(横ffil

特
別
の
関
心
令
呼
び
起
こ
す
な
ど
は
考
え
難
い
こ
と
、
な
ど
か
ら
、
「
目
的
・
効
樹
木
基
準
」
に
て
ら
し
て
ム
口
識
だ
と
し
た
の
で
あ
る
。

本
側
判
決
は
、
「
宗
教
的
意
義
」
を
も
っ
ぱ
ら
「
矯
閉
山
神
社
宿
営
化
復
活
願
望
意
識
」
と
の
関
連
で
把
握
し
て
お
り
へ
自
的
・
効
果
の

判
断
に
お
い
て
こ
の
把
握
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
)
、
他
方
で
神
道
信
仰
を
徹
底
的
に
「
世
俗
化
」
し
て
い
る
。
こ
う
し
た

判
決
が
神
社
関
係
者
に
よ
っ
て
歓
迎
さ
れ
て
い
る
状
況
は
不
可
解
で
あ
る
が
、
ぞ
れ
は
と
も
か
く
、
「

g
的
・
効
巣
器
準
」
の
適
用
の

仕
方
は
社
撲
か
つ
独
断
的
で
あ
る
と
の
印
象
を
拭
え
な
い
。

③ 

最
高
裁
判
決

本
判
決
に
つ
い
て
は
、
現
在
話
題
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
も
あ
り
、
紙
数
の
関
係
か
ら
全
般
的
紹
介
は
省
略
す
る
。
た
だ
、
本
報
告
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と
の
関
係
で
指
摘
し
て
お
く
べ
き
点
に
つ
い
て
の
み
触
れ
る
こ
と
に
す
る
。

多
数
意
見
は
、
「
図
的
・
効
脱
水
基
準
」
を
用
い
、
神
社
の
境
内
に
お
い
て
挙
行
す
る
慣
僻
の
重
要
な
祭
犯
に
際
し
て
玉
串
料
が
奉
納

さ
れ
た
こ
と
、

一
般
人
が
玉
率
料
奉
納
を
社
会
的
儀
礼
に
す
ぎ
な
い
と
評
倒
し
て
い
る
と
は
考
え
難
い
こ
と
、
奉
納
者
に
お
い
て
も
そ

れ
が
宗
教
的
意
義
を
有
す
る
・
も
の
で
あ
る
と
の
意
識
を
大
な
り
小
な
り
持
た
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
、
他
の
宗
教
師
体
の
閉
経
の
儀
式
に

は
同
様
の
支
出
は
行
わ
れ
て
お
ら
ず

一
般
人
に
対
し
て
、
県
が
特
定
の
宗
教
団
体
を
特
別
に
支
援
し
て
お
り
、
当
該
宗
教
団
体
が
特

別
の
も
の
で
あ
る
と
の
印
象
を
与
え
、
特
定
の
宗
教
へ
の
関
心
を
呼
ぴ
認
こ
す
こ
と
、
特
定
の
宗
教
と
特
別
の
関
係
を
持
つ
形
で
な
く

戦
没
者
の
慰
霊
等
は
行
え
る
こ
と
、
な
ど
を
「
総
合
的
に
考
慮
し
て
判
断
」
し
、
目
的
は
宗
教
的
意
義
を
持
ち
、
効
果
に
お
い
て
特
定

の
宗
教
に
対
す
る
援
助
、
助
・
田
氏
、
促
進
に
な
る
と
し
た
。

こ
の
多
数
意
見
が
「
目
的
・
効
果
基
準
」
を
用
い
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
文
紙
か
ら
そ
の
趣
旨
を
読
み
取
る
こ
と

-188-

は
十
分
に
可
能
で
あ
る
が
、
諸
考
慮
要
素
に
つ
き
検
討
が
続
い
た
後
の
結
論
部
分
で
目
的
基
準
‘
効
築
基
準
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
個
別

的
に
整
理
し
検
討
し
て
い
な
い
た
め
、
や
や
説
得
力
を
欠
く
形
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
様
端
に
い
え
ば
、
実
業
的
に
は
「
目
的
・

効
巣
義
準
」
を
使
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
の
批
判
が
提
起
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
。
こ
の
多
数
意
見
の
欠
点
と
も
思
わ
れ
る
べ
き

点
を
補
っ
た
の
が
大
野
正
男
銭
判
官
の
補
足
意
見
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
こ
で
は
、
目
的
・
効
梁
の
何
者
に
つ
き
、
多
数
意
見
に
則
し

た
整
理
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
多
数
意
見
と
大
野
補
足
意
見
は
併
せ
て
プ
本
と
し
て
理
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
、
可
部
反
対
意
晃
は
、
間
様
に
「

g
的
・
効
樹
木
基
準
」
を
用
い
な
が
ら
正
一
民
対
の
結
論
に
到
達
し
て
い
る
。
こ
の
意
見

の
特
徴
は
、
先
に
も
ふ
れ
た
が
、
津
地
鎮
祭
最
高
裁
判
決
で
判
断
方
法
と
し
て
提
示
さ
れ
た
沼
つ
の
者
議
要
素
に
関
執
し
た
点
、
判
断

通
誌
に
お
い
て
お
判
決
に
お
け
る
事
実
関
係
と
本
件
の
事
実
関
係
と
の
比
較
の
視
点
を
維
持
し
た
点
に
あ
る
。
い
か
に
も
裁
判
官
好
み

の
思
考
方
法
と
も
い
え
る
が
、
冒
頭
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
「
判
例
」
引
用
の
仕
方
に
お
い
て
問
題
が
あ
る
の
が
日
本
の
こ
れ
ま
で
の



判
決
で
あ
る
だ
け
に
、
「
判
例
」
引
用
の
一
つ
の
仕
方
と
し
て
今
後
検
討
に
値
す
る
手
法
で
あ
る
と
は
評
価
で
き
よ
う
。
も
っ
と
も
、

こ
の
こ
と
は
可
部
長
対
意
見
に
お
け
る
右
「
判
掛
川
〕
の
読
み
方
が
妥
ψ

均
一
で
あ
る
こ
と
を
毛
麗
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。

さ
で
、
総
体
と
し
て
こ
の
訴
訟
を
み
た
と
き
、
た
し
か
に
問

事
実
に
つ
い
て
「
自
的
・
効
来
廿
療
機
」
を
適
用
し
て
、
異
な
る
結
論

が
生
じ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
も
っ
と
も
、
高
裁
判
決
は
、
私
見
で
は
、
あ
ま
り
に
も
特
異
な
判
決
で
あ
っ
て
、
主
た
る
対

比
は
可
部
反
対
意
見
と
の
聞
で
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
と
き
、
可
部
意
見
と
地
裁
・
多
数
意
見
と
の
差
異
を
生
ん
だ
も

の
は
、
前
者
が
刊
日
的
*
効
果
恭
準
」
の
判
断
方
法
安
田
考
議
要
素
の
み
に
選
一
冗
し
た
点
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

そ
れ
は
師
じ
物
議
し
を
適
用
し
た
結
系
の
相
違
で
は
な
く
、
物
差
し
が
違
っ
て
い
た
た
め
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
ぞ
れ
は

「
目
的
・
効
果
基
準
」
に
内
在
す
る
綬
昧
さ
で
も
あ
る
。

「
目
的
・
効
巣
基
準
い
の
不
開
明
確
性
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以
上
の
検
討
か
ら
あ
る
程
度
補
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
諸
判
例
に
お
い
て
、
同
じ
吋
目
的
・
効
果
基
準
〕
を
用
い
て
、

政教分青撃をめぐる'5子の問題{積回)

「
碍
じ
事
実
を
認
定
し
な
が
ら
結
論
を
異
に
す
る
も
の
」
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
前
提
と
な
る
対
象
事
実
の
認
定
が
異
な
っ

て
い
た
り
、
実
費
約
に
「
日
的
・
効
果
甘
邸
機
」
を
使
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
そ
の
笑
情
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
愛
媛
王
殿
料
訴

訟
の
可
部
反
対
窓
見
は
、
む
し
ろ
物
差
し
た
る
「
目
的
・
効
果
基
準
〕
が
確
定
し
て
い
な
い
こ
と
を
改
め
て
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
の
こ
と
は
モ
デ
ル
と
し
て
意
味
内
容
が
確
定
し
た
「
目
的
・
効
果
義
準
」
が
物
藻
し
と
し
て
不
明
確
・
媛
昧
で
あ
る
か
ど
う
か

以
前
の
問
題
と
し
て
、
津
地
鎮
祭
最
高
裁
判
決
が
一
不
す
「
自
的
・
効
果
基
準
」
に
含
ま
れ
て
い
た
問
題
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
た
が
つ

て
、
以
下
の
暖
妹
な
諸
点
を
明
確
化
し
定
式
化
す
る
な
ら
、
「
自
的
・
効
果
基
準
〕
は
相
当
程
変
の
明
篠
性
を
確
保
す
る
余
地
が
あ
る
。

以
下
、
竣
昧
な
諸
点
を
列
挙
す
る
が
、
紙
数
の
関
係
で
簡
単
な
指
摘
に
と
ど
め
た
い
。
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出
「
目
的
・
効
果
基
準
」
に
お
い
て
、
雨
基
準
の
双
方
に
あ
た
る
場
合
に
の
み
政
教
分
離
原
則
遂
反
が
認
め
ら
れ
る
の
か
、
い
ず
れ

か
…
方
の
恭
準
に
引
っ
掛
か
れ
ば
不
合
格
と
さ
れ
る
の
か
、
不
明
確
で
あ
る
。
可
部
反
対
意
見
は
、
〔
目
的
・
効
果
基
準
」
は
レ
モ
ン

判
決
の

…
要
件
テ
ス
ト
と
は
異
な
り
、
「
一
一
要
件
を
充
足
す
る
場
合
」
の
み
に
違
憲
と
な
る
も
の
と
漆
地
鎮
祭
「
特
例
」
J

管
理
解
し
て

い
る
が
、

い
ず
れ
か

方
に
あ
た
れ
ば
違
憲
と
読
む
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ゆ
「
効
果
基
準
」
は
、
後
の
判
例
に
よ
っ
て
、
実
費
的
に

つ
の
基
準
に
発
既
成
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
山
山

口
県
殉
職
自
衛
官
合
泥
訴
訟
最
高
裁
判
決
は
、
〔
効
果
基
準
」
を
述
べ
る
擦
に
、
「
特
定
の
宗
教
へ
の
関
心
を
呼
び
起
こ
し
、
あ
る
い
は

こ
れ
を
援
助
、
助
長
、
促
進
し
、
又
は
他
の
宗
教
に
圧
迫
、
子
渉
を
加
え
る
も
の
」
と
の
表
現
を
行
っ
た
。
こ
の
加
わ
っ
た
部
分
は
、

後
の
岩
手
錆
出
訴
訟
按
訴
審
判
制
で
踏
襲
さ
れ
、
愛
岬
紘
一
帝
京
中
料
訴
訟
最
高
裁
判
決
の
多
数
意
見
も
こ
の
部
分
を
考
慮
対
象
に
あ
げ
て

い
る
。
「
援
助
等
ま
た
は
在
追
等
し
て
い
る
か
ど
う
か
」
と
い
う
問
題
と
、
「
関
心
を
呼
び
起
こ
す
」
と
い
う
問
題
は
明
ら
か
に
異
な
っ
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て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
部
分
、
か
「
目
的
・
効
果
基
準
い
に
加
わ
る
か
ど
う
か
、
そ
れ
に
よ
っ
て
基
準
の
意
義
は
大
き
く
変
わ
る

だ
ろ
う
。

出
向
「
判
断
方
法
」
と
し
て
津
地
鎮
祭
最
高
裁
判
決
が
提
示
し
た
「
四
つ
の
考
慮
要
素
」
を
ど
の
よ
う
に
柱
建
づ
け
る
べ
き
か
。
一
阿
部

反
対
意
見
の
よ
う
に
、
考
慮
妥
素
は
四
つ
に
限
ら
れ
る
の
か
、
ま
た
そ
れ
ら
繋
素
に
つ
い
て
は
必
ず
顕
次
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
か
。
お
そ
ら
く
は
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
た
と
え
ば
外
見
的
要
素
は
当
然
に
重
要
な
考
慮
要
素
と
な
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。

た
と
え
ば
「
当
該
行
為
の
外
形
的
側
面
」
を
考
慮
す
る
と
き
、
「
当
該
行
為
」
と
し
て
判
断
対
象
と
な
る
の
は
い
か
な
る
行
為

4
後

な
の
か
。
愛
媛
王
感
・
料
訴
訟
最
高
裁
判
決
で
尾
崎
意
見
は
「
関
与
行
為
」
と
「
対
象
行
為
」
を
峻
思
す
る
べ
き
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る

が
、
た
し
か
に
こ
れ
ま
で
の
判
決
の
中
に
は
そ
の
一
区
間
が
暖
昧
な
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
事
件
で
も
、
知
事
が
玉
率
料
を
奉
納



し
た
一
行
為
と
と
も
に
靖
出
神
社
の
関
大
祭
の
設
費
づ
け
も
判
断
形
成
に
不
可
欠
で
あ
る
の
で
、
両
者
会
峻
即
刻
し
た
上
で
、
両
者
に
つ
い

て
そ
れ
ぞ
れ
考
噂
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
よ
う
。

出
「
諸
般
の
事
情
を
考
慮
す
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
結
局
は
、
「
い
ろ
い
ろ
考
え
な
さ
い
」
と
述
べ
て
い
る
に
過
ま
ず
、
考

腫
要
棄
に
つ
き
な
ん
ら
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
も
提
示
し
て
い
な
い
結
果
に
な
っ
て
い
は
し
な
い
か
。
間
段
輔
意
見
の
指
擁
す
る
よ
う
に
、

「
判
断
基
準
と
い
う
以
上
、
単
に
考
慮
要
素
を
列
挙
す
る
だ
け
で
は
是
り
ず
、
各
要
素
の
評
錨
の
社
方
や
軽
撃
に
つ
い
て
も
持
ら
か
の

基
準
を
一
不
さ
な
け
れ
ば
、
尺
震
と
し
て
は
意
味
を
な
ぢ
な
い
い
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
よ
り
「
目
的
・
効
果
」
に
集
約
し
た

考
慮
要
素
の
提
示
と
整
理
が
必
要
で
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

山
開
「
社
会
通
念
に
誕
っ
て
、
客
観
的
に
判
断
す
る
」
と
い
う
判
断
方
法
は
妥
当
か
。
こ
れ
で
は
、
愛
媛
玉
串
料
訴
訟
緩
高
裁
判
決
で

高
橋
意
見
が
態
摘
す
る
よ
う
に
、
「
現
実
是
認
の
尺
度
」
に
な
り
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
荷
判
決
の
三
好
反
対
意
見
の
よ
う
に
、
結

間
河
は
「
間
四
民
の
多
く
」
の
意
識
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
多
数
者
の
意
思
が
大
手
を
掘
り
少
数
者
の
自
由
を
圧
迫
す
る
結
果
に
な
る
こ
と

が
予
測
さ
れ
る
。
山
口
県
殉
職
自
衛
官
合
杷
訴
訟
最
高
裁
判
決
の
伊
藤
反
対
意
見
が
い
み
じ
く
も
指
携
し
て
い
る
よ
う
に
、
小
す
ら
れ
る

政教分維をめぐる務子の問緩(検問)

べ
き
は
少
数
者
で
あ
る
と
き
、
こ
う
し
た
理
解
で
は
人
権
保
障
の
意
味
は
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
「
社
会
通
念
」
な
る

概
念
を
用
い
た
と
き
に
は
、
そ
れ
は
多
数
者
の
意
思
・
意
識
で
は
な
く
、
「
あ
る
べ
き
社
会
通
念
」
、
ム
す
な
わ
ち
、
良
識
あ
る
合
理
的
人

び
と
の
意
思
・
意
識
と
解
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

mw
「
行
為
者
」
の
「
意
菌
・
目
的
」
と
は
主
観
的
目
的
な
の
か
、
愛
援
玉
一
取
料
訴
訟
最
高
裁
判
判
決
の
大
野
被
足
意
見
の
よ
う
に
、

「
そ
の
行
為
の
態
様
等
と
の
関
連
に
お
い
て
客
観
的
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
」
も
の
で
も
あ
る
の
か
。
た
だ
し
、
客
観
的
事
象
か
ら
そ
の

行
為
者
の
内
福
の
意
同
・

5
的
を
推
測
す
る
こ
と
は
、
治
安
維
持
法
の
「
目
的
遂
行
罪
」
の
倒
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
匙
険
な
留
を
合

ん
で
い
る
。
し
か
し
、
特
為
者
が
主
張
す
る
意
図
・
目
的
の
み
を
「
意
閲
・
目
的
」
と
サ
る
こ
と
も
問
題
が
多
い
。
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川
間
「
目
的
」
の
「
世
俗
性
い
と
は
な
に
か
。
洋
地
鎮
祭
判
決
の
論
旨
に
よ
れ
ば
、
「
工
事
の
安
全
念
願
、
う
」
と
か
、
「
遺
族
の
恕
謝
」

と
い
う
こ
と
が
「
自
的
」
と
な
る
が
、
こ
れ
で
は
「
神
に
健
康
を
祈
る
」
こ
と
も
「
世
俗
的
目
的
」
と
な
り
、
ほ
と
ん
ど
は
「
世
俗
的

自
的
」
で
成
り
立
っ
て
い
る
散
の
「
新
興
宗
教
」
は
宗
教
的
目
的
を
持
た
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
最
終
日
的
を
達
す
る
手
段
と

し
て
宗
教
が
介
在
し
て
い
る
以
上
、
ぞ
れ
は
「
宗
教
際
的
」
と
解
す
べ
き
で
は
な
い
の
か
。

川
何
「
効
果
」
は
実
質
的
な
効
采
か
、
精
神
的
な
効
果
も
含
む
の
か
。
愛
媛
玉
出
中
料
訴
訟
最
高
裁
判
決
の
大
野
補
足
意
見
と
可
部
反
対

意
見
は
こ
の
お
…
で
対
照
的
で
、
前
者
が
「
無
形
的
・
精
神
的
効
来
・

を
重
視
す
る
の
に
対
し
、
後
者
は
精
神
磁
を
霊
視
す
る
こ

と
に
反
対
し
て
い
る
。

以
上
、
い
く
つ
か
の
「
民
的
・
効
糸
基
準
」
に
か
ら
ま
る
陵
昧
な
お
…
を
列
挙
し
た
。
こ
れ
ら
の
点
を
明
確
化
す
る
作
業
を
通
し
て
、

「
g
的
場
効
染
基
準
」
の
瞭
味
さ
、
不
明
篠
さ
は
相
当
程
宣
克
服
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
、
そ
の
上
で
も
な
お
か
つ
媛
味
さ
・
不
明
確
さ
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が
多
々
残
り
、
本
当
に
「
持
じ
事
実
安
認
定
し
な
が
ら
結
論
を
異
に
す
る
も
の
」
で
あ
る
な
ら
、
「
設
的
・
効
原
水
基
準
」
は
基
準
と
し

て
不
合
格
で
あ
ろ
う
。

間

「
目
的
・
効
果
基
準
」
に
代
わ
る
蒸
準

「
目
的
・
効
果
基
準
」
を
暖
味
・
不
明
篠
と
断
じ
る
立
場
か
ら
は
別
の
基
準
が
提
起
さ
れ
て
お
り
、
報
告
者
自
身
も
「

g
的
・
効
来

基
準
」
を
あ
ら
ゆ
る
場
合
の
基
準
に
す
る
の
に
は
反
対
で
あ
る
。

し
か
し
、
愛
媛
玉
山
中
料
訴
訟
最
高
裁
判
決
の
意
見
で
提
起
さ
れ
た
基
準
、
す
な
わ
ち
「
高
橋
基
準
」
〈
宗
教
と
か
か
わ
り
合
い
を
持

っ
す
べ
て
の
行
為
は
機
関
的
に
禁
じ
ら
れ
、
完
全
分
離
が
不
可
能
・
不
適
当
な
と
き
の
み
、
則
的
扱
い
が
許
さ
れ
る
〉
も
、
「
尾
崎
基
準
」

〈
完
全
分
離
が
不
可
能
・
不
合
理
な
結
果
を
招
く
と
き
例
外
的
に
か
か
わ
り
合
い
が
許
さ
れ
る
。
代
替
手
段
が
あ
れ
ば
不
可
)
も
、
怠
ハ



体
的
察
側
に
適
躍
し
た
と
き
に
は
媛
昧
さ
‘
不
明
確
さ
が
や
は
り
出
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
精
国
神
社
を
唯

無
一
一
の
戦
没

者
桝
慰
霊
一
の
場
と
考
え
る
者
に
と
っ
て
托
務
手
段
は
な
く
、
完
全
分
離
は
不
適
当
・
不
合
理
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
ら
基
準
の
通
用
が
常
に
尚
一
の
結
論
を
導
く
と
は
忠
わ
れ
な
い
。
「
目
的
・
効
果
基
準
」
は
す
で
に
「
判
例
」
に
お
い
て
、
あ
る

程
度
確
立
し
た
器
準
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
に
代
わ
る
基
準
を
裁
判
所
が
近
い
将
来
採
用
す
る
こ
と
を
予
想
す
る
の
は

郎
関
齢
酷
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
研
究
者
は
さ
し
あ
た
り
「
目
的
・
効
果
基
準
」
を
明
確
化
す
る
作
業
を
進
め
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

(1)

品
制
大
判
一
平
成
九
年
m四
月
二
日
災
集
蕊
一
巻
m
悶
今
一
ム
ハ
七
三
一
良
。

(2)

税
制
見
を
含
め
、
さ
し
あ
た
号
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一

波数分離をめぐるまま千の問題{繍凶}

恩師
η
一
的
載
の
諸
縁
綴
参
照
。

{3)

媛
大
判
判
断
秘
五
二
年
七
月
一
一
二
日
民
集
一
ニ
ザ
巻
問
問
ぢ
五
万
一
一
一
一
奥
a

(4)

紬
制
村
明
「
門
日
本
間
開
策
法
に
お
け
る
「
波
教
分
続
悩
原
則
削
ご
社
会
科
学
検
察
三
一
一
集
…
頁
以
下
。

へ
立
大
石
第
三
愛
媛
歪
曲
中
料
一
節
絞
』
上
含
審
判
決
寸
態
」
ジ
ユ
リ
ス
ト
一
一
一
問
時
特
三
六
一
良
。

{6)

名
古
屋
高
判
総
和
四
六
年
五
月
一
間
同
日
行
総
例
集
一
一
二
也
知
五
百
万
六
八

O
賞。

{7)

以
下
に
述
べ
る
米
国
の
事
情
に
つ
い
て
の
協
閥
単
会
慨
滋
は
‘
拙
稿
「
宗
教
学
校
へ
の
関
税
助
と
隊
教
紛
立
禁
止
条
項
」
憲
法
訴
絞
研
究
会
・
戸
部
倍
前
級
制
帽
吋
ア
メ

ワ
カ
策
法
創
刊
捌
内
』
(
ム
匂
幾
補
問
)
一
八
三
十
貝
以
下
参
照
な
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{9)

山
口
地
利
昭
和
五
開
問
年
三
月
二
一
一
円
抑
制
刊
例
時
報
九
二
一
分
四
間
一
衆
、
広
盛
岡
高
判
即
昭
和
五
七
年
六
月
一
円
相
判
倒
的
待
線
一

O
間
六
努
一
一
一
一
貝
。
な
お
、
広
島
高
波
判
決

は
事
実
認
定
を
含
む
釜
本
的
判
断
に
つ
き
、
本
州
報
告
と
附
間
違
す
る
点
で
は
完
全
に
総
裁
の
判
断
を
腕
時
襲
し
て
い
る
の
で
、
別
制
限
に
奴
行
相
関
わ
な
い
。

{
叫
山
)
品
階
大
将
即
時
和
六
三
年
六
月
一
門
口
氏
後
四
一
一
巻
五
号
二
七
七
世
良
3

{
H
U
)

大
阪
地
斡
昭
和
五
七
年
一
二
月
二
関
門
日
行
裁
例
薬
汚
濁
湯
気
ロ
万
五
六
回
一
良
。

(
川

M
)

↓
入
信
組
織
利
昭
和
五
八
年
一
一
一
月
一
日
行
故
例
幾
三
一
般
巻
気
汚
三
?
な
八
頁
。

〈
日
大
阪
務
判
開
昭
和
六
二
年
七
時
丹
一
六
日
行
裁
脳
内
袋
一
一
一
八
畿
大
'
七
号
五
六
一
頭
。



5宗教法第17号(1998)

(
日
川
〉
毅
一
一
一
小
判
平
成
五
年
二
月
一
六
自
民
集
間
七
巻
一
一
一
島
内
二
六
八
七
百
問
。

(
怒
松
山
地
判
明
T
成
元
年
一
一
一
月
一
七
自
行
数
例
集
関

O
巻
一
一
一
号
…
人
入
賞
。

(
付
開
〉
高
校
高
判
明
平
成
四
年
五
月
一
二
日
行
数
割
問
象
四
一
一
一
巻
五
号
七
一
七
資
。

(
刊
と
品
開
台
湾
判
明
平
成
一
二
年
一
月
一

O
日
行
裁
削
間
集
関
口
二
泰
一
号
一
賞
。

〔
追
記
)
な
お
、
当
日
の
報
批
口
?
は
、
最
後
に
、
品
批
判
所
が
箆
耐
火
判
断
を
行
う
こ
と
の
妥
当
伎
や
日
本
人
の
{
泳
教
帯
思
議
を
安
易
に
w
必
定
す
る
こ
と
の
問
問
題
慢
を
治
編
し
た
が
、

紙
数
も
な
く
な
っ
た
上
、
本
朗
報
告
の
主
怒
と
や
や
錐
離
れ
る
の
で
、
本
総
で
は
省
略
し
た
。
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