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昭
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二
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愛
知
県
条
例
第
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一
着
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藻
く
ず
取
扱
業
に
関

す
る
条
例
第
＝
「
条
の
「
販
売
者
の
身
許
確
認
の
方
法
」
と
，

「
同
条
違
反
罪
の
故
意
」
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判例・研究

　
〔
事
実
〕
・
被
告
人
は
金
属
く
ず
取
扱
業
を
営
む
者
で
あ
り
、
昭
和
三
二
年
愛
知
県
条
例
第
三
一
号
金
属
く
ず
取
扱
業
に
関
す
る
条
例

第
一
一
条
に
よ
り
、
販
売
者
の
身
許
確
認
義
務
を
負
う
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
凹
A
と
取
引
を
し
た
際
、
同
人
を
し
て
住
所
、
氏
名
、
年
令
、

職
業
を
自
署
さ
せ
、
指
紋
を
押
捺
さ
せ
た
だ
け
で
、
　
右
身
許
確
認
手
続
を
し
な
か
っ
た
と
し
て
、
同
条
違
反
罪
に
問
わ
れ
た
ゆ
，
被
告
人

は
、
控
訴
趣
意
で
、
　
「
A
と
取
引
を
し
た
際
、
同
人
を
し
て
住
所
、
氏
名
、
年
令
、
職
業
を
自
署
さ
せ
た
う
え
、
指
紋
を
押
捺
さ
せ
て
保

存
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
億
条
弔
事
＝
条
所
定
の
確
認
手
続
を
経
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
ゆ
三
も
し
、
右
A
の
住
所
》

氏
名
、
年
令
の
自
署
、
ら
指
紋
の
押
捺
を
も
っ
て
同
条
所
定
の
要
求
を
満
た
す
も
の
で
な
い
と
し
て
も
、
こ
れ
に
よ
ρ
て
被
告
人
は
同
条
所

30i（1●99），99



判例・研究

定
の
要
件
を
満
た
す
も
の
と
解
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
同
条
違
反
に
つ
い
て
は
、
被
告
人
に
は
犯
意
が
存
し
な
か
っ
た
」
と
主
張
し

た
。
こ
れ
に
対
し
名
古
屋
高
等
裁
判
所
は
噛
．
「
論
旨
は
い
ず
れ
も
独
自
の
議
論
で
あ
っ
て
採
用
で
き
な
い
」
，
と
し
、
次
の
よ
う
に
判
示
し

た
Q

　
思
う
に
、
条
例
第
一
一
条
の
規
定
の
趣
旨
は
、
住
所
、
氏
名
、
年
令
等
の
不
確
実
な
者
が
贈
物
等
を
販
売
の
た
め
持
ち
込
む
こ
と
の
あ

　
る
危
険
に
備
え
、
こ
れ
を
防
止
す
る
と
共
に
、
延
い
て
盗
犯
等
の
防
止
を
図
る
目
的
か
ら
、
金
属
ぐ
ず
の
取
扱
を
業
と
す
る
者
に
対
し

　
て
、
販
売
者
の
住
所
、
氏
名
、
年
令
等
を
確
認
す
べ
き
も
の
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
条
の
か
か
る
規
定
の
趣
旨
に
徴
す
れ
ば
そ
こ
で

　
要
求
さ
れ
て
い
る
販
売
者
の
身
許
確
認
の
方
法
と
し
て
は
、
そ
の
身
許
を
確
認
す
る
に
つ
い
て
客
観
的
に
相
当
と
認
め
ら
れ
る
方
法
、

　
例
え
ば
、
自
ら
出
向
き
も
し
く
は
電
話
を
か
け
相
手
方
の
住
所
を
確
め
る
と
か
、
相
手
方
の
告
知
に
か
か
る
氏
名
、
住
所
等
が
偽
り
の

　
も
の
で
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
に
足
り
る
手
段
を
講
ず
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
身
分
証
明
書
、
主
要
食
糧
遮
帳
、
定
期
乗
車
券
等
の
呈

　
示
を
求
め
る
等
の
方
法
を
用
い
る
こ
と
を
い
う
も
の
で
あ
る
。
　
（
古
物
営
業
法
施
行
規
則
二
十
一
条
参
照
）
従
っ
て
、
被
告
人
が
単
に

　
相
手
方
を
し
て
住
所
、
氏
名
、
年
令
を
自
署
さ
せ
、
指
紋
を
押
捺
さ
せ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
ひ
っ
き
ょ
う
相
手
方
の
申
告
を
そ
の
ま

　
ま
受
け
取
っ
て
書
面
の
上
に
明
確
に
し
た
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
朱
だ
前
記
第
一
一
条
の
所
期
す
る
相
手
方
の
身
許
確
認
に

　
つ
い
て
客
観
的
に
相
当
な
手
段
を
尽
し
た
も
の
と
は
い
え
な
い
。

　
　
次
に
、
被
告
人
が
相
手
方
の
自
署
、
指
紋
の
押
捺
を
も
っ
て
伺
条
の
身
許
確
認
の
方
法
と
し
て
必
要
に
し
て
充
分
な
も
の
と
考
え
て

い
た
と
し
て
も
、
読
繕
言
同
条
の
解
駅
嶺
ド
．
「
だ
も
の
で
あ
り
、
莞
、
入
が
そ
の
よ
う
に
誤
曾
を
と
に
つ
い
て
相
当
な
藩

　
が
あ
っ
た
も
の
と
は
、
記
録
上
と
う
て
い
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
、
右
の
事
由
が
あ
っ
て
も
、
未
だ
本
件
条
例
第
一
一
条
違
反
罪
の
故
意

　
を
阻
却
す
る
も
の
と
は
な
し
難
い
。
」

〔
研
究
〕
　
一
．
玄
ず
、
・
昭
和
三
，
二
年
愛
知
県
条
例
第
三
一
号
「
金
属
く
ず
取
扱
業
に
関
す
る
条
例
」
第
一
一
条
に
よ
っ
て
、
金
属
く
ず
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判例・研究

取
扱
業
者
に
要
求
さ
れ
6
販
売
者
の
昇
許
確
認
の
方
法
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
。
販
売
者
に
住
所
、
「
氏
名
、
年
令
を
自
署
さ
せ
、
指
紋
を

押
捺
さ
せ
た
だ
け
で
は
、
同
条
例
第
一
一
条
の
身
許
確
認
の
方
法
と
し
て
相
当
な
手
段
と
は
い
い
え
な
い
も
の
か
。
愛
知
県
条
例
は
、
業

者
に
要
求
さ
れ
る
販
売
者
の
身
許
確
認
義
務
に
つ
い
て
、
た
ん
に
、
　
「
そ
の
相
手
方
の
住
所
、
氏
名
、
及
び
年
令
を
確
か
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
　
（
第
二
条
）
と
規
定
し
・
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
点
、
他
の
多
く
の
府
県
で
は
、
更
に
同
条
例
施
行
規
則
で
、
そ
の
確
認

方
法
を
具
体
的
に
示
し
、
　
「
直
接
に
相
手
方
の
住
所
、
氏
名
、
職
業
、
年
令
を
確
か
め
、
及
び
身
分
証
明
書
、
定
期
乗
車
券
、
そ
の
相
手

方
の
住
所
、
氏
名
、
職
業
、
年
令
を
確
か
め
る
に
足
り
る
も
の
の
呈
示
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
と
は

異
な
る
。
こ
れ
は
、
愛
知
県
条
例
が
、
身
許
確
認
の
方
法
を
ば
、
他
の
府
県
に
お
け
る
よ
う
に
画
一
化
す
る
こ
と
は
せ
ず
、
す
べ
て
具
体

的
事
情
に
応
じ
て
妥
当
と
お
も
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
委
ね
て
お
け
ば
足
り
る
と
し
た
趣
巨
と
解
さ
れ
る
。
そ
こ
で
被
告
人
は
、
販
売
者
に
住

所
、
氏
名
、
年
令
を
自
署
さ
せ
、
指
紋
を
押
捺
さ
せ
れ
ば
、
社
会
の
経
験
則
上
、
　
「
相
手
方
の
住
所
、
氏
名
、
年
令
を
確
か
め
た
」
と
い

え
る
の
で
は
な
い
か
を
争
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
判
例
は
、
古
物
営
業
法
施
行
規
則
第
「
＝
条
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
ロ
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

愛
知
県
条
例
第
＝
条
で
要
求
さ
れ
て
い
る
販
売
者
の
身
許
確
認
の
方
法
と
し
て
は
、
　
「
そ
の
身
許
を
確
認
す
る
に
つ
い
て
客
観
的
に
相

へ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

当
と
認
め
ら
れ
る
方
法
、
例
え
ば
、
自
ら
出
向
き
も
し
く
は
電
話
を
か
け
相
手
方
の
住
所
を
確
か
め
る
と
か
、
相
手
方
の
告
知
に
か
か
る

氏
名
、
住
所
等
が
偽
り
の
も
の
で
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
に
足
り
る
手
段
を
講
ず
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
身
分
証
明
書
、
主
要
食
糧
通

帳
、
定
期
乗
車
券
等
の
呈
示
を
求
め
る
等
の
方
法
を
用
い
る
こ
と
を
い
う
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
被
告
人
が
単
に
相
手
方
を
し
て
住
所

、
氏
名
、
年
令
を
自
署
さ
せ
、
指
紋
を
押
捺
さ
せ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
ひ
っ
き
ょ
う
相
手
方
の
申
告
を
そ
の
ま
ま
に
受
け
取
っ
て
書
面

の
上
に
明
確
に
し
た
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
未
だ
前
記
第
＝
条
の
所
期
す
る
相
手
方
の
身
許
確
認
に
つ
い
て
客
観
的
に
相
当

睾
段
愈
し
た
も
の
と
は
い
え
な
い
」
・
（
註
点
評
者
）
と
判
示
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
本
判
決
の
こ
の
見
解
は
正
し
い
と
考
え
る
。
本
判
決
は
、
相
手
方
に
自
署
、
指
紋
を
押
捺
さ
世
た
だ
け
で
は
身
許
の
確
認
と
は
い
え
な
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判例・研究

い
こ
ど
を
判
示
す
る
た
め
に
、
古
物
営
業
法
施
行
規
則
第
一
＝
条
の
身
許
確
認
の
方
法
を
参
照
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん

確
認
方
法
を
そ
れ
だ
け
に
限
定
し
て
解
す
る
巻
町
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
こ
の
ば
あ
い
、
古
物
営
業
法
施
行
規
則
第
一
二
条

の
身
許
確
認
の
方
法
を
参
照
し
た
の
は
、
そ
こ
に
は
身
許
確
認
の
た
め
の
客
観
的
に
相
当
な
方
法
が
か
な
り
明
確
に
示
さ
れ
て
お
り
、
こ

れ
に
よ
っ
て
身
許
確
認
の
一
般
的
に
妥
当
な
方
法
を
探
し
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
手
方
に
自
署
、
指
紋
を
押
捺
さ
せ
た
だ
け
で
は
身
許

を
確
認
し
た
と
は
い
え
な
い
こ
と
を
明
確
に
示
し
得
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
な
お
、
古
物
営
業
法
施
行
規
則
第
二
一
条
の
明
示
す
る

身
許
確
認
方
法
は
、
ま
た
「
金
属
く
ず
」
取
引
に
つ
い
て
も
通
常
の
確
認
方
法
と
し
て
等
し
く
用
い
得
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
蓋

し
、
金
属
く
ず
取
扱
業
に
関
す
る
条
例
（
第
一
一
条
）
は
、
質
屋
営
業
法
（
第
一
三
条
）
、
同
法
施
行
規
則
（
第
＝
ハ
条
）
、
古
物
営
業

法
（
第
一
六
条
）
、
、
同
法
施
行
規
則
（
第
二
一
条
）
と
相
侯
っ
て
、
　
「
住
所
、
氏
名
、
年
令
等
の
不
確
実
な
者
が
判
物
等
を
販
売
の
た
め

持
込
む
こ
と
の
あ
る
危
険
に
備
え
、
こ
れ
を
防
止
す
る
と
共
に
延
い
て
盗
犯
等
の
防
止
を
図
る
目
的
か
ら
、
業
者
に
対
し
て
販
売
者
の
住

所
、
氏
名
、
年
令
等
を
確
認
す
べ
き
も
の
」
と
す
る
同
一
の
立
法
趣
旨
に
基
く
一
連
の
規
定
で
あ
り
、
し
か
も
、
　
「
金
属
く
ず
類
」
は

，
霧
三
一
種
と
認
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
（
嚢
齢
劉
誰
鱗
纐
L
逐
い
磯
槻
悪
騒
聾
幾
怒
誰
潔
錦
麟

盤
濯
罐
塑
け
舘
轍
船
逸
。

　
二
、
そ
れ
で
は
次
に
、
本
件
被
告
入
に
「
金
属
く
ず
取
扱
業
に
関
す
る
条
例
」
第
岨
一
条
に
い
わ
ゆ
る
販
売
者
の
身
許
確
認
義
務
違
反

罪
の
故
意
を
認
め
得
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
な
く
て
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
、
本
判
決
に
も
、
そ
し
て
ま
た
被
告
入
の
控
訴

趣
意
に
も
疑
問
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

　
被
告
人
が
、
　
「
販
牽
者
の
住
所
、
「
氏
名
、
年
令
の
宿
暑
、
指
紋
の
押
捺
を
も
っ
て
伺
条
所
定
の
要
件
を
満
す
も
の
と
解
し
て
い
た
の
で

あ
る
か
ら
、
同
条
違
反
の
故
意
が
な
か
っ
た
」
と
主
張
す
る
ば
あ
い
、
そ
れ
は
、
真
正
不
作
為
犯
の
故
意
に
は
、
　
（
一
定
の
方
法
に
よ
る
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身
許
確
認
義
務
と
い
う
）
作
為
義
務
の
存
在
を
認
識
し
更
に
そ
の
義
務
に
反
す
る
不
作
為
の
認
識
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
理
論
的
立
場
に

　
　
立
つ
も
の
で
あ
つ
で
、
た
だ
本
件
の
ば
あ
い
被
告
人
忙
は
そ
の
身
許
確
認
義
務
に
違
反
す
る
こ
と
の
認
識
が
欠
け
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら

　
　
故
意
が
な
い
と
考
え
た
も
の
で
あ
る
9

　
　
　
し
か
し
、
真
正
不
作
為
犯
の
故
意
に
は
、
■
作
為
義
務
の
認
識
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
見
解
に
憾
疑
問
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
種

　
・
の
見
解
は
、
㌦
ま
ず
マ
ウ
ラ
ッ
ハ
が
「
刑
法
総
論
」
第
一
版
（
一
九
五
四
年
〉
に
お
い
て
考
え
て
い
る
よ
う
に
、
不
作
為
犯
で
は
、
「
行
為

　
　
義
務
の
存
在
が
客
観
的
構
成
要
件
要
素
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
」
　
と
考
え
る
と
こ
ろ
に
そ
の
理
論
的
根
拠
を
お
く
も
め
で
あ
る
刃
　
そ
こ
で

　
　
は
、
　
「
構
成
要
件
の
中
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
作
為
義
務
」
と
「
構
成
要
件
の
基
礎
に
な
っ
て
い
る
規
範
」
じ
と
が
異
る
も
の
と
し
て
観

　
　
念
さ
れ
、
規
範
と
は
「
命
令
も
し
く
は
禁
止
規
範
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
作
為
義
務
は
「
そ
の
規
範
が
遵
守
さ
れ
る
よ
う
一
定
の
積
極
的

　
存
動
を
命
ず
る
も
の
」
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
’
そ
の
よ
う
な
作
為
義
務
は
、
規
範
の
内
容
を
な
す
も
の
で
は
な
く
、
規
範
に
基

　
　
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
構
域
要
件
の
内
容
を
な
す
も
め
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
の
意
味
は
、
真
正
不
作
為
犯
の
構
成
要
件
の
内
容
は
、
「
「
規

　
　
範
が
遵
守
さ
れ
る
よ
う
一
定
の
積
極
的
行
動
を
命
ず
る
作
為
義
務
に
違
反
し
て
そ
の
一
定
の
行
動
を
し
な
か
6
た
不
作
為
」
で
あ
っ
て
、

　
’
単
な
る
不
作
為
の
事
実
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
更
に
い
い
か
え
れ
ば
、
不
作
為
犯
と
は
作
為
義
務
に
よ
っ
て
義
務
づ
け
ら
れ
た
一
定
の

　
　
行
為
の
不
作
為
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
、
、
そ
の
不
作
為
は
作
為
義
務
と
表
裏
し
て
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
両
者
は
一
体
を
な
す
事
実
要
素

　
　
．
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
行
為
者
が
作
為
義
務
の
存
在
に
つ
い
て
錯
誤
し
た
ば
あ
い
は
、
客
観
的
構
成
要
件
要
素
の
錯
誤

　
　
と
な
っ
て
、
故
意
を
阻
却
す
る
こ
と
と
な
る
。
（
ζ
き
δ
9
1
U
①
g
ω
魯
8
ω
霞
僧
旨
。
。
冨
》
≧
面
中
ヨ
。
男
臼
目
①
白
目
〉
鼠
芸
⑩
望
り
ω
●
N
ω
ω
h
・
』
茸
）
し
か
し
、
不
作
為
が
、
作
為
霧
に
よ

究
　
っ
て
義
務
づ
け
ら
れ
た
一
定
の
不
作
為
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
作
為
義
務
と
表
裏
の
関
係
を
な
し
て
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
と
い

研い
　
う
こ
と
は
、
何
も
そ
の
作
為
義
務
じ
た
い
を
真
正
不
作
為
犯
の
構
成
要
件
要
素
を
な
す
も
の
と
し
て
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を

締
　
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
寧
ろ
・
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
い
う
よ
う
に
・
一
定
の
事
情
の
下
に
お
け
る
一
定
の
行
為
の
不
作
為
を
不
作
為
犯
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の
構
成
要
件
と
解
し
、
作
為
義
務
は
そ
の
外
部
に
あ
っ
て
、
二
定
の
不
作
為
を
義
務
に
違
反
す
る
も
の
と
し
て
評
価
す
る
規
範
要
素
で
あ

る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
従
っ
て
、
幅
作
為
義
務
の
認
識
は
、
規
範
に
よ
る
命
令
禁
止
の
認
識
で
あ
り
、
そ
れ
は
故
意
の
内
容
を
な

す
も
の
で
は
な
く
、
責
任
要
素
で
あ
る
と
解
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
マ
ゥ
ラ
ッ
ハ
じ
し
ん
そ
の
刑
法
総
論
第
二
版
（
一
九
五
・
八
年
）
で
は
、

作
為
義
務
の
錯
誤
は
禁
止
の
錯
誤
で
あ
る
と
説
を
改
め
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。
真
正
不
作
為
犯
の
客
観
的
構
成
要
件
要
素

は
、
た
ん
に
「
（
作
為
義
務
を
基
礎
づ
け
る
）
一
定
の
事
情
の
下
に
お
け
る
一
定
の
不
作
為
」
に
ず
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
結
局
、

真
正
不
作
為
犯
の
故
意
と
し
て
は
、
コ
定
の
事
情
の
下
に
お
け
る
歪
の
不
作
為
の
切
㈹
識
し
が
あ
れ
ば
足
り
る
こ
と
と
な
る
。
（
鑓

窮
8
9
薬
毒
解
ω
略
臨
懸
け
碧
羅
贈
露
ゆ
％
一
議
∵
鋤
媚
羅
㏄
編
．
無
鋸
蹴
閥
能
働
諒
齢
露
盤
墾
α
．
違
昌
裟
器
聾
難
榊

言
書
蠣
・
ω
じ
詰
れ
総
総
狸
聖
蟻
鏑
認
露
盤
畷
雛
蛎
灘
鶴
嫡
羅
鑑
蕪
璽
く
）
。
こ
れ
に
対
し
、
や
は
り

作
為
義
務
の
認
識
は
真
正
不
作
為
犯
の
故
意
の
内
容
を
な
す
と
考
え
る
べ
遂
で
は
な
い
か
と
い
う
前
述
の
立
場
か
ら
の
次
の
よ
う
な
反
論

が
当
然
予
想
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
一
定
の
作
為
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
こ
ど
を
知
っ
て
い
る
ば
あ
い
に
の
み
、
そ
の
一
定
の
作
為
を
し
な
い

と
い
う
不
作
為
の
認
識
が
可
能
で
あ
る
の
で
、
従
っ
て
、
一
定
の
不
作
為
の
認
識
に
は
、
作
為
義
務
の
認
識
が
前
提
に
な
ら
な
く
て
は
な

ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
（
浮
＆
惹
。
q
》
ω
p
。
署
Φ
同
冨
蕾
一
思
蔭
ヨ
§
ら
℃
窪
魯
辞
冒
ε
β
○
。
嵐
9
ヨ
ヨ
象
。
・
〉
憎
。
匡
く
幹
ω
§
富
。
窪
お
研
9
　
ω
・
ω
N
ω
…
ω
o
げ
隔
α
像
㊦
お
U
δ
囲
跨
け
嶺
臼
あ
門
o
o
げ
誘
℃
↓
Φ
o
げ
g
轟
α
q
畠
①
ψ
し
ご
O
出
℃
N
ω
酔
ぐ
く
】
W
“
・
①
9
　
ω
・
一
〇
〇
ド
N
O
ω
）
し
か

し
、
真
正
不
作
為
犯
の
故
意
の
内
容
を
な
す
「
一
定
の
不
作
為
の
認
識
」
は
何
も
「
作
為
義
務
の
認
識
」
を
前
提
に
し
な
け
れ
ば
導
か
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
　
　
ぬ
　
　
へ

得
な
い
も
の
で
は
な
い
。
作
為
義
務
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
が
、
作
為
義
務
は
な
い
と
判
断
し
た
ば
あ
い
に
も
、
そ
の
一
定
の

ヘ
　
　
ヘ
レ
　
ヘ
ヤ
　
ヘ
　
　
マ
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぽ

行
為
を
し
な
い
意
識
は
認
め
ら
㊨
得
る
。
（
但
し
こ
の
ば
あ
い
、
「
作
為
義
務
の
存
否
に
つ
い
て
の
意
識
」
は
あ
く
ま
で
、
義
務
違
反
性
即

ち
禁
止
性
の
意
識
で
あ
り
、
た
だ
そ
の
意
識
と
表
裏
し
て
生
ず
る
「
一
定
の
不
作
為
の
意
識
」
の
み
が
故
意
の
内
容
を
な
す
と
考
え
る
）

（㎝

V
曙
駒
臨
霧
塩
…
灘
灘
姥
四
穴
蕪
朝
議
盤
纒
端
誰
戴
蘇
）
。
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以
上
の
考
察
か
ら
、
本
条
三
差
一
一
条
違
反
罪
の
故
意
は
、
　
「
販
売
者
の
住
所
、
氏
名
、
年
令
を
確
認
す
る
た
め
に
、
自
ら
出
向
き
も

し
く
は
電
話
を
か
け
、
又
は
身
分
証
明
書
、
主
要
食
糧
購
入
通
帳
、
定
期
乗
車
券
等
の
呈
示
を
求
め
る
等
の
方
法
を
用
い
な
い
で
、
金
属

く
ず
の
売
買
を
す
る
認
識
」
を
い
う
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
従
っ
て
、
本
，
件
被
告
人
に
故
意
を
認
め
う
る
に
は
、
結
局
、
行
為
者
に
そ

の
よ
う
な
事
実
の
認
識
が
あ
れ
ば
十
分
で
あ
っ
て
、
　
「
販
売
者
は
住
所
、
氏
名
、
年
令
を
自
署
さ
せ
、
指
紋
を
押
捺
さ
せ
た
の
で
充
分
な

も
の
と
考
え
た
」
と
い
う
こ
と
は
禁
止
の
錯
誤
の
問
題
で
あ
っ
た
。

　
高
裁
判
決
は
、
　
「
被
告
人
が
相
手
方
の
自
署
、
、
指
紋
の
押
捺
を
も
っ
て
同
条
の
身
許
確
認
の
方
法
と
し
て
必
要
に
し
て
充
分
な
も
の
と

考
え
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
結
局
、
同
条
の
解
釈
を
誤
っ
た
も
の
」
に
す
ぎ
な
い
と
判
示
す
る
。
こ
の
判
旨
に
よ
れ
ば
、
’
そ
れ
故

に
、
作
為
義
務
の
錯
誤
は
禁
止
の
錯
誤
と
解
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
　
こ
の
点
、
既
に
考
察
し
て
き
た
よ
う

に
、
正
し
い
見
解
で
あ
る
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
は
、
本
判
決
が
、
真
正
不
作
為
犯
の
構
成
要
件

要
素
を
、
　
コ
定
の
事
情
の
下
に
お
け
る
一
定
の
行
為
の
不
作
為
」
で
あ
る
こ
と
、
従
っ
て
ま
た
、
真
正
不
作
為
犯
の
故
意
が
「
一
定
の

事
情
の
下
に
お
け
る
一
．
定
の
不
作
為
の
認
識
」
で
あ
る
と
解
す
る
理
論
的
立
場
に
立
つ
も
の
で
濁
る
か
ど
う
か
は
必
ず
し
も
明
確
で
な

い
つ
勿
論
、
墨
壷
は
、
被
告
人
に
本
罪
の
故
意
で
あ
る
「
（
法
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
る
）
，
一
定
の
身
許
確
認
の
方
法
を
し
な
い
で
、
金
属

く
ず
の
売
買
を
す
る
認
識
」
が
あ
っ
た
と
認
め
た
も
の
と
解
さ
れ
得
る
。
　
そ
れ
故
に
、
被
告
人
が
販
売
者
に
住
所
、
氏
名
、
年
令
の
自

署
、
・
，
指
紋
の
押
捺
を
さ
せ
れ
ば
充
分
と
考
え
た
の
は
、
禁
止
の
錯
誤
に
す
ぎ
な
い
ど
判
断
し
た
も
の
と
解
さ
懸
る
（
莞
淋
翻
饗
励

箋
馨
蓋
。
ぱ
則
遜
墨
縄
顯
調
臨
昭
縫
縫
縮
線
量
し
か
し
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
本
件
被
告
人
に
故
意
の
成
立
に

必
要
な
事
実
の
認
識
と
激
て
法
定
の
身
許
確
認
の
方
怯
擁
し
な
い
認
識
が
あ
る
こ
と
を
も
っ
と
は
っ
き
り
剰
示
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

と
い
う
の
も
、
被
告
人
が
「
（
法
の
要
求
す
る
）
一
定
の
身
許
確
認
方
法
を
知
ら
な
か
っ
た
ば
あ
い
」
に
は
、
本
件
の
よ
う
に
「
相
手
方
に
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住
所
、
氏
名
一
年
令
を
自
署
さ
せ
、
’
指
救
を
押
下
さ
せ
噂
ば
充
分
と
考
え
て
い
た
」
國
て
と
も
「
事
実
の
錯
誤
ト
と
解
さ
な
べ
て
は
な
ら
な

く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
判
旨
が
、
「
被
告
人
が
相
手
方
の
自
署
、
指
紋
の
押
捺
を
も
っ
て
同
条
の
身
許
確
認
の
方
法
と
し
て
必
要

忙
し
て
充
分
な
も
の
と
考
え
て
い
た
」
と
し
て
も
そ
れ
は
一
律
に
「
法
律
解
釈
の
誤
り
」
で
あ
渇
と
解
す
る
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
な
表

現
を
し
て
い
る
の
は
、
あ
る
い
は
、
本
鞘
の
故
意
と
し
て
「
金
属
く
ず
を
取
引
す
る
事
実
の
認
識
」
の
み
．
を
考
え
る
理
論
に
立
つ
の
で
は
な

い
か
と
も
疑
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
し
南
港
が
そ
の
よ
う
な
考
え
を
そ
の
基
礎
と
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
強
く
批
判
さ
れ
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
本
罪
の
故
意
と
し
て
た
ん
に
「
金
属
く
ず
を
取
引
す
る
事
実
の
認
識
」
で
足
り
る
と
す
る
見
解
は
、
’
結

局
、
　
コ
定
の
不
作
為
」
即
ち
マ
（
法
の
要
求
す
る
）
一
定
の
身
許
確
認
方
法
を
し
な
い
」
事
実
は
、
　
「
金
属
く
ず
を
取
引
す
る
」
と
い

う
構
成
要
件
要
素
の
義
務
違
反
性
（
違
法
性
）
を
示
す
評
価
要
素
（
違
法
要
素
）
で
あ
り
、
そ
れ
は
構
域
要
件
要
素
で
は
な
い
と
考
え
る

も
の
源
る
と
結
論
せ
ざ
る
を
得
な
い
（
最
判
昭
和
三
四
年
二
月
二
七
日
・
主
刑
集
一
三
巻
二
号
二
五
〇
頁
。
田
中
・
前
掲
論
文
・
特
に
四
，
τ
四
二
頁
参
照
）
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
解
す
る
な
ら
ぼ
、
，
・

条
例
の
要
求
す
る
一
定
の
身
許
確
認
の
方
法
を
尽
し
て
「
金
属
ぐ
ず
の
取
引
を
し
た
」
者
で
さ
え
も
、
本
条
の
構
成
要
件
に
該
当
し
、
た

だ
違
法
・
性
が
阻
却
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
と
な
る
が
、
こ
れ
は
妥
当
で
な
い
と
考
え
る
。

30　（1●106）　106、


