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愛
媛
県
玉
串
料
訴
訟
上
告
審
判
決

最
高
裁
平
成
九
年
四
月
二
日
大
法
廷
判
決
、
平
成
四
（
行
ツ
）
一

五
六
号
、
損
害
賠
償
代
位
請
求
事
件
、
一
部
破
棄
自
判
、
一
部
上

告
棄
却
。
民
集
五
一
巻
四
号
一
六
七
三
頁

西
　
村
　
枝
　
美

【
事
件
の
概
要
】

　
本
件
は
、
愛
媛
県
に
お
い
て
、
昭
和
五
六
年
か
ら
昭
和
六
一
年
に

か
け
て
、
宗
教
法
人
靖
國
神
社
の
挙
行
し
た
春
季
ま
た
は
秋
季
の
例

大
祭
に
対
し
て
奉
納
す
る
玉
串
料
と
し
て
九
回
に
わ
た
り
各
五
千
円

（
合
計
四
万
五
千
円
）
、
七
月
中
旬
の
み
た
ま
祭
に
際
し
て
奉
納
す
る

献
灯
料
と
し
て
四
回
に
わ
た
り
各
七
千
円
ま
た
は
八
千
円
（
合
計
三

万
一
千
円
）
、
そ
し
て
、
宗
教
法
人
愛
媛
県
護
國
神
社
の
挙
行
し
た

春
季
ま
た
は
秋
季
の
慰
霊
大
祭
に
際
し
て
愛
媛
県
遺
族
会
を
通
じ
て

奉
納
す
る
供
物
料
と
し
て
九
回
に
わ
た
り
各
一
万
円
（
合
計
九
万

円
）
が
、
そ
れ
ぞ
れ
県
か
ら
支
出
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
て
（
以
下
こ

れ
ら
三
通
り
の
支
出
を
「
本
件
支
出
」
と
い
う
）
、
本
件
支
出
を
憲

法
二
〇
条
三
項
、
八
九
条
等
に
照
ら
し
て
許
さ
れ
な
い
財
務
会
計
上

の
行
為
に
当
た
る
と
し
て
、
愛
媛
県
住
民
で
あ
る
X
ら
が
、
地
方
自

治
法
二
四
二
条
の
二
第
一
項
四
号
に
基
づ
く
損
害
賠
償
代
位
請
求
住

民
訴
訟
を
提
起
し
た
事
例
で
あ
る
。

　
第
一
審
に
お
い
て
、
本
件
支
出
は
そ
の
目
的
が
宗
教
的
意
義
を
も

つ
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
の
効

果
が
靖
國
神
社
ま
た
は
楽
弓
神
社
の
宗
教
活
動
を
援
助
、
助
長
、
促

進
す
る
こ
と
に
な
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
本
件

支
出
に
よ
っ
て
生
じ
る
県
と
靖
國
神
社
ま
た
は
護
國
神
社
と
の
結
び

つ
き
は
、
我
が
国
の
文
化
的
・
社
会
的
諸
条
件
に
照
ら
し
て
考
え
る

と
き
、
も
は
や
相
当
と
さ
れ
る
限
度
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

憲
法
二
〇
条
三
項
の
禁
止
す
る
宗
教
活
動
に
当
た
り
、
違
法
な
も
の

と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
判
示
さ
れ
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
第
二
審
に
お
い
て
、
本
件
支
出
は
宗
教
的
な
意

義
を
も
つ
が
、
一
般
人
に
と
っ
て
神
社
に
参
拝
す
る
際
に
玉
串
料
等

を
支
出
す
る
こ
と
は
過
大
で
な
い
限
り
社
会
的
儀
礼
と
し
て
受
容
さ
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れ
て
い
る
と
い
う
宗
教
的
評
価
が
な
さ
れ
て
お
り
、
知
事
は
遺
族
会

援
護
行
政
の
一
環
と
し
て
本
件
支
出
を
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ

以
外
の
意
図
、
目
的
や
深
い
宗
教
心
に
基
づ
い
て
こ
れ
を
し
た
も
の

で
は
な
い
し
、
そ
の
支
出
の
程
度
は
、
少
額
で
社
会
的
な
儀
礼
の
程

度
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
行
為
が
一
般
人
に
与
え
る
効
果
、
影

響
は
、
靖
國
神
社
ま
た
は
虚
血
神
社
の
第
二
次
世
界
大
戦
中
の
法
的

地
位
の
復
活
や
神
道
の
援
助
、
助
長
に
つ
い
て
の
特
別
な
関
心
、
気

風
を
呼
び
起
こ
し
た
り
す
る
も
の
で
は
な
い
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、

本
件
支
出
は
、
神
道
に
対
す
る
援
助
、
助
長
、
促
進
ま
た
は
他
の
宗

教
に
対
す
る
圧
迫
、
干
渉
等
に
な
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
た
め
、

憲
法
二
〇
条
三
項
、
八
九
条
に
違
反
し
な
い
と
判
断
さ
れ
た
。

　
こ
の
判
断
に
対
し
、
住
民
側
か
ら
全
部
破
棄
を
求
め
る
旨
の
上
告

の
申
立
て
が
、
県
側
か
ら
は
上
告
棄
却
の
判
決
を
求
め
る
申
立
て
が

あ
っ
た
。

【
唐
琴
】
　
一
部
破
棄
自
判
、
一
部
上
告
棄
却

　
「
神
社
神
道
に
お
い
て
は
、
祭
祀
を
行
う
こ
と
が
そ
の
中
心
的
な

宗
教
上
の
活
動
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
例
大
祭
お
よ
び
慰
霊

大
祭
は
神
道
の
祭
式
に
の
っ
と
っ
て
行
わ
れ
る
儀
式
を
中
心
と
す
る

祭
祀
で
あ
り
、
各
神
社
の
挙
行
す
る
恒
例
の
祭
祀
中
で
も
重
要
な
意

義
を
有
す
る
も
の
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
み
た
ま
祭
は
、

同
様
の
儀
式
を
行
う
祭
祀
で
あ
り
、
靖
國
神
社
の
祭
祀
中
膜
も
盛
大

な
規
模
で
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
い
ず
れ
も
公
知
の
事
実

で
あ
る
。
そ
し
て
玉
串
料
及
び
供
物
料
は
、
例
大
祭
又
は
慰
霊
大
祭

に
お
い
て
右
の
よ
う
な
宗
教
上
の
儀
式
が
執
り
行
わ
れ
る
に
際
し
て

神
前
に
供
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
献
灯
料
は
、
こ
れ
に
よ
り
み
た

ま
祭
に
お
い
て
境
内
に
奉
納
者
の
名
前
を
記
し
た
灯
明
が
掲
げ
ら
れ

る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
い
ず
れ
も
各
神
社
が
宗
教
的
意
義
を
有

す
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
な
も
の
で
あ
る
」

　
「
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
す
れ
ぽ
、
県
が
特
定
の
宗
教
団
体
の
挙
行

す
る
重
要
な
祭
祀
に
か
か
わ
り
合
い
を
も
っ
た
と
い
う
こ
と
が
明
ら

か
で
あ
る
」

　
「
そ
し
て
、
一
般
に
、
神
社
自
体
が
そ
の
境
内
に
お
い
て
挙
行
す

る
恒
例
の
重
要
な
祭
祀
に
際
し
て
右
の
よ
う
な
玉
串
料
等
を
奉
納
す

る
こ
と
は
、
…
…
起
工
式
と
は
異
な
り
、
時
代
の
推
移
に
よ
っ
て
既

に
そ
の
宗
教
的
意
義
が
希
薄
化
し
、
慣
習
化
し
た
社
会
的
儀
礼
に
す

ぎ
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
ま
で
は
到
底
い
う
こ
と
が
で
き
ず
、

｝
般
人
が
本
件
の
玉
串
料
等
の
奉
納
を
社
会
的
儀
礼
の
一
つ
に
す
ぎ

な
い
と
評
価
し
て
い
る
と
は
考
え
難
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
う
で
あ

れ
ば
、
玉
串
料
等
の
奉
納
者
に
お
い
て
も
、
そ
れ
が
宗
教
的
意
義
を
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有
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
識
を
大
な
り
小
な
り
持
た
ざ
る
を
得

な
い
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
本
件
に
お
い
て
も
同
様
と
い
う
べ
き

で
あ
る
」

　
「
県
が
他
の
宗
教
団
体
に
対
し
て
同
様
の
支
出
を
し
た
と
い
う
事

実
が
う
か
が
わ
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
県
が
特
定
の
宗
教
団
体
と
の

間
に
の
み
意
識
的
に
特
別
の
か
か
わ
り
合
い
を
持
っ
た
こ
と
を
否
定

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」

　
「
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
地
方
公
共
団
体
が
特
定
の
宗
教

団
体
に
対
し
て
の
み
本
件
の
よ
う
な
形
で
特
別
の
か
か
わ
り
合
い
を

持
つ
こ
と
は
、
一
般
人
に
対
し
て
、
県
が
当
該
特
定
の
宗
教
団
体
を

特
別
に
支
援
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
宗
教
団
体
が
他
の
宗
教
団
体
と

は
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
の
印
象
を
与
え
、
特
定
の
宗
教
へ
の
関
心

を
呼
び
起
こ
す
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
」

　
「
以
上
の
事
情
を
総
合
的
に
考
慮
し
て
判
断
す
れ
ば
、
県
が
本
件

玉
串
料
等
を
靖
國
神
社
又
は
護
國
神
社
に
前
記
の
と
お
り
奉
納
し
た

こ
と
は
、
そ
の
目
的
が
宗
教
的
意
義
を
持
つ
こ
と
を
免
れ
ず
、
そ
の

効
果
が
特
定
の
宗
教
に
対
す
る
援
助
、
助
長
、
促
進
に
な
る
と
認
め

る
べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
県
と
靖
半
神
上
等

と
の
か
か
わ
り
合
い
が
我
が
国
の
社
会
的
・
文
化
的
諸
条
件
に
照
ら

し
相
当
と
さ
れ
る
限
度
を
超
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、
憲
法
二
〇
条
三

項
の
禁
止
す
る
宗
教
的
活
動
に
当
た
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ

る
」　

な
お
本
判
決
に
は
、
以
下
の
通
り
個
別
意
見
が
あ
る
。
ま
ず
、
補

足
意
見
と
し
て
、
大
野
正
男
裁
判
官
は
、
憲
法
二
〇
条
三
項
に
い
う

宗
教
的
活
動
に
当
た
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
際
に
、
「
行
為
の
目

的
は
、
当
該
行
為
者
の
主
観
的
、
内
面
的
な
感
情
の
有
無
や
濃
淡
に

よ
っ
て
の
み
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
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
あ
り
、
と
り

わ
け
支
出
が
宗
教
団
体
の
世
俗
的
な
行
為
で
は
な
く
そ
の
宗
教
的
な

行
為
そ
の
も
の
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
世
俗
的
目
的
も
あ
る

か
ら
と
い
っ
て
そ
の
行
為
の
客
観
的
目
的
の
宗
教
的
意
義
が
直
ち
に

否
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
」
と
述
べ
、
福
田
博
裁
判
官
は
、
「
我

が
国
に
お
い
て
は
、
神
道
は
年
中
行
事
や
冠
婚
葬
祭
な
ど
を
通
じ
て

多
く
の
国
民
の
生
活
に
密
接
に
結
び
つ
い
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
行

事
や
儀
式
へ
の
参
加
が
自
然
な
こ
と
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る

部
分
が
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
神
道
も
宗
教
の
一

つ
で
あ
る
こ
と
は
、
信
教
の
自
由
を
保
障
す
る
憲
法
二
〇
条
が
当
然

の
前
提
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
」
と
し
て
非
宗
教
性
な
い
し

宗
教
的
中
立
性
の
理
念
は
神
道
を
含
む
す
べ
て
の
宗
教
に
等
し
く
当

て
は
ま
る
こ
と
を
常
に
念
頭
に
置
く
よ
う
述
べ
た
。
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次
に
意
見
と
し
て
、
園
部
逸
夫
裁
判
官
、
高
橋
久
子
裁
判
官
、
尾

崎
行
信
裁
判
官
が
以
下
の
よ
う
に
述
べ
た
。
園
部
裁
判
官
は
、
憲
法

二
〇
条
三
項
の
解
釈
と
し
て
出
さ
れ
た
目
的
効
果
基
準
で
判
断
す
る

必
要
は
な
く
、
憲
法
八
九
条
に
本
件
支
出
が
違
反
す
る
と
い
う
形
で

判
断
す
べ
き
で
あ
る
と
し
、
高
橋
裁
判
官
は
、
原
則
は
「
国
家
は
い

か
な
る
宗
教
活
動
も
し
て
は
な
ら
な
い
」
こ
と
で
あ
り
、
あ
る
行
為

を
別
扱
い
に
す
る
に
は
そ
の
理
由
を
示
す
必
要
が
あ
る
と
す
べ
き
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
多
数
意
見
が
「
国
家
が
実
際
上
宗
教
と
あ

る
程
度
の
か
か
わ
り
合
い
を
持
た
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
を
前
提
と
し

た
う
え
で
」
と
前
提
条
件
を
逆
転
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
、
尾

崎
裁
判
官
は
、
多
数
意
見
の
用
い
る
目
的
効
果
基
準
と
は
異
な
る
基

準
で
も
っ
て
本
件
支
出
を
違
憲
と
し
た
。

　
こ
れ
に
対
し
、
反
対
意
見
と
し
て
、
三
好
達
裁
判
官
は
、
宗
教
的

儀
式
の
二
面
性
を
指
摘
し
、
例
大
祭
及
び
み
た
ま
祭
は
、
外
形
的
に

も
宗
教
的
儀
式
に
他
な
ら
な
い
が
、
国
民
一
般
は
世
俗
的
行
事
と
意

識
し
て
お
り
、
本
件
支
出
が
「
憲
法
二
〇
条
三
項
の
禁
止
す
る
宗
教

活
動
及
び
同
八
九
条
の
禁
止
す
る
公
金
の
支
出
に
当
た
る
か
ど
う
か

の
判
断
は
、
多
く
の
国
民
の
側
の
意
識
を
考
慮
し
て
さ
れ
る
べ
き
」

で
あ
る
と
し
、
可
部
恒
雄
裁
判
官
は
、
例
大
祭
等
が
神
社
の
境
内
で

行
わ
れ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
か
ら
、
本
件
に
お
い
て
当
該
行
為
が

ど
こ
で
行
わ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、
地
鎮
祭
と
違
い
、
政
教
分
離
違

反
か
否
か
を
判
断
す
る
材
料
に
は
な
ら
な
い
点
、
「
特
定
の
か
か
わ

り
合
い
」
を
持
っ
た
こ
と
が
な
ぜ
一
般
人
の
評
価
と
つ
な
が
る
の
か

不
明
確
で
あ
り
、
地
鎮
祭
と
の
バ
ラ
ン
ス
も
と
れ
て
い
な
い
た
め
基

準
と
し
て
不
適
切
で
あ
る
点
、
一
般
人
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
は

基
準
と
し
て
抽
象
的
で
あ
る
点
を
指
摘
し
、
本
件
支
出
が
憲
法
二
〇

条
三
項
に
違
反
せ
ず
、
宗
教
法
人
系
学
校
へ
の
公
金
支
出
額
と
の
対

比
か
ら
憲
法
八
九
条
に
も
反
し
な
い
と
い
う
結
論
を
導
き
出
し
て
い

る
。【

検
討
】

　
　
本
判
決
は
国
や
地
方
公
共
団
体
の
行
為
が
憲
法
の
政
教
分
離
規

定
に
違
反
す
る
と
い
う
判
断
を
示
し
た
初
め
て
の
最
高
裁
判
決
で
あ

る
。　

本
判
決
を
含
む
政
教
分
離
関
連
の
判
決
の
多
数
意
見
は
、
最
高
裁

大
法
廷
昭
和
五
二
年
七
月
＝
二
日
判
決
、
い
わ
ゆ
る
津
地
鎮
祭
最
高

裁
判
決
に
よ
り
、
定
式
化
さ
れ
た
目
的
効
果
基
準
を
】
般
論
と
し
て

踏
襲
し
て
い
る
。
津
地
鎮
祭
判
決
に
よ
り
構
成
さ
れ
た
こ
の
理
論
は
、

次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
政
教
分
離
原
則
の
根
本
目
的
が
、

信
教
の
自
由
の
保
障
を
確
保
す
る
こ
と
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
原
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則
は
、
国
家
（
地
方
公
共
団
体
を
含
む
）
が
宗
教
そ
の
も
の
に
干
渉

す
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
、
国
家
の
非
宗
教
性
な
い
し
宗
教
的
中
立

性
を
意
味
す
る
も
の
と
定
義
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
規
定

は
、
信
教
の
自
由
を
直
接
保
障
す
る
も
の
で
は
な
く
、
国
家
と
宗
教

の
分
離
を
制
度
と
し
て
保
障
す
る
こ
と
に
よ
り
、
間
接
的
に
信
教
の

自
由
の
保
障
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
。
そ
し
て
、

宗
教
が
内
心
的
な
事
象
と
し
て
の
側
面
に
と
ど
ま
ら
ず
、
同
時
に
外

部
的
な
社
会
事
象
と
し
て
の
側
面
を
伴
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
国
家

は
、
社
会
生
活
に
関
連
す
る
規
制
、
援
助
、
助
成
等
の
実
施
に
当
た

り
、
宗
教
と
の
か
か
わ
り
合
い
を
持
た
ざ
る
を
え
な
い
た
め
、
政
教

分
離
規
定
が
保
障
の
対
象
と
し
て
い
る
国
家
と
宗
教
の
分
離
に
も
お

の
ず
か
ら
一
定
の
限
界
が
あ
る
こ
と
を
免
れ
得
な
い
と
し
た
。
こ
れ

ら
の
点
か
ら
国
家
は
、
宗
教
と
の
か
か
わ
り
合
い
を
も
た
ら
す
行
為

の
目
的
及
び
効
果
に
か
ん
が
み
、
そ
の
か
か
わ
り
合
い
が
、
そ
れ
ぞ

れ
の
国
の
社
会
的
・
文
化
的
諸
条
件
に
照
ら
し
相
当
と
さ
れ
る
限
度

を
超
え
る
も
の
と
認
め
ら
れ
た
場
合
に
こ
れ
を
許
さ
な
い
と
解
す
べ

き
で
あ
る
と
し
た
。
そ
し
て
、
「
相
当
と
さ
れ
る
限
度
を
超
え
る
」

よ
う
な
憲
法
二
〇
条
三
項
に
い
う
「
宗
教
的
活
動
」
と
は
、
当
該
行

為
の
目
的
が
宗
教
的
意
義
を
持
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
で
あ

る
と
し
た
。
こ
の
よ
う
に
政
教
分
離
解
釈
を
展
開
し
た
上
で
、
津
地

鎮
祭
最
高
裁
判
決
は
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
行
為
が
宗
教
的
活
動
に

該
当
す
る
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
際
の
考
慮
材
料
と
し
て
、
次
の
六

点
を
挙
げ
た
。
①
当
該
行
為
の
主
宰
者
が
宗
教
家
か
否
か
、
②
そ
の

順
序
作
法
が
宗
教
の
定
め
る
方
式
に
則
っ
た
も
の
か
ど
う
か
、
③
当

該
行
為
の
行
わ
れ
る
場
所
、
④
当
該
行
為
に
対
す
る
一
般
人
の
宗
教

的
評
価
、
⑤
当
該
行
為
者
が
当
該
行
為
を
行
う
に
つ
い
て
の
意
図
、

目
的
及
び
宗
教
的
意
識
の
有
無
、
程
度
、
⑥
当
該
行
為
の
｝
般
人
に

与
え
る
効
果
、
影
響
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
社
会
通
念
に
従
い
客
観

的
に
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
津
地
鎮
祭
事
件
以
来
の
こ
の
「
目
的
効
果
基
準
」
に
つ
い
て
は
、

「
こ
こ
で
引
照
さ
れ
る
諸
要
素
と
目
的
効
果
基
準
が
ど
の
よ
う
な
対

応
関
係
に
あ
る
の
か
、
目
的
と
効
果
は
い
ず
れ
か
の
諸
要
素
に
従
っ

て
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
判
断
さ
れ
る
の
か
、
こ
れ
ら
の
諸
要
素
を
総
合

判
断
し
て
目
的
と
効
果
が
ひ
っ
く
る
め
て
判
断
さ
れ
る
の
か
は
必
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　

し
も
明
ら
か
で
は
な
い
」
と
評
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
だ
が
、
政
教

分
離
関
連
訴
訟
の
判
決
文
自
体
は
、
こ
の
六
つ
の
判
断
要
素
に
沿
っ

て
、
そ
れ
ぞ
れ
判
断
し
て
い
る
と
い
い
う
る
し
、
そ
れ
ら
を
ふ
ま
え

て
判
決
を
下
し
て
い
る
と
い
い
う
る
。
た
だ
し
、
個
々
の
判
断
要
素

を
検
討
し
た
後
に
、
「
以
上
を
総
合
的
に
判
断
す
る
と
」
と
い
う
文
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言
と
と
も
に
、
「
目
的
」
と
「
効
果
」
と
い
う
言
葉
が
判
決
文
中
初

め
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
六
つ
の
考
慮
要
素
の
う
ち
、
そ

れ
ぞ
れ
ど
れ
が
「
目
的
」
を
判
断
す
る
た
め
の
も
の
で
、
ど
れ
が

「
効
果
」
を
認
定
す
る
も
の
か
は
、
さ
ほ
ど
明
確
で
は
な
い
。
奥
平

康
弘
氏
は
、
本
判
決
に
つ
い
て
、
「
目
的
・
効
果
論
を
、
最
後
の
段
階

で
引
き
合
い
に
出
し
、
辻
褄
合
わ
せ
に
使
っ
た
だ
け
の
こ
と
で
、
こ

れ
は
逆
に
目
的
・
効
果
論
が
単
に
ワ
ッ
プ
サ
ー
ヴ
ィ
ス
で
語
ら
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

い
る
こ
と
の
現
れ
で
さ
え
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
本
評
釈
も
、
六

つ
の
考
慮
要
素
に
沿
っ
て
判
断
さ
れ
て
い
る
と
は
解
す
る
が
、
こ
の

判
断
方
法
が
、
「
目
的
」
「
効
果
」
基
準
と
呼
ぶ
必
然
性
が
あ
る
の
か

は
疑
問
と
す
る
。

　
ま
た
、
こ
の
判
断
の
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
考
慮
要
素
は
、
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ
ソ

常
四
つ
（
上
述
の
③
か
ら
⑥
の
部
分
）
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
判
決
が
、
①
、
②
を
挙
げ
た
後
、
「
当
該
行
為
の
外
形
的

側
面
の
み
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
」
と
述
べ
て
い
る
た
め
で
あ
ろ

う
。
加
え
て
、
本
判
決
で
は
、
津
地
鎮
祭
判
決
を
引
用
す
る
際
に
、

こ
の
①
、
②
の
部
分
が
省
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
後
に
本
文
で
検

討
す
る
よ
う
に
、
判
決
文
中
で
は
こ
の
要
素
も
検
討
さ
れ
て
い
る
し
、

地
裁
、
高
裁
、
最
高
裁
を
比
較
す
る
に
当
た
っ
て
の
重
要
な
相
違
点

と
な
っ
て
い
る
た
め
、
考
慮
要
素
は
①
か
ら
⑥
と
し
て
お
く
。

二
　
政
教
分
離
関
連
訴
訟
に
お
い
て
、
津
地
鎮
祭
最
高
裁
判
決
以
降
、

目
的
効
果
基
準
は
様
々
な
厳
格
さ
で
も
っ
て
適
用
さ
れ
て
き
た
と
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

え
る
。
本
件
の
み
を
採
り
あ
げ
て
も
こ
の
こ
と
は
あ
て
は
ま
る
。
見

解
が
対
立
す
る
は
ず
の
原
告
、
被
告
双
方
が
、
津
地
鎮
祭
最
高
裁
を

引
用
し
た
り
、
結
論
を
異
に
す
る
地
裁
、
高
裁
、
最
高
裁
す
べ
て
が

こ
の
「
目
的
効
果
基
準
」
を
用
い
て
理
論
構
成
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ

れ
を
比
較
す
る
と
、
一
審
が
原
告
の
愛
媛
県
住
民
の
理
解
に
近
い
目

的
効
果
基
準
を
用
い
た
の
に
対
し
、
二
審
は
愛
媛
県
と
も
、
愛
媛
県

住
民
と
も
異
な
る
目
的
効
果
基
準
を
用
い
た
。
そ
し
て
最
高
裁
も
、

愛
媛
県
住
民
側
か
ら
の
上
告
理
由
に
表
れ
た
目
的
効
果
基
準
と
は
異

な
る
目
的
効
果
基
準
を
用
い
て
違
憲
判
決
を
下
し
て
い
る
、
と
評
価

で
き
よ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
を
異
な
ら
せ
て
い
る
ポ
イ
ン
ト
は
、
愛
媛
県

住
民
及
び
地
裁
が
玉
串
料
等
の
支
出
に
よ
り
慰
籍
、
慰
霊
を
行
お
う

と
す
る
意
図
そ
れ
自
体
が
宗
教
的
考
え
と
見
た
こ
と
、
そ
し
て
、
効

果
の
点
で
も
毎
年
の
支
出
と
い
う
継
続
性
か
ら
愛
媛
県
と
靖
國
神
社
、

護
國
神
社
と
の
結
び
付
き
が
象
徴
さ
れ
て
い
る
と
見
た
こ
と
、
そ
れ

に
対
し
て
、
高
裁
、
及
び
愛
媛
県
は
、
玉
串
料
等
の
支
出
行
為
を
、

宗
教
的
行
為
と
い
う
自
覚
の
な
い
支
出
者
側
の
主
観
的
意
図
と
神
社

側
の
宗
教
的
儀
式
と
捉
え
て
い
る
意
図
を
分
離
し
、
更
に
高
裁
は
、

国
と
宗
教
と
の
か
か
わ
り
合
い
を
法
的
レ
ヴ
ェ
ル
で
斜
遷
し
て
い
る
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点
が
上
げ
ら
れ
る
。
地
裁
、
高
裁
と
同
じ
津
地
鎮
祭
判
決
を
引
用
し

な
が
ら
違
憲
、
合
憲
と
判
断
が
分
か
れ
た
こ
の
事
件
に
対
し
、
最
高

裁
は
、
高
裁
の
よ
う
に
支
出
者
の
主
観
的
意
図
に
基
づ
き
宗
教
的
行

為
を
し
な
か
っ
た
、
と
判
断
し
た
の
で
も
な
け
れ
ば
、
地
裁
の
よ
う

に
、
神
社
へ
の
支
出
行
為
を
慰
霊
と
見
る
こ
と
自
体
が
宗
教
的
活
動

で
あ
る
、
と
も
し
な
か
っ
た
。
最
高
裁
の
目
的
効
果
基
準
の
解
し
方

の
特
徴
は
、
一
般
人
が
支
出
行
為
を
慣
習
化
し
た
社
会
的
儀
礼
に
す

ぎ
な
い
と
思
っ
て
い
る
か
ど
う
か
に
主
眼
を
置
い
て
い
る
こ
と
に
あ

る
。
こ
の
比
重
の
置
き
方
は
、
①
、
②
が
当
て
は
ま
る
と
さ
れ
な
が

ら
も
、
④
で
一
般
人
が
宗
教
と
み
な
し
て
い
な
い
、
と
さ
れ
た
た
め

に
、
違
憲
と
は
さ
れ
な
か
っ
た
津
地
鎮
祭
最
高
裁
判
決
と
同
様
で
あ

（
6
）

る
。三

　
次
に
本
判
決
の
特
徴
を
分
析
し
て
お
き
た
い
。
本
判
決
が
、
同

じ
く
玉
串
料
等
支
出
を
違
憲
と
し
た
地
裁
と
比
べ
て
特
徴
的
な
の
は
、

考
慮
要
素
そ
れ
ぞ
れ
の
判
断
の
仕
方
、
及
び
、
国
家
と
宗
教
団
体
が

か
か
わ
り
合
い
が
あ
る
と
し
た
、
そ
の
際
の
方
法
で
あ
る
。
そ
し
て
、

他
の
政
教
分
離
関
連
の
判
決
と
比
べ
て
特
徴
的
な
の
は
、
上
述
の
⑥

を
判
断
す
る
際
、
一
般
人
に
宗
教
是
認
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
っ
た
と

す
る
考
え
か
ら
効
果
を
認
定
す
る
方
法
を
採
っ
た
点
で
あ
る
。
後
者

の
特
徴
に
関
し
て
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
レ
モ
ン
テ
ス
ト

の
修
正
版
と
し
て
登
場
し
た
エ
ン
ド
ー
ス
メ
ン
ト
テ
ス
ト
と
の
関
連

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
既
に
多
く
の
指
摘
が
あ
る

　
　
　
　

た
め
、
前
者
の
、
地
裁
と
の
比
較
か
ら
得
ら
れ
る
特
徴
に
絞
る
こ
と

に
し
た
い
。

　
最
高
裁
と
地
裁
と
の
相
違
の
一
つ
に
、
考
慮
要
素
そ
れ
ぞ
れ
の
判

断
の
仕
方
が
あ
げ
ら
れ
る
。
地
裁
は
、
上
述
し
た
判
断
要
素
を
独
立

に
認
定
し
て
い
く
形
式
を
採
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
最
高
裁

は
、
④
と
⑤
が
連
動
す
る
形
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
最
高
裁
は
、

一
般
人
が
本
件
支
出
行
為
を
宗
教
的
行
為
だ
と
思
う
ゆ
え
に
、
県
も

「
宗
教
的
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
識
を
大
な
り
小
な

り
持
た
ざ
る
を
得
な
い
」
と
判
示
し
て
い
る
。
こ
れ
で
は
、
⑤
を
判

断
材
料
と
し
て
掲
げ
て
い
る
意
味
は
な
い
。
他
方
、
地
裁
は
、
④
の

要
素
は
特
に
採
り
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
⑤
に
つ
い
て
は
、

支
出
者
側
の
主
観
的
意
図
は
「
戦
没
者
に
対
す
る
慰
霊
と
そ
の
遺
族

に
対
す
る
慰
籍
を
目
的
」
と
し
て
行
わ
れ
て
い
て
も
、
コ
宗
教
団

体
で
あ
る
靖
国
神
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
一
面
が
」
含
ま
れ
て
こ
ざ
る
を
得
な
い
と
し
て
い
る
。

こ
の
点
は
、
「
目
的
」
を
支
出
者
側
の
主
観
的
意
図
そ
の
も
の
の
み

な
ら
ず
、
実
際
の
意
図
を
き
び
し
く
、
客
観
的
に
判
断
し
て
い
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

見
る
こ
と
が
で
き
る
。
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ま
た
、
尾
崎
裁
判
官
が
意
見
と
し
て
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の

判
断
の
対
象
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
六
つ
の
「
当
該
行
為
」
は
同

一
の
「
行
為
」
を
指
し
て
は
い
な
い
。
目
的
効
果
基
準
に
基
づ
い
て

行
わ
れ
る
憲
法
二
〇
条
三
項
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
「
宗
教
的
活
動
」

に
当
た
る
の
か
ど
う
か
の
判
断
は
、
最
高
裁
で
は
、
①
、
②
、
③
に

お
い
て
、
国
家
機
関
が
か
か
わ
っ
た
対
象
の
行
為
が
ま
ず
宗
教
で
あ

る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
④
に
お
い
て
、
一
般
人
か
ら
見
て
、
国
家

機
関
と
そ
の
宗
教
団
体
が
か
か
わ
り
合
い
を
持
っ
た
状
態
が
宗
教
的

活
動
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
⑤
に
よ
っ
て
、
国

家
機
関
自
身
に
宗
教
的
活
動
を
し
た
自
覚
が
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い

て
行
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
国
家
機
関
が
か
か
わ
っ
た
相
手
が
宗

教
で
あ
っ
た
の
か
を
ま
ず
判
断
し
、
次
に
、
国
家
…
機
関
と
そ
の
「
宗

教
」
が
か
か
わ
り
合
い
に
な
っ
て
い
る
状
態
が
宗
教
的
活
動
と
い
え

る
の
か
を
一
般
人
の
視
点
と
国
家
機
関
の
視
点
か
ら
判
断
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
手
順
を
踏
む
こ
と
は
、
一
見
当
然
の
こ
と

の
よ
う
に
思
え
る
が
、
地
裁
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、
問
題
点
が

明
ら
か
に
な
る
。
こ
れ
は
、
最
高
裁
と
地
裁
（
高
裁
も
含
む
）
の
大

き
な
違
い
の
も
う
一
つ
と
し
て
挙
げ
た
、
国
家
…
機
関
と
宗
教
と
の

「
か
か
わ
り
合
い
」
を
い
つ
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
に
認
定
す
る
か
に

か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。
最
高
裁
は
②
を
判
断
す
る
時
点
に
お
い
て
、

一
般
人
が
、
支
出
行
為
と
い
う
か
か
わ
り
合
い
を
見
て
宗
教
的
活
動

と
み
な
し
た
と
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
地
裁
、
高
裁
で
争
わ
れ

た
の
は
、
支
出
行
為
と
い
う
、
国
家
機
関
の
宗
教
団
体
に
対
す
る
行

為
が
、
宗
教
的
意
味
を
持
つ
よ
う
な
「
か
か
わ
り
合
い
」
だ
っ
た
の

か
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
点
は
、
④
と
い
う
一
般
人
の

判
断
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
②
の
時
点
で
宗
教
の
定
め
る
方
式
に

則
っ
た
も
の
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

「
か
か
わ
り
合
い
」
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
か
否
か
は
政
教
分
離
を

問
う
裁
判
に
お
い
て
は
当
然
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
国
家
と
宗
教
活

動
さ
え
「
か
か
わ
り
合
い
」
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
政
教
分
離
違
反
に

な
る
可
能
性
は
そ
も
そ
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
地
裁
、
高
裁
に
お
い

て
は
、
②
は
、
神
社
側
と
国
家
機
関
側
の
二
つ
の
視
点
か
ら
判
断
さ

れ
た
。
つ
ま
り
、
地
裁
は
、
例
大
祭
等
が
、
神
社
側
か
ら
見
れ
ば
、

神
社
の
方
式
に
則
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
、
ま
た
、
国
家
機
関

の
支
出
行
為
が
そ
の
方
式
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
か
ら
支

出
行
為
が
宗
教
団
体
と
か
か
わ
り
合
い
を
持
つ
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

る
と
し
た
。
一
方
、
高
裁
で
は
、
国
家
機
関
の
側
が
支
出
行
為
を
俗

事
と
認
識
し
て
お
り
、
神
社
の
側
も
そ
れ
を
特
別
扱
い
し
な
か
っ
た

と
い
う
こ
と
で
か
か
わ
り
合
い
を
持
っ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
し

て
い
る
。
最
高
裁
の
判
決
に
お
い
て
、
こ
の
点
は
ぼ
や
け
て
い
る
。
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最
高
裁
判
決
の
中
、
②
の
時
点
で
判
断
さ
れ
た
の
は
、
玉
串
料
や
供

物
料
が
神
社
か
ら
見
て
宗
教
的
意
義
を
有
す
る
と
考
え
て
い
る
と
い

う
こ
と
だ
け
で
あ
り
、
国
家
と
宗
教
と
の
「
か
か
わ
り
合
い
」
そ
の

も
の
を
ど
の
よ
う
に
認
定
す
る
の
か
と
い
う
視
点
は
こ
こ
で
は
存
在

し
な
い
。
で
は
他
の
判
断
要
素
を
考
慮
す
る
際
に
出
て
く
る
の
か
と

い
え
ば
、
そ
う
と
も
言
え
ず
、
④
に
お
い
て
、
一
般
人
が
「
国
家
と

宗
教
と
の
か
か
わ
り
合
い
」
を
見
て
ど
う
と
る
か
、
と
い
う
こ
と
に

飛
躍
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
た
だ
一
般
人
の
感
覚
が
判
断
を

大
き
く
左
右
す
る
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
　
以
上
地
裁
と
最
高
裁
を
比
較
し
た
が
、
ま
ず
、
何
故
コ
般

人
」
が
判
断
要
素
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
こ
の
コ
般
人
」
の
視
点
が
、
こ
と
最
高

裁
に
お
い
て
は
、
政
教
分
離
判
断
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

こ
れ
ほ
ど
重
要
な
位
置
に
あ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
よ
う
な
コ
般

人
」
と
は
何
者
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
不
確
定
な
概
念
を
全
面
的
に
批
判
す
る
前
に
、
津
地
鎮
祭
最

高
裁
判
決
を
想
起
し
て
み
た
い
。
こ
こ
に
お
い
て
政
教
分
離
規
定
は
、

直
接
的
で
は
な
い
に
し
ろ
、
間
接
的
に
信
教
の
自
由
を
保
障
す
る
も

の
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
国
家
と
宗
教
の
か
か
わ

り
が
信
教
の
自
由
と
関
連
づ
け
ら
れ
た
理
由
は
、
「
明
治
維
新
以
降

国
家
と
神
道
と
が
密
接
に
結
び
つ
き
前
記
〔
大
日
本
帝
国
憲
法
中
に

定
め
ら
れ
た
信
教
の
自
由
が
制
限
付
き
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
国

家
神
道
に
対
し
事
実
上
国
教
的
地
位
が
与
え
ら
れ
、
と
き
と
し
て
そ

れ
に
対
す
る
信
仰
が
要
請
さ
れ
、
あ
る
い
は
一
部
の
宗
教
団
体
に
対

し
き
び
し
い
迫
害
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
〕
の
よ
う
な
種
々
の
弊
害
を

生
じ
た
こ
と
」
、
「
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
諸
国
や
回
教

諸
国
等
と
異
な
り
各
種
の
宗
教
が
多
元
的
、
重
層
的
に
発
達
、
併
存

し
て
き
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
宗
教
事
情
の
も
と
で
信

教
の
自
由
を
確
実
に
保
障
す
る
た
め
に
は
、
単
に
信
教
の
自
由
を
無

条
件
に
保
障
す
る
の
み
で
は
足
り
ず
、
国
家
と
い
か
な
る
宗
教
と
の

結
び
つ
き
を
も
排
除
す
る
た
め
、
政
教
分
離
規
定
を
設
け
る
必
要
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

が
大
で
あ
っ
た
」
こ
と
が
判
例
中
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
津
地
鎮
祭
最
高
裁
自
体
が
冒
頭
で
述
べ
て
い
る
政
教
分
離
制
度
の

定
義
を
見
る
と
、
ど
れ
だ
け
神
道
の
国
家
と
の
結
び
つ
き
が
弊
害
を

生
じ
た
か
、
宗
教
の
雑
居
性
と
い
う
名
の
下
に
、
信
教
の
自
由
が
相

対
化
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
を
警
戒
し
て
い
る
の
か
が
、
再
確
認
で
き
る
。

実
際
こ
の
部
分
の
後
、
津
地
鎮
祭
最
高
裁
が
判
断
し
た
内
実
が
、
こ

の
部
分
と
整
合
性
が
あ
る
の
か
ど
う
か
は
こ
こ
で
は
問
わ
な
い
こ
と

と
し
て
、
先
程
の
コ
般
人
」
の
問
題
に
戻
り
た
い
。
政
教
分
離
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

意
味
す
る
と
こ
ろ
が
国
家
の
非
宗
教
性
な
い
し
宗
教
的
中
立
性
だ
け
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で
あ
れ
ぼ
、
不
確
定
概
念
で
し
か
な
い
一
般
人
を
規
準
に
取
り
込
む

こ
と
は
、
基
準
自
体
か
ら
客
観
性
を
失
わ
さ
せ
る
以
外
の
何
物
で
も

な
い
。
し
か
し
、
政
教
分
離
制
度
が
間
接
的
に
信
教
の
自
由
を
保
障

し
た
も
の
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
こ
と
を
明
確
に
意
識
す
る
な
ら
ば
、

こ
の
二
心
人
」
は
、
信
教
の
自
由
の
行
使
主
体
の
意
見
を
代
弁
す

る
も
の
と
し
て
基
準
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
逆
に
言
え

ば
、
コ
般
人
」
は
信
教
の
自
由
の
担
い
手
と
し
て
し
か
政
教
分
離

を
判
断
す
る
規
準
の
中
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
は
許
さ
れ
ま
い
。
と

は
い
え
、
こ
の
裁
判
所
に
よ
っ
て
想
定
さ
れ
た
「
一
般
人
」
が
、
本

当
に
信
教
の
自
由
を
行
使
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
な
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

の
視
点
を
代
弁
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
も
常
に
問
題
と
さ
れ
て

　
　
ロ
　

き
た
。
し
た
が
っ
て
、
④
と
⑥
を
判
断
す
る
際
に
登
場
す
る
一
般
人

を
信
教
の
自
由
を
現
実
に
行
使
す
る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
視
点
に
あ
わ

せ
る
よ
う
構
成
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
一
般
人
の
視
点
は
そ
も
そ

も
必
要
な
の
か
と
い
う
こ
と
自
体
か
ら
検
討
し
て
い
く
の
か
、
と
い

う
二
つ
の
選
択
肢
が
出
て
く
る
だ
ろ
う
。
⑥
の
判
断
に
つ
い
て
は
、

今
回
エ
ン
ド
ー
ス
メ
ン
ト
テ
ス
ト
と
の
類
似
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

こ
と
と
の
関
連
か
ら
、
こ
の
テ
ス
ト
が
ど
の
よ
う
に
、
「
一
般
人
」

を
想
定
し
て
い
る
か
が
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
テ
ス
ト
は
、

政
府
が
特
定
宗
教
を
是
認
す
る
裏
書
き
を
し
た
り
、
ま
た
は
否
認
し

た
り
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
も
の
で
あ
り
、
「
該
宗
教
の
信
奉
者
で

な
い
も
の
」
と
「
該
宗
教
の
信
奉
者
」
と
が
登
場
す
る
。
是
認
の
裏

書
き
と
は
、
信
奉
者
で
な
い
も
の
に
は
政
治
的
共
同
体
の
外
の
人
で

あ
り
正
規
の
構
成
員
で
な
い
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
る
こ
と
、
そ

れ
に
付
随
し
て
、
信
奉
者
に
政
治
的
共
同
体
の
う
ち
の
人
で
あ
り
厚

遇
さ
れ
る
構
成
員
で
あ
る
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
る
こ
と
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
　

否
認
と
は
、
そ
の
逆
を
い
う
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
判
決
中
で

＝
般
人
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
の
文
言
を
よ
り
厳
密
な
方
向
に
解
釈

す
る
方
法
も
あ
り
う
る
。
だ
が
、
以
下
で
は
、
政
教
分
離
判
断
の
基

準
の
中
に
信
教
の
自
由
行
使
主
体
の
感
覚
が
入
っ
て
い
る
こ
と
の
意

味
を
確
認
し
、
こ
の
一
般
人
の
視
点
が
そ
も
そ
も
必
要
な
の
か
、
と

い
う
方
向
で
考
え
て
み
た
い
。

　
で
は
、
「
一
般
人
」
を
、
信
教
の
自
由
行
使
主
体
と
し
て
改
め
て

捉
え
直
す
と
、
政
教
分
離
制
度
は
ど
の
よ
う
な
制
度
で
あ
る
と
言
い

直
せ
る
か
。
こ
の
「
問
接
的
」
な
信
教
の
自
由
保
障
制
度
は
、
信
教

の
自
由
に
ど
れ
だ
け
国
家
と
宗
教
（
と
い
わ
れ
て
い
る
行
為
）
と
の

か
か
わ
り
合
い
が
影
響
を
与
え
て
い
る
の
か
、
を
考
慮
し
て
い
る
制

　
　
　
　
　
　

度
で
あ
る
。
こ
の
制
度
は
、
信
教
の
自
由
行
使
主
体
に
対
し
て
、
た

と
え
直
接
に
信
教
の
自
由
侵
害
と
い
え
な
い
国
家
の
行
為
ま
で
含
め

　
ロ
　

て
、
何
ら
か
の
形
で
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
と
解
す
る
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こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
に
政
教
分
離
制
度
が
間
接
的
な
信
教
の
自
由

保
障
制
度
と
し
て
存
在
す
る
意
義
が
あ
る
。
こ
の
制
度
が
保
障
対
象

と
す
る
領
域
は
狭
義
の
信
教
の
自
由
そ
の
も
の
で
は
侵
害
と
構
成
で

き
な
い
よ
う
な
領
域
で
あ
る
。
例
え
ば
、
国
家
の
行
為
が
、
「
参
列

思
及
び
一
般
人
の
宗
教
的
関
心
を
特
に
高
め
る
」
（
津
地
鎮
祭
最
高

裁
判
決
）
こ
と
や
、
「
［
支
出
の
］
継
続
性
ゆ
え
に
、
…
…
一
般
人
に

対
し
て
も
、
靖
國
神
社
は
他
の
宗
教
団
体
と
は
異
な
り
特
別
な
も
の

で
あ
る
と
の
印
象
を
生
じ
さ
せ
、
…
…
ひ
い
て
は
、
同
神
社
の
祭
神

に
対
し
て
は
、
各
人
の
信
仰
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
畏
敬
崇
拝
の

念
を
持
つ
の
が
当
然
で
あ
る
、
と
の
考
え
を
生
じ
さ
せ
」
る
こ
と

（
本
件
地
裁
判
決
）
、
「
一
般
人
に
対
し
て
、
県
が
当
該
特
定
の
宗
教

団
体
を
特
別
に
支
援
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
宗
教
団
体
が
他
の
宗
教

団
体
と
は
異
な
る
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
び
起
こ
す
」
（
本
判
決
）
こ
と
、
と
い
っ
た
、

信
教
の
自
由
行
使
主
体
に
不
安
や
圧
迫
感
、
逆
に
あ
る
宗
教
に
向
か

わ
し
め
る
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
を
問
題
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
政
教
分
離
制
度
と
信
教
の
自
由
は
、
政
教
分
離
制

度
違
反
か
ど
う
か
に
つ
い
て
判
断
す
る
過
程
に
お
い
て
も
密
接
に
結

び
つ
い
て
い
る
。
次
に
問
題
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
果
た
し

て
こ
の
こ
と
は
、
政
教
分
離
制
度
が
信
教
の
自
由
を
間
接
的
に
保
障

す
る
も
の
で
あ
る
以
上
不
可
避
な
こ
と
で
あ
り
当
然
の
前
提
に
し
て

よ
い
こ
と
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
政
教
分
離
を
判
断
す
る

際
に
、
「
一
般
人
」
が
大
き
な
比
重
を
占
め
る
こ
と
は
妥
当
と
い
い

う
る
の
だ
ろ
う
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
政
教
分
離
制
度
が
、
間
接
的

に
信
教
の
自
由
を
保
障
す
る
制
度
と
は
い
え
、
信
教
の
自
由
保
障
そ

の
も
の
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
一
般
人
の
「
信
教
の
自
由
に
影
響
を

及
ぼ
さ
れ
た
」
と
い
う
視
点
そ
の
も
の
と
同
一
で
あ
る
必
要
性
は
な

い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
点
は
本
件
地
裁
が
か
か
わ
り
合
い
を
⑥
で
認
定
し
、
そ
れ
と
並

列
的
に
一
般
人
に
与
え
る
影
響
を
考
慮
す
る
方
式
を
採
っ
て
い
る
こ

と
を
見
れ
ば
よ
り
明
確
に
意
識
さ
れ
よ
う
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、

双
方
の
大
き
な
違
い
は
、
地
裁
が
宗
教
と
国
家
機
関
と
の
か
か
わ
り

合
い
そ
の
も
の
は
一
般
人
の
視
点
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
な
い
（
一
般

人
が
登
場
す
る
の
は
⑥
の
部
分
の
み
）
の
に
対
し
、
最
高
裁
は
一
般

人
と
い
う
要
素
に
全
面
的
に
依
存
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
政

教
分
離
制
度
が
た
と
え
信
教
の
自
由
を
間
接
的
に
保
障
す
る
制
度
と

さ
れ
て
い
て
も
、
一
般
人
の
感
覚
に
も
全
面
的
に
依
拠
す
る
必
然
性

が
な
い
こ
と
は
本
件
地
裁
の
判
断
方
法
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

　
で
は
、
更
に
、
信
教
の
自
由
と
全
く
関
係
の
な
い
分
野
に
ま
で
国

家
と
宗
教
の
か
か
わ
り
合
い
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
ま
で
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言
え
る
の
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
こ
の
よ
う
な
問
題
を
立
て

て
、
地
裁
の
判
決
を
改
め
て
見
て
み
れ
ば
、
次
の
こ
と
が
明
ら
か
に

な
る
。
つ
ま
り
国
家
と
宗
教
と
の
か
か
わ
り
合
い
は
、
「
間
接
的
」

に
信
教
の
自
由
に
関
係
の
あ
る
限
り
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
目
的
効

果
に
か
ん
が
み
、
信
教
の
自
由
を
脅
か
す
、
あ
る
い
は
特
定
の
宗
教

へ
の
関
心
を
引
き
起
こ
す
可
能
性
が
あ
れ
ば
、
そ
の
限
り
で
そ
の
か

か
わ
り
合
い
は
政
教
分
離
違
反
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
最
高
裁
判
決

よ
り
も
】
般
人
の
視
点
に
依
存
し
て
い
な
い
地
裁
判
決
に
お
い
て
も
、

⑥
に
一
般
人
を
組
み
込
ん
で
い
る
こ
と
で
、
信
教
の
自
由
と
の
関
わ

り
を
何
ら
か
の
形
で
考
慮
す
る
方
法
を
採
っ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が

で
き
る
。
し
か
し
、
更
に
よ
り
強
く
信
教
の
自
由
を
保
障
す
る
制
度

と
し
て
の
政
教
分
離
を
打
ち
出
す
な
ら
ば
、
信
教
の
自
由
と
全
く
関

係
の
な
い
分
野
に
ま
で
国
家
と
宗
教
の
か
か
わ
り
合
い
は
禁
止
さ
れ

て
い
る
と
主
張
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
政
教
分
離
原
則
は
、

一
般
人
の
感
覚
よ
り
鋭
敏
に
、
国
家
と
宗
教
と
の
つ
な
が
り
を
断
ち

切
る
環
境
を
整
え
て
は
い
け
な
い
と
い
う
論
理
を
、
そ
の
限
界
と
し

て
伴
っ
て
い
る
と
言
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
く
は
、

判
例
の
よ
う
に
、
信
教
の
自
由
を
脅
か
す
、
も
し
く
は
一
定
方
向
に

信
仰
の
自
由
行
使
主
体
を
誘
導
す
る
よ
う
な
何
ら
か
の
関
わ
り
が
あ

れ
ば
政
教
分
離
違
反
と
す
る
の
で
は
な
く
、
信
教
の
自
由
に
何
ら
関

わ
り
が
な
い
と
断
定
で
き
る
場
合
の
み
例
外
的
に
国
家
と
対
象
活
動

と
の
か
か
わ
り
合
い
が
許
容
さ
れ
る
、
と
い
う
主
張
も
政
教
分
離
制

度
の
原
則
か
ら
考
え
て
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
。

五
　
こ
の
よ
う
に
非
常
に
強
く
政
教
分
離
制
度
の
信
教
の
自
由
保
障

性
を
と
ら
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
判
断
す
る
材
料
は
、
現
在
の
枠
の

中
で
考
え
る
限
り
で
は
、
非
常
に
形
式
的
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
国
家

と
宗
教
と
の
か
か
わ
り
合
い
が
憲
法
二
〇
条
三
項
の
「
宗
教
的
活

動
」
に
当
た
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
目
的
効
果
基
準
の
判
断
要
素

で
あ
る
、
①
、
②
、
③
に
よ
っ
て
、
国
家
が
関
係
し
た
対
象
が
、
そ

も
そ
も
宗
教
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
し
て
、
国
家
が
、
そ
の
「
宗
教
」

に
か
か
わ
り
合
い
に
な
っ
た
と
い
え
る
の
か
、
と
い
う
点
が
形
式
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ
ゐ
　

に
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
際
、
か
か
わ
り
合
い
に

な
っ
た
と
い
え
る
か
ど
う
か
は
、
　
一
般
人
の
視
点
と
い
っ
た
不
明
確

に
な
り
易
い
も
の
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
の
で
は

な
く
、
本
件
地
裁
の
よ
う
に
、
②
は
、
対
象
行
為
が
宗
教
と
さ
れ
る

場
合
だ
け
で
な
く
、
国
家
の
行
為
が
宗
教
の
作
法
に
沿
っ
て
い
た
か

ど
う
か
、
と
い
う
二
つ
の
視
点
で
用
い
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か

し
こ
の
よ
う
な
形
式
的
考
慮
基
準
は
、
津
地
鎮
祭
最
高
裁
判
決
で
定

式
化
さ
れ
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
国
家
の
か
か
わ
っ
た
対

象
が
、
何
ら
か
の
宗
教
儀
式
で
あ
る
場
合
の
み
有
効
な
判
断
材
料
と
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（
1
6
）

は
言
え
る
。
つ
ま
り
宗
教
的
儀
式
で
は
な
い
行
為
で
は
あ
る
が
、
国

家
が
か
か
わ
る
こ
と
に
よ
り
二
〇
条
三
項
と
の
関
連
で
問
題
に
な
る

お
そ
れ
の
あ
る
行
為
は
す
べ
て
外
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
に
は
、

対
象
を
限
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
形
式
的
判
断
の
弊
害
を
回
避
で
き

る
こ
と
か
ら
賛
成
す
る
考
え
も
あ
ろ
う
。
同
時
に
、
最
高
裁
が
前
提

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

と
し
て
い
る
宗
教
の
限
定
性
も
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
も
そ

も
政
教
分
離
関
連
訴
訟
が
、
大
き
く
見
れ
ば
共
通
し
て
い
な
が
ら
も
、

完
全
に
同
一
視
す
る
に
は
あ
ま
り
に
異
な
っ
た
事
例
で
あ
る
こ
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

意
識
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
ら
す
べ
て
を
同
じ
基
準
、
同
じ
考

慮
材
料
で
判
断
せ
ず
に
、
基
準
を
細
分
化
し
て
も
い
い
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
煽
㌍
目
的
効
果
基
準
で
は
な
い
基
準
を
示
し
た
尾
崎
裁
判
官

や
、
八
九
条
の
み
か
ら
、
宗
教
団
体
へ
の
公
金
支
出
違
反
の
結
論
を

導
き
出
す
園
部
裁
判
官
の
視
点
も
、
い
ま
ま
で
目
的
効
果
基
準
を
厳

格
に
適
用
す
る
よ
う
要
請
す
る
こ
と
が
中
心
だ
っ
た
学
説
に
、
こ
れ

か
ら
の
議
論
の
課
題
を
提
起
し
た
と
言
え
る
。

（
1
）
　
日
比
野
勤
「
神
道
式
地
鎮
祭
と
政
教
分
離
の
原
則
」
憲
法
判
例
百

　
選
1
〔
第
三
版
〕
九
三
頁
（
一
九
九
四
年
）
。

（
2
）
　
奥
平
康
弘
「
愛
媛
玉
串
料
訴
訟
大
法
廷
判
決
に
つ
い
て
（
上
）
」

時
の
法
令
一
五
四
四
号
三
七
頁
（
一
九
九
七
年
）
。
小
泉
洋
一
氏
は
、

④
と
⑤
を
行
為
の
目
的
判
定
の
た
め
の
主
観
的
要
素
と
し
て
い
る
。
小

泉
洋
一
「
大
法
廷
判
決
に
お
け
る
政
教
分
離
原
則
違
反
の
判
断
方
法
」

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
＝
四
号
三
九
頁
（
一
九
九
七
年
）
。

（
3
）
　
例
え
ば
、
本
判
決
反
対
意
見
を
述
べ
た
可
部
裁
判
官
や
、
「
〈
鼎

談
〉
愛
媛
県
玉
串
料
訴
訟
最
高
裁
大
法
廷
判
決
を
め
ぐ
っ
て
」
ジ
ュ
リ

　
ス
ト
一
一
一
四
号
一
〇
頁
〔
戸
松
秀
典
発
言
〕
（
一
九
九
七
年
）
（
以
下

　
こ
の
論
文
は
、
「
鼎
談
」
と
し
て
引
用
）
。

（
4
）
　
い
ま
ま
で
の
政
教
分
離
関
連
判
決
が
、
事
件
の
性
質
が
非
常
に
異

　
な
っ
て
い
る
た
め
に
、
「
基
準
の
用
い
方
や
そ
れ
が
果
た
し
た
役
割
は

事
件
に
よ
っ
て
異
な
る
」
と
し
て
、
各
事
件
を
整
理
す
る
も
の
に
、

「
特
集
・
愛
媛
玉
串
料
訴
訟
最
高
裁
大
法
廷
判
決
　
一
三
臼
≦
①
奢
芦
部
信

喜
先
生
に
聞
く
」
法
学
教
室
二
〇
三
号
六
～
七
頁
〔
芦
部
信
喜
発
言
〕

　
（
一
九
九
七
年
）
（
以
下
こ
の
論
文
は
「
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
」
と
し
て
引

用
）
。

（
5
）
　
し
か
し
、
本
判
決
意
見
、
反
対
意
見
に
、
こ
の
目
的
効
果
基
準
を

批
判
し
、
別
の
基
準
を
立
て
て
判
断
し
た
も
の
や
、
八
九
条
を
用
い
て

判
断
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
ま
た
、
別
の
問
題
と
し
て
、
本
判
決
が

津
地
鎮
祭
に
よ
っ
て
定
式
化
さ
れ
た
一
般
論
の
枠
組
み
を
超
え
て
い
る

　
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
指
摘
が
本
件
に
対
し
て
な
さ
れ
た
評
釈
の
う

　
ち
い
く
つ
か
あ
る
。
こ
れ
を
整
理
し
た
も
の
に
、
笹
川
紀
勝
「
愛
媛
県

　
玉
串
料
違
憲
判
決
の
理
解
と
応
用
」
法
律
時
報
六
九
巻
一
一
号
四
四
頁

　
以
下
（
一
九
九
七
年
）
。

（
6
）
　
安
念
潤
司
氏
は
、
こ
れ
ま
で
の
判
例
が
、
「
政
府
が
か
か
わ
り
合

　
い
を
持
っ
た
対
象
が
世
俗
的
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
、
対
象
そ
の
も
の
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の
宗
教
画
が
否
定
で
き
な
く
て
も
、
か
か
わ
り
合
い
の
態
様
が
世
俗
的

　
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
か
か
わ
り
合
い
は
宗
教
的
活
動
に
は
当
た
ら

　
な
い
と
判
断
し
て
き
た
」
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
安
念
潤
司
「
政
教

　
分
離
」
法
学
教
室
二
〇
八
号
六
三
頁
（
一
九
九
八
年
）
。

（
7
）
　
こ
の
点
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
野
坂
泰
司
「
愛
媛
玉
串
料
訴

　
訟
大
法
廷
判
決
の
意
義
と
問
題
点
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
＝
一
四
号
三
四
頁

　
（
一
九
九
七
年
）
、
前
掲
「
鼎
談
」
八
～
九
頁
〔
横
田
耕
一
発
言
〕
二

　
九
九
七
年
）
。

（
8
）
　
こ
の
よ
う
な
「
意
図
」
の
解
し
方
は
、
岩
手
靖
國
訴
訟
高
裁
と
同

　
様
で
あ
る
。
仙
台
高
裁
平
成
三
二
・
一
〇
判
決
、
行
裁
集
四
二
巻
　
号

　
一
頁
。

（
9
）
　
こ
の
よ
う
に
政
教
分
離
規
定
に
つ
い
て
の
判
例
自
身
が
な
し
た
定

義
か
ら
は
じ
め
れ
ば
、
政
教
分
離
規
定
を
厳
格
に
解
し
す
ぎ
る
こ
と
に

　
よ
り
、
逆
に
信
教
の
自
由
を
害
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
問
題
が
本
末

　
転
倒
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
政
教
分
離
を
厳
格
に
解
す
る
問

　
題
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
ま
ず
周
知
の
こ
と
な
が
ら
、
津
地
鎮
祭

　
の
最
高
裁
判
決
、
及
び
野
坂
・
前
掲
注
（
7
）
三
二
頁
。

（
1
0
）
　
芦
部
信
喜
氏
は
、
「
政
教
分
離
の
原
則
は
、
国
家
の
宗
教
的
中
立

性
の
原
則
と
言
い
か
え
て
も
よ
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
他
方
、
判
決
中

　
に
お
い
て
も
、
「
非
宗
教
性
、
な
い
し
は
宗
教
的
中
立
性
」
と
さ
れ
て

　
い
る
よ
う
に
、
宗
教
的
中
立
性
と
、
非
望
教
理
は
あ
く
ま
で
異
な
る
概

念
で
あ
り
、
こ
の
二
つ
の
言
葉
を
同
義
と
す
る
こ
と
に
疑
問
を
呈
す
る

論
文
と
し
て
、
大
石
眞
寓
愛
媛
玉
串
料
訴
訟
』
上
告
審
判
決
寸
感
し

　
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
一
四
号
二
六
頁
（
｝
九
九
七
年
）
。
国
家
の
宗
教
的

中
立
性
（
こ
の
概
念
は
国
家
の
宗
教
に
対
す
る
不
介
入
、
公
平
と
い
う

　
要
素
の
調
和
と
解
さ
れ
て
い
る
）
に
つ
い
て
は
、
芦
部
信
喜
『
憲
法
学

　
m
　
人
権
各
論
（
1
）
』
一
五
一
～
一
五
三
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
九
八

年
）
。

（
1
1
）
　
目
的
効
果
基
準
が
、
一
般
人
の
意
識
を
基
準
と
し
て
い
る
こ
と
に

　
対
す
る
批
判
と
し
て
、
滝
澤
信
彦
「
政
教
分
離
原
則
と
目
的
・
効
果
テ

　
ス
ト
」
公
法
研
究
五
二
号
七
一
頁
以
下
（
一
九
九
〇
年
）
。
本
判
決
は
、

　
愛
媛
県
民
の
う
ち
「
相
当
数
の
者
」
が
靖
國
神
社
で
の
戦
没
者
の
慰
霊

　
を
宗
教
的
と
は
意
識
し
な
い
こ
と
は
認
め
て
い
る
が
、
判
決
中
で
想
定

　
さ
れ
た
コ
般
人
」
の
視
点
が
、
こ
の
よ
う
な
意
識
を
「
一
般
人
」
の

　
意
識
と
は
し
て
い
な
い
。
こ
の
点
を
指
摘
す
る
者
に
、
小
泉
・
前
掲
注

　
（
2
）
三
九
頁
。

（
1
2
）
　
エ
ン
ド
f
ス
メ
ン
ト
テ
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
芦
部
・
前
掲
注
（
1
0
）

　
一
七
二
頁
を
参
照
し
た
。
ま
た
、
こ
の
テ
ス
ト
と
津
地
鎮
祭
最
高
裁
判

　
決
と
の
比
較
に
つ
い
て
も
、
同
・
一
八
○
～
一
八
二
頁
参
照
。

（
1
3
）
　
こ
の
点
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
平
野
武
「
政
教
分
離
と
憲
法

　
訴
訟
」
覚
道
豊
治
先
生
古
希
記
念
論
文
集
『
現
代
違
憲
審
査
論
』
三
〇

　
九
頁
（
法
律
文
化
社
、
一
九
九
六
年
）
。
た
だ
、
平
野
氏
は
、
政
教
分

離
原
則
そ
の
も
の
の
是
非
で
は
な
く
、
政
教
分
離
原
則
関
連
の
訴
訟
を

　
憲
法
訴
訟
と
し
て
活
か
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
た
め
、
信
教
の
自

　
由
を
拡
大
さ
せ
る
視
点
の
み
が
あ
り
、
本
稿
が
目
的
と
し
て
い
る
政
教

　
分
離
原
則
を
ど
う
位
置
付
け
る
べ
き
か
と
い
う
視
点
に
よ
る
考
察
で
は

　
な
い
点
を
指
摘
し
て
お
く
。

（
1
4
）
　
こ
の
よ
う
に
、
信
教
の
自
由
に
対
す
る
強
制
の
不
存
在
が
信
教
の
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自
由
の
侵
害
と
構
成
で
き
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
、
政
教
分

離
を
人
権
と
解
す
る
と
し
た
の
は
、
一
つ
の
答
え
と
な
る
だ
ろ
う
。
政

教
分
離
を
人
権
と
見
る
学
説
と
し
て
は
、
横
田
耕
一
「
『
信
教
の
自

由
』
の
問
題
状
況
」
ピ
餌
≦
O
D
o
げ
o
o
一
四
六
号
四
頁
以
下
（
一
九
八
二
年
）
、

高
柳
信
一
「
政
教
分
離
判
例
理
論
の
思
想
」
下
山
瑛
二
・
高
柳
信
一
・
和

田
英
夫
編
『
ア
メ
リ
カ
憲
法
の
現
代
的
展
開
2
統
治
機
構
』
二
二
二
頁

　
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
八
年
）
。
こ
れ
に
対
し
、
人
権
規
定
そ
の

も
の
で
は
な
い
と
見
る
学
説
に
は
、
芦
部
・
前
掲
注
（
1
0
）
一
五
〇
堅

磐
が
あ
る
。
両
者
を
整
理
す
る
も
の
と
し
て
、
戸
波
江
二
「
政
教
分
離

原
則
の
法
的
性
格
」
芦
部
信
喜
先
生
還
暦
記
念
論
文
集
『
憲
法
訴
訟
と

人
権
の
理
論
』
五
二
五
頁
以
下
（
有
斐
閣
、
一
九
八
五
年
）
。
他
に
、

政
教
分
離
を
人
権
と
す
る
理
由
と
し
て
、
政
教
分
離
訴
訟
を
提
起
す
る

際
の
原
告
適
格
と
の
問
題
が
あ
る
。
戸
波
賢
聖
氏
は
、
こ
の
論
文
に
お

　
い
て
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
「
政
教
分
離
違
反
行
為
を
裁
判
に
よ
っ
て

争
う
機
会
が
で
き
る
限
り
確
保
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
し
な
が
ら
も
、

　
「
政
教
分
離
違
反
の
国
家
行
為
を
裁
判
に
お
い
て
争
う
方
法
の
拡
大
は
、

　
む
し
ろ
、
原
告
適
格
理
論
の
一
層
の
検
討
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
べ
き
で

あ
る
」
と
し
て
い
る
。
同
書
五
五
〇
頁
。

（
1
5
）
　
津
地
鎮
祭
最
高
裁
判
決
が
、
完
全
分
離
を
不
可
能
と
し
て
あ
げ
た

諸
理
由
（
特
定
宗
教
と
の
関
係
の
あ
る
私
立
学
校
へ
の
助
成
、
文
化
財

　
で
あ
る
寺
院
等
の
維
持
保
存
へ
の
支
出
、
刑
務
所
等
に
お
け
る
教
講
活

動
）
は
、
高
橋
久
子
裁
判
官
が
意
見
の
中
で
述
べ
た
よ
う
に
、
逆
に
信

　
教
の
自
由
侵
害
と
し
て
主
張
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

（
1
6
）
　
宗
教
を
宗
教
儀
式
を
伴
う
も
の
に
限
定
す
る
の
か
、
そ
し
て
そ
も

　
そ
も
宗
教
の
定
義
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
は
、
難
し
い
問
題
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
阪
本
昌
成
「
信
教
の
自
由
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
八

　
九
号
一
九
一
頁
以
下
（
一
九
九
六
年
）
、
日
比
野
勤
「
憲
法
に
お
け
る

　
宗
教
の
概
念
i
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
議
論
を
素
材
と
し
て
一
」

公
法
研
究
五
九
号
一
一
二
頁
以
下
二
九
九
〇
年
）
参
照
。

（
1
7
）
　
宗
教
団
体
の
定
義
の
広
狭
に
つ
い
て
論
じ
る
も
の
に
、
浦
部
法
穂

　
「
政
教
分
離
と
『
宗
教
団
体
』
へ
の
援
助
禁
止
」
小
林
直
樹
先
生
古
希

祝
賀
論
文
集
『
憲
法
学
の
展
望
』
（
有
斐
閣
、
一
九
九
一
年
）
。

（
1
8
）
　
日
比
野
勤
氏
は
、
国
家
と
宗
教
の
か
か
わ
り
合
い
を
、
国
家
が
宗

教
活
動
を
行
う
場
合
、
国
が
宗
教
団
体
を
援
助
す
る
場
合
、
国
が
非
宗

教
団
体
の
行
う
宗
教
活
動
を
援
助
す
る
場
合
、
の
三
つ
の
類
型
に
分
け
、

津
地
鎮
祭
は
第
一
の
類
型
、
本
件
は
第
二
の
類
型
、
箕
面
忠
魂
碑
事
件

　
は
第
三
の
類
型
と
し
て
い
る
。
前
掲
「
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
」
六
頁
〔
日
比

　
野
宴
発
言
〕
。

（
1
9
）
　
横
田
耕
一
氏
は
、
考
慮
要
素
を
津
地
鎮
祭
最
高
裁
の
挙
げ
た
こ
と

　
に
限
定
す
る
の
で
は
な
く
、
例
示
と
し
て
読
む
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い

　
る
。
前
掲
「
鼎
談
」
＝
一
頁
。
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