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行
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年
祭
の
記
念
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
の
は
、
そ
の
年
の
講
義
内
容
を
記
録
し
て
お
く
こ
と
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
こ
に
は
、
本
学
年
の
講
義
の
う

ち
、
そ
の
特
質
の
一
つ
を
示
す
行
為
効
解
明
の
部
分
を
、
想
起
し
て
誌
す
こ
と
を
試
み
た
い
。
民
事
訴
訟
判
決
手
続
法
の
講
義
は
、
本
年
、
訴
訟

の
目
的
・
訴
訟
の
前
提
・
訴
訟
の
要
素
・
訴
訟
の
内
容
・
訴
訟
の
効
果
と
い
う
五
章
構
成
を
意
図
し
て
進
め
ら
れ
て
い
る
。
判
決
・
訴
お
よ
び
審

理
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
に
必
要
な
予
備
知
識
を
序
説
に
ま
と
め
て
お
い
た
う
え
で
、
先
ず
第
一
章
が
「
訴
訟
の
目
的
」
と
題
せ
ら
れ
て
民
事
訴
訟

の
制
度
目
的
・
訴
権
お
よ
び
訴
の
利
益
を
論
じ
た
あ
と
、
こ
れ
に
続
け
て
、
訴
訟
で
あ
れ
訴
訟
以
外
の
手
続
で
あ
れ
、
お
よ
そ
手
続
が
手
続
と
L

て
服
せ
ざ
る
を
え
な
い
制
約
を
考
え
よ
う
と
し
た
の
が
第
二
章
「
訴
訟
の
前
提
」
で
あ
り
、
以
下
、
第
三
章
で
、
手
続
中
、
訴
訟
が
訴
訟
で
あ
る

た
め
の
要
件
を
、
第
四
章
で
訴
訟
の
手
続
内
容
を
、
そ
し
て
、
第
五
章
で
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
訴
訟
の
効
果
、
と
り
わ
け
既
判
力
と
、

こ
れ
と
の
関
係
で
の
訴
訟
物
を
、
順
次
に
採
り
あ
げ
よ
う
と
い
う
趣
旨
で
あ
つ
て
、
そ
の
第
二
章
「
訴
訟
の
前
提
」
中
に
、
「
手
続
独
立
の
原
則
」

と
「
行
為
効
の
原
理
」
と
を
挙
示
し
た
の
で
あ
つ
た
。
幸
い
、
聴
か
れ
た
方
々
の
話
で
は
、
従
前
の
論
文
・
講
義
・
講
演
等
よ
り
も
分
か
り
易
か

つ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
（
既
存
の
論
稿
は
、
伊
東
「
行
為
効
の
理
論
」
法
学
研
究
五
〇
巻
一
号
一
一
頁
以
下
、
同
「
信
義
則
に
代
わ
る
も
の
」
民
商
七
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四
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八
巻
臨
時
増
刊
③
三
六
頁
以
下
、
同
『
訴
訟
に
お
け
る
法
と
行
為
」
吉
川
追
悼
論
集
（
印
刷
中
）
）
、
か
た
が
た
、
既
存
の
論
稿
の
補
充
と
し
て
も
役
立
つ
で

あ
ろ
う
（
何
分
に
も
想
起
で
あ
る
か
ら
一
字
一
句
お
な
じ
に
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
割
註
内
の
事
項
は
講
義
で
は
言
及
も
し
く
は
指
示
し
て
い
な
い
）
。

　
手
続
は
人
の
行
為
の
連
鎖
で
あ
る
か
ら
、
行
為
が
行
為
と
し
て
も
つ
制
約
を
、
当
然
に
そ
の
う
ち
に
包
含
す
る
。

　
人
は
誤
ま
り
も
し
迷
い
も
す
る
存
在
で
あ
る
か
ら
、
人
が
同
時
に
矛
盾
し
た
行
為
に
出
た
り
、
既
に
し
た
行
為
と
は
矛
盾
す
る
行
為
に
出
て
前

の
行
為
を
改
め
よ
う
と
す
る
こ
と
が
あ
つ
て
も
、
こ
れ
を
直
ち
に
不
当
と
し
て
責
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
だ
が
、
も
し
、
是
正
の
必
要
も
迷

い
も
な
い
の
に
矛
盾
し
た
行
為
が
並
存
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
一
人
の
人
の
行
為
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
認
め
ら
れ
る
も
の

は
た
だ
人
格
の
分
裂
ば
か
り
で
あ
る
。
人
格
の
分
裂
を
肯
定
し
て
矛
盾
行
為
を
認
め
る
の
は
、
行
為
者
自
身
を
冒
漬
し
、
人
間
を
冒
漬
す
る
こ
と

で
あ
る
か
ら
、
同
一
人
の
矛
盾
行
為
が
あ
る
と
き
は
、
人
は
、
先
ず
、
個
人
成
長
と
し
て
意
味
の
あ
る
矛
盾
な
の
か
ど
う
か
を
吟
味
し
、
そ
の
よ

う
な
も
の
と
認
め
ら
れ
な
い
か
ぎ
り
、
同
時
矛
盾
の
両
行
為
は
双
方
と
も
無
効
、
前
後
矛
盾
の
両
行
為
は
後
行
行
為
が
無
効
と
考
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
且
つ
、
法
学
上
の
行
為
の
処
理
と
し
て
は
、
個
人
成
長
と
し
て
意
味
の
あ
る
矛
盾
な
の
か
ど
う
か
明
か
で
な
い
場
合
は
、
意
味
の
な

い
、
従
つ
て
無
効
な
行
為
と
推
定
す
べ
き
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
法
は
、
個
人
の
社
会
に
お
け
る
在
り
方
を
問
題
と
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
孤
立

的
な
個
人
の
在
り
方
を
間
題
と
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
人
が
、
他
人
を
害
し
、
自
利
を
奪
取
す
る
た
め
に
、
事

実
上
、
人
格
を
分
裂
さ
せ
る
こ
と
も
な
く
矛
盾
行
為
を
な
し
う
る
、
と
い
う
現
象
の
取
扱
い
も
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
れ
は
、
実
は
、
意
図
的
に
人
格
の
分
裂
を
演
出
し
て
い
る
も
の
に
他
な
ら
ず
、
行
為
者
み
ず
か
ら
自
己
を
冒
漬
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
間
が

人
間
の
冒
漬
に
手
を
か
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
だ
か
ら
、
こ
の
場
合
に
も
、
矛
盾
行
為
は
無
効
と
し
て
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く

て
、
法
律
世
界
に
お
け
る
同
一
人
の
矛
盾
行
為
は
、
そ
れ
が
個
人
成
長
上
理
由
の
あ
る
矛
盾
で
あ
る
こ
と
の
主
張
立
証
せ
ら
れ
な
い
か
ぎ
り
、
無



効
を
来
す
も
の
と
見
る
べ
ぎ
で
あ
る
。

　
同
じ
行
為
の
繰
返
し
も
同
断
で
あ
つ
て
、
同
じ
行
為
が
幾
つ
も
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
行
為
主
体
が
幾
つ
も
存
在
す
る
場
合
の
話

で
あ
る
。
同
一
人
が
同
じ
行
為
を
反
覆
す
る
の
は
、
前
の
行
為
が
所
期
の
人
に
届
か
な
か
つ
た
か
、
別
の
人
を
相
手
方
に
す
る
か
、
反
覆
を
強
い

る
新
し
い
場
面
が
設
定
せ
ら
れ
た
か
の
場
合
に
の
み
必
要
な
こ
と
で
、
そ
う
で
な
い
か
ぎ
り
、
強
調
以
外
の
意
味
を
も
つ
こ
と
は
な
い
。
だ
か

ら
、
こ
こ
で
も
、
合
理
的
な
理
由
の
な
い
か
ぎ
り
、
同
一
人
の
同
じ
行
為
は
、
事
実
上
は
何
回
な
さ
れ
て
も
、
法
律
世
界
で
は
こ
れ
を
一
つ
の
行

為
と
扱
う
べ
く
、
別
箇
複
数
の
行
為
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
を
求
め
て
同
一
行
為
が
反
覆
せ
ら
れ
る
と
き
は
、
反
覆
後
行
行
為
を
無
効
と
扱
う
べ

き
で
あ
る
。
同
じ
行
為
が
一
つ
の
行
為
で
あ
り
え
な
い
よ
う
な
行
為
主
体
は
、
同
じ
く
、
人
格
と
し
て
分
裂
し
て
い
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
こ

こ
で
も
、
人
が
他
人
を
害
し
自
利
を
奪
取
す
る
た
め
事
実
上
人
格
を
分
裂
さ
せ
る
こ
と
な
し
に
二
個
の
行
為
と
し
て
の
同
一
内
容
行
為
を
な
し
う

る
と
い
う
経
験
的
現
象
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
実
は
人
格
分
裂
の
作
出
な
の
で
あ
る
か
ら
、
反
覆
後
行
行
為
を
無
効
と
認
め
る
妨
げ
に
な
ら
な
い
。
か

く
て
、
法
律
世
界
に
お
け
る
同
一
人
の
反
覆
行
為
は
、
そ
れ
が
自
己
表
現
上
理
由
の
あ
る
反
覆
で
あ
る
こ
と
の
主
張
立
証
せ
ら
れ
な
い
か
ぎ
り
、

後
行
行
為
の
無
効
を
来
す
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
人
の
行
為
に
は
す
べ
て
か
よ
う
な
理
由
の
な
い
矛
盾
お
よ
び
反
覆
を
許
さ
な
い
効
力
が
あ
り
、
手
続
、
従
つ
て
訴
訟
を
構
成
す
る
す
べ
て
の
行

為
も
ま
た
、
こ
の
効
力
に
よ
つ
て
伴
わ
れ
て
い
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
が
、
行
為
効
の
原
理
で
あ
る
。

　
そ
こ
に
「
人
格
」
と
い
う
言
葉
が
登
場
す
る
か
ら
と
い
つ
て
、
行
為
効
の
原
理
を
倫
理
的
な
教
説
で
あ
る
か
の
よ
う
に
誤
解
し
て
は
な
ら
な
い
。

こ
こ
で
人
格
と
い
う
の
は
、
一
般
講
学
上
も
例
え
ば
法
人
格
の
語
が
そ
う
で
あ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
効
果
の
帰
属
点
を
指
し
て
い
る
に
す
ぎ
な

い
の
で
あ
る
。
（
a
）
社
会
は
人
の
行
為
か
ら
成
る
で
あ
ろ
う
。
（
b
）
行
為
に
は
そ
の
帰
属
点
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
c
）
帰
属
点
は
分
裂
し
な

い
一
箇
の
も
の
で
し
か
あ
り
え
な
い
。
a
と
い
う
事
実
関
係
に
、
b
と
い
う
論
理
関
係
、
c
と
い
う
論
理
関
係
を
、
そ
れ
こ
そ
論
理
的
に
相
関
渉

せ
し
め
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
、
お
の
ず
か
ら
に
し
て
行
為
効
の
原
理
は
産
ま
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
決
し
て
そ
れ
は
倫
理
的
な
要
求
で
は
な
い
。
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勿
論
、
「
論
理
」
の
原
則
が
、
自
分
自
身
以
外
に
は
何
物
を
も
生
産
す
る
こ
と
の
な
い
「
形
式
論
理
」
に
お
わ
る
こ
と
な
く
、
内
容
を
具
え
た

法
律
間
題
の
解
決
に
も
耐
え
る
「
法
論
理
」
の
原
則
で
あ
る
た
め
に
は
、
右
（
a
）
の
事
実
が
一
定
の
立
場
か
ら
評
価
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
の
ど
の
よ
う
な
評
価
と
も
行
為
効
は
結
合
し
う
る
け
れ
ど
も
、
（
a
）
に
お
け
る
人
、
す
な
わ
ち
、
行
為
の
帰
属
点
た
る
人
を
、
館
存
在

す
る
こ
と
自
体
に
不
可
侵
の
栄
誉
を
も
つ
も
の
と
し
て
の
個
人
”
と
し
て
評
価
す
る
と
き
、
行
為
効
は
最
も
よ
く
そ
の
作
用
を
完
う
し
う
る
の
で

あ
つ
て
、
行
為
効
の
理
論
の
提
唱
者
自
身
は
、
そ
う
し
た
認
識
を
前
提
と
し
て
い
る
。
こ
の
点
を
と
ら
え
て
な
お
そ
の
倫
理
的
色
彩
を
難
じ
る
の

は
、
も
は
や
単
な
る
名
称
の
間
題
に
す
ぎ
な
い
。
た
と
え
こ
れ
を
倫
理
的
価
値
と
呼
ぼ
う
と
も
、
個
人
の
栄
誉
は
、
常
に
、
そ
う
し
て
現
在
と
り

わ
け
て
法
が
そ
の
全
強
制
機
構
を
結
集
し
て
守
り
抜
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
要
な
価
値
で
あ
る
こ
と
が
、
肯
定
せ
ら
れ
れ
ぽ
足
り
る
の
で
あ

る
。
つ
い
で
に
言
え
ば
、
右
の
前
提
的
認
識
を
、
法
学
に
は
無
縁
な
形
而
上
学
的
観
念
論
と
す
る
批
評
も
、
当
今
の
学
説
上
は
あ
り
う
る
で
あ
ろ

う
と
察
せ
ら
れ
る
。
だ
が
、
そ
の
言
わ
ゆ
る
形
而
上
学
的
な
視
座
か
ら
、
現
実
に
す
ぐ
に
も
整
序
し
直
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
具
体
的
な
問
題

が
、
山
積
し
、
逼
迫
し
て
、
人
の
身
辺
を
囲
続
す
る
現
時
点
で
、
こ
れ
を
無
縁
と
し
観
念
論
と
す
る
批
評
こ
そ
、
無
縁
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
観

念
論
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

　
行
為
効
の
原
理
は
、
決
し
て
新
奇
・
突
飛
な
法
則
で
は
な
い
。
現
行
の
立
法
お
よ
び
解
釈
の
う
ち
に
も
、
無
意
識
に
は
そ
れ
が
肯
定
せ
ら
れ
、

行
為
効
が
そ
の
作
用
を
行
つ
て
い
る
の
を
、
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
言
つ
て
み
れ
ば
事
物
の
本
性
に
も
属
す
べ
き
原
則
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は

寧
ろ
当
然
の
こ
と
と
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
一
例
と
し
て
い
わ
ゆ
る
二
重
訴
訟
の
禁
止
（
民
訴
壬
三
）
を
挙
げ
る
。
た
と
え
ば
、
X
Y
間
に
土
地
所
有
権
確
認
請
求
訴
訟
が
係
属
中
に
は
、

別
の
事
件
と
し
て
Y
が
X
に
対
し
そ
の
土
地
の
所
有
権
が
X
に
属
し
な
い
こ
と
の
確
認
の
訴
を
お
こ
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
、
と
い
う
わ
け
で
あ



る
。
勿
論
、
こ
ん
な
分
か
り
切
つ
た
形
で
二
重
の
訴
が
お
こ
さ
れ
る
こ
と
は
稀
で
、
上
の
場
合
に
Y
か
ら
自
己
の
所
有
権
を
主
張
し
て
逆
に
目
的

物
の
引
渡
を
求
め
る
訴
は
ど
う
か
と
か
、
A
B
間
の
訴
訟
で
貸
金
返
還
請
求
権
の
存
否
が
争
わ
れ
B
か
ら
代
金
債
権
を
も
つ
て
す
る
相
殺
の
抗
弁

が
出
て
い
る
と
き
に
B
が
こ
の
相
殺
の
自
働
債
権
を
訴
求
す
る
別
訴
を
お
こ
す
の
は
ど
う
か
と
い
う
よ
う
な
、
多
少
と
も
複
雑
な
事
例
に
つ
い
て

本
条
の
適
用
の
有
無
が
論
じ
ら
れ
る
の
が
通
常
な
の
で
あ
る
が
、
本
条
の
適
用
の
有
無
は
本
条
の
立
法
理
由
に
依
存
す
る
間
題
で
あ
ろ
う
。
そ
し

て
、
立
法
の
理
由
は
、
分
か
り
切
つ
た
単
純
な
事
例
に
即
し
て
考
え
な
け
れ
ば
明
か
に
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
敢
て
上
記
の
よ
う
な
例
を

あ
げ
た
の
で
あ
る
。
立
法
の
理
由
と
し
て
は
、
訴
訟
経
済
・
既
判
力
の
抵
触
の
危
険
・
相
手
方
の
迷
惑
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
諸
説
に
つ
い

て
は
、
伊
東
「
二
重
起
訴
の
禁
止
」
青
林
演
習
民
事
訴
訟
法
ω
三
〇
三
頁
以
下
参
照
）
。
だ
が
、
人
は
勝
訴
の
た
め
に
は
そ
の
チ
ャ
ン
ス
を
殖
や
し
た
い
の

が
自
然
だ
か
ら
、
訴
訟
経
済
は
理
由
に
な
ら
ず
、
前
に
確
定
し
た
判
決
の
既
判
力
が
他
を
拘
束
す
る
か
ら
既
判
力
の
抵
触
は
生
ぜ
ず
、
一
つ
の
手

続
で
や
つ
て
も
二
つ
の
手
続
で
や
つ
て
も
後
訴
原
告
の
得
失
は
同
じ
だ
と
い
う
こ
と
の
言
え
な
い
か
ぎ
り
、
被
告
の
迷
惑
だ
け
で
後
訴
の
提
起
を

妨
げ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
れ
で
も
、
人
は
、
上
記
の
よ
う
な
二
重
の
訴
が
許
さ
れ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
可
笑
し
い
と
感
じ
る
に
違
い

な
い
。
民
訴
二
三
一
条
に
は
惜
か
に
合
理
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
故
か
と
考
え
る
と
き
、
一
つ
の
同
じ
事
項
に
つ
い
て
裁
判
所
の
判
断

は
一
つ
し
か
あ
り
え
な
い
筈
だ
、
と
い
う
こ
と
に
想
到
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
裁
判
所
と
い
う
行
為
主
体
の
、
判
決
と
い
う

行
為
の
、
行
為
効
に
他
な
ら
な
い
。
審
理
は
判
決
の
た
め
に
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
判
決
が
一
つ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
、
審
理
の
手

続
も
ま
た
一
つ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
分
裂
を
避
け
一
つ
の
判
決
の
た
め
の
審
理
手
続
を
一
つ
に
保
と
う
と
す
る
の
が
、
二

重
訴
訟
禁
止
の
制
度
で
あ
る
に
他
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
禁
止
は
、
前
後
両
訴
訟
の
判
決
主
文
が
全
部
も
し
く
は
一
部
重
な
り
合
う
場
合
に

限
つ
て
作
用
し
、
且
つ
そ
う
し
た
す
べ
て
の
場
合
に
適
用
が
あ
る
と
解
せ
ら
れ
る
。
前
例
で
、
Y
の
目
的
物
引
渡
請
求
は
こ
の
禁
止
に
ふ
れ
る

が
、
B
の
相
殺
の
自
働
債
権
の
別
途
請
求
は
こ
の
禁
止
に
ふ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
他
の
一
例
を
反
訴
（
民
訴
壬
二
九
）
に
採
ろ
う
。
問
題
は
併
合
請
求
間
の
訴
訟
資
料
の
共
通
で
あ
る
が
、
X
か
ら
Y
に
■
対
す
る
所
有
権
の
確
認
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と
、
Y
か
ら
X
に
対
す
る
同
一
物
の
所
有
権
の
確
認
と
を
、
別
の
手
続
で
や
れ
ば
判
決
の
矛
盾
す
る
場
合
を
生
じ
る
が
、
両
者
が
本
訴
と
反
訴
と

の
関
係
で
あ
れ
ば
矛
盾
は
生
じ
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
す
べ
て
の
学
説
に
よ
つ
て
当
然
の
こ
と
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
（
菊
井
『
民
事
訴
訟
法
講
義
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ニ
三
一
頁
が
「
裁
判
所
が
同
一
の
訴
訟
に
お
い
て
同
様
の
法
律
上
事
実
上
の
状
態
に
対
し
異
る
結
論
に
到
達
す
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
ど
（
傍
点
筆
者
）
と
言
つ

て
お
ら
れ
る
の
は
そ
の
代
表
と
言
え
る
）
。
当
然
の
こ
と
と
見
て
い
る
た
め
に
、
何
故
そ
う
な
る
の
か
の
説
明
は
嘗
て
行
わ
れ
た
タ
メ
シ
が
な
い
が
、

実
は
請
求
ご
と
に
別
箇
の
手
続
単
位
が
成
立
し
て
い
る
。
別
箇
の
手
続
単
位
は
相
互
に
独
立
で
あ
る
か
ら
、
た
と
え
そ
れ
が
併
合
さ
れ
て
も
、
必

ず
し
も
当
然
に
は
判
決
の
合
一
は
保
障
さ
れ
な
い
筈
な
の
で
あ
る
。
だ
が
、
反
訴
で
判
決
の
合
一
が
保
障
さ
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
却
つ
て

奇
矯
で
あ
ろ
う
。
ど
う
し
て
そ
れ
が
奇
矯
な
の
か
。
同
一
行
為
主
体
に
矛
盾
し
た
行
為
を
許
す
わ
け
に
は
行
か
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
行

為
効
に
他
な
ら
な
い
。
も
と
も
と
は
X
も
、
Y
も
、
裁
判
所
も
、
請
求
ご
と
に
異
な
る
行
為
に
出
る
と
い
う
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
な
い
。
手
続
が

切
離
さ
れ
て
い
る
間
は
手
続
独
立
の
原
則
が
こ
れ
を
蔽
つ
て
そ
の
道
理
が
隠
れ
る
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
た
と
え
手
続
単
位
は
別
箇
で
も
、
現
実
の

手
続
は
一
つ
に
さ
れ
て
、
行
為
主
体
の
単
一
性
・
同
一
性
が
露
呈
す
れ
ば
、
再
び
本
来
の
道
理
が
顕
現
し
て
、
X
・
Y
・
裁
判
所
は
矛
盾
行
為
を

許
さ
れ
ず
、
従
つ
て
、
判
決
の
合
一
が
招
来
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
更
に
一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
証
明
効
に
言
及
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
債
権
者
債
務
者
間
に
斤
行
を
求
め
る
訴
が
係
属
中
、
債
務
者
の

保
証
人
が
こ
の
訴
訟
に
補
助
参
加
を
な
し
う
る
こ
と
は
、
学
説
上
争
が
な
い
（
有
斐
閣
大
学
双
書
民
事
訴
訟
法
講
義
五
三
七
頁
は
こ
れ
を
「
従
来
か
ら
好
ん

で
引
用
さ
れ
る
二
典
型
例
」
と
す
る
）
。
た
し
か
に
債
務
者
が
負
け
れ
ぽ
保
証
人
は
債
権
者
か
ら
訴
え
ら
れ
る
可
能
性
は
あ
る
が
、
債
権
者
保
証
人

間
の
後
の
訴
訟
で
保
証
人
は
ひ
と
り
た
だ
保
証
契
約
の
み
を
争
い
う
る
だ
け
で
は
な
く
、
主
債
務
の
存
在
を
も
争
い
う
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ

だ
け
で
は
、
ま
だ
、
保
証
人
が
訴
訟
の
結
果
に
つ
い
て
利
害
関
係
を
も
つ
（
民
訴
六
四
）
と
は
言
え
な
い
。
に
も
拘
ら
ず
学
説
が
一
致
し
て
こ
の
場
合

の
保
証
人
を
訴
訟
の
結
果
に
つ
い
て
利
害
関
係
を
有
す
る
者
と
認
め
て
補
助
参
加
を
許
す
の
は
、
前
の
訴
訟
の
判
決
が
後
の
訴
訟
で
証
拠
と
し
て

持
出
さ
れ
る
と
、
こ
れ
は
極
め
て
有
力
に
作
用
し
、
保
証
人
が
後
の
訴
訟
で
主
債
務
の
不
存
在
を
証
明
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
に
な
る
た
め
で
あ
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る
、
と
さ
れ
て
い
る
（
兼
子
『
体
系
』
四
四
五
項
2
ロ
B
の
「
判
決
が
そ
の
地
位
の
決
定
に
参
考
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
れ
ば
」
第
三
者
は
補
助
参
加
し
う
る
（
傍
点

筆
者
）
と
い
う
記
述
が
既
に
こ
の
意
味
で
し
か
あ
り
え
な
い
も
の
で
あ
つ
た
ば
か
り
で
な
く
、
こ
れ
を
起
点
と
し
て
昨
今
と
み
に
分
立
し
て
紛
糾
を
極
め
る
補
助
参

加
利
益
に
関
す
る
諸
学
説
も
、
こ
と
挙
例
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
異
な
る
の
は
説
明
の
仕
方
だ
け
で
、
指
摘
の
対
象
は
一
致
し
て
い
る
）
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
証
明
効

で
、
判
決
に
は
一
般
に
こ
う
し
た
証
明
効
が
あ
る
こ
と
は
燧
か
で
あ
る
。
だ
が
、
前
後
両
訴
訟
の
間
に
は
、
手
続
独
立
の
原
則
が
作
用
し
は
し
な

い
か
。
そ
の
結
果
、
後
の
訴
訟
で
は
、
少
く
と
も
前
の
訴
訟
の
結
果
や
資
料
、
と
り
わ
け
既
に
訴
訟
が
あ
り
判
決
が
あ
つ
た
と
い
う
事
実
は
、
援

用
や
主
張
が
あ
つ
て
も
、
こ
と
さ
ら
に
こ
れ
を
排
除
し
、
独
自
の
資
料
と
独
自
の
心
証
に
基
づ
い
て
の
み
判
決
を
形
成
す
べ
ぎ
だ
、
と
い
う
こ
と

に
、
ど
う
し
て
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
は
な
ら
な
い
で
証
明
効
が
作
用
す
る
の
は
、
同
じ
く
裁
判
所
の
判
断
で
あ
る
以
上
、
既
存
の
判

断
が
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
異
な
つ
た
判
断
を
構
成
す
る
こ
と
が
、
許
さ
れ
な
い
か
ら
に
他
あ
る
ま
い
。
こ
れ
は
、
す
な
わ
ち
行
為
効
で
あ

る
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
証
明
効
も
ま
た
行
為
効
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
の
み
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
、
昨
今
そ
の
い
わ
ゆ
る
証
明
効
の
議
論
を

纏
め
ら
れ
た
論
者
（
山
木
戸
「
判
決
の
証
明
効
」
民
商
七
八
巻
臨
時
増
刊
③
二
一
七
頁
以
下
）
が
、
却
つ
て
行
為
効
の
理
論
を
否
定
し
、
行
為
効
を
認
め

る
こ
と
は
裁
判
官
独
立
の
原
則
に
反
す
る
と
こ
れ
を
攻
撃
し
て
お
ら
れ
る
（
同
一
三
九
頁
註
③
）
の
は
、
筋
の
通
ら
な
い
こ
と
だ
と
言
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
も
し
行
為
効
が
裁
判
官
独
立
の
原
則
に
反
す
る
な
ら
、
証
明
効
は
一
そ
う
強
く
こ
れ
に
反
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
行
為
効
を
否
定
し

た
う
え
で
の
証
明
効
は
前
後
両
訴
訟
の
裁
判
官
が
“
別
人
”
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
裁
判
官
独
立
の
原
則
は
、
後
の

訴
訟
の
裁
判
官
に
対
し
、
同
じ
仕
事
に
携
つ
た
”
別
人
”
の
行
動
軌
跡
だ
け
は
、
意
識
的
に
排
除
す
る
こ
と
を
、
要
求
す
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く

て
、
証
明
効
は
逆
に
む
し
ろ
行
為
効
に
よ
つ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
裁
判
官
独
立
の
原
則
は
、
裁
判
官
が
”
別
人
”
の
行
為
に
ょ
つ
て

拘
束
さ
れ
る
こ
と
を
禁
じ
こ
そ
は
す
れ
、
裁
判
官
が
“
自
己
”
の
行
為
に
よ
つ
て
拘
束
さ
れ
る
こ
と
と
は
関
係
を
持
た
な
い
か
ら
、
行
為
効
が
裁

判
官
独
立
の
原
則
に
反
す
る
こ
と
も
な
い
の
で
あ
る
。
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以
上
は
、
勿
論
、
前
後
両
訴
訟
の
裁
判
官
を
、
”
別
人
”
で
は
な
し
に
、
同
一
・
一
箇
の
行
為
主
体
と
認
め
う
る
こ
と
を
、
前
提
と
す
る
。
た
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し
か
に
、
事
実
上
は
、
前
後
両
訴
訟
の
裁
判
官
は
、
通
常
、
別
人
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
法
律
上
も
、
既
判
力
の
よ
う
な
特
別
の
拘
束
を
除
い
て

は
、
援
用
の
な
い
か
ぎ
り
、
後
の
裁
判
官
が
前
の
裁
判
官
に
拘
束
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
だ
が
、
前
後
両
訴
訟
の
裁
判
官
が
“
別
人
”

で
あ
る
の
は
、
裁
判
官
相
互
の
関
係
に
お
い
て
の
話
で
、
事
実
上
は
別
人
の
裁
判
官
、
事
実
上
は
別
箇
の
裁
判
所
も
、
訴
訟
当
事
者
に
対
し
、
国

民
に
対
す
る
関
係
で
は
、
法
律
上
、
同
一
・
一
箇
で
あ
る
。
こ
の
道
理
は
、
合
議
体
裁
判
所
が
、
構
成
裁
判
官
相
互
の
関
係
で
は
髄
か
に
独
立
で

あ
り
な
が
ら
、
合
議
体
と
し
て
は
不
可
分
の
一
体
を
な
す
と
い
う
関
係
に
は
じ
ま
り
、
人
が
、
同
一
法
律
間
題
に
関
す
る
五
〇
の
裁
判
所
の
五
〇

の
異
な
つ
た
所
見
を
、
独
立
が
保
た
れ
て
い
て
洵
に
結
構
と
は
言
わ
ず
、
却
つ
て
必
ず
判
例
の
統
一
を
求
め
る
と
い
う
関
係
に
至
る
ま
で
、
随
所

に
顕
現
し
て
い
る
の
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、
前
の
訴
訟
・
結
果
も
し
く
は
資
料
の
全
部
も
し
く
は
一
部
が
後
の
訴
訟
で
援
用
せ
ら

れ
、
そ
の
限
度
で
手
続
独
立
の
原
則
が
解
除
せ
ら
れ
る
と
、
解
除
せ
ら
れ
た
限
り
で
裁
判
官
の
同
一
行
為
主
体
性
が
回
復
せ
ら
れ
、
後
訴
裁
判
官

は
理
由
の
な
い
矛
盾
反
覆
を
許
さ
れ
な
い
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
、
私
人
の
側
か
ら
み
れ
ば
、
裁
判
官
が
誰
で
あ
り
、
ど
こ
の
裁
判

所
が
裁
判
に
当
る
か
は
、
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
で
、
い
ず
れ
の
裁
判
官
も
、
ど
こ
の
裁
判
所
も
、
過
去
・
現
在
・
未
来
の
す
べ
て
の
裁
判
所
・
裁

判
官
が
、
た
だ
裁
判
所
す
な
わ
ち
国
家
と
い
う
一
つ
の
主
体
と
し
て
行
為
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。

三

　
無
意
識
に
は
行
わ
れ
て
い
る
行
為
効
を
、
素
直
に
肯
定
し
て
、
自
覚
的
に
運
用
す
る
こ
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
間
題
の
理
解
を
助
け
、
多
く
の
問

題
の
解
決
に
資
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
例
え
ば
、
そ
れ
は
、
既
判
力
制
度
の
問
題
の
所
在
を
教
え
る
。
既
判
力
と
は
確
定
判
決
の
行
う
不
可
争
不
可
反
の
絶
対
的
な
強
制
で
あ
つ
た
ろ

う
（
序
説
）
。
実
は
、
理
由
の
な
い
か
ぎ
り
、
後
の
裁
判
所
が
前
の
裁
判
所
の
そ
れ
と
矛
盾
し
た
判
決
を
下
す
こ
と
は
、
既
判
力
を
ま
つ
ま
で
も
な

く
、
行
為
効
に
よ
つ
て
、
当
然
に
許
さ
れ
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。
後
の
訴
訟
で
は
同
じ
当
事
者
が
前
と
は
異
な
つ
た
主
張
立
証
を
し
た
と
い
う



場
合
は
、
裁
判
所
は
異
な
つ
た
判
断
を
下
す
理
由
を
も
つ
こ
と
に
な
る
が
、
当
事
者
の
方
も
理
由
の
な
い
か
ぎ
り
前
と
異
な
つ
た
主
張
立
証
は
で

き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
裁
判
所
が
異
な
つ
た
判
断
を
し
て
も
よ
い
と
い
う
場
合
は
、
行
為
効
上
、
そ
ん
な
に
多
い
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
少
数

の
場
合
に
で
も
異
な
つ
た
判
断
を
な
し
う
る
と
い
う
可
能
性
が
紛
争
を
終
憶
さ
せ
な
い
こ
と
に
な
つ
て
困
る
の
だ
と
い
う
の
が
既
判
力
制
度
の
必

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

要
な
所
以
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
し
た
必
要
に
応
じ
て
既
判
力
と
い
う
制
度
を
作
つ
て
よ
い
根
拠
は
、
理
由
の
あ
る
反
覆
・
矛
盾
を
裁
判
所
に
も
当

事
者
に
も
禁
じ
う
る
要
請
は
一
た
い
何
か
、
と
い
う
問
題
と
し
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
的
安
定
の
必
要
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
何

事
も
説
明
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
（
こ
れ
が
第
五
章
の
課
題
）
。

　
と
い
う
こ
と
は
、
ま
た
、
判
決
理
由
中
の
判
断
の
拘
束
力
の
問
題
も
ま
た
、
既
判
力
の
問
題
と
の
連
続
性
を
保
ち
な
が
ら
、
こ
れ
を
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
既
判
力
の
既
判
力
た
る
特
質
は
、
前
段
に
み
た
よ
う
に
不
可
争
不
可
反
の
効
力
た
る
点
に
あ
る
の
で
は
な

く
し
て
、
理
由
の
あ
る
反
覆
・
矛
盾
を
も
許
さ
ぬ
絶
対
的
な
強
制
た
る
点
に
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
判
決
理
由
中
の
判
断
に
理
由
の
な
い
反
覆
・

矛
盾
は
こ
れ
を
許
さ
な
い
と
い
う
効
力
を
認
め
る
こ
と
は
、
少
し
も
既
判
力
を
主
文
の
判
断
に
限
定
す
る
建
前
と
矛
盾
し
な
い
。
む
し
ろ
、
行
為

効
が
主
文
判
断
と
い
う
行
為
に
限
定
さ
れ
る
理
由
は
な
い
か
ら
、
こ
れ
に
よ
つ
て
、
判
決
理
由
中
の
判
断
も
ま
た
、
理
由
の
な
い
反
覆
・
矛
盾
は

こ
れ
を
禁
止
す
る
効
力
に
よ
つ
て
伴
わ
れ
て
い
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
理
由
が
あ
れ
ば
解
除
さ
れ
る
禁
止
で
あ
る
点
で
、
既
判

力
と
は
全
く
異
な
り
、
既
判
力
が
職
権
調
査
事
項
で
あ
る
に
対
し
、
こ
れ
は
、
後
の
訴
訟
の
当
事
者
に
よ
つ
て
前
の
判
決
が
援
用
さ
れ
な
け
れ

ば
、
作
用
す
る
こ
と
も
な
い
の
で
あ
る
。
相
似
た
趣
旨
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
争
点
効
の
論
者
に
よ
つ
て
説
か
れ
て
お
り
（
新
堂
『
民

事
訴
訟
法
』
四
二
五
頁
以
下
）
、
こ
れ
は
、
一
方
に
お
い
て
、
広
く
共
感
を
喚
ん
で
い
る
と
と
も
に
、
他
方
、
適
用
要
件
の
不
明
確
を
難
じ
る
批
判
も

跡
を
絶
た
な
い
。
思
う
に
、
し
か
し
、
一
つ
の
理
論
に
対
L
て
、
そ
の
適
用
要
件
の
不
明
確
を
衝
く
こ
と
は
、
批
判
と
し
て
成
立
つ
こ
と
で
は
あ

る
ま
い
。
問
題
は
、
常
に
、
た
だ
、
そ
の
理
論
が
、
何
を
採
り
何
を
捨
て
よ
う
と
す
る
理
論
な
の
か
と
い
う
、
理
論
が
向
け
て
い
る
顔
の
方
向
に

あ
る
も
の
で
、
そ
う
し
た
方
向
を
好
ま
し
い
と
見
る
者
に
は
要
件
の
明
確
化
に
努
め
る
共
同
の
義
務
が
あ
り
、
そ
う
し
た
方
向
を
好
ま
し
く
な
い
と
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す
る
者
に
と
つ
て
は
何
が
要
件
か
は
無
関
係
な
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
（
伊
東
「
判
決
の
争
点
効
」
実
務
民
事
訴
訟
講
座
二
巻
九
三
頁
以
下
は
要
件
の
不
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

確
に
主
力
を
お
い
た
争
点
効
批
判
で
は
な
い
が
、
要
件
の
不
明
確
を
も
批
判
点
の
一
つ
に
挙
げ
て
い
る
点
、
改
あ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
）
。
い
わ
ゆ
る
争
点
効
理
論

の
不
当
は
、
ま
さ
に
、
そ
れ
が
採
ろ
う
と
し
捨
て
よ
う
と
す
る
目
標
価
値
の
設
定
に
あ
る
の
で
あ
つ
て
、
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
そ
こ
が
天
王
山
と

し
て
当
事
者
に
よ
つ
て
真
剣
に
争
わ
れ
、
裁
判
所
も
ま
た
周
到
・
慎
重
に
審
理
を
遂
げ
た
争
点
に
関
す
る
判
断
で
あ
れ
ば
、
拘
束
力
を
生
じ
る
の

が
至
当
だ
、
と
す
る
考
え
方
で
は
、
ど
の
よ
う
に
要
件
を
設
定
し
よ
う
と
、
一
方
で
は
理
由
の
あ
る
矛
盾
反
覆
が
禁
じ
ら
れ
る
こ
と
を
生
じ
、
他

方
で
は
理
由
の
な
い
矛
盾
反
覆
が
温
存
さ
れ
て
残
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
、
一
面
、
個
人
の
成
長
と
表
現
と
が
害
せ
ら
れ
る
と
と
も
に
、
他

面
、
個
人
の
責
任
は
鞄
晦
せ
し
め
ら
れ
て
し
ま
う
。
併
せ
て
言
え
ぽ
、
い
わ
ゆ
る
争
点
効
で
は
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
根
拠
が

明
か
で
な
く
、
既
判
力
制
度
と
の
連
続
お
よ
び
相
違
も
曖
昧
で
あ
ろ
う
。
判
決
理
由
中
の
判
断
は
、
行
為
効
と
し
て
の
み
、
こ
れ
を
肯
定
し
う
る

限
度
で
、
拘
束
力
を
行
う
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

　
か
く
、
既
判
力
の
間
題
、
判
決
理
由
中
の
判
断
の
間
題
と
並
べ
て
く
る
と
、
あ
た
か
も
行
為
効
が
判
決
の
効
力
と
し
て
の
み
作
用
す
る
か
の
よ

う
に
、
誤
解
せ
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
も
う
一
つ
、
判
決
の
効
力
以
外
の
場
面
か
ら
、
行
為
効
の
効
用
を
明
か
に
す
る
問
題
例
を
掲

げ
よ
う
。
掲
げ
る
こ
と
の
で
き
る
問
題
は
数
多
く
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
ホ
ン
の
一
例
と
し
て
、
共
同
訴
訟
人
間
に
お
け
る
証
拠
共
通
の
問

題
を
採
り
あ
げ
て
置
き
た
い
。

　
通
常
の
共
同
訴
訟
で
は
、
主
張
は
共
通
に
な
ら
な
い
が
、
証
拠
は
共
通
に
作
用
す
る
と
い
う
の
が
、
判
例
・
通
説
で
あ
る
（
小
山
『
民
事
訴
訟
法
』

三
訂
版
四
八
八
頁
参
照
）
。
た
と
え
ば
、
X
と
磧
．
㌔
と
の
間
の
所
有
権
確
認
請
求
訴
訟
で
、
磧
境
い
ず
れ
も
X
の
所
有
権
取
得
原
因
を
認
め
た
う

え
、
昭
が
自
己
の
再
取
得
を
主
張
し
、
㌔
は
こ
れ
を
主
張
し
な
か
つ
た
場
合
は
、
昭
と
の
関
係
で
の
み
こ
の
事
実
が
斜
酌
せ
ら
れ
、
㌔
と
の
関
係

で
は
こ
の
事
実
は
斜
酌
せ
ら
れ
な
い
。
そ
れ
が
共
同
訴
訟
人
独
立
の
原
則
（
民
訴
六
一
）
の
趣
旨
で
あ
る
が
、
偶
々
磧
も
㌔
も
と
も
に
積
の
再
取
得

を
主
張
し
て
X
が
争
い
証
拠
調
が
行
わ
れ
る
場
合
は
、
㌔
だ
け
が
証
拠
の
方
法
を
出
し
て
積
が
証
拠
方
法
を
出
さ
な
く
て
も
、
㌔
提
出
の
証
拠
方



法
の
取
調
に
基
づ
い
て
琉
の
た
め
に
も
そ
の
再
取
得
を
認
定
し
て
よ
い
の
で
あ
つ
て
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
共
同
訴
訟
と
い
う
も
の
を
認
め
る
実
益

は
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
も
と
も
と
、
証
拠
共
通
の
原
則
は
、
対
立
当
事
者
間
に
妥
当
す
る
法
理
と
し
て
確
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
（
三
ケ
月
『
民
事
訴
訟
法
』
全
集
三
九

八
頁
も
、
証
拠
共
通
の
原
則
は
「
相
対
立
す
る
当
事
者
間
」
の
問
題
で
、
共
同
訴
訟
に
お
け
る
証
拠
の
お
の
ず
か
ら
に
し
て
生
じ
る
共
通
を
「
証
拠
共
通
の
原
則
と

呼
ぶ
の
は
こ
の
言
葉
の
本
来
の
意
味
で
は
な
い
」
と
言
つ
て
お
ら
れ
る
）
、
た
と
え
ば
甲
乙
間
の
所
有
権
確
認
請
求
訴
訟
で
甲
の
買
得
の
主
張
が
争
わ
れ

た
場
合
に
、
甲
は
全
く
証
拠
の
方
法
を
提
出
せ
ず
、
却
つ
て
乙
が
買
得
事
実
の
不
存
在
を
証
明
す
る
た
め
に
証
拠
の
方
法
を
提
出
し
た
も
の
で
あ

つ
た
と
し
て
も
、
こ
の
証
拠
方
法
を
取
調
べ
て
心
証
を
え
た
と
き
は
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
買
得
を
認
定
し
て
よ
く
、
ま
た
認
定
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
こ
と
は
、
今
日
、
全
く
争
な
く
認
め
ら
れ
て
い
る
（
斎
藤
『
概
論
』
二
八
八
頁
参
照
）
。
だ
が
、
こ
れ
は
、
甲
乙
間
の
手
続
が
不
可
分
の

一
つ
の
手
続
た
る
場
合
で
あ
つ
て
、
通
常
の
共
同
訴
訟
の
場
合
は
、
X
昭
間
の
手
続
と
X
協
問
の
手
続
と
は
そ
の
間
に
手
続
独
立
の
原
則
が
作
用

し
う
る
別
箇
の
手
続
単
位
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
必
ず
し
も
こ
れ
を
対
立
当
事
者
間
の
場
合
と
同
一
に
は
論
じ
え
な
い
の
で
は
な
い

か
と
の
疑
問
を
生
じ
る
。
そ
の
た
め
、
通
常
の
共
同
訴
訟
の
場
合
は
、
証
拠
の
共
通
を
認
め
る
判
例
・
通
説
に
対
し
て
、
疑
間
も
お
こ
さ
れ
て
お

り
、
少
く
と
も
、
こ
こ
で
は
、
証
拠
の
共
通
が
証
拠
を
提
出
し
な
い
共
同
訴
訟
人
の
不
利
益
に
は
働
か
な
い
と
い
う
歯
止
め
を
か
け
た
う
え
で
の

み
こ
れ
を
認
め
る
べ
き
だ
、
と
い
う
の
が
一
部
の
有
力
な
主
張
に
な
つ
て
お
り
（
井
上
（
治
）
前
掲
大
学
双
書
五
二
四
頁
）
、
有
利
不
利
を
間
わ
ず
証

拠
の
共
通
を
総
じ
て
否
定
す
る
見
解
も
あ
る
（
三
ケ
月
『
民
事
訴
訟
法
』
弘
文
堂
版
二
六
三
頁
が
「
証
拠
調
べ
は
共
通
に
行
な
わ
れ
」
る
「
そ
の
限
り
で
は

心
証
の
形
成
が
実
際
問
題
と
し
て
共
通
に
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
」
と
言
つ
て
お
ら
れ
る
の
は
、
共
同
訴
訟
人
の
一
人
が
証
拠
の
方
法
を
提
出
せ
ず
証
拠
調
が
共
通

に
は
行
わ
れ
え
な
い
場
合
、
少
く
と
も
相
手
方
も
ま
た
証
拠
方
法
を
出
さ
な
い
場
合
は
、
証
拠
の
共
通
は
あ
り
え
な
い
意
に
な
ろ
う
）
。
ほ
か
に
、
逆
に
、
通
常

の
共
同
訴
訟
に
つ
い
て
さ
え
、
一
定
の
限
度
で
は
主
張
の
共
通
を
認
め
、
そ
こ
か
ら
反
転
し
て
証
拠
の
共
通
を
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る
見
解
も
あ

る
が
（
新
堂
前
掲
四
八
O
頁
）
、
混
乱
を
避
け
る
た
め
に
、
い
ま
、
こ
の
最
後
の
点
に
は
立
入
ら
な
い
こ
と
に
す
る
。
い
ず
れ
の
立
場
を
採
ろ
う
と
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も
、
共
同
訴
訟
人
の
一
人
の
た
め
に
行
わ
れ
た
証
拠
調
の
結
果
が
他
の
共
同
訴
訟
人
に
よ
つ
て
援
用
せ
ら
れ
れ
ば
、
そ
の
共
同
訴
訟
人
の
た
め
に

も
当
該
証
拠
調
に
基
づ
い
て
事
実
の
認
定
が
で
き
る
こ
と
当
然
で
、
こ
れ
は
証
拠
共
通
の
間
題
で
は
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
何
故
、
通
常
の
共
同
訴
訟
の
場
合
に
、
証
拠
の
共
通
が
疑
間
と
さ
れ
る
か
と
い
え
ば
、
亀
は
そ
れ
ぞ
れ
に
、
証
拠
の
方
法
を
提
出

す
る
か
し
な
い
か
の
自
由
を
有
す
る
筈
で
、
そ
の
自
由
が
侵
害
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
に
他
あ
る
ま
い
。
だ
が
、
そ
れ
な
ら
、
対
立
当
事
者

間
に
お
け
る
証
拠
の
共
通
が
既
に
疑
問
と
さ
れ
な
け
れ
ば
筋
が
通
ら
な
い
。
甲
に
も
乙
に
も
そ
れ
ぞ
れ
に
証
拠
方
法
を
出
す
か
出
さ
な
い
か
の
自

由
が
あ
り
、
そ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
に
尊
重
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
な
ら
、
甲
の
運
命
は
甲
の
出
し
た
証
拠
だ
け
で
決
ま
り
、
乙
の
運
命
は
乙
の
出
し
た

証
拠
だ
け
で
決
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
も
そ
も
、
対
立
当
事
者
間
で
、
定
説
も
承
認
す
る
よ
う
に
、
証
拠
の
共
通
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
一
た
い
何
に
基
づ
く

か
。
そ
れ
は
、
第
一
に
、
証
拠
の
独
立
が
不
可
能
だ
か
ら
で
は
な
い
。
不
存
在
を
証
明
す
る
た
め
の
証
拠
か
ら
は
却
つ
て
存
在
の
心
証
が
形
成
さ

れ
、
存
在
の
挙
証
責
任
を
負
う
当
事
者
は
何
も
証
拠
を
出
し
て
い
な
い
場
合
は
、
挙
証
責
任
に
従
つ
て
事
実
を
認
定
す
れ
ば
よ
く
、
練
達
の
裁
判

官
に
と
つ
て
は
事
実
上
に
形
成
せ
ら
れ
た
心
証
を
棚
上
げ
に
す
る
こ
と
も
可
能
な
操
作
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
第
二
に
、
証
拠
を
独
立
と
し
て

扱
う
こ
と
が
、
必
ず
し
も
不
合
理
と
決
ま
つ
て
い
る
わ
け
の
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
弁
論
主
義
と
い
う
も
の
を
ど
う
理
解
す
る
か
に
係
る
こ
と

で
、
も
し
こ
れ
を
人
が
自
分
の
揮
で
相
撲
を
と
る
こ
と
を
要
求
す
る
建
前
と
み
る
な
ら
、
証
拠
は
独
立
の
方
が
却
つ
て
合
理
的
で
あ
る
。
そ
う
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

は
な
し
に
、
証
拠
の
共
通
が
合
理
的
で
あ
り
う
る
の
は
、
弁
論
主
義
が
説
得
の
原
理
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
く
。
説
得
と
は
、
自
分
の
揮
で
相
撲
を

と
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
裁
判
所
お
よ
び
相
手
方
当
事
者
の
行
為
を
も
含
め
、
そ
の
場
に
顕
れ
て
い
る
一
切
の
資
料
を
前
提
と
し
て
、
自
分

が
こ
れ
を
超
え
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
主
張
の
共
通
も
既
に
こ
れ
に
基
づ
く
の
で
あ
る
。
主
張
だ
け
で
は
相
手
方
を
説
得
す
る
こ
と
が
で

き
ず
証
拠
調
を
余
儀
な
く
せ
ら
れ
た
当
事
者
は
、
自
分
の
持
出
す
証
拠
方
法
が
産
み
出
す
自
分
に
不
利
益
な
資
料
を
も
超
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

相
手
方
の
持
出
す
証
拠
方
法
か
ら
自
己
に
利
益
な
資
料
が
産
み
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
そ
の
説
得
を
進
め
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、



弁
論
主
義
が
証
拠
の
共
通
を
妨
げ
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の
た
め
、
こ
こ
に
自
由
心
証
主
義
が
作
用
す
る
こ
と
が
、
合
理
的
で
あ
り
う
る
、
に
他
な
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ら
な
い
（
伊
東
『
弁
論
主
義
』
一
七
二
頁
以
下
）
。
進
ん
で
、
何
故
、
こ
こ
で
自
由
心
証
主
義
が
作
用
し
、
証
拠
が
共
通
に
な
ら
な
け
れ
ば
不
合
理
な

ヤ
　
　
ヤ

の
か
、
と
問
え
ば
、
裁
判
所
が
一
つ
で
あ
り
、
両
当
事
者
に
共
通
し
て
要
証
事
実
が
一
つ
だ
と
い
う
事
実
が
、
浮
か
び
上
が
つ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

要
証
事
実
が
両
当
事
者
に
共
通
し
て
お
り
、
従
つ
て
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
当
該
事
実
の
認
定
を
二
、
三
に
す
べ
き
理
由
を
も
た
な
い
と
き
、

一
つ
の
裁
判
所
が
一
つ
の
要
証
事
実
の
認
定
を
二
、
三
に
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
そ
れ
が
証
拠
共
通
の
根
拠
で
あ
り
、
一
つ
の
行
為
主
体
と

し
て
の
裁
判
所
が
理
由
な
し
に
同
一
事
実
の
認
定
を
区
々
に
す
る
と
い
う
矛
盾
行
為
に
出
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
、
と
い
う
の
は
、
行
為
効
で
あ

る
か
ら
、
対
立
当
事
者
間
の
証
拠
共
通
も
窮
極
に
は
行
為
効
に
基
づ
く
の
で
あ
る
。

　
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
通
常
の
共
同
訴
訟
に
お
け
る
共
同
訴
訟
人
間
に
も
、
証
拠
は
共
通
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
認
定
主
体
と
し
て

の
裁
判
所
の
同
一
性
と
、
認
定
対
象
と
し
て
の
要
証
事
実
の
共
通
・
同
一
は
、
こ
の
場
合
に
も
、
全
く
同
様
に
、
存
在
す
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

勿
論
、
X
磧
間
の
訴
訟
と
、
X
㌔
間
の
訴
訟
と
は
、
別
箇
の
手
続
単
位
を
構
成
し
、
そ
の
間
に
は
手
続
独
立
の
原
則
が
作
用
す
る
。
㌔
は
X
を
説

得
す
べ
き
も
の
で
㌔
を
説
得
す
る
必
要
は
な
く
、
亀
も
ま
た
X
を
説
得
す
べ
き
も
の
で
磧
を
説
得
す
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
昭
亀
間
に

主
張
の
共
通
は
行
わ
れ
な
い
。
も
し
二
つ
の
手
続
単
位
が
現
実
に
も
切
離
さ
れ
た
別
箇
の
手
続
で
あ
る
と
ぎ
は
、
証
拠
の
共
通
も
行
わ
れ
な
い
が
、

主
張
の
共
通
と
証
拠
の
共
通
と
の
間
に
は
、
両
手
続
単
位
が
併
合
さ
れ
て
も
磧
と
㌔
と
が
別
の
人
格
で
あ
る
と
い
う
事
実
は
動
か
な
い
に
反
し

て
、
両
手
続
単
位
が
併
合
さ
れ
る
と
事
実
認
定
の
主
体
と
対
象
と
は
共
通
・
同
一
に
な
る
、
と
い
う
相
違
が
あ
る
。
別
箇
の
手
続
で
同
じ
事
実
が

認
定
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
実
は
行
為
主
体
と
行
為
内
容
が
同
じ
で
行
為
効
の
作
用
す
べ
き
場
面
が
、
手
続
独
立
の
原
則
の
ゆ
え
に
、

一
お
う
退
い
て
い
る
の
に
過
ぎ
な
い
。
さ
れ
ば
こ
そ
、
手
続
が
切
離
さ
れ
た
ま
ま
で
も
、
一
方
に
お
け
る
認
定
が
他
方
に
援
用
せ
ら
れ
れ
ば
、
他

方
の
裁
判
所
は
理
由
な
し
に
は
異
な
る
認
定
が
で
き
な
く
な
る
の
で
あ
つ
て
、
況
や
、
手
続
が
併
合
さ
れ
て
、
現
実
に
認
定
主
体
も
認
定
対
象
も

一
つ
に
な
つ
た
場
合
に
、
そ
こ
に
手
続
独
立
の
原
則
が
作
用
す
べ
ぎ
根
拠
は
な
い
。
た
し
か
に
、
㌔
提
出
の
証
拠
方
法
は
、
磧
に
と
つ
て
、
自
分
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が
提
出
し
た
証
拠
の
方
法
で
も
、
相
手
方
が
提
出
し
た
証
拠
の
方
法
で
も
な
い
が
、
要
証
事
実
を
要
証
事
実
た
ら
し
め
た
の
は
自
分
で
あ
る
か
ら
、

説
得
の
成
否
を
客
観
に
委
ね
た
磧
は
、
顕
れ
た
一
切
の
資
料
を
超
え
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
と
し
て
、
そ
の
結
果
の
有
利
た
る
と
不
利
た
る
と

を
間
わ
ず
、
掩
提
出
の
証
拠
方
法
に
基
づ
く
証
拠
調
の
結
果
を
、
弁
論
の
全
趣
旨
同
様
、
要
証
事
実
認
定
の
資
料
と
さ
れ
て
も
、
少
し
も
可
笑
し

く
は
な
い
の
で
あ
る
。
残
る
と
こ
ろ
は
、
㌔
提
出
の
証
拠
か
ら
昭
が
不
利
益
を
蒙
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
に
、
磧
と
し
て
こ
れ
を
防
衛
す
る
手
段

が
あ
る
か
、
と
い
う
点
だ
が
、
亀
提
出
の
証
拠
方
法
の
み
を
取
調
べ
る
場
合
で
も
、
要
証
事
実
が
昭
に
つ
い
て
も
共
通
な
か
ぎ
り
、
証
拠
調
の
期

日
お
よ
び
場
所
を
磧
に
告
知
し
て
、
こ
れ
を
適
式
に
呼
出
し
、
弁
論
は
勿
論
、
共
通
の
期
日
に
お
け
る
証
拠
調
と
い
う
審
理
方
式
が
厳
格
に
遵
守

さ
れ
る
か
ぎ
り
、
格
別
の
保
障
の
必
要
な
理
由
は
な
い
。
こ
う
し
て
、
通
常
の
共
同
訴
訟
の
共
同
訴
訟
人
間
に
お
い
て
も
、
単
な
る
“
お
の
ず
か

ら
の
結
果
”
と
し
て
の
認
定
の
合
一
で
は
な
く
、
対
立
当
事
者
に
お
け
る
と
同
様
、
法
則
と
し
て
の
証
拠
共
通
が
行
わ
れ
る
、
と
解
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
根
拠
も
、
従
つ
て
そ
の
性
質
も
ま
た
、
対
立
当
事
者
間
に
お
け
る
証
拠
共
通
の
原
則
と
全
く
同
一
で
あ
る
。

四

　
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
行
為
効
が
、
手
続
で
あ
る
以
上
、
ど
の
よ
う
な
手
続
に
も
、
不
可
避
的
に
随
伴
す
る
と
、
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
訴
訟
も
ま
た
手
続
で
あ
る
か
ら
、
行
為
効
を
避
け
ら
れ
え
な
い
前
提
的
制
約
と
L
て
持
つ
の
で
あ
る
。

　
勿
論
、
行
為
効
の
κ
理
論
”
が
、
な
お
解
明
す
べ
ぎ
も
の
を
多
く
抱
え
こ
ん
だ
未
完
成
の
理
論
で
あ
る
こ
と
は
、
率
直
に
認
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
取
り
わ
け
、
そ
の
適
用
の
要
件
が
明
確
で
な
く
、
行
為
効
が
反
覆
・
矛
盾
を
禁
止
す
る
場
合
と
、
理
由
の
あ
る
反
覆
・
矛
盾
で
あ
る
と
し

て
禁
止
が
解
除
せ
ら
れ
る
場
合
と
の
、
識
別
が
困
難
に
見
え
る
点
で
、
人
の
不
満
を
喚
ぶ
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
適
用
要
件
の
不
明
確
は
”
理
論
”

を
非
難
す
る
決
め
手
に
は
な
り
え
な
い
こ
と
、
既
述
の
と
お
り
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
本
講
で
は
、
従
来
と
は
異
な
り
、
矛
盾
に
つ
い
て
は
“
個

入
成
長
上
の
必
要
”
を
、
反
覆
に
つ
い
て
は
猷
自
己
表
現
上
の
不
可
避
”
を
、
そ
れ
ぞ
れ
基
準
と
し
て
明
示
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
一
歩
だ
け
の



前
進
は
果
た
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
行
為
主
体
の
不
可
分
裂
と
い
う
こ
と
を
窮
極
の
指
標
と
し
な
が
ら
、
右
の
基
準
を
次
第
に
具
体
化
し
て
い

く
こ
と
が
、
今
後
の
課
題
と
し
て
努
め
ら
れ
る
べ
き
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
因
み
に
、
反
覆
と
矛
盾
と
は
、
決
し
て
、
二
つ
の
、
別
の
事
柄
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
「
同
」
を
「
異
」
と
み
る
同
じ
こ
と
が
、
内
容
を
同
じ

う
す
れ
ば
反
覆
と
呼
ば
れ
内
容
を
同
じ
う
し
な
け
れ
ば
矛
盾
と
呼
ば
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
合
し
て
、
行
為
効
と
は
、
結
局
、
人
の
営
み
の
う
え
で

同
じ
一
つ
の
事
象
が
、
異
な
る
別
の
事
象
で
あ
る
か
の
よ
う
に
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
憧
か
に
あ
る
、
そ
れ
で
も
、
「
同
じ
一
つ

の
事
象
」
は
ど
こ
ま
で
も
「
同
じ
一
つ
の
事
象
」
に
他
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
、
言
お
う
と
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
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