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〔
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一
九
五
〕

昭
和
五
六
3
■
（
報
騙
醒
謎
一
誘
蜷
）

　
信
仰
の
対
象
の
価
値
な
い
し
宗
教
上
の
教
義
に
関
す
る
判
断
が
訴
訟
の
帰
す

　
う
を
左
右
す
る
前
提
問
題
と
な
つ
て
い
る
具
体
的
権
利
義
務
な
い
し
法
律
関

　
係
を
め
ぐ
る
紛
争
と
裁
判
所
法
三
条
に
い
う
法
律
上
の
争
訟

　
　
寄
附
金
返
還
請
求
事
件
（
昭
和
五
六
・
四
・
七
第
三
小
法
廷
判
決
）

　
　
X
ら
（
原
告
・
控
訴
人
・
被
上
告
人
）
は
、
Y
（
被
告
・
被
控
訴
人
・
上
告
人
）
が
企

　
　
図
し
た
本
堂
建
立
の
た
め
に
、
昭
和
四
〇
年
一
〇
月
頃
に
Y
の
募
金
に
応
じ
て
寄
附

　
　
を
し
た
。
Y
は
、
本
堂
建
立
は
、
　
「
日
蓮
が
弘
安
二
年
一
〇
月
一
二
日
に
建
立
し

　
　
　
い
ち
え
ん
ぶ
だ
い
モ
う
よ

　
　
た
一
閻
浮
提
総
与
の
御
本
尊
」
俗
に
「
板
ま
ん
だ
ら
」
と
称
さ
れ
る
本
尊
を
安
置
す

　
　
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
事
と
、
こ
の
本
堂
建
立
の
時
は
、
広
宣
流
布
（
日
蓮
の
三
大

　
　
秘
法
の
仏
法
が
日
本
国
中
、
さ
ら
に
、
世
界
中
に
広
ま
る
事
）
の
達
成
の
時
期
に
あ

　
　
た
る
事
と
を
、
言
明
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
昭
和
四
六
年
二
月
頃
X
ら
は
本
尊

　
　
が
偽
物
で
は
な
い
か
と
疑
い
、
Y
に
糺
し
た
と
こ
ろ
、
Y
は
そ
の
よ
う
な
説
は
妄
説

で
あ
る
と
し
て
と
り
あ
わ
ず
、
さ
ら
に
、
・
昭
和
四
七
年
一
〇
月
、
本
堂
の
完
工
直
前

に
、
本
堂
は
、
未
だ
三
大
秘
法
抄
の
戒
壇
の
完
結
の
時
で
は
な
く
、
広
宣
流
布
は
達

成
さ
れ
て
い
な
い
と
宣
明
し
た
。
X
ら
は
Y
の
言
を
信
じ
て
寄
附
を
し
た
が
、
そ
の

寄
附
行
為
に
は
要
素
の
錯
誤
が
あ
つ
た
の
で
無
効
で
あ
り
、
Y
は
寄
附
金
を
不
当
利

得
し
て
い
る
と
し
て
、
返
還
請
求
の
訴
を
提
起
し
た
。

第
一
審
判
決
は
、
X
ら
の
主
張
す
る
錯
誤
の
内
容
は
、
教
義
の
解
釈
、
堂
宇
，
の
意
義

に
関
す
る
内
心
の
信
仰
に
か
か
わ
る
と
し
て
、
法
律
上
の
争
訟
に
あ
た
ら
な
い
た
め

に
訴
を
却
下
す
る
と
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
原
判
決
は
、
X
ら
の
請
求
は
錯
誤
に
基
づ
く
金
銭
の
返
還
で
あ
つ

て
、
具
体
的
な
権
利
義
務
又
は
法
律
関
係
の
存
否
の
争
い
で
あ
り
、
た
と
え
そ
の
前

提
と
し
て
主
張
す
る
錯
誤
の
内
容
が
、
宗
教
上
の
信
仰
に
か
か
わ
る
と
し
て
も
、
法

律
上
の
争
訟
に
該
当
し
な
い
と
は
言
え
な
い
と
し
て
、
第
一
審
判
決
を
取
り
消
し
事

件
を
差
し
戻
し
た
。

本
判
決
は
、
X
ら
の
主
張
す
る
要
素
の
錯
誤
の
判
断
に
は
、
信
仰
対
象
に
つ
い
て
の

、



　
　
宗
教
上
の
判
断
と
、
教
義
に
関
す
る
判
断
が
必
要
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
事
柄
の
性
質

　
　
上
、
法
令
を
適
用
す
る
事
に
よ
つ
て
は
解
決
す
る
事
の
で
ぎ
な
い
問
題
で
あ
る
。
本

　
　
件
訴
訟
は
具
体
的
権
利
義
務
な
い
し
、
法
律
関
係
に
関
す
る
紛
争
の
形
式
を
と
つ
て

　
　
お
り
、
信
仰
の
対
象
の
価
値
な
い
し
教
義
に
関
す
る
判
断
は
、
請
求
の
当
否
を
決
す

　
　
る
に
つ
い
て
の
前
提
間
題
と
さ
れ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
が
訴
訟
の
帰
す
う
を
左
右
す

　
　
る
必
要
不
可
欠
の
も
の
で
あ
り
、
紛
争
の
核
心
と
な
つ
て
い
る
場
合
に
は
、
右
訴
訟

　
　
は
、
裁
判
所
法
三
条
の
法
律
上
の
争
訟
に
あ
た
ら
な
い
、
と
し
て
、
自
判
し
て
、
X

　
　
の
控
訴
を
棄
却
し
た
（
尚
、
結
論
的
に
は
、
同
旨
だ
が
、
少
数
意
見
が
付
さ
れ
て
お

　
　
り
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
金
銭
給
付
を
求
め
る
法
律
上
の
争
訟
と
し
て
、
本
件
を
認
め

　
　
た
上
で
、
請
求
の
当
否
を
判
断
す
る
前
提
間
題
に
、
宗
教
上
の
判
断
を
必
要
と
す
る

　
　
た
め
、
審
判
権
が
及
ば
な
い
結
果
、
X
の
主
張
を
肯
認
す
る
事
が
で
ぎ
ず
に
本
件
棄

　
　
却
す
ぺ
き
と
こ
ろ
、
一
審
判
決
を
X
の
み
が
控
訴
し
て
い
る
の
で
、
不
利
益
変
更
禁

　
　
止
の
法
理
に
よ
つ
て
、
一
審
判
決
を
維
持
す
る
他
は
な
い
と
す
る
）
。

　
判
旨
に
賛
成
す
る
。

凹
　
宗
教
上
の
紛
争
に
関
し
て
判
例
は
、
宗
教
団
体
の
組
織
に
関
す
る
も
の

と
、
信
仰
対
象
の
真
偽
や
教
義
の
解
釈
な
ど
の
純
粋
に
宗
教
上
の
問
題
に
関
す

る
も
の
と
の
二
つ
に
分
類
し
、
前
者
に
つ
い
て
は
裁
判
権
に
服
す
る
が
、
後
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

は
裁
判
権
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
本
判
決

は
、
こ
の
後
者
の
場
合
に
あ
た
る
と
言
え
よ
う
。
と
こ
ろ
が
、
裁
判
権
の
対
象

と
は
な
ら
な
い
と
い
う
事
は
、
純
粋
に
宗
教
上
の
問
題
が
訴
訟
の
中
で
争
わ
れ

る
時
に
、
そ
の
争
い
が
本
来
の
問
題
と
な
つ
て
い
る
場
合
と
、
前
提
問
題
と
な

つ
て
い
る
場
合
と
が
、
区
別
せ
ら
れ
う
る
こ
と
を
考
る
と
、
な
お
、
明
瞭
な
言

い
ま
わ
し
と
は
言
い
難
い
。

　
そ
こ
で
、
本
判
決
を
、
純
粋
に
宗
教
上
の
問
題
が
、
裁
判
上
争
わ
れ
た
場
合

に
、
裁
判
所
は
ど
の
よ
う
な
態
度
を
と
る
べ
き
か
と
い
う
点
か
ら
、
考
え
て
み

　
　
　
判
例
研
究

る
事
に
す
る
。

二
　
通
常
、
宗
教
と
裁
判
の
関
係
を
考
え
る
時
、
ま
ず
想
起
さ
れ
る
の
は
、
憲

法
二
十
条
の
信
教
の
自
由
の
原
則
で
あ
ろ
う
。
信
教
の
自
由
は
、
基
本
的
人
権

と
し
て
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
は
、
今
さ
ら
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ

の
信
教
の
自
由
を
保
障
す
る
国
家
が
、
あ
る
特
定
の
宗
教
団
体
を
優
遇
す
る
の

で
は
、
信
教
の
自
由
を
全
う
す
る
事
は
で
き
得
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
政
教
分

離
と
い
う
原
理
が
、
そ
の
信
教
の
自
由
を
保
障
す
る
手
段
と
し
て
、
是
非
と
も

必
要
に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
憲
法
七
六
条
に
お
い
て
裁
判
所

が
有
す
る
と
定
め
ら
れ
て
い
る
司
法
権
も
、
又
、
国
家
の
権
力
で
あ
る
以
上
、

裁
判
所
が
、
こ
の
制
約
に
服
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
事
は
当
然
と
言
え
る
。

こ
の
よ
う
な
考
え
か
ら
、
純
粋
に
宗
教
上
の
紛
争
に
お
い
て
の
司
法
権
の
介
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

を
否
定
す
る
学
説
が
あ
る
。
所
説
は
、
宗
教
上
の
間
題
が
、
訴
訟
で
争
わ
れ
た

場
合
に
は
、
争
わ
れ
る
問
題
が
、
前
提
問
題
と
し
て
で
あ
ろ
う
と
、
本
来
の
間
題

と
し
て
で
あ
ろ
う
と
判
決
に
至
る
た
め
の
重
要
な
判
断
と
し
て
、
判
断
さ
れ
る

以
上
、
い
ず
れ
の
場
合
に
も
（
前
提
問
題
た
る
と
、
本
来
の
問
題
た
る
と
を
間
わ
ず
）
、

判
断
を
回
避
す
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
し
か
し
、
所
説
の
主
張
に
は
、

若
干
の
説
明
が
不
足
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
確
か
に
、
介
入
し
な
い
と

い
う
事
は
、
一
方
の
宗
派
の
み
を
優
遇
す
る
事
を
回
避
す
る
た
め
に
良
い
手
段

で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
宗
教
上
の
間
題
が
本
来
の
問
題
と
し
て
争
わ
れ
た
場
合
に

は
、
有
効
な
手
段
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
が
、
前
提
間
題
と
し
て
争
わ
れ
た

場
合
に
ま
で
、
有
効
で
あ
る
だ
け
の
理
由
で
、
判
断
を
回
避
す
る
と
す
れ
ば
、

司
法
権
は
、
単
な
る
便
宜
を
理
由
に
、
全
う
さ
れ
え
な
い
事
に
な
る
。
所
説

は
、
介
入
し
な
い
事
が
、
有
効
な
手
段
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
説
明
し
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
五
　
　
（
三
九
三
）
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判
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研
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に
す
ぎ
ず
、
実
は
、
さ
ら
に
、
何
故
に
介
入
し
な
い
事
が
当
然
な
の
か
が
、
説

明
さ
れ
て
然
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

三
　
こ
れ
に
対
し
て
、
裁
判
所
法
三
条
一
項
に
い
わ
ゆ
る
法
律
上
の
争
訟
と
い

う
言
葉
か
ら
、
宗
教
上
の
紛
争
に
対
す
る
、
裁
判
所
の
態
度
を
説
明
す
る
学
説

　
（
3
）

が
あ
る
。
裁
判
所
が
裁
判
す
る
一
切
の
法
律
上
の
争
訟
と
い
う
も
の
は
、
当
事

者
間
の
具
体
的
な
権
利
義
務
又
は
法
律
関
係
の
存
否
に
関
す
る
紛
争
で
、
さ
ら

に
そ
れ
が
法
令
の
適
用
に
よ
つ
て
終
局
的
に
解
決
す
る
事
が
で
き
る
も
の
に
限

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
争
い
は
な
い
。
所
説
は
、
こ
の
通
説
、
判
例
の
一

致
し
た
見
解
を
前
提
に
し
て
、
宗
教
上
の
紛
争
は
、
法
律
上
の
争
訟
に
あ
た
ら

な
い
と
説
明
す
る
。

　
確
か
に
、
本
来
の
間
題
と
し
て
、
宗
教
の
教
義
そ
の
も
の
が
争
わ
れ
た
り
す

る
の
な
ら
、
所
説
の
説
明
す
る
と
お
り
、
裁
判
所
は
、
当
該
訴
訟
を
却
下
す
る

事
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
が
、
前
提
問
題
と
し
て
、
そ
れ
が
争
わ
れ
た
時
に
ま

で
、
「
終
局
的
に
法
令
の
適
用
に
よ
つ
て
、
解
決
す
る
事
が
で
き
な
い
紛
争
」
と

断
じ
る
事
が
、
で
き
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
そ
の
点
を
考
慮
し
て
、
本
来
の
問

題
と
前
提
問
題
と
の
場
合
で
、
裁
判
所
の
態
度
を
区
別
す
る
べ
き
だ
と
す
る
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

が
、
所
説
の
中
に
も
存
在
す
る
。
こ
の
説
に
よ
れ
ば
、
本
来
の
問
題
と
し
て
、

宗
教
上
の
問
題
が
争
わ
れ
た
場
合
に
は
、
却
下
を
し
　
（
裁
判
所
法
三
条
一
項
に
基

く
）
、
前
提
間
題
と
し
て
争
わ
れ
た
場
合
に
は
実
体
審
理
す
べ
ぎ
で
あ
る
と
い

う
事
に
な
る
。
裁
判
所
法
三
条
一
項
を
理
由
に
、
す
べ
て
の
場
合
を
却
下
す
る

と
考
え
る
説
よ
り
は
、
一
歩
進
ん
だ
学
説
と
い
う
事
に
な
る
。
し
か
し
、
実
体

審
理
を
す
る
と
し
て
、
宗
教
上
の
問
題
を
、
た
と
え
前
提
問
題
で
あ
る
に
し

ろ
、
判
断
す
る
と
す
れ
ば
、
不
安
が
残
る
。
こ
の
た
め
、
実
体
審
理
を
す
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
六
　
　
（
三
九
四
）

ば
、
挙
証
責
任
の
問
題
に
な
り
、
事
実
上
は
、
棄
却
さ
れ
る
可
能
性
が
大
き
い

事
を
指
摘
し
て
、
こ
の
不
安
を
解
消
し
よ
う
と
す
る
事
に
な
る
。
し
か
し
、
挙

証
責
任
は
、
実
体
法
上
の
問
題
で
あ
つ
て
、
法
と
は
、
本
質
的
に
平
面
を
異
に

す
る
宗
教
に
関
す
る
問
題
が
、
同
列
で
扱
わ
れ
る
の
は
不
当
で
あ
ろ
う
。
そ
の

点
で
、
こ
の
説
に
も
問
題
が
残
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

四
　
裁
判
過
程
は
、
い
わ
ゆ
る
法
律
上
の
争
訟
を
裁
判
す
る
た
め
に
、
合
理
的

に
設
営
さ
れ
て
い
る
。
従
つ
て
、
裁
判
所
は
、
法
律
上
の
問
題
を
裁
判
す
る
に

あ
た
つ
て
は
、
け
つ
し
て
不
当
な
判
断
を
下
す
事
は
な
い
。
そ
れ
は
、
前
提
問

題
で
あ
ろ
う
と
、
本
来
の
問
題
で
あ
ろ
う
と
同
様
で
あ
る
。
そ
の
判
断
形
成
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

た
め
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
ひ
ら
た
く
言
え
ば
、
法
的
説
得
の
過
程
と
言
え
よ
う
。

本
来
の
問
題
－
前
提
問
題
－
前
提
間
題
の
前
提
問
題
…
…
：
と
切
れ
め
な
く
つ

な
が
る
、
法
的
論
理
の
連
鎖
の
、
そ
の
説
得
の
過
程
な
の
で
あ
る
。
こ
の
プ
ロ

セ
ス
が
、
法
的
紛
争
解
決
の
た
め
に
、
正
当
で
合
理
的
な
判
断
を
下
す
の
に
適

す
る
事
は
確
か
だ
が
、
本
質
的
に
、
法
的
説
得
に
な
じ
ま
な
い
宗
教
上
の
諸
間

題
を
判
断
す
る
た
め
に
、
ふ
さ
わ
し
い
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。
従
つ
て
、

裁
判
所
は
、
そ
の
選
択
さ
れ
た
判
断
形
成
の
プ
ロ
セ
ス
の
制
約
と
し
て
、
自
己

の
判
断
に
責
任
を
持
っ
事
の
で
き
な
い
判
断
対
象
を
除
外
せ
ざ
る
を
得
な
い
の

で
あ
る
。

　
従
つ
て
、
裁
判
所
は
本
来
宗
教
上
の
争
い
に
介
入
す
る
事
が
で
ぎ
な
い
と
い

う
の
は
、
単
に
政
教
分
離
の
た
め
と
言
う
よ
り
は
（
た
と
え
介
入
し
た
と
こ
ろ
で
、

公
平
に
判
断
し
う
る
の
な
ら
ば
、
政
教
分
離
の
原
理
は
全
う
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
か
ら
）

司
法
と
い
う
過
程
が
持
つ
内
在
的
な
制
約
で
あ
る
と
、
考
え
る
事
が
で
ぎ
る
。

そ
う
し
て
、
こ
う
考
え
る
事
に
ょ
つ
て
、
信
教
の
自
由
を
理
由
と
し
て
考
え
て
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い
た
所
説
が
、
説
明
し
え
な
か
つ
た
点
－
何
故
に
判
断
し
な
い
事
が
公
平
な

の
か
ー
を
説
明
す
る
事
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
そ
も
そ
も
、
公
平
に
判
断

　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

す
る
事
が
、
不
可
能
で
あ
る
以
上
、
介
入
す
る
事
を
ひ
か
え
ざ
る
を
得
な
か
つ

た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
説
明
を
加
え
た
と
し
て
も
、
所
説
に
は
、
賛
成

す
る
事
が
で
き
な
い
。
宗
教
上
の
問
題
が
本
来
の
問
題
と
し
て
争
わ
れ
る
か
、

前
提
問
題
と
し
て
争
わ
れ
る
か
で
、
そ
の
介
入
の
回
避
の
仕
方
は
一
様
で
は
な

い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
少
く
と
も
、
本
来
の
問
題
が
法
律
上
の
争
訟
と
認

め
ら
れ
る
紛
争
の
前
提
問
題
が
、
宗
教
上
の
争
い
と
な
つ
て
い
る
場
合
、
こ
の

紛
争
が
全
体
と
し
て
、
宗
教
上
の
争
い
と
な
つ
て
し
ま
う
な
ど
と
い
う
事
は
、

説
明
の
た
め
の
説
明
に
過
ぎ
な
い
。

　
さ
ら
に
、
又
、
宗
教
上
の
間
題
が
前
提
問
題
と
し
て
争
わ
れ
た
場
合
に
は
、

実
体
審
理
が
で
ぎ
る
と
考
え
る
説
が
残
し
た
不
安
も
、
こ
れ
で
、
本
当
の
意
味

で
解
消
す
る
。
結
論
的
に
言
え
ば
、
宗
教
上
の
問
題
が
前
提
間
題
と
し
て
争
わ

れ
る
事
に
な
つ
た
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
本
案
を
棄
却
す
れ
ば
良
い
。
な
ぜ
な

ら
、
法
的
説
得
に
な
じ
ま
な
い
宗
教
上
の
問
題
が
、
理
由
づ
け
の
た
め
に
提
出

さ
れ
る
た
め
に
、
法
的
説
得
が
不
可
能
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
あ
た
か

も
、
挙
証
責
任
の
機
能
が
働
い
た
の
と
同
様
に
見
え
る
が
、
実
は
挙
証
責
任
分

配
と
同
種
の
ル
ー
ル
が
、
ー
極
言
す
れ
ば
、
現
状
を
変
動
さ
せ
よ
う
と
す
る
者

は
そ
の
変
動
を
理
由
づ
け
て
説
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
原
理
が
i
機

能
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
説
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
が
、
説

得
に
な
じ
ま
な
い
理
由
を
示
し
た
た
め
、
自
身
の
主
張
を
相
手
に
説
得
す
る
事

が
で
ぎ
な
く
な
つ
た
と
い
う
事
な
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
考
え
か
ら
、
宗
教
上
の
問
題
が
、
本
来
の
問
題
と
し
て
争
わ

　
　
　
判
例
研
究

れ
た
時
に
は
、
法
律
上
の
争
訟
に
あ
た
ら
な
い
と
し
て
却
下
し
、
前
提
間
題
と

し
て
争
わ
れ
た
時
に
は
、
そ
の
時
点
で
審
理
が
不
可
能
に
な
つ
て
、
棄
却
す
る

の
が
、
正
当
で
あ
る
と
考
え
る
。

五
　
さ
て
、
以
上
の
考
察
を
前
提
に
、
本
判
決
を
見
て
み
る
と
、
判
旨
は
、
本

件
が
、
全
体
と
し
て
宗
教
上
の
問
題
が
争
わ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
非
常

に
曖
昧
と
も
思
わ
れ
る
が
、
　
「
本
件
訴
訟
の
争
点
及
び
当
事
者
の
主
張
立
証

も
、
右
の
判
断
に
（
宗
教
上
の
教
義
等
に
関
す
る
判
断
）
関
す
る
も
の
が
そ
の
核
心

と
な
つ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
…
…
」
（
カ
ッ
コ
内
筆
者
）
と
い
う
表
現
は
、

当
事
者
が
意
図
し
て
い
た
解
決
せ
ら
れ
る
べ
き
紛
争
が
、
正
に
宗
教
上
の
問
題

で
あ
つ
た
事
を
、
表
面
上
の
文
言
に
拘
泥
す
る
事
な
く
、
正
当
に
見
極
め
て
い

る
と
、
評
価
し
う
る
。
即
ち
、
本
件
は
、
そ
の
現
象
形
態
の
紛
ら
わ
し
さ
に
も

拘
ら
ず
、
実
は
、
宗
教
上
の
間
題
が
、
本
来
の
間
題
と
し
て
、
争
わ
れ
て
い
る

事
例
と
認
め
ら
れ
、
単
に
そ
れ
が
、
前
提
間
題
と
し
て
争
わ
れ
た
事
例
と
は
認

め
ら
れ
な
い
。

　
そ
う
し
て
、
本
来
の
問
題
と
し
て
宗
教
上
の
間
題
が
争
わ
れ
て
い
る
場
合
に

は
、
却
下
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
た
め
、
本
判
旨
は
正
当
で
あ
る
と
、
評
す

る
事
が
で
き
る
。

　
又
、
こ
う
考
え
る
以
上
、
本
判
決
の
少
数
意
見
は
本
件
を
、
宗
教
上
の
問
題

が
前
提
間
題
と
な
つ
て
い
る
紛
争
と
と
ら
え
て
い
る
点
で
、
首
肯
し
難
い
。

（
1
）
　
小
室
・
「
最
新
判
例
批
評
」
六
五
・
判
例
評
論
二
二
一
号
一
四
九
頁
。

（
2
）
　
佐
藤
「
『
法
律
上
の
争
訟
』
と
司
法
権
の
限
界
」
民
事
研
修
二
三
七
・
一
七

　
頁
、
相
沢
「
宗
教
教
義
の
紛
争
と
司
法
権
に
関
す
る
｝
考
察
」
上
智
法
学
二
〇
・
三
・

　
八
。

＝
鴫
七
　
　
（
三
九
五
）
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判
例
研
究

（
3
）
　
小
室
・
前
掲
一
四
九
頁
、
佐
藤
・
前
掲
七
頁
、
三
ヶ
月

　
学
講
座
双
書
）
六
五
頁
。

（
4
）
　
小
室
・
前
掲
一
五
〇
頁
、
佐
藤
・
前
掲
七
頁

兼
子
”
竹
下
・
裁
判
所
法
新
版
七
三
頁
、
最
三
判
昭
二
八
・

　
一
一
・
二
七
六
〇
、
最
三
判
昭
四
一
・
一
丁
八
民
集
二
〇
・

（
5
）
　
小
室
・
前
掲
一
五
〇
頁
。

（
6
）
　
伊
東
・
弁
論
主
義
六
六
頁
。

民
事
訴
訟
法
（
法
律

一
一
・
哺
七
行
集
四
・

二
・
一
九
六
。

＝
一
八
　
　
（
三
九
六
）
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