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平時と災害時で
取扱いが異なる

　
「
生
命
保
険
契
約
照
会
制
度
」
は

２
０
２
１
年
７
月
か
ら
ス
タ
ー
ト
し

た
制
度
だ
。
生
命
保
険
協
会
に
必
要

書
類
を
提
出
す
る
と
、
協
会
に
加
盟

す
る
42
社
に
保
険
契
約
が
存
在
す
る

か
ど
う
か
を
一
括
で
照
会
し
て
く
れ

る
。
相
続
発
生
に
あ
た
っ
て
は
、
こ

の
制
度
を
利
用
す
る
の
が
得
策
と

言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

制
度
は
「
平
時
利
用
」
と
「
災
害

時
利
用
」
に
大
別
さ
れ
る
。
能
登
半

島
地
震
で
も
適
用
さ
れ
た
「
災
害
時

利
用
」
は
、
災
害
救
助
法
が
適
用
さ

れ
た
地
域
で
被
災
し
死
亡
・
行
方
不

明
と
な
っ
た
場
合
、
生
命
保
険
契
約

の
有
無
を
協
会
が
会
員
各
社
へ
確
認

す
る
も
の
で
、
利
用
料
は
無
料
。
ま

た
「
平
時
利
用
」
の
場
合
で
あ
っ
て

も
、
利
用
料
は
調
査
対
象
と
な
る
親

族
等
１
人
に
つ
き
３
千
円
だ
。

金
沢
市
で
開
業
す
る
本
紙
読
者
の

ベ
テ
ラ
ン
税
理
士
は
、
実
際
に
こ
の

制
度
を
使
っ
て
顧
問
先
の
保
険
契
約

の
有
無
を
照
会
し
た
と
こ
ろ
、「
た

家
族
の
生
命
保
険
の
加
入
状
況
を
ど
れ
ほ
ど
把
握
で
き
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
家
族
全
員
の
保
険

証
券
の
保
管
場
所
を
し
っ
か
り
覚
え
て
い
る
と
い
う
人
は
少
数
だ
ろ
う
。
地
震
や
台
風
な
ど
、
自

然
災
害
に
よ
る
被
害
を
受
け
た
際
に
は
な
お
さ
ら
の
こ
と
だ
。
倒
壊
し
て
し
ま
っ
た
り
、
流
失
し

て
し
ま
っ
た
り
し
た
家
屋
か
ら
保
険
証
書
を
持
ち
出
す
こ
と
な
ど
現
実
的
で
は
な
い
。
こ
う
し
た

場
合
、
役
に
立
つ
の
が
生
命
保
険
協
会
に
よ
る
「
生
命
保
険
契
約
照
会
制
度
」
だ
。
実
際
に
、
能

登
半
島
地
震
の
被
災
者
の
多
く
も
、
こ
の
制
度
に
よ
っ
て
助
け
ら
れ
た
と
い
う
。

②
法
定
代
理
人
、
③
任
意
代
理
人
、

④
被
相
続
人
の
遺
言
執
行
人

―
に

限
ら
れ
る
。
ま
た
、
契
約
者
の
「
認

知
判
断
能
力
が
低
下
し
て
い
る
」
場

合
は
、
①
照
会
対
象
者
の
法
定
代
理

人
、
②
任
意
後
見
制
度
に
基
づ
く
任

意
代
理
人

―
な
ど
と
な
っ
て
い

る
。生

命
保
険
金
は
、
そ
の
保
険
契
約

の
受
取
人
が
保
険
会
社
に
請
求
を
し

て
初
め
て
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
だ
。
被
相
続
人
が
家
族
の
た
め

に
高
額
の
生
命
保
険
に
加
入
し
て
い

て
も
、
そ
の
契
約
が
存
在
す
る
こ
と

自
体
を
知
ら
な
い
ま
ま
保
険
の
時
効

で
あ
る
３
年
を
迎
え
て
し
ま
う
こ
と

も
あ
り
得
る
。
契
約
照
会
制
度
は
こ

う
し
た
ト
ラ
ブ
ル
を
未
然
に
防
ぐ
た

め
の
も
の
で
も
あ
る
。

た
だ
し
、
協
会
に
加
盟
し
て
い
な

い
共
済
や
据
置
保
険
契
約
（
満
期
が

き
て
も
保
険
会
社
に
預
け
た
ま
ま
の

保
険
金
）
な
ど
は
一
括
で
は
照
会
で

き
な
い
の
で
、
ま
ず
は
銀
行
口
座
の

引
き
落
と
し
履
歴
や
保
険
料
控
除
証

明
書
な
ど
に
よ
っ
て
、
契
約
の
有
無

を
調
べ
て
お
き
た
い
。

一
括
照
会
制
度
は
申
告
期
限
ま
で

の
時
間
が
わ
ず
か
10
カ
月
と
限
ら
れ

て
い
る
相
続
発
生
時
に
効
果
を
発
揮

す
る
。
手
続
き
に
要
す
る
時
間
を
短

縮
す
る
た
め
に
も
、
積
極
的
な
利
用

を
検
討
す
る
べ
き
だ
ろ
う
。

そ
こ
ま
で
把
握
し
て
い
ま
せ
ん
で
し

た
か
ら
、
ご
家
族
に
聞
い
て
み
た
の

で
す
が
、
ど
な
た
も
知
ら
な
い
と
。

そ
こ
で
生
保
協
会
の
一
括
照
会
制
度

を
使
う
こ
と
に
し
た
の
で
す
」。

す
る
と
、
社
長
さ
ん
が
２
年
前
に

テ
レ
ビ
Ｃ
Ｍ
を
見
て
資
料
請
求
し
た

上
で
契
約
し
た
少
額
の
生
命
保
険
と
、

ネ
ッ
ト
系
生
保
の
保
険
契
約
が
存
在

す
る
こ
と
が
判
明
し
た
と
い
う
。
家

族
か
ら
は
口
々
に
「
先
生
、
助
か
り

ま
し
た
」「
あ
り
が
た
い
こ
と
で
す
」

な
ど
と
感
謝
さ
れ
た
と
い
う
。

家族でも詳細は
知らされていない

　
「
平
時
利
用
」
で
も
こ
の
制
度
は

効
果
を
発
揮
す
る
。
横
浜
市
で
食
品

加
工
業
を
営
む
Ａ
さ
ん
は
、
先
代
社

長
で
あ
る
父
親
が
亡
く
な
っ
た
際
、

生
保
契
約
の
有
無
が
分
か
ら
ず
に
苦

労
し
た
。「
父
か
ら
は
生
前
、
生
命

保
険
に
加
入
し
て
い
る
と
い
う
話
を

聞
い
て
い
た
の
で
す
が
、
自
宅
を
探

し
て
も
な
か
な
か
書
類
が
見
つ
か
ら

無
事
に
保
険
の
存
在
を
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
た
と
い
う
。

認知能力の低下も
利用条件を満たす

家
族
が
ど
の
保
険
会
社
と
契
約
し

て
い
た
の
か
が
分
か
ら
な
く
て
も
協

会
経
由
で
一
括
照
会
し
、
約
２
週
間

で
契
約
状
況
を
把
握
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
わ
け
だ
。
費
用
は
１
人
に
つ

き
３
千
円
。
旧
姓
を
含
む
複
数
の
契

約
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
費
用

は
変
わ
ら
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
制

度
は
誰
で
も
利
用
で
き
る
わ
け
で
は

な
い
。
一
括
照
会
が
で
き
る
の
は
、

①
家
族
が
死
亡
し
た
、
②
家
族
に
認

知
判
断
能
力
の
低
下
が
あ
っ
た
こ
と

が
認
め
ら
れ
る
、
③
家
族
が
災
害
に

よ
っ
て
死
亡
も
し
く
は
行
方
不
明
と

な
っ
た

―
の
い
ず
れ
か
の
ケ
ー
ス

に
限
ら
れ
る
。

生
命
保
険
を
照
会
す
る
目
的
が

「
家
族
の
死
亡
」
で
あ
る
場
合
、
手

続
き
を
行
え
る
の
は
、
①
照
会
対
象

者
（
被
相
続
人
）
の
法
定
相
続
人
、

た
。
私
と
も
顔
な
じ
み
の
彼
女
が
迅

速
に
手
続
き
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
と
、

ひ
と
安
心
で
し
た
。
す
る
と
彼
女
が

こ
う
い
う
の
で
す
。『
先
生
、
ウ
チ

の
会
社
の
保
険
に
つ
い
て
は
私
が
手

続
き
し
ま
す
が
、
社
長
さ
ん
は
ほ
か

の
会
社
の
保
険
に
も
入
っ
て
い
ま
せ

ん
で
し
た
か
。
先
生
な
ら
ご
存
知
で

し
ょ
』
と
。
恥
ず
か
し
な
が
ら
私
は

な
か
っ
た
」
と
い
う
。
契
約
者
が
保

険
関
係
の
書
類
を
人
目
に
つ
か
な
い

場
所
に
保
管
し
た
ま
ま
死
亡
し
て
し

ま
っ
た
り
、
認
知
症
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
り
す
る
と
、
家
族
は
必
要
な

書
類
を
発
見
す
る
の
が
非
常
に
難
し

い
。Ａ

さ
ん
の
会
社
の
顧
問
税
理
士
は

「
契
約
書
を
ど
こ
に
保
管
し
て
い
る

の
か
、
家
族
が
知
ら
な
い
と
い
う

ケ
ー
ス
は
珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
保

険
料
は
口
座
か
ら
の
自
動
引
き
落
と

し
に
な
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
ほ
と
ん

ど
で
す
の
で
、
預
金
通
帳
を
確
認
す

る
だ
け
で
も
保
険
の
有
無
を
推
測
す

る
こ
と
は
あ
る
程
度
可
能
で
す
。
し

か
し
、
払
込
期
間
が
満
了
し
て
い
た

り
、
解
約
せ
ず
に
払
済
保
険
に
変
更

し
た
り
し
て
い
る
と
見
落
と
し
て
し

ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」
と
指
摘
す

る
。こ

の
税
理
士
は
こ
れ
ま
で
、
契
約

ご
と
に
保
険
証
券
や
保
険
会
社
か
ら

の
通
知
を
探
し
、
通
帳
や
確
定
申
告

書
も
チ
ェ
ッ
ク
し
た
う
え
で
契
約
者

と
相
続
人
の
続
柄
を
証
明
す
る
書
類

を
揃
え
、
保
険
会
社
１
社
ご
と
に
契

約
の
有
無
を
確
認
し
て
い
た
と
い
う
。

だ
が
、
生
命
保
険
契
約
照
会
制
度
に

よ
っ
て
、
協
会
へ
必
要
書
類
を
提
出

す
る
と
加
盟
42
社
に
一
括
で
照
会
し

て
く
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
Ａ
さ
ん

の
ケ
ー
ス
で
も
こ
の
制
度
を
使
い
、

い
へ
ん
感
謝
さ
れ
た
」
と

い
う
。
顧
問
先
は
輪
島
市

で
漆
器
関
連
の
作
業
所
を

営
ん
で
い
た
が
、
地
震
で

事
業
主
が
亡
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
と
い
う
。
ご
遺
族

を
避
難
所
へ
見
舞
っ
た
際
、

こ
の
制
度
が
あ
る
こ
と
を

説
明
し
利
用
を
打
診
し

た
。税

理
士
は
こ
う
語
る
。

「
生
前
、
社
長
さ
ん
と
懇

意
に
し
て
い
た
生
保
レ

デ
ィ
も
、
ご
家
族
が
身
を

寄
せ
て
い
る
避
難
所
へ
見

舞
に
駆
け
つ
け
て
い
ま
し

能
登
半
島
地
震
で
も
効
果
発
揮
！

契
約
の
有
無
が
一
括
で
明
ら
か
に

知
っ
て
お
き
た
い
生
命
保
険
照
会
制
度
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不自然な体裁でも
筆跡や状況も加味

資
産
家
で
あ
る
と
と
も
に
派
手
な

女
性
関
係
で
も
知
ら
れ
た
こ
と
か
ら

「
紀
州
の
ド
ン
フ
ァ
ン
」
の
異
名
を

と
っ
た
実
業
家
の
野
崎
幸
助
さ
ん
が

亡
く
な
っ
た
の
は
２
０
１
８
年
の
こ

と
。
死
因
が
急
性
覚
せ
い
剤
中
毒

だ
っ
た
こ
と
か
ら
、
死
の
真
相
を
巡

り
ワ
イ
ド
シ
ョ
ー
な
ど
で
も
取
り
上

げ
ら
れ
、
本
人
の
思
い
を
残
し
た
遺

言
書
の
真
贋
を
巡
っ
て
も
法
廷
劇
に

ま
で
発
展
し
た
。

　
「
紀
州
の
ド
ン
フ
ァ
ン
」
と
し
て
知
ら
れ
た
実
業
家
・
野
崎
幸

助
さ
ん
を
め
ぐ
る
事
件
は
さ
ま
ざ
ま
な
波
紋
を
呼
ん
だ
。
一
連
の

こ
の
事
件
で
は
「
全
財
産
を
市
に
寄
付
す
る
」
と
し
た
遺
言
書
を

め
ぐ
り
親
族
が
訴
訟
を
提
起
、和
歌
山
地
裁
は
遺
言
の
内
容
を「
有

効
」
と
す
る
判
決
を
下
し
た
。
改
め
て
遺
言
が
ト
ラ
ブ
ル
を
招
き

や
す
い
こ
と
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
が
、
た
と
え
本
人
の
書
い
た

も
の
で
あ
っ
て
も
法
的
効
果
を
発
揮
す
る
た
め
に
は
い
く
つ
も
の

注
意
点
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
お
き
た
い
。

本
人
の
死
亡
か
ら
１
年
以
上
が
経

過
し
て
か
ら
発
見
さ
れ
た
遺
言
書
に

は
、
手
書
き
の
赤
い
文
字
で
こ
う
記

さ
れ
て
い
た
。

　
「
い
ご
ん　

個
人
の
全
財
産
を
田

お
勧
め
だ
。

一
方
の
「
自
筆
証
書
遺
言
」
は
、

そ
の
名
の
通
り
自
分
一
人
で
書
け
る

こ
と
が
魅
力
だ
。
場
所
を
選
ば
ず
、

費
用
も
か
か
ら
な
い
。
さ
ら
に
近
年

の
法
改
正
に
よ
っ
て
、
財
産
目
録
に

つ
い
て
は
パ
ソ
コ
ン
で
作
成
で
き
る

よ
う
に
な
り
、
作
成
の
ハ
ー
ド
ル
も

下
が
っ
て
い
る
。

た
だ
し
、
法
的
効
果
を
発
揮
す
る

た
め
に
は
最
低
限
、
①
作
成
日
付
、

②
署
名
と
押
印
、
③
本
文
が
自
筆

―
が
絶
対
に
必
要
だ
。
ま
た
不
動

産
に
つ
い
て
は
地
番
や
地
積
が
正
し

く
記
載
さ
れ
て
い
る
必
要
も
あ
る
。

日付記載の漏れや
訂正箇所に要注意

自
筆
証
書
遺
言
で
非
常
に
よ
く
あ

る
ミ
ス
が
「
日
付
を
忘
れ
る
」
と
い

う
パ
タ
ー
ン
で
、
遺
言
書
を
書
き
上

げ
、
時
間
を
お
い
て
内
容
を
点
検
し

て
か
ら
最
後
に
日
付
を
入
れ
よ
う
と

ケ
ー
ス
が
少
な
く
な
い
。

レ
ア
な
ケ
ー
ス
と
し
て
押
印
署
名

の
ミ
ス
も
あ
る
。
署
名
は
自
筆
で
あ

れ
ば
よ
く
、
カ
タ
カ
ナ
や
あ
る
程
度

の
崩
し
文
字
で
も
認
め
ら
れ
る
。
ま

た
印
も
認
印
や
シ
ャ
チ
ハ
タ
で
よ
い

の
だ
が
、
戦
国
武
将
が
使
う
よ
う
な

「
花
押
」
は
認
め
ら
れ
な
い
。
実
際

に
過
去
、
遺
言
書
に
記
さ
れ
た
の
が

「
花
押
」
で
あ
っ
た
た
め
法
的
に
無

効
と
す
る
判
決
が
最
高
裁
で
下
さ
れ

て
い
る
。
最
高
裁
に
よ
れ
ば
、「
印

は
文
書
が
完
成
し
た
こ
と
を
確
認
す

る
た
め
に
あ
る
。
押
印
の
代
わ
り
に

花
押
を
記
し
て
文
書
を
完
成
さ
せ
る

と
い
う
一
般
慣
行
や
法
意
識
は
わ
が

国
に
な
い
」
と
判
示
し
て
い
る
。

な
お
自
筆
証
書
遺
言
に
つ
い
て
は
、

法
務
局
で
遺
言
を
保
管
す
る
制
度
も

あ
る
。１
通
に
つ
き
３
９
０
０
円
で
、

本
人
が
作
成
し
た
自
筆
証
書
遺
言
の

原
本
と
デ
ー
タ
を
法
務
局
が
半
永
久

的
に
保
管
す
る
も
の
だ
。
自
筆
証
書

遺
言
に
あ
り
が
ち
な
、
遺
言
書
を
見

つ
け
て
も
ら
え
な
い
リ
ス
ク
を
防
止

で
き
る
が
、
内
容
ま
で
チ
ェ
ッ
ク
し

て
も
ら
え
る
わ
け
で
は
な
い
点
に
は

注
意
が
必
要
だ
。

残
し
た
家
族
に
恨
ま
れ
な
い
た
め

に
も
、
せ
っ
か
く
書
い
た
遺
言
が
要

件
を
満
た
さ
ず
無
効
に
な
る
の
は
避

け
た
い
と
こ
ろ
だ
。

崎
さ
ん
が
生
前
に
も
田
辺
市
に
対
し

て
１
千
万
円
を
超
え
る
寄
付
を
行
い
、

そ
れ
を
継
続
す
る
意
向
を
示
し
て
い

た
こ
と
か
ら
、「
十
数
億
円
の
資
産

す
べ
て
を
地
元
の
田
辺
市
に
遺
贈
す

る
と
い
う
内
容
と
遺
言
は
矛
盾
し
な

い
」
と
し
て
、
親
族
ら
の
訴
え
を
退

け
る
判
決
を
言
い
渡
し
た
。
な
お
、

親
族
側
が
控
訴
し
た
こ
と
で
争
い
は

高
裁
に
舞
台
を
移
し
て
い
る
。

筆記用具、用紙
言語にも制約なし

遺
言
に
法
的
効
力
を
持
た
せ
る
た

め
の
ル
ー
ル
は
民
法
で
定
め
ら
れ
て

い
る
が
、
筆
記
用
具
や
用
紙
に
関
す

る
規
定
は
存
在
し
な
い
。
コ
ピ
ー
用

紙
１
枚
に
赤
ペ
ン
書
き
で
あ
ろ
う
と
、

メ
モ
用
紙
に
鉛
筆
書
き
で
あ
ろ
う
と
、

そ
れ
自
体
が
遺
言
を
無
効
と
す
る
こ

と
は
な
い
。
た
だ
実
際
に
野
崎
さ
ん

の
ケ
ー
ス
の
よ
う
な
訴
え
が
起
き
て

い
る
以
上
、
遺
言
を
残
す
側
と
し
て

は
財
産
の
内
容
に
見
合
っ
た
、
あ
る

程
度
の
体
裁
を
整
え
る
の
も
大
事
だ

ろ
う
。

も
っ
と
も
体
裁
以
前
に
、
作
成
さ

れ
た
遺
言
が
法
的
効
力
を
満
た
し
て

い
な
い
の
な
ら
問
題
外
だ
。
本
人
が

書
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
、
ま
た
家

族
へ
の
思
い
が
詰
ま
っ
て
い
た
と
し

て
も
、
法
的
要
件
を
満
た
さ
な
い
遺

言
は
遺
産
分
割
に
対
す
る
強
制
力
を

何
ら
持
た
な
い
。

遺
言
の
種
類
は
複
数
あ
り
、
代
表

的
な
も
の
に
「
公
正
証
書
遺
言
」
と

「
自
筆
証
書
遺
言
」
の
２
種
類
が
あ

る
が
、
法
的
要
件
を
満
た
す
と
い
う

点
で
信
頼
が
置
け
る
の
は
「
公
正
証

書
遺
言
」
だ
。
公
証
役
場
で
公
証
人

の
立
会
い
の
も
と
、
ア
ド
バ
イ
ス
を

受
け
な
が
ら
作
成
す
る
た
め
、
確
実

に
法
的
要
件
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
、

紛
失
や
改
ざ
ん
の
リ
ス
ク
も
な
い
。

民
法
に
は
遺
言
書
を
日
本
語
に
限

定
す
る
規
定
が
な
い
の
で
英
語
で
も

中
国
語
で
も
構
わ
な
い
が
、
そ
の
翻

訳
に
当
た
っ
て
本
人
の
意
に
沿
わ
ぬ

解
釈
が
さ
れ
る
可
能
性
は
否
定
で
き

な
い
。
そ
の
点
、
公
正
証
書
遺
言
な

ら
通
訳
が
立
ち
会
っ
て
内
容
を
日
本

語
に
訳
し
、
本
人
の
同
意
を
得
て
日

本
語
で
文
書
を
残
す
の
で
、
誤
解
の

余
地
が
な
い
。
外
国
語
話
者
が
遺
言

を
残
し
た
い
な
ら
公
正
証
書
遺
言
が

の
で
あ
り
、
内
容
は
有
効
」
と
認
め

た
。親

族
ら
の
主
張
で
は
、
遺
言
書
に

書
か
れ
た
野
崎
さ
ん
の
「
野
」
の
文

字
と
、
別
の
資
料
の
同
じ
文
字
で
は

形
に
違
い
が
見
ら
れ
る
と
し
て
い
た

が
、
判
決
で
は
「
筆
跡
の
鑑
定
書
な

ど
か
ら
筆
跡
に
は
筆
の
癖
な
ど
個
人

の
変
動
は
大
き
い
も
の
の
、
野
崎
さ

ん
固
有
の
筆
跡
、
資
料
に
恒
常
的
に

表
れ
て
い
る
筆
の
癖
な
ど
が
認
め
ら

れ
る
こ
と
か
ら
、
遺
言
書
と
対
照
資

料
と
同
一
人
物
で
あ
る
と
結
論
付
け

て
い
て
、
野
崎
さ
ん
の
筆
跡
と
み
て

相
違
な
い
」
と
し
た
。
さ
ら
に
、
野

辺
市
に
キ
フ
す
る　

野
崎

幸
助
」

こ
の
遺
言
書
が
「
怪
し

い
」
と
い
う
の
が
親
族
ら

の
主
張
だ
。
遺
言
書
は
コ

ピ
ー
用
紙
１
枚
に
赤
ペ
ン

で
手
書
き
さ
れ
、
ま
た
発

見
さ
れ
た
状
況
も
不
自
然

で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
熟

慮
の
末
に
作
成
さ
れ
た
と

は
考
え
に
く
く
、
本
人
以

外
が
作
成
に
関
与
し
た
」

と
し
て
、
親
族
ら
は
遺
言

の
全
面
無
効
を
求
め
た
。

こ
の
ほ
ど
和
歌
山
地
裁

が
下
し
た
判
決
で
は
「
遺

言
は
本
人
の
手
に
よ
る
も

し
た
ま
ま
忘
れ
て
し
ま
う

ケ
ー
ス
が
後
を
絶
た
な
い
。

修
正
の
手
順
ミ
ス
も
よ
く

あ
る
。
一
度
書
い
た
遺
言
書

を
訂
正
す
る
た
め
に
は
、
訂

正
部
分
に
二
重
線
を
引
い
た

上
で
、
正
し
い
文
言
を
そ
の

左
側
（
縦
書
き
の
場
合
）
に

書
き
、
訂
正
印
を
押
し
、
さ

ら
に
余
白
に
ど
の
部
分
を
ど

う
訂
正
し
た
の
か
分
か
る
よ

う
に
付
記
す
る
こ
と
が
必
須

だ
が
、
こ
の
手
順
を
忘
れ
る

「
ド
ン
フ
ァ
ン
事
件
」か
ら
学
ぶ

無
効
、有
効
の
分
岐
点
を
吟
味
す
る

正
し
い
遺
言
の
残
し
方
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小規模宅地特例との
併用でトクすることも

被
相
続
人
の
配
偶
者
が
自
宅
の
所

有
権
を
相
続
し
な
く
て
も
家
に
住
み

続
け
ら
れ
る
「
配
偶
者
居
住
権
」
の

制
度
が
施
行
さ
れ
て
か
ら
２
０
２
５

年
４
月
で
５
年
と
な
る
。
同
制
度
の

導
入
前
は
、
遺
産
分
割
協
議
で
配
偶

者
が
自
宅
を
相
続
す
る
と
、
そ
れ
だ

け
で
法
定
相
続
分
を
満
た
し
て
し
ま

い
、
預
貯
金
な
ど
の
遺
産
を
相
続
で

き
な
く
な
り
不
安
定
な
生
活
を
余
儀

な
く
さ
れ
る
ほ
か
、
子
ど
も
ら
の
相

続
分
を
現
金
で
渡
す
た
め
自
宅
を
売

却
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
態
に
陥

る
な
ど
の
問
題
が
起
き
て
い
た
。
そ

こ
で
20
年
に
導
入
さ
れ
た
の
が
配
偶

者
居
住
権
だ
。
家
の
権
利
を
所
有
権

と
居
住
権
に
切
り
離
し
、
配
偶
者
が

居
住
権
を
得
る
こ
と
で
、
所
有
権
を

相
続
し
な
く
て
も
無
償
で
自
宅
に
住

み
続
け
ら
れ
る
。

例
え
ば
、
遺
産
が
１
億
円
の
自
宅

と
１
億
円
の
現
預
金
で
、
そ
の
相
続

人
が
配
偶
者
と
長
男
の
２
人
で
あ
っ

た
と
す
る
。
制
度
創
設
前
な
ら
、
配

偶
者
が
自
宅
（
１
億
円
）
を
相
続
す

れ
ば
長
男
は
現
預
金
の
全
て
（
１
億

円
）
を
相
続
す
る
こ
と
に
な
る
。
だ

が
配
偶
者
居
住
権
の
制
度
を
利
用
し

た
場
合
、
仮
に
居
住
権
の
財
産
評
価

額
が
５
０
０
０
万
円
だ
と
す
れ
ば
、

配
偶
者
が
こ
れ
を
相
続
し
、
長
男
は

所
有
権
（
５
０
０
０
万
円
）
を
相
続

す
る
。
そ
し
て
現
預
金
は
５
０
０
０

総
務
省
の
登
記
統
計
に
よ
る
と
、
２
０
２
３
年
度
の
配
偶
者
居
住
権
の
登
記
件
数
は
９
１
１
件

で
、
前
年
よ
り
微
増
し
た
。
相
続
税
の
申
告
件
数
は
例
年
15
万
件
前
後
で
推
移
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
制
度
の
利
用
者
は
１
千
人
に
６
人
程
度
と
ご
く
わ
ず
か
だ
。
同
制
度
は
連
れ
合
い
に
先
立
た

れ
た
配
偶
者
の
住
ま
い
を
確
保
す
る
だ
け
で
な
く
、
使
い
よ
う
に
よ
っ
て
は
二
次
相
続
で
の
税
金

を
大
き
く
減
ら
せ
る
な
ど
メ
リ
ッ
ト
が
大
き
い
。
相
続
対
策
の
選
択
肢
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
あ
ら

た
め
て
概
要
と
注
意
点
な
ど
を
押
さ
え
て
お
き
た
い
。

所
有
者
は
そ
の
建
物
が
建
っ
て
い

る
土
地
を
売
却
す
る
こ
と
は
で
き
る

が
、
実
際
に
は
「
居
住
権
付
き
」
の

土
地
が
高
く
売
れ
る
と
は
な
か
な
か

考
え
に
く
い
。
た
だ
し
、
配
偶
者
居

住
権
付
き
の
土
地
と
い
う
こ
と
で
格

安
の
値
が
付
い
た
場
合
、
居
住
者
の

死
亡
を
待
っ
て
高
く
売
却
す
る
こ
と

を
視
野
に
、
投
資
用
と
し
て
購
入
さ

れ
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。建

物
の
固
定
資
産
税
は
居
住
者
の

負
担
だ
が
、
自
治
体
か
ら
の
課
税
通

知
は
所
有
者
に
届
く
た
め
、
い
っ
た

ん
所
有
者
が
納
め
た
上
で
居
住
者
に

請
求
す
る
形
に
な
る
。
双
方
で
き
ち

ん
と
取
り
決
め
が
で
き
て
い
れ
ば
よ

い
が
、
な
あ
な
あ
で
所
有
者
が
支

払
っ
て
い
け
ば
、
い
ず
れ
は
不
満
に

感
じ
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。

配
偶
者
居
住
権
の
登
記
件
数
は
、

２
０
２
０
年
度
に
１
９
２
件
、
21
年

度
に
８
８
０
件
、
22
年
度
に
８
９
２

件
、
そ
し
て
23
年
度
に
は
９
１
１
件

と
、
近
年
で
は
９
０
０
件
前
後
で
推

移
し
て
い
る
。
メ
リ
ッ
ト
と
デ
メ

リ
ッ
ト
を
天
秤
に
か
け
、
慎
重
に
判

断
し
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。

適
用
に
当
た
っ
て
は
専
門
家
に
相
談

し
な
が
ら
じ
っ
く
り
と
シ
ミ
ュ
レ
ー

シ
ョ
ン
し
て
臨
み
た
い
。

権
の
節
税
効
果
だ
と
い
え
る
。

配
偶
者
死
亡
時
の
二
次
相
続

に
よ
り
、
自
宅
の
所
有
者
と

な
っ
た
長
男
は
、
持
ち
家
が
あ

る
か
ど
う
か
で
節
税
の
事
情
が

変
わ
る
の
で
注
意
し
た
い
。
自

宅
の
相
続
で
は
、
土
地
の
評
価

額
が
80
％
減
額
さ
れ
る
「
小
規

模
宅
地
等
の
特
例
」
が
あ
る
。

こ
の
特
例
は
土
地
に
対
す
る
も

の
で
あ
り
、「
住
む
権
利
」
で

あ
る
配
偶
者
居
住
権
に
適
用
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
配
偶

者
居
住
権
が
設
定
さ
れ
た
土
地

と
い
う
恩
恵
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
。
あ
ら
か
じ
め
相
続
税
額
を
試
算

し
て
有
利
か
不
利
か
を
判
断
す
る
必

要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

権利を放棄すると
みなし贈与のリスク

こ
の
ほ
か
に
も
配
偶
者
居
住
権
を

活
用
す
る
際
の
注
意
点
は
い
く
つ
か

あ
る
。
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
居

住
権
者
に
は
所
有
権
が
な
い
た
め
、

リ
フ
ォ
ー
ム
な
ど
に
は
所
有
権
者
の

同
意
が
必
要
と
な
る
こ
と
だ
。ま
た
、

高
齢
者
施
設
な
ど
へ
の
入
居
に
当

た
っ
て
ま
と
ま
っ
た
資
金
が
必
要
に

な
っ
て
も
建
物
を
売
る
権
利
は
な
い
。

さ
ら
に
居
住
権
に
つ
い
て
も
売
却
は

認
め
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
住
み
続

け
な
い
と
し
て
も
放
置
す
る
し
か
な

い
。
存
命
中
に
権
利
放
棄
を
す
れ
ば

所
有
者
へ
の
「
み
な
し
贈
与
」
と
し

て
扱
わ
れ
る
。

万
円
ず
つ
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

有利か不利かを
事前にチェックする

配
偶
者
居
住
権
の
評
価
は
、
原
則

と
し
て
配
偶
者
の
年
齢
に
応
じ
た
平

均
余
命
と
建
物
の
耐
用
年
数
な
ど
を

ベ
ー
ス
に
算
出
さ
れ
る
。
当
然
、
配

偶
者
の
年
齢
が
高
い
ほ
ど
居
住
権
の

評
価
は
下
が
り
、
そ
の
分
だ
け
所
有

権
の
評
価
が
上
が
る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
計
算
さ
れ
た
居
住
権
の
評
価

額
を
本
来
の
自
宅
の
評
価
額
か
ら
差

し
引
い
た
も
の
が
「
配
偶
者
居
住
権

の
「
敷
地
利
用
権
」
と
「
敷
地
所
有

権
」
に
適
用
す
る
こ
と
は
可
能
だ
。

た
だ
し
、
特
例
に
は
同
居
要
件
が
あ

る
た
め
、
一
次
相
続
で
配
偶
者
と
長

男
が
別
居
し
て
い
れ
ば
配
偶
者
の

「
敷
地
利
用
権
」
に
の
み
特
例
が
適

用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め

一
次
相
続
で
は
配
偶
者
居
住
権
を
適

用
し
て
長
男
に
所
有
権
を
移
す
の
で

は
な
く
、
母
親
が
不
動
産
を
単
独
で

相
続
し
て
１
億
６
０
０
０
万
円
ま
で

非
課
税
の
配
偶
者
優
遇
税
制
を
使
う

ほ
う
が
節
税
効
果
は
大
き
く
な
る
。

そ
し
て
二
次
相
続
で
は
、通
称「
家

な
き
子
特
例
」
に
よ
っ
て
別
居
の
長

男
で
も
小
規
模
宅
地
の
特
例
が
使
え

る
の
で
、
こ
こ
で
も
「
80
％
減
額
」

を
設
定
し
た
自
宅
の
所
有
権
評
価
額
」

と
な
り
、
先
ほ
ど
の
例
な
ら
長
男
が

相
続
し
た
所
有
権
に
対
す
る
相
続
税

評
価
額
と
な
る
。
配
偶
者
が
相
続
し

た
居
住
権
の
評
価
額
（
５
０
０
０
万

円
）に
も
相
続
税
は
課
税
さ
れ
る
が
、

配
偶
者
は
１
億
６
０
０
０
万
円
ま
で

非
課
税
で
相
続
で
き
る
た
め
、
相
続

税
額
を
大
幅
に
抑
え
ら
れ
る
可
能
性

が
高
い
。

配
偶
者
居
住
権
は
配
偶
者
の
死
亡

に
よ
り
消
滅
す
る
た
め
、
こ
れ
を
長

男
が
相
続
し
て
も
相
続
税
が
課
税
さ

れ
る
こ
と
は
な
い
。
つ
ま
り
長
男
は

１
億
円
の
家
を
５
０
０
０
万
円
の
評

価
と
し
た
相
続
税
だ
け
で
手
に
す
る

こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
配
偶
者
居
住

相
続
税
節
税
に
つ
な
が
る
ケ
ー
ス
も

メ
リ
ッ
ト
に
改
め
て
注
目
し
た
い

配
偶
者
居
住
権
の
使
い
勝
手
と
は
―
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東
京
・
丸
の
内

―
。
世
界
が
認

め
る
日
本
経
済
の
中
心
地
、
ビ
ジ
ネ

ス
セ
ン
タ
ー
〝
丸
の
内
〟
の
歴
史
は

１
８
９
０（
明
治
23
）年
、
政
府
の
要

請
に
よ
り
三
菱
社
が
丸
の
内
一
帯
の

土
地
を
取
得
し
た
こ
と
か
ら
は
じ
ま

る
。
日
本
の
近
代
オ
フ
ィ
ス
街
発
祥

の
地
に
、
ま
さ
に
「
一
号
館
」
と
し

て
建
て
ら
れ
た
の
が
こ
の
〝
ビ
ル
ヂ

ン
グ
〟
だ
っ
た
。

三
菱
一
号
館
は
１
８
９
４（
明
治

27
）年
の
竣
工
。
日
本
政
府
が
招
聘

し
た
英
国
人
建
築
家
ジ
ョ
サ
イ
ア
・

コ
ン
ド
ル
の
設
計
に
よ
る
も
の
で
、

日
本
人
建
築
家
の
草
分
け
的
存
在
の

ひ
と
り
と
し
て
数
え
ら
れ
る
曽
禰
達

蔵
が
実
際
の
建
築
を
指
揮
し
た
。

関
東
大
震
災
や
戦
災
の
被
害
を
く

ぐ
り
抜
け
て
き
た
三
菱
一
号
館
だ
が
、

竣
工
か
ら
70
年
以
上
を
経
過
し
た
１

９
６
８（
昭
和
43
）年
に
は
、
老
朽
化

歴
史
建
築
探
訪

と
耐
震
性
の
問
題
か
ら
一
度
は
そ
の

役
割
を
終
え
て
解
体
、
取
り
壊
さ
れ

た
。
つ
ま
り
、
現
在
の
こ
の
姿
は
、

復
元
建
築
さ
れ
た
〝
レ
プ
リ
カ
〟
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

三
菱
一
号
館
が
〝
復
活
〟
し
た
の

は
、い
ま
か
ら
15
年
ほ
ど
前
の
こ
と
。

〝
ブ
ラ
ン
ク
〟は
じ
つ
に
40
年
以
上
だ
。

２
０
０
９（
平
成
21
）年
に
竣
工
し
、

翌
年
に
は
「
三
菱
一
号
館
美
術
館
」

と
し
て
正
式
に
開
館
し
た
。

コ
ン
ド
ル
は
「
日
本
の
近
代
建
築

の
父
」
と
呼
ば
れ
る
人
物
で
、
本
欄

で
も
そ
の
建
築
作
品
や
、
影
響
を
受

け
た
日
本
人
建
築
家
の
手
に
よ
る
建

築
物
を
た
び
た
び
紹
介
し
て
き
た
。

三
菱
一
号
館
は
そ
の
な
か
で
も
コ
ン

ド
ル
の
代
表
作
と
い
え
る
洋
風
事
務

所
建
築
。
全
館
に
19
世
紀
後
半
の
英

国
で
流
行
し
た
ク
イ
ー
ン
・
ア
ン
様

式
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
随
所
に
風

格
と
優
美
さ
を
併
せ
持
つ
意
匠
が
施

さ
れ
て
い
る
。　

　
〝
復
元
〟
は
、
コ
ン
ド
ル
の
原
設

計
に
則
っ
て
実
現
さ
れ
た
。
明
治
期

の
設
計
図
や
解
体
時
の
実
測
図
を
精

査
し
た
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
各
種
文

献
、
写
真
、
保
存
部
材
な
ど
に
関
す

る
詳
細
な
調
査
も
実
施
さ
れ
た
と
い

う
。
建
築
当
時
の
面
影
を
象
徴
す
る

赤
煉
瓦
は
、
じ
つ
に
２
３
０
万
個
も

使
用
さ
れ
た
。
ま
た
、
階
段
部
の
手

す
り
の
石
材
な
ど
、
保
存
さ
れ
て
い

た
部
材
を
一
部
建
物
内
部
に
再
利
用

し
た
ほ
か
、
意
匠
や
部
材
だ
け
で
は

な
く
、
そ
の
製
造
方
法
や
建
築
技
術

ま
で
を
も
忠
実
に
再
現
す
る
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
実
験
的
取
り
組
み
が
行

わ
れ
て
い
る
。

丸
の
内
で
最
初
に
建
て
ら
れ
た
三

菱
一
号
館
。
赤
煉
瓦
造
で
モ
ダ
ン
な

こ
の
建
物
を
基
準
に
し
て
、
丸
の
内

の
オ
フ
ィ
ス
ビ
ル
は
軒
高
が
15
メ
ー

ト
ル
に
揃
っ
た
街
並
み
と
し
て
整
備

さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
モ
ダ
ン
な
オ

フ
ィ
ス
街
の
様
子
か
ら
、
当
時
の
丸

の
内
は
「
一
丁
倫
敦
（
い
っ
ち
ょ
う

ろ
ん
ど
ん
）」
と
も
呼
ば
れ
て
い
た

と
い
う
。

外
観
は
赤
煉
瓦
造
だ
が
、
開
口
部

の
窓
や
玄
関
な
ど
の
意
匠
部
分
は
石

造
。
馬
場
先
通
り
沿
い
の
フ
ァ
サ
ー

ド
は
美
し
い
シ
ン
メ
ト
リ
ー
に
な
っ

て
い
る
が
、
目
を
凝
ら
し
て
よ
く
見

る
と
、
各
階
で
窓
や
石
材
の
意
匠
が

異
な
っ
て
い
る
。
銅
板
の
ド
ー
マ
ー

窓
や
ス
レ
ー
ト
屋
根
、
繊
細
な
細
工

の
棟
飾
り
、
そ
れ
ら
と
赤
煉
瓦
の
絶

妙
な
バ
ラ
ン
ス
…
…
。 

旧
三
菱
一
号
館
の
煉
瓦
と
煉
瓦
の

間
に
は
「
帯
鉄
」
と
呼
ば
れ
る
薄
い

鉄
板
が
入
っ
て
い
て
、「
耐
震
煉
瓦
造
」

の
設
計
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
。
１

８
９
１（
明
治
24
）年
に
発
生
し
た
濃

尾
地
震
で
の
被
害
状
況
を
踏
ま
え
、

設
計
者
の
コ
ン
ド
ル
が
耐
震
強
度
を

向
上
さ
せ
る
目
的
で
施
し
た
工
夫
だ
。

表
面
か
ら
は
見
え
な
い
が
、
関
東
大

震
災
に
も
耐
え
た
こ
の
耐
震
設
計
も

復
元
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

建
物
内
部
の
復
元
・
再
現
も
精
緻

に
な
さ
れ
て
い
る
。
階
段
や
扉
の
金

具
、建
具
の
デ
ザ
イ
ン
に
至
る
ま
で
、

旧
三
菱
一
号
館
の
意
匠
が
可
能
な
限

り
忠
実
に
復
元
さ
れ
て
い
る
。
３
階

の
南
東
側
に
あ
る
展
示
室
の
天
井
は

ガ
ラ
ス
張
り
に
な
っ
て
い
て
、
宮
大

工
の
手
で
仕
上
げ
ら
れ
た
木
組
み
の

天
井
裏
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま

た
、
こ
の
展
示
室
の
壁
は
漆
喰
を

塗
っ
て
い
な
い
た
め
、
む
き
出
し
に

な
っ
た
煉
瓦
の
重
厚
感
を
確
認
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

40
年
以
上
の
ブ
ラ
ン
ク
を
経
て
、

丸
の
内
に
〝
復
活
〟
し
た
三
菱
一
号

館
。復
元
建
築
で
あ
る
以
上
、「
歴
史
」

は
こ
れ
か
ら
積
み
上
げ
て
い
く
こ
と

に
な
る
が
、
そ
の
名
の
通
り
、
日
本

の
オ
フ
ィ
ス
ビ
ル
の
「
一
号
館
」
と

し
て
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
誰
も
が

異
存
の
な
い
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。

三
菱
一
号
館
（
東
京
・
千
代
田
区
）
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ム
ガ
ル
帝
国
時
代
の
イ
ン
ド
で

建
設
さ
れ
た
タ
ー
ジ
・
マ
ハ
ル
。

第
５
代
皇
帝
シ
ャ
ー
・
ジ
ャ
ハ
ン

の
妃
で
あ
る
ム
ム
タ
ー
ズ
・
マ
ハ

ル
の
霊
廟
で
、
同
国
北
部
の
都
市

の
ア
ー
グ
ラ
に
あ
る
。
イ
ン
ド
・

イ
ス
ラ
ム
文
化
の
代
表
的
な
建
築

物
で
あ
り
、
世
界
遺
産
に
は
１
９

８
３
年
に
登
録
さ
れ
た
。

大
楼
門
を
く
ぐ
り
敷
地
に
足
を

踏
み
入
れ
る
と
現
れ
る
の
が
、
広

大
な
正
方
形
の
四
分
庭
園
で
あ
る
。

敷
地
奥
中
央
に
あ
る
白
亜
の
霊
廟

は
総
大
理
石
製
で
、
そ
の
左
右
に

は
モ
ス
ク
と
集
会
場
が
あ
る
。

ジ
ャ
ハ
ン
は
イ
ス
ラ
ム
世
界
か

中
か
ら
建
築
資
材
を
運
ぶ
の
に
１

０
０
０
頭
以
上
の
象
も
動
員
し
た

と
言
わ
れ
て
い
る
。
建
材
と
し
て

使
わ
れ
た
の
は
大
理
石
や
赤
砂
石

の
ほ
か
、
翡
翠
、
水
晶
、
ト
ル
コ

石
、
ア
メ
ジ
ス
ト
、
ダ
イ
ヤ
モ
ン

ド
な
ど
全
28
種
の
宝
石
・
宝
玉
も
。

イ
ン
ド
国
内
だ
け
で
は
な
く
世
界

す
る
こ
と
を
日
光
社
参
と
呼
ぶ
が
、

４
代
将
軍
家
綱
ま
で
続
い
た
。
そ

の
後
財
政
に
余
裕
が
な
い
こ
と
か

ら
参
拝
は
し
ば
ら
く
の
間
途
絶
え

た
が
、
８
代
将
軍
吉
宗
が
１
７
２

７
年
に
実
施
し
た
。

家
康
の
遺
言
に
従
い
簡
素
な
造
作

だ
っ
た
が
、
現
在
の
絢
爛
豪
華
な

姿
に
な
っ
た
。

造
替
し
た
家
光
は
生
涯
で
10
回
、

日
光
東
照
宮
を
参
拝
し
て
い
る
と

言
わ
れ
て
い
る
。
将
軍
自
ら
参
拝

ま
っ
た
く
の
別
物

と
言
っ
て
も
い
い

ほ
ど
生
ま
れ
変

わ
っ
た
。
最
初
は

本
社
や
陽
明
門
な
ど
国
宝
８
棟
、

表
門
や
奥
宮
な
ど
重
要
文
化
財
34

棟
を
含
む
計
55
棟
の
建
物
が
並
ぶ
。

家
光
は
全
国
各
地
か
ら
名
工
を
集

め
て
造
替
を
実
施
。
職
人
や
人
夫

な
ど
の
べ
４
５
４
万
人
以
上
を
動

員
し
、
１
年
５
カ
月
で
完
成
さ
せ

た
。
漆
や
極
彩
色
が
施
さ
れ
、
柱

に
な
ど
に
は
多
く
の
彫
刻
が
施

甲子園球場が12個分

完
成
し
た
の
は
造
営
の
約
30
年

後
。
最
初
は
王
が
篤
く
信
仰
し
た

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
神
で
あ
る
ヴ
ィ

シ
ュ
ヌ
神
を
祀
っ
た
。
王
と
神
は

一
体
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う

デ
ー
ヴ
ァ
ラ
ー
ジ
ャ（
転
輪
聖
王
）

に
基
づ
き
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
神
と
王
が

一
体
に
な
る
儀
式
も
行
わ
れ
た
。

そ
の
後
16
世
紀
に
仏
教
寺
院
に

改
修
。
17
世
紀
に
は
日
本
か
ら
参

拝
客
が
訪
れ
て
い
る
。

面
積
は
東
京
ド
ー
ム
約
40
個
分

に
あ
た
る
２
０
０
ヘ
ク
タ
ー
ル
も

あ
る
。
周
囲
を
幅
約
１
９
０
ｍ
の

環
濠
に
囲
ま
れ
て
い
る
。
中
央
に

は
高
さ
約
65
ｍ
の
祠
堂
が
あ
り
、

こ
れ
を
中
心
に
外
側
か
ら
第
１
、

第
２
、
第
３
と
３
重
の
回
廊
を
設

け
た
。
第
１
回
廊
と
第
２
回
廊
の

間
に
あ
る
の
が
、
４
つ
の
沐
浴
地

が
あ
る
十
字
回
廊
。
１
６
３
２
年

に
参
拝
に
訪
れ
た
肥
前
松
浦
藩
の

藩
士
、
森
本
右
近
大
夫
の
墨
書
が

こ
こ
に
残
さ
れ
て
い
る
。
遺
跡
に

は
細
部
に
わ
た
り
レ
リ
ー
フ
（
浮

き
彫
り
）装
飾
が
施
さ
れ
て
い
る
。

第
１
回
廊
は
壁
面
に
び
っ
し
り
レ

リ
ー
フ
が
刻
ま
れ
て
お
り
、
遺
跡

最
大
の
見
ど
こ
ろ
と
い
っ
て
も
い

い
。
一
説
に
よ
る
と
、
使
わ
れ
て

い
る
石
材
は
１
０
０
万
個
で
、
総

重
量
は
２
０
０
万
ト
ン
近
い
。

遺
跡
群
は
内
戦
な
ど
に
よ
り
大

き
く
損
傷
。
世
界
遺
産
条
約
の
締

約
国
が
支
払
う
分
担
金
な
ど
で
構

成
さ
れ
る
世
界
遺
産
基
金
を
生
か

す
な
ど
し
て
修
復
に
あ
た
っ
て
い

る
が
、
日
本
は
こ
れ
ま
で
遺
跡
の

修
復
支
援
に
30
億
円
以
上
を
拠
出

し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

カ
ン
ボ
ジ
ア
国
旗
の
中
央
に
建

物
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
建
物

は
同
国
最
大
の
観
光
地
、
ア
ン

コ
ー
ル
・
ワ
ッ
ト
だ
。
１
９
９
２

年
に
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
ア

ン
コ
ー
ル
の
遺
跡
群
を
構
成
す
る
、

世
界
最
大
の
寺
院
で
あ
る
。
ア
ン

コ
ー
ル
は
ク
メ
ー
ル
語
で
王
都
、

ワ
ッ
ト
は
寺
院
の
意
。
１
１
１
３

年
に
即
位
し
た
古
代
ク
メ
ー
ル
王

朝
の
ス
ー
ル
ヤ
ヴ
ァ
ル
マ
ン
２
世

が
造
営
を
始
め
た
。
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面積は東京ドーム40個分

総
延
長
２
万
１
１
９
６
km
と
世

界
最
長
の
建
造
物
と
い
え
ば
、
１

９
８
７
年
に
世
界
遺
産
に
登
録
さ

れ
た
万
里
の
長
城
で
あ
る
。
建
設

さ
れ
た
の
は
紀
元
前
２
４
１
年
。

秦
の
始
皇
帝
が
匈
奴
な
ど
遊
牧
騎

馬
民
族
か
ら
中
国
本
土
を
防
衛
す

る
た
め
、
春
秋
戦
国
時
代
に
つ
く

ら
れ
た
城
壁
を
修
復
し
て
つ
な
げ
、

江
戸
幕
府
初
代
将
軍
の
徳
川
家

康
を
祀
っ
て
い
る
こ
と
で
有
名
な

日
光
東
照
宮
。
輪
王
寺
、
日
光
二

荒
山
神
社
と
合
わ
せ
、
１
９
９
９

年
に
日
光
の
社
寺
と
し
て
世
界
遺

産
に
登
録
さ
れ
て
い
る
。
１
６
１

６
年
に
亡
く
な
っ
た
家
康
は
静
岡

県
の
久
能
山
に
神
葬
さ
れ
、
こ
の

地
に
久
能
山
東
照
宮
を
創
建
。
し

か
し
、
遺
言
に
よ
り
翌
17
年
に
日

光
東
照
宮
に
祀
ら
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。

二
代
将
軍
秀
忠
が
天
海
僧
正
、

藤
堂
高
虎
、
本
多
正
純
に
命

じ
て
造
営
。
幕
府
の
大
工
頭

で
あ
る
中
井
清
正
が
設
計
を

担
当
し
、
本
殿
・
社
殿
・
本

地
堂
と
い
っ
た
主
な
社
殿
を

完
成
さ
せ
た
。

現
在
の
主
な
社
殿
群
は
三

代
将
軍
家
光
が
１
６
３
６
年

に
造
替
（
ぞ
う
た
い
）
し
た

も
の
で
あ
る
。
境
内
に
は
御

新
築
し
た
部
分
と
一
体
化
し
た
。

こ
の
時
代
に
つ
く
ら
れ
た
長
城
は

約
４
４
８
０
km
。
秦
崩
壊
後
、
前

漢
に
引
き
継
が
れ
る
と
、
武
帝
の

時
代
に
西
の
方
向
に
延
長
さ
れ
る
。

西
は
現
在
の
甘
粛
省
玉
門
関
（
か

ん
し
ゅ
く
し
ょ
う
ぎ
ょ
く
も
ん
か

ん
）
か
ら
東
は
朝
鮮
半
島
北
部
ま

で
と
、
総
延
長
７
９
３
０
km
に
達

し
て
い
る
。

現
存
す
る
長
城
は
明
代
に
修
築

さ
れ
た
も
の
。
モ
ン
ゴ
ル
に
対
す

る
北
辺
の
守
り
を
固
め
る
た
め
、

１
４
７
４
年
か
ら
約
１
０
０
年
に

わ
た
り
修
築
が
実
施
さ
れ
た
。
西

端
の
嘉
峪
関
（
か
よ
く
か
ん
）
か

ら
東
端
の
山
海
関
ま
で
６
３
５
２

km
に
達
す
る
。

今
後
は
莫
大
な
修
復
費
が
か
か

る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
中
国
国

家
文
物
局
の
調
査
で
は
、
現
存
す

る
長
城
の
う
ち
１
９
６
２
km
が
消

失
。
さ
ら
に
中
国
長
城
学
会
に
よ

れ
ば
、
良
好
な
状
態
で
保
た
れ
て

い
る
の
は
現
存
す
る
長
城
全
体
の

８
％
し
か
な
い
。

ら
れ
て
き
た
。
百
舌
鳥
エ
リ
ア
に

23
基
、
古
市
エ
リ
ア
に
26
基
と
計

49
基
の
古
墳
が
あ
る
。

構
成
資
産
に
は
、
日
本
最
大
の

古
墳
で
世
界
最
大
級
の
墳
墓
、
仁

徳
天
皇
稜
古
墳
（
大
仙
古
墳
）
が

含
ま
れ
て
い
る
。周
囲
に
陪
冢（
ば

い
ち
ょ
う
）
と
呼
ば
れ
る
近
親
者

大
阪
府
堺
市
の
百
舌
鳥
古
墳
群

と
羽
曳
野
市
・
藤
井
寺
市
に
ま
た

が
る
古
市
古
墳
群
が
２
０
１
９
年

に
、「
百
舌
鳥
・
古
市
古
墳
群
」

と
し
て
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
。

こ
の
一
帯
は
４
世
紀
後
半
か
ら
６

世
紀
前
半
ご
ろ
に
か
け
て
、大
小
・

形
状
が
さ
ま
ざ
ま
な
古
墳
が
つ
く

長
８
４
０
ｍ
（
濠
を
含
む
）、
最

大
幅
６
５
４
ｍ
（
同
）、
総
面
積

47
万
８
５
７
２
㎡
。
濠
が
三
重
に

め
ぐ
ら
さ
れ
、
広
さ
は
甲
子
園
球

場
が
12
個
入
る
ほ
ど
に
な
る
。

埋
葬
品
も
こ
れ
ま
で
に
多
数
発

見
。
埴
輪
は
も
ち
ろ
ん
こ
と
、
甲

冑
、
ガ
ラ
ス
の
杯
、
太
刀
金
具
、

鉄
刀
20
口
（
本
）
あ
ま
り
が
見
つ

か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
江
戸

時
代
の
文
献
「
全
堺
詳
史
」
で
は
、

後
円
部
に
石
棺
が
認
め
ら
れ
た
こ

と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
明
治
時

代
に
は
前
方
部
の
斜
面
か
ら
石
室

と
石
棺
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。

ら
一
級
の
建
築
家
と

工
芸
家
を
呼
び
寄
せ
、

建
築
に
従
事
さ
せ
た
。

常
時
２
万
人
の
労
働

力
を
投
入
し
た
と
さ

れ
て
お
り
、
イ
ン
ド

各
地
か
ら
集
め
ら

れ
た
。

タ
ー
ジ
・
マ
ハ

ル
の
建
築
は
ム
ガ

ル
帝
国
の
国
庫
を

空
に
す
る
ほ
ど
国

家
財
政
を
悪
化
さ

せ
た
。
建
築
費
が

膨
大
だ
っ
た
こ
と

に
加
え
、
第
３
代

皇
帝
ア
ク
バ
ル
が

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒

に
課
し
て
い
た
人

頭
税
（
ジ
ズ
ヤ
）

の
徴
収
を
停
止
し

た
こ
と
で
税
収
不

足
に
な
っ
て
い
た

た
め
で
あ
っ
た
。

ジ
ャ
ハ
ン
は
１
６

５
８
年
、
皇
位
継

承
戦
争
に
勝
利
し

た
３
男
の
ア
ウ
ラ

ン
グ
セ
ー
ブ
（
第

６
代
皇
帝
）
に

よ
っ
て
ア
ー
グ
ラ

城
に
軟
禁
さ
れ
、

１
６
６
６
年
に
病

死
。
ア
ウ
ラ
ン
グ

セ
ー
ブ
は
１
６
７

９
年
に
ジ
ズ
ヤ
を

復
活
さ
せ
た
人
物

だ
。

や
従
者
を
葬
っ
た

と
さ
れ
る
小
型
古

墳
が
10
基
以
上
存

在
。
被
葬
者
は
ヤ

マ
ト
王
権
で
強
大

な
権
力
を
持
っ
て

い
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
。

円
と
四
角
形
を

連
結
さ
せ
た
前
方

後
円
墳
で
、
最
大
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や
坂
下
門
の
眠
り
猫
が
有
名
で
あ

る
。
日
光
東
照
宮
は
造
替
に
よ
り

さ
れ
て
い
る
。
神
厩
舎
の
三
猿

（
見
ざ
る
・
言
わ
ざ
る
・
聞
か
ざ
る
）

最
初
は
家
康
の
遺
言
に
従
い

簡
素
な
造
作
だ
っ
た

タ
ー
ジ
・
マ
ハ
ル

霊廟は総大理石製

紀元前241年から増築・修築を繰り返す

ア
ン
コ
ー
ル
・
ワ
ッ
ト

百
舌
鳥
・

�

古
市
古
墳
群

カ
ン
ボ
ジ
ア

カ
ン
ボ
ジ
ア

日
本
日
本
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世世界界遺遺産産をを するする旅

日
本
日
本

イ
ン
ド

イ
ン
ド

日
光
東
照
宮

万里の長城
中国中国

第３回 アジア
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