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佐
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申
請
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文

　
　
『
服
制
と
儀
式
の
有
職
故
実
』
審
査
要
旨

論
文
の
内
容
の
要
旨

　

本
論
文
は
、
有
職
故
実
に
関
し
て
論
者
が
学
術
雑
誌
等
に
発
表
し
た
論
考
十
一
本
と
新
た

に
執
筆
し
た
二
本
の
論
考
を
合
わ
せ
、
全
体
と
し
て
修
訂
を
加
え
て
ま
と
め
あ
げ
た
も
の
で

あ
る
。

　

論
者
の
研
究
の
基
本
コ
ン
セ
プ
ト
は
、
先
行
研
究
が
積
み
上
げ
て
き
た
膨
大
な
業
績
や
視

点
、
関
連
資
料
の
読
み
方
、
立
論
な
ど
を
肯
定
的
、
と
き
に
懐
疑
的
・
批
判
的
に
継
受
し
、

考
察
の
視
点
を
有
職
故
実
の
内
部
に
と
ど
め
ず
、
隣
接
す
る
周
辺
諸
学
の
成
果
を
積
極
的
に

取
り
入
れ
て
広
が
り
の
あ
る
論
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
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従
来
の
有
職
故
実
は
、
儀
式
儀
礼
に
関
す
る
知
識
や
遺
物
（
モ
ノ
）
に
関
す
る
知
識
の
体

系
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
濃
い
と
さ
れ
る
。
特
に
戦
後
期
以
降
は
、
遺
物
（
モ
ノ
）
に
関
す
る

知
識
に
限
定
さ
れ
る
傾
向
が
強
い
と
思
わ
れ
る
。
本
来
、
有
職
故
実
は
平
安
貴
族
社
会
を
構

成
す
る
朝
廷
周
辺
の
人
々
に
と
っ
て
、
公
私
の
生
活
や
社
会
活
動
に
お
い
て
欠
か
す
こ
と
の

で
き
な
い
知
識
で
あ
っ
た
。
中
世
末
か
ら
近
世
初
期
、
何
度
か
の
中
断
を
経
る
が
、
生
活
に

根
ざ
し
た
実
学
と
し
て
守
り
続
け
ら
れ
て
き
た
。
さ
ら
に
古
代
末
よ
り
現
れ
る
武
士
と
武
家

社
会
は
、
公
家
社
会
の
文
化
を
吸
収
し
つ
つ
も
固
有
の
価
値
観
を
育
み
、
近
世
に
い
た
っ
て
、

独
自
の
武
家
故
実
を
確
立
す
る
。
公
武
社
会
に
と
っ
て
実
学
で
あ
っ
た
有
職
故
実
は
、
近
代

に
な
っ
て
か
ら
、
高
等
教
育
の
一
環
と
し
て
扱
わ
れ
「
学
」
と
し
て
成
立
し
た
。
昭
和
戦
前

期
ま
で
は
近
世
ま
で
を
視
野
に
入
れ
て
、
先
行
研
究
を
省
み
る
研
究
が
多
い
も
の
の
、
戦
後

期
以
降
は
、
先
行
研
究
を
考
察
し
、
あ
る
い
は
先
行
研
究
か
ら
の
流
れ
に
自
ら
の
位
置
付
け

を
確
認
し
よ
う
と
す
る
研
究
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
。

　

こ
う
し
た
現
状
を
受
け
て
、
論
者
の
研
究
の
特
色
は
次
の
四
点
に
あ
る
。
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①
研
究
の
前
提
と
し
て
、
先
行
研
究
の
渉
猟
と
再
考
察
の
重
視

②
研
究
の
視
点
・
視
座
と
し
て
、
有
職
故
実
で
扱
う
事
物
の
す
べ
て
が
儀
式
儀
礼
の
一
部

と
理
解

③
研
究
の
手
法
と
し
て
、
絵
画
な
ど
の
歴
史
的
図
像
を
文
献
史
料
と
連
携
さ
せ
て
検
討
す

る
方
法

④
関
連
諸
学
の
積
極
的
援
用
を
行
な
い
、
広
が
り
の
あ
る
研
究
の
成
果
を
生
み
出
そ
う
と

す
る
こ
と

　

上
記
四
点
を
研
究
の
実
践
に
お
い
て
示
し
、
そ
の
成
果
が
本
論
文
で
あ
る
と
い
え
る
。
以

下
、
本
論
文
の
内
容
に
つ
い
て
述
べ
る
。

　

ま
ず
序
論
で
は
、
論
者
自
ら
の
研
究
を
研
究
史
に
位
置
づ
け
る
た
め
に
、
先
行
研
究
を
整

理
・
分
析
し
、特
に
近
現
代
の
有
職
故
実
の
研
究
史
に
注
目
し
て
い
る
。
一
般
的
に
言
っ
て
、

時
代
を
問
わ
ず
、
有
職
故
実
は
公
武
支
配
者
の
儀
式
儀
礼
し
か
研
究
対
象
に
し
な
い
傾
向
が
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あ
る
が
、
こ
れ
は
有
職
故
実
の
「
学
」
と
し
て
の
成
立
に
原
因
が
あ
る
と
推
測
し
た
。
有
職

故
実
が
「
学
」
と
し
て
認
識
さ
れ
た
明
治
期
、
当
時
の
研
究
者
が
公
武
の
出
身
者
で
あ
る
こ

と
は
、
こ
の
分
野
の
将
来
を
決
定
し
て
し
ま
っ
た
と
も
言
え
る
が
、
有
職
故
実
と
い
う
「
学
」

を
冷
静
に
見
つ
め
て
い
た
少
数
の
研
究
者
た
ち
が
い
た
、
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い

る
。
こ
の
流
れ
は
、
有
職
故
実
研
究
の
体
系
化
や
方
法
論
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す

る
。
ま
た
、
公
武
権
力
層
以
外
の
人
々
に
も
目
を
む
け
る
研
究
動
向
の
あ
っ
た
こ
と
も
指
摘

し
て
い
る
。

　

論
者
も
そ
う
し
た
流
れ
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
を
主
張
し
つ
つ
、
今
後
の
有
職
故
実
研
究

に
、
庶
民
や
名
も
な
い
底
辺
の
人
々
に
対
す
る
視
点
が
必
要
で
あ
る
と
し
た
。
ま
た
近
現
代

の
日
本
画
家
と
有
職
故
実
の
研
究
者
た
ち
と
の
交
流
な
ど
、
や
や
も
す
れ
ば
見
落
と
さ
れ
や

す
い
研
究
史
の
一
面
を
積
極
的
に
取
り
上
げ
、
さ
ら
に
有
職
故
実
の
周
辺
諸
学
と
の
関
連
に

つ
い
て
も
触
れ
て
い
る
。

　

次
に
第
一
部
「
公
武
服
制
の
成
立
と
展
開
」
で
は
、
公
武
服
制
の
原
点
に
関
す
る
論
考
を
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ま
と
め
て
い
る
。
朝
廷
貴
族
社
会
の
正
装
で
あ
る
「
束
帯
」
姿
の
語
源
に
つ
い
て
考
察
し
、

有
職
故
実
に
と
っ
て
「
当
た
り
前
」
と
な
っ
て
い
る
事
柄
を
再
検
討
す
る
こ
と
で
新
知
見
を

多
数
提
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
幕
府
本
位
の
武
家
服
制
研
究
が
等
閑
視
し
て
い
た
幕
府
成
立

前
後
や
、
武
家
服
制
の
推
移
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
視
覚
的
、
指
標
的
な
変
化
に
つ
い
て
も

論
じ
て
い
る
。

　

第
二
部
「
年
中
行
事
と
有
職
故
実
」
で
は
、年
中
行
事
を
背
景
に
、そ
こ
に
現
れ
る
服
装
・

調
度
の
問
題
を
考
察
し
て
い
る
。
儀
式
儀
礼
の
「
場
」
や
「
状
況
」
を
、
居
合
わ
せ
る
人
間

が
ど
の
よ
う
に
理
解
し
服
装
に
反
映
さ
せ
る
の
か
、
と
い
う
の
が
典
型
的
な
儀
式
の
研
究
法

だ
が
、
服
装
は
儀
式
の
一
部
で
し
か
な
い
、
と
い
う
姿
勢
を
実
践
し
た
も
の
で
、
広
が
り
の

あ
る
論
と
し
て
展
開
し
て
い
る
。

　

第
三
部
「
中
殿
御
会
の
有
職
故
実
」
で
は
、
院
政
期
に
起
源
を
求
め
ら
れ
る
天
皇
主
催
の

和
歌
の
行
事
で
あ
る
「
中
殿
御
会
」
を
扱
っ
て
い
る
。
こ
の
行
事
は
、
文
献
・
絵
画
と
も
に

良
質
な
資
料
が
存
在
す
る
珍
し
い
例
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
多
面
的
な
考
察
を
試
み
て
い
る
。
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従
来
の
儀
式
・
儀
礼
研
究
で
は
和
歌
・
漢
詩
の
関
連
行
事
の
研
究
は
あ
ま
り
進
ん
で
い
る
と

は
い
え
な
い
。
そ
こ
で
、
有
職
故
実
の
根
本
に
あ
る
儀
式
儀
礼
研
究
の
手
法
を
も
っ
て
取
り

組
ん
で
い
る
が
、
論
者
の
研
究
の
原
点
と
も
言
え
る
様
々
な
方
法
論
や
志
向
が
随
所
に
こ
め

ら
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
従
来
の
研
究
が
等
閑
視
し
て
い
た
院
政
期
以
降
の
重
要
な
文
芸

行
事
の
存
在
を
明
ら
か
に
で
き
、
さ
ら
に
絵
画
化
さ
れ
た
『
中
殿
御
会
図
』
と
い
う
作
品
に

つ
い
て
、当
時
の
周
辺
資
料
を
駆
使
し
て
絵
画
資
料
論
の
立
場
か
ら
も
検
討
を
加
え
て
い
る
。

　

第
四
部
「
行
列
と
乗
り
物
の
有
職
故
実
」
で
は
、
乗
り
物
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
乗
り

物
の
研
究
は
、
有
職
故
実
に
と
っ
て
も
、
歴
史
学
全
般
に
と
っ
て
も
極
め
て
手
薄
な
テ
ー
マ

で
あ
る
と
い
え
る
。
天
皇
の
乗
り
物
で
あ
る
輦
輿
と
、
平
安
貴
族
層
の
一
般
的
な
乗
り
物
で

あ
る
牛
車
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
、前
近
代
の
朝
廷
・
貴
族
社
会
の
乗
り
物
の
構
造
や
運
用
、

さ
ら
に
、
乗
り
物
に
の
る
と
い
う
こ
と
が
、
自
ら
の
政
治
的
な
地
位
の
誇
示
で
あ
っ
た
と
い

っ
た
点
を
明
ら
か
に
し
た
。
乗
り
物
研
究
は
論
者
の
代
表
的
な
研
究
と
し
て
周
囲
に
広
く
認

識
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
第
四
部
に
収
め
ら
れ
た
第
二
章
「
輦
輿
の
雨
皮
」
は
日
本
風
俗
史
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学
会
で
研
究
奨
励
賞
を
受
賞
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
本
論
文
の
結
論
を
補
う
参
考
論
文
と
し
て
、
公
刊
後
の
本
論
文
補
訂
を
目
的
と
す

る
論
考
が
付
加
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
有
職
故
実
の
現
状
と
課
題
」（『
風
俗
史
学
』

三
九　

日
本
風
俗
史
学
会
、
二
〇
〇
九
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
本
論
文
と
は
や
や
視
点
を
変

え
て
、
一
「
研
究
の
現
状
」、
二
「
有
職
故
実
と
資
料
」、
三
「
資
料
を
ど
う
活
用
す
る
か
」

の
三
章
に
わ
た
っ
て
論
者
の
考
え
る
「
有
職
故
実
」
の
研
究
法
や
方
向
性
な
ど
に
つ
い
て
述

べ
て
い
る
。

　

以
上
、
序
論
以
下
、
四
部
に
わ
た
っ
て
前
述
の
論
者
の
研
究
の
特
色
①
～
④
を
反
映
し
た

論
考
が
配
さ
れ
て
い
る
。
色
々
な
事
柄
に
多
様
な
関
心
を
抱
い
て
い
る
か
ら
か
、
研
究
対
象

は
多
岐
に
わ
た
る
。
し
か
し
、
そ
の
中
で
一
貫
し
て
い
る
の
は
、
前
近
代
社
会
が
身
分
制
の

社
会
で
あ
り
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
視
覚
指
標
化
さ
れ
て
い
た
の
か
、
と
い
う
視
点
で
あ
る
。

ま
た
、
服
装
は
装
身
具
全
般
と
調
度
な
ど
と
と
も
に
、
使
用
者
の
空
間
認
識
を
反
映
す
る
も
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の
で
あ
る
と
い
う
視
点
も
あ
る
。
こ
の
二
点
が
、
研
究
の
方
向
性
の
基
本
に
あ
り
、
さ
ら
に

使
用
者
の
身
分
や
社
会
的
な
立
場
を
踏
ま
え
た
上
で
、
歴
史
学
全
般
、
国
文
学
、
美
術
史
、

交
通
史
、
建
築
史
、
法
制
史
、
服
飾
史
、
被
服
史
な
ど
の
諸
分
野
の
研
究
成
果
を
援
用
す
る

も
の
と
な
っ
て
い
る
。
な
か
で
も
歴
史
的
図
像
、
す
な
わ
ち
、
初
期
絵
巻
物
、
肖
像
画
、
中

近
世
風
俗
画
な
ど
に
は
論
者
は
き
わ
め
て
深
い
関
心
を
も
っ
て
い
る
。
文
献
史
学
の
研
究
に

と
っ
て
、
古
文
書
学
や
古
記
録
学
、
書
誌
学
の
よ
う
な
史
料
学
の
視
点
が
不
可
欠
な
よ
う
に
、

有
職
故
実
の
研
究
に
も
、
史
料
学
の
視
点
が
欠
か
せ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
歴
史
的
図
像
の
理

解
に
は
、
社
会
史
の
絵
画
資
料
論
の
手
法
が
そ
の
ま
ま
援
用
で
き
る
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た

歴
史
的
図
像
へ
の
有
職
故
実
の
立
場
か
ら
の
史
料
学
的
研
究
に
も
力
を
入
れ
て
い
き
た
い
、

と
い
う
立
場
か
ら
ま
と
め
ら
れ
た
論
文
で
あ
る
。
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論
文
審
査
の
結
果
の
要
旨

　

本
論
文
は
、平
安
期
か
ら
中
世
前
期
を
中
心
に
、服
制
や
朝
廷
行
事
に
つ
い
て
、序
論
「
有

職
故
実
の
学
史
と
再
生
」、
第
一
部
「
公
武
服
制
の
成
立
と
展
開
」、
第
二
部
「
年
中
行
事
と

有
職
故
実
」、
第
三
部
「
中
殿
御
会
の
有
職
故
実
」、
第
四
部
「
行
列
と
乗
り
物
の
有
職
故
実
」

と
い
う
構
成
で
論
じ
て
い
る
。

　

ま
ず
序
論
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
有
職
故
実
の
前
近
代
か
ら
現
在
に
至
る
研
究
史
を
三
期
に

分
け
て
振
り
か
え
る
。
そ
し
て
と
り
わ
け
近
年
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
少
な
い
明
治
時
代
の
田

中
尚
房
等
の
先
行
研
究
を
見
つ
め
直
そ
う
と
し
た
。
第
一
部
で
は
束
帯
と
直
垂
を
中
心
に
そ

の
発
生
か
ら
展
開
を
論
じ
、「
束
帯
」
と
い
う
語
が
中
国
で
最
初
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
、
ま
た
直
垂
を
め
ぐ
る
諸
問
題
が
歴
史
に
お
け
る
武
士
身
分
の
誕
生
と
展
開
に
密
接

に
関
係
す
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
た
。
中
で
も
直
垂
の
機
能
と
関
連
し
て
、
水
干
に
関
し
て

そ
れ
が
略
式
の
服
で
は
な
く
、
中
世
初
期
の
武
家
に
と
っ
て
は
公
的
な
服
と
し
て
の
位
置
を
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占
め
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
は
興
味
深
い
。
ま
た
第
二
部
で
は
丹
念
に
文
献
史
料
を

読
み
込
み
、
絵
画
資
料
を
分
析
す
る
こ
と
か
ら
、
雷
鳴
陣
が
ほ
ぼ
十
世
紀
～
十
一
世
紀
初
頭

と
限
ら
れ
た
時
期
に
、
天
皇
を
雷
の
恐
怖
か
ら
守
る
た
め
に
実
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

を
解
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
第
三
部
で
は
、
中
世
に
お
い
て
「
最
も
公
式
な
宮
廷
和
歌
会
」

と
い
わ
れ
、
歌
会
の
規
範
と
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
中
殿
御
会
を
と
り
あ
げ
て
、
そ
れ
が
天
皇

の
代
始
め
の
御
会
で
あ
り
、
平
安
期
に
淵
源
を
持
つ
が
、
こ
の
名
称
の
初
見
は
鎌
倉
期
に
は

い
っ
て
か
ら
で
あ
り
、
行
事
内
容
を
整
理
統
合
し
た
の
は
順
徳
天
皇
の
「
八
雲
御
抄
」
に
よ

っ
て
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
建
保
六
（
一
二
一
八
）
年
の
御
会
を
描

い
た
「
中
殿
御
会
図
」
を
詳
細
に
分
析
し
て
、描
か
れ
た
人
物
の
配
置
な
ど
を
読
み
解
い
た
。

さ
ら
に
第
四
部
で
は
、
賀
茂
祭
の
と
き
の
行
列
な
ど
に
着
目
し
、
牛
車
、
餝
車
等
の
車
や
輦

輿
に
つ
い
て
文
献
史
料
と
絵
画
資
料
と
か
ら
復
原
的
に
追
求
し
て
そ
の
意
味
を
解
明
し
た
。

輦
輿
の
雨
皮
の
懸
け
方
や
餝
車
が
空
車
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
た
作
業

は
、
秀
逸
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
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本
論
文
の
達
成
と
評
価
す
べ
き
研
究
の
姿
勢
は
、
三
点
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

の
一
つ
と
し
て
は
、
従
来
の
有
職
故
実
は
、
儀
式
・
儀
礼
に
関
す
る
知
識
や
遺
物
に
関
す
る

研
究
、
特
に
戦
後
は
遺
物
を
重
視
す
る
研
究
に
限
定
さ
れ
が
ち
な
傾
向
が
あ
っ
た
が
、
本
論

文
で
は
隣
接
す
る
周
辺
諸
学
の
成
果
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
て
広
が
り
の
あ
る
研
究
を
め
ざ

し
実
践
し
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
絵
画
資
料
を
文
献
史
料
と
連
携
さ
せ
て

検
討
す
る
方
法
が
成
功
し
て
い
る
。

　

ま
た
二
つ
目
は
、
や
や
も
す
れ
ば
近
年
の
有
職
故
実
と
い
う
学
問
は
、
先
行
研
究
か
ら
の

流
れ
を
き
ち
ん
と
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
姿
勢
に
欠
け
て
い
た
と
批
判
さ
れ
る
が
、
本
論
文

は
、
先
行
研
究
を
広
く
渉
猟
し
、
そ
れ
ら
の
到
達
点
を
位
置
づ
け
た
上
で
再
検
討
を
加
え
、

そ
こ
か
ら
根
拠
を
持
っ
た
多
く
の
新
知
見
を
得
て
い
る
と
い
え
る
。

　

さ
ら
に
三
つ
目
と
し
て
は
、
服
装
や
も
の
、
儀
式
・
儀
礼
な
ど
、
そ
の
変
化
に
は
か
な
ら

ず
背
景
と
な
る
事
象
が
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
決
し
て
軽
視
し
な
い
、
と
い
う
姿
勢
を
貫

い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
歴
史
の
変
化
の
中
で
生
ま
れ
変
わ
っ
て
い
く
有
職
故
実
を
と
ら
え
よ
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う
と
し
た
と
い
え
る
。

　

以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
本
論
文
は
、
い
く
つ
も
の
歴
史
的
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も

に
、
様
々
な
点
で
、
従
来
の
有
職
故
実
と
い
う
学
問
の
枠
を
越
え
よ
う
と
試
み
た
仕
事
と
な

っ
て
い
る
と
評
価
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

　

た
だ
本
論
文
は
、
た
と
え
ば
天
皇
を
雷
か
ら
守
る
た
め
の
雷
鳴
陣
が
危
機
感
を
も
っ
て
実

施
さ
れ
た
時
期
か
ら
そ
れ
が
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
時
期
に
変
化
し
て
い
く
こ
と
に
つ
い
て
、

あ
え
て
天
神
信
仰
と
の
関
わ
り
を
積
極
的
に
述
べ
よ
う
と
し
な
い
こ
と
に
代
表
さ
れ
る
よ
う

な
、
結
論
を
出
す
こ
と
に
つ
い
て
慎
重
す
ぎ
る
か
と
思
え
る
と
こ
ろ
が
時
々
見
受
け
ら
れ
、

ま
た
当
初
の
成
稿
段
階
で
は
、
折
角
獲
得
し
た
論
文
全
体
の
達
成
を
ま
と
め
た
部
分
が
や
や

不
十
分
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
点
が
な
く
は
な
か
っ
た
。

　

し
か
し
本
論
文
の
結
論
に
あ
た
る
部
分
と
、
さ
ら
に
今
後
の
研
究
の
方
向
に
つ
い
て
展
望

を
示
す
部
分
と
を
付
け
加
え
て
参
考
論
文
（「
有
職
故
実
の
現
状
と
課
題
─
『
服
制
と
儀
式

の
有
職
故
実
』
補
論
─
」『
風
俗
史
学
』
三
九
）
を
準
備
し
、
こ
れ
を
あ
わ
せ
て
提
出
し
た
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こ
と
に
よ
っ
て
、
本
論
文
の
学
史
的
位
置
も
十
分
に
定
ま
っ
た
も
の
と
評
価
で
き
る
。

　

さ
ら
に
論
者
は
、
本
論
文
の
提
出
後
も
、
洛
中
洛
外
図
な
ど
の
絵
画
資
料
を
中
心
に
史
料

収
集
と
分
析
作
業
を
た
ゆ
ま
ず
続
け
、
新
た
な
研
究
を
発
表
し
続
け
て
お
り
、
本
論
文
の
達

成
を
踏
ま
え
て
、
今
後
一
層
の
研
究
の
展
開
が
期
待
で
き
る
と
い
え
る
。
以
上
の
審
査
結
果

を
総
合
的
に
評
価
す
れ
ば
、
本
論
文
の
提
出
者
佐
多
芳
彦
は
、
博
士
（
歴
史
学
）
の
学
位
を

授
与
さ
れ
る
資
格
が
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。
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