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家事霊法創刊号(1983. 5) 

、
教
団
を
め
ぐ
る
法
的
諸
問
題

安

縫

鍛
造よ

央
瀞

T
〉

大

教
鵠
に
鶴
す
る
法
律
学
的
研
究

付
、
研
究
目
的

特
定
の
教
団
が
、

そ
の
独
自
の
宗
教
活
動
ハ
教
義
の
由
民
布
、
信
者
の
教
化
育
成
な
ど
〉
を
遜
じ
て
、
本
来
の
宗
教
関

的
を
達
成
す
る
に
は
、

そ
れ
に
お
応
し
い
組
織
形
態
、
管
理
運
営
方
式
が
議
定
さ
れ
て
お
く
こ
と
が
議
ま
し
い
。

沖
電
研
究
の
問
問
題
点

こ
の
点
の
考
察
に
は
次
の
諸
点
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

1. 

現
行
法
〈
特
に
宗
教
法
人
法
〉
と
の
関
係
に
お
い
て
、
最
も
議
法
、
適
正
と
考
え
ら
れ
る
宗
教
団
体
の
綴
織
形
態
、
管
理

式
表
宗
派
宗
教
法
人
短
期
と
し
て
制
制
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2. 

研
究
対
象
と
な
る
教
団
の
立
索
以
来
今

g
ま
で
の

l
l特
に
明
治
初
期
以
来
戦
後
の
宗
教
法
人
法
綴
定
期
ま
で

i
i
援
史
的
縁
関

過
緩
を
、
宗
教
史
学
ハ
わ
れ
わ
れ
の
場
合
は
仏
教
史
学
〉
的
研
究
と
法
制
史
的
研
究
と
の
跨
商
か
ら
検
討
し
、

そ
の
過
程
に
み
ら
れ
る
教

団
本
部
機
構
〈
一
般
的
に
は
祭
派
機
構
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
後
記
参
熊
〉
に
よ
る
末
寺
を
含
む
全
教
留
の
管
理
運
営
方
式
の
慣
行
化
さ
れ



た
も
の
、
す
な
わ
ち
教
関
に
お
け
る
慣
習
法
の
形
成
過
程
を
研
究
す
る
こ
と
は
極
め
て
援
要
で
あ
る
。
と
の
よ
う
な
研
究
を
抜
き
に
し
て

は
、
教
団
の
全
体
的
把
握
は
不
可
能
で
あ
れ
フ
、
出
唱
に
宗
教
法
人
法
と
い
う
法
の
枠
の
中
に
お
い
て
の
み
教
団
を
見
る
と
い
う
誤
り
を
お
か

す
こ
と
に
な
ろ
う
。

3. 

教
閲
は
、
と
れ
を
構
成
要
榔
無
か
ら
み
れ
ば
、
本
山
を
頂
点
と
し
一
般
寺
院
〈
末
寺
〉
を
務
成
員
と
す
る
社
聞
と
い
う
べ
き
マ
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、

そ
の
本
山
と
末
寺
と
の
法
的
結
び
付
き
の
関
係
、
構
成
員
数
の
多
少
、
社
会
へ
の
布
教
範
醤
の
広
狭
は
、
当
然
に
社
団
と

し
て
の
教
聞
の
組
織
形
態
、
管
理
運
営
方
式
、
一
さ
ら
に
は
財
産
の
所
有
形
態
に
も

定
の
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、

教
団
の
組
織
規
模
、
教
線
の
現
状
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

4. 

以
上
の

2
、
3
の
考
察
か
ら
、
当
該
教
聞
に
最
も
妥
当
な
教
砲
の
内
部
的
自
律
相
規
範
の
あ
ち
ガ
を
検
討
し
、
自
稼
規
範
の
法
律
的
遥

法
牲
を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
、
内
部
的
と
は
い
え
自
律
鏡
範
こ
そ
が
教
団
の
法
律
関
係
を
支
配
す
る
重
要
な
法
源
の
一
で
あ
る
こ
と
を

事堂湿の芸誌教法約研究に詩書するー鋭角

明
ら
か
に
す
る
必
繋
が
あ
る
。
そ
の
上
で
、
自
律
規
範
と
現
行
法
体
系
と
の
聞
に
矛
盾
が
あ
る
場
合
に
は
、
宗
教
鵠
体
法
壊
の
痕
点
に

っ
て
再
検
討
す
る
と
と
が
、
宗
教
法
研
究
の
釜
本
的
研
究
視
角
で
あ
る
。

宗
教
法
の
基
本
機
念
と
し
て
の
教
団

宗
教
法
に
お
い
て
は
、
幾
つ
か
の
議
婆
な
法
概
念
が
あ
る
が
よ
例
、
本
山
、
寺
院
、
住
職
、
宗
派
等
〉
、

そ
の
中
で
教
団
と
い
う
畑
概
念

は
、
最
も
基
本
的
な
も
の
で
あ
れ
ソ
、
宗
教
法
は
教
団
と
い
う
議
本
観
念
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
宗
教
法
の
研

究
時
弘
、
教
団
の
機
念
規
定
、
教
団
の
構
成
寮
棄
の
分
析
か
ら
始
め
ら
れ
る
。
以
下
若
干
の
問
題
点
の
み
を
指
掃
す
る
。

1. 

教
慢
と
包
括
宗
教
法
人
辺
水
派
〉
と
は
尚
一
の
性
質
の
も
の
で
は
な
い
。

27 

条
の
目
的
〈
宗
教
簡
体
の
財
畿
の
所
宥
、
維
持
晴
海
鳥
な
ど
役
俗
的

目
的
〉
の
範
囲
内
に
お
い
て
の
み
法
人
絡
が
付
与
さ
れ
る
法
ニ
条
二
号
の
宗
教
罰
体
を
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
そ
と
で
は
宗
教
関
体
本
来

包
括
宗
教
法
人
ハ
以
下
♀
水
派
」
と
い
う
〉
と
は
、
宗
教
法
人
法
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の
自
的
で
あ
る
宗
教
及
宗
教
活
動
法
、
法
の
規
制
の
対
象
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
宗
教
団
体
は
、
宗
教
法
人
法
の
規
制

宗教法お漆j号(1983. 5 ) 

-PM
受
け
る
世
俗
的
側
頭
〈
法
的
側
街
)
と
規
秘
の
外
に
あ
る
霊
的
側
街
(
宗
教
的
側
一
淘
〉
の
両
機
能
を
有
し
な
が
ら
存
在
す
る
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
こ
酪
性
を
有
す
る
も
の
を
教
団
と
い
う
よ
う
に
規
定
す
る
な
ら
ば
、
教
団
と
は
、
法
律
的
窓
義
に
お
け
る
組
織
体
と
し

て
の
宗
派
と
、
宗
教
本
来
の
目
的
達
成
の
た
め
に
内
部
的
自
律
規
範
設
も
っ
て
秩
序
維
持
宏
図
る
教
団
本
部
組
織
と
を
兼
有
す
る
込
の
、

す
な
わ
ち
ニ
弱
性
を
脊
ナ
る
金
一
的
綜
合
的
性
質
を
夜
、
ず
る
社
出
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
教
団
を
前
記
の
い
づ
れ
か
一
緩
衝
に
お

い
て
の
み
考
察
す
る
こ
と
は
、
そ
の
前
提
に
お
い
て
誤
号
で
あ
る
。

2. 

法
律
的
滋
義
に
お
け
る
組
織
体
と
し
て
の
宗
派
と
宗
教
的
意
義
に
お
け
る
教
畠
本
部
と
は
、

そ
の
組
織
原
則
の
上
で
明
確
な
底
部

安
要
す
る
。

現
在
の
各
教
団
に
お
い
て
は
、
宗
派
的
機
能
と
教
密
本
部
約
機
能
は
、

「
宗
派
い
と
い
う
宗
教
法
人
法
上
の
機
構
に
兼
有
さ
れ
て
い
る

の
が
現
状
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
両
者
の
機
能
、
権
能
は
そ
の
時
集
委
な
部
分
に
お
い
て
は
明
確
に
区
分
さ
れ
る
べ
を
で
あ
る
。
た
と

え
ば
、
教
団
の
最
高
策
在
者
は
宗
教
的
意
味
に
お
け
る
最
高
の
地
位
を
占
め
る
者
で
あ
号
、

ハ
側
、
門
友
、
法
主
て

彼
が
宗
教
的
最
高

地
役
者
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

た
と
え
ば
、
住
犠
在
免
権
や
異
安
心
審
決
権
を
有
す
る
の
で
あ
れ
ソ
、
こ
れ
ら
の
機
龍
は
他
の
者
に
分
有

さ
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
逆
に
、
彼
が
聖
職
者
と
し
て
の
厳
高
位
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
彼
げ
か
世
俗
的
意
義
で
の
宗
派

組
織
の
い
か
な
る
地
位
に
も
就
く
べ
き
で
な
い
こ
と
を
同
特
に
意
味
し
て
い
る
の
も
し
、
こ
の
二
面
的
地
位
を
特
定
の
人
が
兼
有
す
る
場

3. 

ひ
い
て
は
詮
人
の
宗
教
そ
の
も
の
え
の
不
信
を
生
ぜ
し
め
る
恐
れ
さ
え
で
て
こ
よ
う
。

以
上
の
よ
う
な
諸
点
変
検
討
す
る
と
、
教
聞
は
次
の
よ
う
な
要
素
か
ら
構
成
さ
れ
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ

会
に
は
、
宗
教
の
尊
厳
が
損
わ
れ
、

教
砲
の
構
成
婆
素

ろ
h

っ。A 

宗
教
的
意
義
に
お
け
る
教
団
の
構
成
要
素



管

教

問

本

部

ム

一

長

門

玄

(

)

 法

主

山

ハ
本
山
住
職
〉
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伎

車襲

B 

法
的
意
義
に
お
け
る
教
団
(
宗
派
)
の
構
成
要
素

本
山
佐
織
が
管
長
た
る
宗
教
上
の
最
高
の
地
位
に
就
く
の
が
通
常
で
あ
る
が
、
両
者
は
そ
の
権
能
に
お
い
て
相
違
が
あ
る
。

包

括

宗

派

宗

教

法

人

4
l
i
l
-
-守

ハ

代

表

役

員

)

関

係

般

寺

院

宗

教

法

人

ハ
代
表
役
負
)

事を削の宗教法的研究に言語する一線然

と

般
寺
践
の
間
に
は
宗
教
法
人
法
上
の
包
括
欝
係
は

教
団
本
部
の
機
能
権
限
の
う
ち
、
宗
教
的
錫
溺
以
外
の
も
の
は
、
宗
派
機
構
で
兼
務
す
る
こ
と
に
な
る
。
脇
村
に
B
に
お
け
る
宗
派

さ
れ
る
が
、

そ
こ
に
は
上
下
関
係
、
管
理
統
制
糊
関
係
は
存
在
し
な
い
。
し
か

C 
し
な
が
ら
、
教
毘
全
体
の
窃
休
狭
序
安
維
持
す
る
た
め
に
は
、
内
部
的
自
律
笈
範
合
鎖
定
し
、
と
れ
に
よ
る
下
部
総
織
の
締
結
滋
統
制
機
が

な
ど
〉
は
宗
教
的
般
高
地
伎
に
あ
る
管
長
の
権
限
と
し
、

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
権
限
の
内
で
純
粋
に
宗
教
的
な
意
義
を
も
つ
も
の
〈
儀
式
執
行
権
、
・
伎
綴
任
免
様
、
・
異
安
心
審
決
権

そ
れ
以
外
の
社
団
と
し
て
の
教
聞
の
管
理
灘
営
の
た
め
の
内
部
的
自
律
規
範
に

し
た
が
っ
て
、

者
の
地
位
が

も
と
づ
く
機
践
は
教
関
本
認
の
長
〈
郎
総
、
総
長
・
宗
務
総
長
〉
作
私
、

人
叉
は
一
一
人
の
者
に
よ
っ
て
兼
有
さ
れ
て
い
る
場
合
で
も
こ
の
権
限
の
区
分
は

2告

と
今
ぼ
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
宗
教
法
人
規
制
の
う
え
で
の
世
俗
的
権
限
は
代
表
役
銭
円
の
権
限
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明
確
に
分
離
し
て
理
解
さ
れ
て
お
く
こ
と
が
必
裂
で
あ
る
。

宗教法創刊努 (1983.5)

本
山
に
慢
す
る
濠
律
学
的
研
究

十}

本
山
・
管
長
の
地
伎
の
変
化

L 

明
治
期

酬
明
治
期
に
お
い
て
管
長
剣
が
設
癖
隠
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

そ
れ
ま
で
の
、
本
山
住
職
械
が
教
団
の
権
威
者
、
権
力
者
と
し

て
ム
氷
点
寸
を
支
配
す
る
と
い
う
本
山
に
よ
る
末
寺
支
配
形
織
は
燐
壊
し
、
技
団
の
代
表
者
、
か
い
し
て
の
管
炎
が
菌
体
法
理
に
基
づ
い
て
末
寺
住

職
を
統
制
す
る
と
い
う
機
能
を
媒
介
に
、
教
問
の
本
末
関
係
(
封
建
的
な
意
味
で
の
本
来
制
度
と
違
う
)
を
維
持
す
る
と
い
う
磁
関
係
が
で

掛
川
』
上
っ
た
む
こ
の
段
階
に
お
い
て
、
近
般
に
お
け
る
本
山
別
教
団
と
い
主
意
義
に
お
け
る
本
来
制
度
は
変
質
す
る
こ
と
に
な
る
。
最
も
蚤

婆
な
変
化
は
、
鶴
岡
長
織
の
採
用
に
よ
っ
て
教
留
の
独
自
性
、
社
間
性
が
明
確
な
形
で
現
わ
れ
は
じ
め
、
宗
教
上
の
法
務
・
寺
務
は
本
山
叫
が

行
な
い
、

そ
れ
以
外
の
宗
務
は
宗
派
・
管
長
が
符
な
う
と
い
う
仏
法
前
主
役
俗
滋
の
分
離
が
生
じ
は
じ
め
た
こ
と
で
あ
る
。
向
時
に
他
の

重
要
な
健
商
時
体
、
こ
の
よ
う
な
変
化
を
受
け
て
本
山
住
織
の
地
位
そ
の
も
の
が
没
質
し
は
じ
め
た
こ
と
で
あ
る
。
徳
川
期
に
お
け
る
宗
門

権
力
を
プ
ヂ
に
集
中
し
て
い
た
本
山
住
職
と
い
う
存
夜
か
ら
、
教
岡
山
の
根
本
道
場
、
宗
教
的
な
意
義
に
限
定
さ
れ
た
宗
教
権
威
の
象
徴
と

し
て
の
存
在
に
変
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
変
化
は
戦
後
宗
教
法
人
法
の
成
立
に
よ
っ
て
一
灘
拍
車
を
か
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ヮ“

戦
後

戦
後
に
お
け
る
宗
教
法
人
法
は
さ
ら
に
、
管
長
等
と
い
う
宗
教
上
の
地
位
と
法
人
と
し
て
の
宗
教
間
体
の
代
表
者
た
る
地
位
と
を
分
離

可
能
な
ら
し
め
た
こ
ど
に
よ
っ
て
、
こ
の
緩
肉
は
い
よ
い
よ
顕
著
に
な
る
む
今
臼
の
教
部
の
基
本
的
な
関
係
は
、
宗
教
践
的
達
成
の
た
め

の
信
仰
の
祭
場
、
僧
縁
者
の
根
本
道
場
・
と
し
て
の
本
向
、
お
よ
び
信
仰
の
象
徴
的
存
夜
と
し
て
の
管
長
(
門
主
、
法
主
等
宗
教
上
一
の
最
高

の
象
徴
的
地
位
)
と
、
本
山
を
信
仰
の
蕊
礎
に
し
な
が
ら
壕
億
徒
に
対
し
て
布
教
活
動
を
直
接
に
行
な
う
寺
院
と
の
宗
教
的
関
係
で
る
る
。



そ
し
て
前
者
を
結
び
つ
け
る
も
の
が
教
義
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

口
、
研
究
上
の
間
蟻
点

1. 

宗
教
的
最
高
の
地
位
と
し
て
の
本
山
住
験
、
教
岡
山
主
管
者
ハ
各
教
団
に
よ
っ
て
、
門
主
、
・
法
主
、
・
管
長
轍
曹
の
名
称
で
い
わ
れ
る
〉

た
る
も
の
と
、
宗
教
法
人
の
代
表
役
員
た
る
法
律
上
の
地
位
に
あ
る
も
の
と
が
、
分
離
可
能
に
な
号
、

そ
れ
ぞ
れ
別
の
選
出
方
法
に
よ
っ

て
別
の
人
が
そ
の
地
位
に
つ
き
う
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
の
教
団
懸
関
係
は
変
わ
り
、
そ
の
法
的
側
一
般
に
お
い
て

は
、
社
団
に
お
け
る
構
成
員
と
全
体
と
し
て
の
数
回
出
と
の
関
係
と
い
う
図
体
的
色
彰
を
強
く
も
つ
に
歪
り
、
間
隣
町
に
社
間
以
の
内
怒
問
問
題
と

し
て

教
団
体
念
総
持
発
燥
さ
せ
る
た
め
に
近
代
法
的
観
点
か
ら
の
自
律
性
〈
内
怒
的
自
脅
規
範
の
制
定
、
自
主
的
管
滋
灘
営
)
が
求

め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

つ耐

本
山
の
教
団
に
お
け
る
位
置
づ
け
の
変
化
は
、
宗
教
法
人
法
の
制
定
に
よ
っ
て
よ
り
一
一
層
明
獲
の
形
態
殺
と
る
こ
と
に
な
る
。
ナ

教団の宗教法約研究に関する…繰角

な
わ
ち
、
本
山
は
、
宗
教
法
人
法
上
は
法
ニ
条
一
同
与
の
団
体
と
規
定
さ
れ
て
い
る
と
と
の
意
裁
で
あ
る
。
教
団
欝
係
に
お
い
て
は
本
山

ー
末
寺
の
僑
締
約
上
下
関
係
は
あ
っ
て
も
、
宗
教
法
人
法
の
上
で
は
、
宗
派
と
本
山
と
の
欝
係
は
、
宗
派
と
末
寺
と
の
欝
係
L
C
全
く
同

一
で
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
本
山
も
末
寺
も
等
し
く
宗
派
の
構
成
単
位
団
体
で
あ
り
、
被
包
括
宗
教
団
体
な
の
で
あ
る
e

本
山
別
教
団
と
い

う
図
式
に
お
い
て
は
本
山
を
妓
ぎ
に
し
た
教
団
や
末
寺
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
本
山
が
宗
派
の
被
包
括
語
体
と
融
構
成
さ
れ
る
と
と
に

よ
っ
て
、
本
山
も
一
定
の
根
拠
が
み
れ
ば
、
被
包
括
関
係
を
廃
止
し
て
単
立
寺
院
と
な
る
途
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
と
と
に
本
山
離
脱
可

能
性
の
法
的
根
拠
が
あ
る
の
で
あ
る
。
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山
離
脱
に
関
す
る
研
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本
山
離
脱
は
、

お
よ
び
法
二
六
条
一
項
の
落
し
子
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
本
山
離
脱

ま
さ
に
法
二
条
に
よ
る
本
山
の
単
立
寺
院
化
、

は
、
本
山
の
地
位
が
如
何
に
変
質
し
て
き
た
と
は
い
え
、
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。
本
山
の
教
団
に
対
す
る
関
係
は
、

不
即
不

離
の
関
係
に
あ
り
、
本
山
の
な
い
教
団
が
存
在
し
え
な
い
よ
う
に
、
教
団
を
抜
き
に
し
た
本
山
は
全
く
存
在
意
義
が
な
い
と
い
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

問
題
は
、
こ
の
よ
う
な
本
山
の
教
団
に
お
け
る
特
殊
性
を
一
般
寺
院
(
法
二
条
一
号
寺
院
)
に
解
消
し
、
法
的
性
質
と
し
て
は
一
般
寺

院
と
同
様
に
、
宗
派
に
包
括
さ
れ
る
単
位
法
人
と
し
て
扱
う
点
に
あ
る
。
も
し
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
本
来
の
意
味
に
お
け
る
宗

教
団
体
的
立
場
か
ら
、
す
な
わ
ち
宗
派
と
教
団
・
本
山
の
自
向
性
か
ら
、
宗
派
の
責
任
役
員
が
本
山
宗
教
法
人
の
責
任
役
員
を
兼
ね
る
場

合
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
法
二
六
条
一
項
の
ご
定
の
権
限
」
と
解
す
る
こ
と
さ
え
可
能
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
本
山
の
特
殊
性
を

没
却
し
た
も
の
で
あ
り
、
宗
教
団
体
の
本
質
を
理
解
し
な
い
解
釈
論
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。

本
山
離
脱
は
宗
教
団
体
に
と
っ
て
の
最
悪
の
離
脱
形
態
で
あ
る
と
と
も
に
、

一
般
社
会
に
お
け
る
宗
教
へ
の
不
信
感
を
強
め
る
と
い
う

意
味
に
お
い
て
も
、
許
さ
れ
ざ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
現
実
に
具
体
的
事
例
が
存
在
す
る
こ
と
は
極
め
て
残
念
な
こ
と
で
あ
る
。

本
稿
は
、
第
一
回
賛
助
会
員
宗
教
法
制
研
究
会
報
告
の
た
め
の
レ
ジ
ュ
メ
で
あ
る
。
十
分
に
意
を
尽
く
さ
な
い
と
こ
ろ
も
多
々
あ
り
、
後
日
改
め
て
論
点
を
整
理
し
た
い

と
考
え
て
い
る
。
ご
寛
容
の
ほ
ど
お
願
い
す
る
。




