
第
一
回
賛
助
会
員
宗
教
法
制
制
研
究
会
・
報
告

一
、
宗
教
法
人
と
責
任
役
員
に
つ
い
て

弘

第

〈
爽
診
察
御
室
派
)

林

i議

め

じ

宗
教
法
人
の
意
志
決
抱
機
関
と
し
て
「
資
任
役
員
」
の
鋭
疫
が
、
宗
教
法
に
導
入
せ
ら
れ
た
の
は
、
現
行
の
宗
教
法
人
法
に
な
っ
て
か

家事主主長人と責任役員について

ら
で
あ
る
。
封
建
鋳
代
の
昔
か
ら
、
宗
教
法
人
法
が
施
行
さ
れ
る
ま
で
の
永
に
問
、
法
人
の
意
志
の
決
定
は
、
住
織
と
そ
の
織
佐
機
欝
で

あ
る
総
代
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
資
任
役
員
の
繊
度
の
燦
出
凡
は
き
わ
め
て
短
い
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
と
の

十
年

余
れ
ツ
の
歳
月
の
流
れ
の
市
?
に
あ
っ
て
、
我
が
部
回
全
一
体
と
、
宗
教
界
の
関
係
会
見
る
時
、

の
ゆ
・
に
大
き

を
見
出
す
者
は
、

そ
の

傘
3襲

人
で
は
な
い
も
の
と
思
う
。

国
家
の
方
は
、
こ
の
間
に
世
界
が
尽
を
箆
張
る
ほ
ど
の
発
幾
を
と
げ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
単
に
経
済
に
係
る
纂
象
の
み
で
は
な
く
、
政

治
も
安
定
し
、
教
育
も
効
果
を
上
げ
、
治
安
も
申
し
分
な
い
、

と
い
う
よ
う
に
、
問
家
の
根
幹
を
支
え
る
諸
斜
度
の
多
く
の
部
分
に
お
い

33 

て
、
諸
外
国
に
ど
っ
て
、

ひ
と
つ
の
理
想
像
と
さ
れ
る
ほ
ど
の
も
の
と
な
っ
た
。
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と
こ
ろ
が
、

一
方
、
我
が
閣
の
宗
教
界
に
闘
を
転
じ
る
と
、
こ
の

十
年
間
に
、
我
専
の
社
会
は
ど
れ
ほ
ど
の
進
歩
な
号
発
展
な
り
を

祭事主主去童1]刊号(1983， 5) 

一
都
し
得
た
で
あ
ろ
う
か
、

と
い
う
怒
い
の
方
が
先
に
潟
を
打
つ
。
思
民
の
宗
教
上
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
仏
教
、
な
か
で
も
既
成
仏
教
ど
い

わ
れ
る
昔
な
が
ら
の
宗
派
仏
教
を
見
放
し
た
か
の
よ
う
に
、
新
ら
し
い
宗
教
に
向
け
ら
れ
た
。
既
成
教
関
の
方
で
も
、
な
る
ほ
ど
、

善寺

期
の
高
度
経
済
成
長
の
余
波
を
受
け
て
、
係
が
し
か
の
波
及
効
泉
に
浴
す
る
と
こ
ろ
ど
は
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
と
て
、

あ
nJ
て
い
に

云
え
ば
、
改
善
さ
れ
た
の
は
、

ふ
と
こ
ろ
の
中
身
だ
け
で
あ
っ
て
、

そ
の
余
は
旧
態
依
然
、

ほ
と
ん
ど
何
の
進
歩
も
ポ
し
得
ず
、

と
う
て

い
国
民
の
期
待
に
そ
う
、

と
い
う
ま
で
に
は
到
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
経
済
成
長
の
波
に
も
ま
れ
、
佼
織
が
寺
の
外
で
働
い
て
得
る
生
活
費
の
一
学
を
法
人
経
営
に
注
ぎ
込
ま
ぎ

る
を
得
な
い
、

と
い
う
よ
う
な
も
の
が
あ
る
学
部
、
数
は
少
な
い
ど
は
い
え
、
金
の
使
い
滋
に
濁
る
、

と
い
う
よ
う
な
法
人
も
生
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
寺
践
の
維
持
・
管
理
に
は
、
当
然
相
当
な
資
金
を
要
す
る
・
も
の
で
あ
る
。
宗
教
法
人
法
の
立
法
の
お
的
そ
の
も
の
が
、
宗

教
団
体
に
財
的
議
船
粧
を
与
え
る
と
と
に
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
経
済
の
関
績
を
離
れ
て
宗
教
法
人
を
論
ず
る
こ
と
は
、
意
味
を
立
さ
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
寺
院
経
済
の
掲
題
を
議
視
す
る
あ
ま
り
、
宗
教
を
忘
れ
金
も
う
け
の
部
自
さ
に
と
号
つ
か
れ
た
佐
織
が
、
世
間
に
於
け

る
企
業
活
動
と
全
く
閉
じ
こ
と
を
や
り
始
め
た
あ
た
り
に
、
既
成
教
聞
の
体
質
そ
の
も
の
が
う
か
が
わ
れ
よ
う
。

こ
の
ま
十
年
間
で
世
賠
を
麓
駁
忽
せ
る
よ
う
な
、
宗
教
界
で
の
出
来
事
の
ほ
と
ん
ど
が
、
教
義
や
僑
仰
と
い
う
深
み
の
あ
る
も
の
で
は

な
く
、
経
済
問
題
に
そ
の
困
を
発
し
て
い
る
こ
と
で
も
、

そ
の
本
質
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
種
の
ト
ラ
ブ
ル
は
、
宗
派

や
数
回
、

あ
る
い
は
寺
院
の
大
小
・
新
旧
の
制
却
に
間
関
わ
ず
に
発
生
し
て
い
る
。
そ
れ
が
投
開
に
ま
で
知
ら
れ
る
か
窃
か
と
い
う
こ
と
は
、

単
に
速
の
鰐
題
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
宗
教
界
が
、
と
の
よ
う
な
議
悪
な
擦
を
設
題
に
さ
ら
さ
ぎ
る
を
得
な
く
な
っ
た

の
ひ
と
つ
は
、

こ
れ
か
ら
論
た
進
め
る
寺
長
関
係
者
の
法
令
に
関
す
る
然
糊
関
心
や
無
知
に
あ
る
、
ど
い
え
る
の
で
あ
る
。

総
体
に
、
宗
教
家
は
、
聖
な
る
も
の
に
対
す
る
輿
心
が
深
ま
る
ほ
ど
、
裕
な
る
も
の
か
ら
離
れ
る
と
い
う
核
質
を
持
つ
。
裂
は
、
俗
な



る
も
の
と
分
離
さ
れ
る
と
と
に
よ
号
、

は
じ
め
て
成
立
す
る
、
と
い
う
の
は
程
度
の
速
い
こ
そ
ふ
れ
、

ど
の
宗
派
や
教
包
に
お
い
て
も

該
当
す
る
、

い
わ
ば
公
式
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
我
が
用
問
に
お
け
る
仏
教
の
墜

て
も
、
俗
化
が
進
む
ご
と
に
そ
こ
か

ら
逃
げ
出
す
と
い
う
、

い
わ
ば
逃
避
の
歴
史
で
あ
っ
た
、

t:. 
u、

教
家
の

ど
い
う
こ
と
が
い
え
る
、
も
の
で
あ
っ
た
。
世
俗
を
嫌
ら
う
、

姿
勢
は
、
法
を
見
る
態
度
に
も
そ
れ
が
よ
く
表
、
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
時
の
権
力
が
決
め
た
程
度
の
世
俗
の
法
な
ど
は
、
自
分
途
が

信
事
中
し
、
説
き
広
め
る
聖
な
る
法

i
l
教
義

i
i
に
比
べ
れ
ば
、

は
る
か
僻
沈
下
の
取
る
に
足
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

援
を
援
ね
る
こ
と
が
、

し
か
し
な
が
ら
、
世
俗
の
法
す
ら
灘
守
し
得
な
く
て
、
こ
の
よ
う
な
主

い
か
に
実
体
の
な
い
幻
覚
に
し
か
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
今
日
宗
教
界
に
怒
り
つ
つ
あ
る
事

役
鍔
で
も
「
法
〈
役
俗
法
〉
は
最
低
の
道
徳
な
り
。
」
と
い
う
。

象
に
照
せ
ば
、
き
わ
め
て
開
明
瞭
で
あ
る
。

宗
教
法
の
変
遷
と
質
経
役
員

さ
て
、
我
け
か
溺
に
於
て
、
初
め
て
鈍
行
さ
れ
た
近
代
法
典
と
し
て
の
宗
教
法
波
、
昭
和
十
密
年
の
「
宗
教
団
体
法
」
で
あ
る
。
こ
の
法

宗教法人と責任役後について

後
に
お
い
て
、
寺
院
経
鷲
の
根
幹
を
な
す
機
関
は
、
住
職
と
総
代
で
あ
る
が
、
こ
の
仕
緩
み
は
、
遠
く
封
建
時
代
か
ら
続
い
た
制
度
を
そ

の
ま
ま
明
文
化
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
住
職
や
総
代
、
あ
る
い
は
一
般
償
信
也
氏
に
と
っ
て
、
寺
院
運
営
の
基
本
が
ほ
と
ん
ど
何
の
変
化
も
示

さ
な
い
以
上
、
宗
教
団
体
に
法
人
格
が
付
与
さ
れ
よ
う
と
、

さ
れ
ま
い
と
日
常
生
活
に
変
革
を
も
た
ら
せ
る
ほ
ど
の
も
の
と
な
り
得
な
か

っ
た
。

戦
後
間
も
な
く
施
行
さ
れ
た
「
宗
教
法
人
令
」
も
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
時
間
金
で
あ
っ
た
ど
い
え
よ
う
。
一
万
来
、
我
が
獲
に
は
、

自
然
人
以
外
の
も
の
に
「
人
格
」
を
与
え
る
と
い
う
「
法
人
」
と
い
う
よ
う
な
法
概
念
は

し
な
か
っ
た
。
株
式
会
社
や
財
団
法
人
・
社
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団
法
人
等
の
法
人
は
卒
く
か
ら
存
在
は
し
て
い
た
も
の
の
、

ほ
と
ん
ど
の
寺
院
住
職
や
檀
信
徒
に
と
っ
て
は
、
は
る
か
彼
方
の
別
世
界
で
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あ
り
、
法
人
を
自
覚
せ
し
め
る
よ
う
な
療
援
の
利
害
関
係
は
、
何
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
戦
後
に
持
わ
れ
た
農
地
解
放
は
、

宗教法創刊号(1号事3.5) 

寺
暁
住
織
の
生
活
の
根
拠
を
銅
板
底
か
ら
く
つ
が
え
す
ほ
ど
の
強
烈
な
打
撃
を
与
え
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
こ
れ
も
ま
た
住
職
の
法
令
に
対

す
る
不
信
感
を
つ
の
ら
そ
る
大
き
な
原
悶
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

戦
中
之
戦
後
の
混
乱
か
ら
、
宗
教
界
が
十
分
に
立
ち
な
お
っ
て
い
な
い
昭
和
二
十
六
年
に
現
行
の
宗
教
法
人
法
が
施
有
さ
れ
た
の
で
あ

る
が
‘
今
に
し
て
見
れ
ば
、
時
吋
期
と
し
て
は
あ
ま
哲
適
当
と
は
い
え
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
と
は
い
う
も
の
の
、
宗
教
法
人
側
の

事
情
は
別
と
し
て
、
こ
の
新
法
は
、

に
比
較
す
れ
ば

正
に
画
期
的
な
内
容
を
具
備
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
な
か
で

ぞ
れ
以
前
の

も
、
法
人
の
事
務
決
定
機
を
「
責
任
役
員
い
に
与
え
る
と
い
う
縦
波
は
、

あ
る
意
味
で
は
、

時
ロ
を
見
張
る
ほ
ど
の
変
革
を
宗
教
間
体
に
与

え
得
る
内
容
を
鍛
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
法
の
施
行
後
三
十
年
を
緩
た
今
日
で
す
ら
、
点
サ
鋭
住
職
レ
ベ
ル
に
お
い
て
さ
え
、

徽
践
を
欠
き
、
軽
視
寄
れ
て
い
る
の
が
、
現
笑
の
姿
で
る
る
。
法
に
対
す
る
法
人
側
の
態
度
や
精
待
状
態
は
、
す
で
に
の
ベ
て
い
る
通
り

で
あ
る
が
、

と
い
う
点
に
関
し
、
少
し
く
占
考
え
て
み
た
い
。

そ
の
余
に
も
回
以
間
関
と
な
れ
ソ
得
る
も
の
が
あ
る
か
ど
う
か
、

ま
ず
第
一
に
考
え
ら
れ
る
の
が
、
新
法
施
行
に
当
つ
て
の
所
轄
庁
舎
包
括
法
人
等
の
機
織
不
足
と
、

そ
れ
に
伴
な
う
混
乱
が
今
日
の
法

軽
視
に
も
繋
が
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

所
務
庁
も
包
括
筒
体
も
、
共
に
新
法
に
よ
る
法
人
の
罪
証
の
準
綴
に
そ
の
精
力
の
大
学
が
消
耗
さ
れ
、
新
法
の
内
容
の
周
知
徹
底
に
ま

で
は
カ
が
及
ば
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
か
つ
て
、

あ
る
熊
庁
で
、
末
寺
の
規
制
剤
を
調
査
し
た
時
、
都
民
任
役
員
の
員
数
、
任
期
共
に
空

織
の
ま
ま
の
規
則
安
発
見
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
通
常
の
事
務
処
理
叩
の
な
か
で
は
、

お
よ
そ
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
な
ど

は
、
所
轄
庁
・
包
括
・
被
包
括
法
人
と
も
ど
も

の
認
証
事
務
に
心
が
う
ば
わ
れ
て
い
た

と
解
す
る
外
は

自
の
前
に
せ
ま
る
用
地
大

な
い
で
き
ご
と
と
い
え
よ
う
。
今
日
で
さ
え
、
米
・
品
ー
寸
に
対
す
る
事
務
の
指
導
、
例
え
ば
法
人
の
設
立
や
解
散
轍
暗
殺
宗
派
の
日
常
の
事
務
と

し
て
賓
径
を
持
っ
て
行
な
え
な
い
宗
派
も
少
な
く
な
い
と
綴
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
次
第
で
あ
る
か
ら
、
宗
教
法
人
法
が
施
打
さ
れ
た



そ
の
内
容
を
正
し
く
末
寺
に
示
し
得
た
宗
派
は
き
わ
め
て
少
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
う
。

官
持
管
悶
宗
御
室
派
の
宗
派
規
則
と
末
寺
規
則
投
比
べ
て
も
、
決
定
的
に
支
穫
を
来
た
す
よ
う
な
矛
盾
は
な
い
と
は
い
え
、
小
さ
な
部
分
の

制
艇
は
少
な
く
な
い
。

と
れ
な
ど
も
、
宗
教
法
人
法
に
つ
い
て
の
十
分
な
理
解
と
鎗
識
が
備
っ
て
い
れ
ば
、
当
然
に
防
ぎ
え
た
こ
と
で
あ
る
。
す
で
に

十
年

も
替
の
こ
と
を
、

く
わ
し
く
調
べ
る
と
と
は
で
き
な
い
し
、

そ
の
必
要
も
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
当
時
の
事
情
を
今
に

ま
た
、

し
て
思
え
ば
、
勉
強
ば
後
家
わ
し
に
し
て
、
灘
転
免
許
証
の
先
渡
安
受
け
た
の
と
、
同
じ
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
ひ
と
た

ぴ
免
許
蕊
念
入
手
す
れ
ば
、
も
う
お
し
ま
い
。
後
で
勉
強
す
る
な
ど
と
い
4
フ
、
殊
勝
な
人
間
は
ほ
と
ん
ど
い
ま
い
。

宗
教
法
人
法
施
行
当
待
の
混
乱
と
、
地
帯
鱗
不
足
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
次
め
よ
う
な
事
例
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
今
誌
で
は
、
宗
教
法

人
の
事
務
の
決
定
の
方
法
は
「
責
在
役
員
会
い
と
い
う
会
議
念
開
催
し
、
と
こ
で
討
論
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
、
と
い
う
の
が
常
識
ど
な
っ

て
い
る
。
し
か
し
、
新
法
の
施
行
当
待
は
、
と
の
策
提
役
員
会
制
と
い
う
制
制
度
は
確
立
せ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
患

え
る
ふ
し
が
ふ
る
。

宗教法人と繁任役員について

昭
和
二
十
六

一
十
一
白
、
文
京
第
ニ
三
号
に
よ
り
、
単
調
待
の
文
部
省
大
使
営
湧
宗
務
課
長
代
潔
か
ら
教
宗
派
教
窪
の

て
に
「
宗
教
法
人
の
規
制
作
成
、
認
証
中
議
等
に
つ
い
て
」
と
称
す
る
文
書
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
文
替
の
内
容
と
す
る
と
こ
ろ
は
、

宗
教
法
人
令
に
よ
る
宗
教
法
人
を
、
宗
教
法
人
法
に
よ
る
宗
教
法
人
に
切
ち
か
え
る
こ
と
に
つ
い
て
の
指
導
蓄
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ

る
。
と
の
文
獲
に
は
、
宗
教
法
人
訟
の
骨
子
と
も
い
う
べ
き
部
分
の
解
説
と
共
に
、
認
証
に
必
要

の
説
間
切
に
あ
わ
せ
て
、
宗
派
及

ど
と
に
も
受
任
役
員
が
事
務
を
決
定
す

ぴ
末
寺
の
規
制
対
作
成
例
が
注
意
蓄
を
添
え
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
規
則
案
を
見
る
か
ぎ
り
、

る
に
つ
き
「
責
任
役
員
会
い
を
開
催
し
て
、
と
れ
を
行
う
と
は
明
示
疲
れ
て
い
な
い
。
も
っ
と
も
、
法
自
体
に
於
て
は
、
第
十
九
条
で
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「
規
制
慨
に
別
段
の
定
が
な
け
れ
ば
、
宗
教
法
人
の

時
跡
、
責
任
役
員
の
定
数
の
過
半
数
で
決
し
、

そ
の
責
在
役
員
の
議
決
権
は
、
各
々
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平
等
と
す
る
。
ぃ

と
定
め
て
、
責
任
役
員
会
で
の
議
決
に
よ
号
、
事
務
が
決
定
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
定
め
て
い
る
。
ま
た
、
文
部
省
案
と

宗教法創刊努(1事83.5) 

し
て
示
さ
れ
た
規
則
例
で
も
、
こ
の
議
決
権
の
平
等
安
定
め
た
競
定
そ
の
も
の
は
存
在
し
て
い
る
が
、
事
務
の
い
か
な
る
部
分
が
会
議
に

付
さ
れ
る
べ
き
か
、
な
ど
と
い
う
点
に
は

切
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

そ
も
そ
も
「
禁
法
役
員
」
と
い
う
制
度
は
、

正
に
こ
の
新
法
に
よ
っ
て
初
め
て
採
用
せ
ら
れ
た
制
度
で
あ
る
か
ら
、
規
則
濃
の
や
に
於

て
、
当
然
精
密
な
解
説
が
加
え
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
先
に
引
潟
し
た
第
十
九
条
に
つ
い
て
も
、
「
責
任
役
員
の
事
務
の
決
定
は
会

議
で
な
さ
れ
る
べ
き
憶
の
規
定
が
あ
る
か
ら
、
当
然
す
ぎ
る
も
の
を
改
た
め
て
詳
細
に
規
則
に
盛
ち
込
む
必
要
は
な
い
o
」

部
省
が
考
え
た
と
は
思
え
な
い
。
む
し
ろ
、
事
務
の
決
定
の
う
ち
、
ど
の
都
分
を
会
議
に
付
ナ
べ
き
か
、
文
部
省
自
身
マ
つ
め
が
行
わ
れ

と
当
時
の
文

て
い
な
か
っ
た
た
め
規
則
案
に
示
し
得
な
か
っ
た
、

と
解
す
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

私
の
こ
の
見
解
は
、
さ
ら
に
文
部
翁
が
例
示
し
た
規
刻
家
の
各
一
燃
に
於
て
、
補
強
せ
ら
れ
る
も
の
と
思
う
。
文
部
省
の
示
し
た
規
制
燃
案

の
う
ち
、
宗
派
用
の
「
規
則
変
更
及
び
合
併
い
に
関
す
る
部
分
に
於
て
は
「
責
任
役
員
の
同
窓
い
と
い
う
文
震
が
使
用
さ
れ
て
い
る
匂

「
第
六
十
二
条
こ
の
媛
泌
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
宗
会
幾
録
の
定
数
の
過
半
数
及
び
資
任
役
員
の
定
数
の
三
分
の
こ
円
以
上
の
間
関
意
を
得
て
、
文
部
大
臣

の
認
絞
殺
受
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
〈
以
下
略
)
」

規
則
附
変
更
に
間
関
・
ず
る
従
前
の
法
令
を
調
べ
て
み
る
と
、
宗
教
関
体
法
で
は
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

「
第
六
象

滋
ヲ
線
、

寺
院
椙
規
則
若
ハ
教
会
蛸
刑
制
ヲ
変
更
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
又
ハ
法
人
に
業
ザ
ル
教
会
ガ
法
人
タ
ラ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
檀
徒
、
教
徒
及
儀
後
/
総
代
ノ
間
関

(
以
下
略
〉
」

3 

宗
教
法
人
令
に
於
て
も
、
こ
れ
と
ほ
ぼ
問
機
に
「
第
六
条

神
社
、
寺
院
叉
ハ
教
会
ノ
規
則
ヲ
変
更
七
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
氏
子
・
山
抑
制
敬

者
・
捕
後
徒
・
教
徒
友
信
徒
/
総
代
/
問
意
ヲ
得
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
。
」

と
定
め
て
い
る
。
云
う
ま
マ
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
宗
教
思
体
法

及
び
宗
教
法
人
令
に
於
て
は
、
総
代
は
法
定
の
必
要
的
機
関
で
あ
れ
ソ
、

ど
の
法
人
に
あ
っ
て
も
一
一
一
名
以
上
の
総
代
設
置
く
こ
と
が
義
務
付



け
ら
れ
て
い
た
。
た
だ
、
こ
の
当
時
の
総
代
の
権
利
義
務
の
範
囲
は
、

必
ら
ず
し
も
明
確
で
は
な
く

ハ
教
会
ノ

ニ
慰
問
シ
主

管
者
ヲ
扶
ク
い
と
い
う
程
度
の
地
位
し
か
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
あ
い
ま
い
な
地
位
で
は
み
っ
た
が
、
法

人
の

の
決
定
、
例
え
ば
財
産
処
分
や
規
則
の
変
更
な
ど
は
、

主
管
者
の
意
志
だ
け
で
は
決
定
せ
ず
、
総
代
の
「
同
意
」
が
必
獲

と
怒
れ
た
の
で
あ
る
。

現
行
の
宗
教
法
人
法
で
は
「
総
代
い
は
、
す
で
に
必
要
的
機
関
と
し
て
の
地
位
を
有
し
て
い
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
多
く
の

仏
教
系
の
法
人
に
於
て
は
「
任
意
機
関
い
と
し
て
総
代
金
鐙
念
、
重
要
事
項
の

に
は
、
総
代
の
用
意
を
要
す
る
旨
の
規
定
を
規
制
約
に

設
け
て
い
る
。
先
に
掲
げ
た
宗
派
郊
の
文
部
省
案
第
六
十
二
条
に
い
う
「
同
意
い
の
概
念
と
、
宗
教
団
体
法
及
び
宗
教
法
人
令
、
さ
ら
に

は
現
行
の
宗
教
法
人
法
に
よ
る
規
郎
変
更
認
証
等
に
必
要
と
さ
れ
る
総
代
の
「
同
意
」
は

じ
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
文
部
省
案
に

よ
る
と
「
同
意
」
は
こ
の
外
に
も
、
解
散
の
手
続
安
定
め
た
第
六

准
飛
で
も
「
;
・

の
定
数
の
全
段
の
同
意
:
;
:
」

と
あ
る

ほ
か
、
未
寺
用
の
解
散
の
手
続
を
定
め

十
五
条
で
も
「
:
;
:
資
怪
役
員
の
定
数
の
全
員
の
局
窓
を
得
て
、
:
・
・
」
と
あ
る
。
と
の

規
制
烈
案
が
作
成
さ
れ
た
当
時
、
文
部
鳴
が
資
任
役
員
会
で

す
べ
き
事
援
に
つ
い
て
、
明
確
な
見
解
を
複
し
て
い
た
‘
な
ら
ば
、
当

支持教法人と責任役員について

然
「
開

及
び
変
更
会
規
定
す
る
第
四
十

に
代
っ
て
「
議
決
い
と
い
う
用
語
が
用
い
ら
れ
た
も
の
と
思
う
。
な
お
、
基
本
財
産
の

八
条
、

の
変
更
の
第
五
品

予
算
の
追
加
及
び
更
正
に
関
す
る
第
五
十
六
条
等
に
於

財
産
の
処
分
に
関
ナ
る
第
五
十
条
、

て
は
「

O
O
の
議
決
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
と
の

。
」
に

そ
の
総
の
機
関
が
充
て
ら
れ
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
て
い
る
。
現
に

築
設
宗
御
室
派
で
は
、
ど
の
「

0
0
」
は
宗
派
の
議
決
機
欝
で
為
る

会
」
と
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
施
行
紛
則
に
関
す
る
第
六
十
五
条
で
は
「
と
の
規
制
郊
の
施
行
に
関
す
る
級
制
燃
は
、
宗
会
の
議
決
を
緩
て
、
責
任
役
鼠
が
ニ
ポ

令
・
教
令
・
家
制
約
・
総
則
で
〉
定
め
る
。
」

と
、
重
要
で
は
あ
る
に
し
て
も
佼
慾
機
関
に
す
ぎ

と
あ
る
如
く
、
法
定
機
関
関
た
る

3事

と
の
資
任
や
権
限
の
上
下
関
係
が
券
常
に
あ
い
ま
い
な
形
で

さ
れ
て
い
る
。
今
日
、

た
い
て
い
の
宗
派
や
教
窃
に
あ
っ
て

な
む、



40 

は
宗
A

抑
制
等
の
議
決
機
闘
を
ム
鳴
し
、
首
脳
の
人
事
、
予
・
決
算
、
財
産
処
分
、
規
則
変
更
等
の

の
決
定
を
こ
れ
に
ゆ
だ
ね
て
い
る
。

宗教法創刊号(1号事3.5 ) 

併
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
機
関
を
設
け
る
こ
と
自
体
が
、
責
任
役
員
の
事
務
決
定
権
を
制
限
ナ
る
こ
と
と
な
る
。
宗
教
法
人
法
は
、
こ
の
よ

う
な
機
関
を
設
け
る
こ
と
を
制
限
し
て
い
な
い
が
、
責
任
役
員
と
宗
会
の
問
に
は
、
明
確
な
形
に
於
て
事
務
の
委
任
が
な
命
せ
れ
て
い
な
い

と
、
両
者
の
簡
で
意
見
の
穏
漣
が
あ
っ
た
よ
う
な
場
合
に
は
、

い
た
ず
ら
に
紛
争
を
助
長
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
こ
の
よ
う
な
点

か
ら
も
、
鏡
郊
の
そ
デ
ル
は
可
能
な
か
ぎ
れ
ツ
誤
解
を
生
じ
に
く
い
も
の
と
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
宗
派
の
資
経
役
員
と
宗
会
の
関
係
に
於
て

も
.
文
部
翁
出
僚
は
き
わ
め
て
あ
い
ま
い
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

近
畿
圏
底
的
燥
に
よ
ゥ
て
、
新
ら
し
い
被
包
括
法
人
用
の
規
則
家
が
策
定
せ
ら
れ
、

と
し
て
す
で
に
、
こ
れ
を
採
用
し
て
い

る
も
の
も
あ
る
0

・
荻
た
、
宗
派
と
し
て
採
用
し
な
い
ま
で
も
、
近
畿
器
府
県
内
で
の
法
人
新
設
に
当
っ
て
は
、
こ
の
規
則
で

け

る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
規
則
案
が
評
価
さ
れ
る
最
大
の
点
は
、
法
人
の
事
務
め
決
定
に
「
資
任
役
員
会
制
」
が
採
用
せ
ら
れ
、
責

か
っ
、
誤
解
の
生
じ
な
い
方
法
で
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
モ
デ
ル

長
役
総
例
会
に
付
す
ベ

、
き
わ
め
て
閥
的
議
、

に
於
て
、
責
任
役
員
会
に
付
す
べ
き
事
項
は
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

的

w
予
算

ω決
算

出
W

年
度
末
剰
余
金
の
処
分

ω財
産
設
鎌

mw特
別
財
産
及
び
甘
臨
本
財
援
の
設
定
又
は
変
一
史
紛
土
地
咽
建
物
及
び
霞
一
療
な
資
産
の
取
得
若
し

く
は
処
分
又
は
こ
れ
ら
奇
務
係
に
供
す
る
こ
と
占
的
支
裟
幾
腕
輔
の
新
築
・
婚
祭
事
改
築
及
び
用
途
変
更
等
品
開
境
内
総
の
模
織
品
骨
文
は
閉
用
途
変
更
等
僻
W

借
入
れ
又

は
保
証
制
御
事
業
州
制
徴
創
出
箔
関
係
の
設
定
又
は
際
止

ω規
制
間
変
一
度
又
は
綿
織
の
出
制
定
及
び
改
廃
総
合
併
又
は
解
散
及
び
残
念
財
獲
の
処
分

ω主
察
部
試
験
幽
踏

の
人
事
柏
村
そ
の
他
こ
の
法
人
の
蒙
繁
な
事
務

こ
の
よ
う
な
、
新
し
い
規
則
案
が
作
成
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、

ど
り
も
な
お
さ
ず
、
従
前
の
規
則
に
不
儀
表
兇
た
た
め
で
あ
る
が
、

た
だ
残
念
な
こ
と
は
、
こ
れ
が
所
鰭
庁
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
宗
教
法
人
の
側
か
ら
進
ん
で
研
究
提
示
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
、

と
い
う

こ
と
で
あ
る
。



宗
教
法
人
法
制
定
当
時
の
宗
教
陸
品
悼
の
事
情

団
体
法
施
行
当
時
の
寺
俣
の
経
営
は
、
前
に
も
述
べ
た
通
号
、
一
一
一
人
以
上
の
総
代
が
伎
織
を
補
佐
す
る
と
い
う
形
で
な
さ
れ
て
ぢ

た
。
こ
の
時
代
の
総
代
は
、

の
地
位
か
ら
そ
の
権
限
に
至
る
ま
で
、
封
建
時
代
の
延
長
と
考
え
て
よ
く
、
寺
院
の
世
俗
面
で
の
実

カ
は
、
住
職
安
は
る
か
に
し
の
ぐ
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
。
役
職
自
身
は
と
い
う
と
、
寺
院
が
法
人
に
な
ろ
う
と
な
る
ま
い
と
、
生
活
に

は
仰
の
変
化
も
な
か
っ
た
。
今
日
で
す
ら
、
法
人
の
代
表
者
と
し
て
の
綴
織
的
な
訓
練
を
受
け
る
場
が
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
の
で
あ
る

か
ら
、
当
時
の
住
職
に
は
、
向
問
自
の
所
属
す
る
団
体
げ
か
「
法
人
」
で
あ
る
と
い
う
翠
識
す
ら
な
か
っ
た
も
の
と
患
う
。
税
法
上
の
保
護
で

さ
え
も
、
当
然
の
も
の
と
い
う
考
え
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
、

屯
き
わ
め
て
例
外
的
な
優
遇
措
量
で
あ
る
、

と
い
う
認
識
は
全
く
存
夜
し
な
か

っ
た
と
い
え
よ
う
の

法
の
綴
行
後
間
も
な
く
、
我
が
悶
は
第
二
次
散
界
大
戦
に
突
入
し
、

や
が
て
、
寺
髭
の
住
職
十
ら
一
兵
卒
と
し
て
戦
場
に
狩
出
さ
れ
る

時
代
と
な
っ
た
。
戦
ゃ
か
ら
戦
後
の
一
時
期
に
か
け
て
、
寺
院
住
識
は
非
生
陵
地
借
と
し
て
、
肩
身
の
狭
い
思
い
を
味
わ
い
、
戦
後
鵠
も
な

祭教法人と棄をf査役員について

く
実
施
せ
ら
れ
た
幾
線
解
放
に
よ
る
打
撃
か
ら
容
易
に
回
復
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
怠
っ
た
。
宗
教
間
体
の
責
任
者
と
し
て
の

自
覚
よ
り
は
、
自
己
や
家
族
の
生
活
の
方
に
多
く
の
関
心
を
向
け
。
き
る
を
得
な
か
っ
た
、
苦
難
の
時
代
で
あ
っ
た
。

国
民
の
大
学
が
、

ま
だ
歎
戦
の
シ
ョ
ッ
ク
か
ら
さ
め
や
ら
ぬ
昭
和
二
十
年
の
纂
に
宗
教
法
人
令
が
あ
わ
た
だ
し
く
施
行
さ
れ
る
と
と
と

な
っ
た
。
こ
れ
は
、
占
領
軍
の
意
向
で
あ
る

の
自
由
、
政
教
分
離
の
原
則
等
を
忠
実
に
反
映
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、

そ
れ
だ
け
に

設
に
一
お
う
よ
う
な
大
き
な
欠
点
を
市
内
包
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
法
人
を
設
立
す
る
に
当
っ
て
も
、
許
認
可
主
義
を
採
用
せ
ず
、

し
か
る
べ
き
後
に
所
織
庁
へ
届
出
を
行
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
宗
教
団
体
で
な
い
間
体
で
も

宗
教
法
人
と
な
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
宗
教
法
人
令
で
は
、
今
日
の
我
々
の
呂
か
ら
見
れ
ば
海
銀
内
と
も
患
え
る

規
制
限
を
作
成
し
、
筆
記
を
行
い
、
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つ
の
全
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く
新
ら
し
い
概
念
を
導
入
し
て
い
る
。
そ
の
第
八
条
に
於
て
「
宗
教
法
人
ニ
ハ

ヲ
震
ク
ベ
シ
い
と
あ
る
の
が
そ

人
又
ハ
数
人
ノ

宗教法創刊号(1983. 5) 

れ
で
あ
る
。
従
誌
の
寺
院
の
経
営
は
、
封
建
時
代
を
含
め
、

と
し、

霊
験
者
で
あ
る
「
一
人
」
の
住
職
と
総
代
が
協
力
し
て
と
れ
を
行
う
、

う
制
藍
に
な
じ
ん
で
き
た
。
そ
れ
が
、
宗
教
法
人
令
に
な
っ
て
、
突
然
、
複
数
の

め
る

と
い
う
方
向
に
百
八
十
度
の
方
向

転
換
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
数
人
の

と
い
う
概
念
は
、
民
法
法
人
の
「
理
事
L

の
機
念
と
全
く
間
的
じ
も
の
で
あ
る
。
民

法
法
人
の
理
事
は
、
家
務
の
決
定
権
を
有
し
、
法
人
内
部
の
規
定
〈
定
款
・
寄
知
行
為
〉
に
よ
っ
て
、
代
表
権
の
秘
践
を
行
わ
な
け
れ
ば
、

全
員
に

あ
る
。

宗
教
間
体
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
教
義
の
な
か
で
絶
対
者
の
存
復
変
容
認
す
る
も
の
で
あ
る
し
、
そ
の
教
義
の
混
夜
の
日
内
閣
場
者
で
あ
る

の
役
職
者
で
は
得
ら
れ
な
い
特
別
の
権
威
を
認
め
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
宗
教
の
世
界

司
教
団
の
代
表
者
に
も
、
他
の

の
特
異
性
か
ら
見
る
持
、
複
数
の
権
威
を
仮
に
そ
れ
が
世
俗
上
の
地
位
に
す
ぎ
な
い
に
し
ろ

め
た
こ
と
は
、
宗
教
関
体
に
は
適
合
し
に

く
い
制
度
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

方
、
と
の
綴
度
を
総
代
の
側
か
ら
挑
め
れ
ば
、
現
実
は
と
も
角
と
し
て
も
、
鋭
度
上
は
綾
数
の
主
管
者
が
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
な

っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
相
対
的
に
は
権
威
が
低
下
し
た
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
上
、
そ
の
主
管
者
時
休
、
民
法
法
人
の
理
事
の
持
つ
も
の
と

題
等
の
臨
機
搬
献
を
有
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
総
代
の
従
前
持
っ
て
い
た
事
実
上
の
寺
院
の
管
理
権
・
な
ど
は
、
こ
の
時
点
で
き
っ
ぱ
り
と
清
算

さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
複
数
の
主
管
者
を
震
く
こ
と
が
で
き
る
、

と
い
う
宗
教
法
人
令
の
新
機
輸
は
、
当
然
な
が
ら
法
人

の
大
小
を
問
わ
ず
大
変
な
一
小
評
で
あ
れ
ソ
、
法
律
は
変
っ
た
も
の
の
、
法
人
の
実
体
は
綴
変
ら
ず
封
建
時
代
の
延
長
と
し
て
生
会
永
ら
え
る

こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
戦
中
-
戦
後
の
混
乱
に
、
畿
地
解
放
と
い
う
寺
院
経
済
の
根
底
安
ゆ
る
が
す
よ
う
な
追
打
ち
が
加
え

ら
れ
た
。
こ
の
時
代
の
守
続
の
住
職
に
と
っ
て
、
何
よ
号
の
重
要
事
演
は
、
自
己
の
生
活
防
衛
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
な
か
で
の
法
人
意



識
の
自
覚
や
向
上
な
ど
、

と
う
て
い
鶏
む
べ
く
も
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
法
人
意
識
の
欠
郊
の
原
簡
の
ひ
と
つ
は
、
宗
教
団
体
法
時
代
の

宗
教
法
人
か
ら
、
宗
教
法
人
ム
ー
に
よ
る
宗
教
法
人
へ
移
行
す
る
時
、
法
人
傑
に
は
何
等
の
必
然
性
も
努
力
も
な
し
に
、
と
の
作
業
が
行
わ

れ
た
、

と
い
う
こ
と
に
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
宗
教
法
人
令
成
立
の
原
闘
は
、
我
が
閣
の
敗
戦
に
あ
号
、
明
治
憲
法
に
依
拠
す
る
宗
教
問

体
法
が
連
合
図
に
安
定
さ
れ
た
結
果
に
す
ぎ
な
い
。

宗
教
法
人
令
公
布
の
目
的
の
一
は
、
宗
教
団
体
法
に
よ
っ
て
獲
得
せ
し
め
た
法
人
格
の
保
護
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
と
で
、
宗
教
法

人
令
で
は
附
制
約
に
き
わ
め
て

な
「
み
な
し
」
裁
定
を
設
け
る
こ
と
に
よ
号
、
宗
教
団
体
法
に
よ
っ
て
法
人
と
な
や
て
い
た
も
の
は
そ

の
ま
ま
宗
教
法
人
令
に
よ
る
宗
教
法
人
と
み
な
し
た
の
で
あ
っ
た
。
法
人
側
か
ら
す
れ
ば
、
何
の
苦
労
も
な
く
、
新
法
人
に
な
ち
得
た
の

そ
れ
だ
け
に
住
職
自
身
が
法
人
に
つ
い
て
勉
強
し
、
研
究
を
重
ね
、
認
識
殺
高
め
る
絶
好
の
機
会
は
、
空
し
く
失
な
ゐ
れ
て

し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
宗
教
法
人
令
附
則
の
「
み
な
し
L

で
あ
る
が
、

は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

「

+
A
A
V
織
は
行
ノ
際
現
ニ
存
ス
ル
法
人
タ
ル
教
派
、
宗
派
及
品
税
関
開
設
ニ
寺
院
及
教
会
ハ
之
ヲ
ゆ
邪
教
法
人
ト
看
倣
シ
骨
骨
ノ
教
媛
、
・
宗
制
、
・
教
図
湧
府
間
J

等
院
規
則
、
・
教
会

蛸
綿
織
、
・
韓
国
長
、
，
教
団
統
漣
揮
官
、
・
後
鵬
眠
、
・
教
会
主
管
者
、
・
代
務
者
及
び
総
代
並
ニ
寺
院
糾
間
帯
聴
会
緩
及
教
会
財
産
台
綴
ハ
之
ヲ
各
本
令
子
依
ル
崎
明
鋭
、
-
-
本
ふ
錨
揖
者
、
・
代
務
書
官

及
総
代
並
ニ
寺
後
教
会
叫
制
緩
受
託
簿
ト
者
像
ス
」

主宗教法人と責任役員について

昭
和
二
十
六
年
に
な
っ
て
、
現
行
の
宗
教
法
人
法
が
施
行
々
ぼ
れ
た
。
宗
教
法
人
ん
滑
に
於
て
、
民
法
法
人
の
墜
事
を
模
し
た
ど
態
わ
れ
る

「
主
管
者
」
は
さ
ら
に
性
格
安
務
確
に
し
て
「
責
在
役
員
L

と
し
て
生
れ
変
っ
た
の
で
あ
る
。
責
任
役
員
は
、
宗
教
法
人
法
に
よ
る
法
定

の
窓
率
決
定
機
演
と
し
て
、
法
人
の
大
小
を
問
わ
ず
「
一
一
一
名
」
以
上
安
麓
く
こ
と
を
議
務
付
け
さ
れ
た
。
民
法
法
人
の

は
「
数
名
」

会
際
則
と
さ
れ
る
が
、
家
教
法
人
で
は
被
告
話
法
人
の
一
般
鈴
な
規
模
が
勘
案
さ
れ
て
コ
ニ
名
L

と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

玄
た
、
宗
教
法
人
ム
滑
に
於
て
は
、
必
ら
ず
し
も
明
確
で
な
か
っ
た
複
数
の
場
合
の
代
笈
権
の
問
題
は
、
質
経
役
員
の
中
の
一
人
を
「
代

43 

表
役
員
」
と
し
、
こ
れ
に
代
表
権
を
与
え
る
こ
と
に
よ
り
、
宗
教
団
体
に
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
い
も
の
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
資
任
投
員
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に
は
、
法
人
の
事
務
決
定
様
、
す
な
わ
ち
、
法
人
の
業
務
の
う
ち
「
宗
教
」
を
除
い
た
そ
の
余
の
す
べ
て
の
事
項
を
決
定
す
る
権
限
が
、

宗教法創刊号 (1983.5). 

与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
資
任
役
員
の
任
務
と
、
権
限
の
範
鐙
が
、
開
明
確
に
一
ぶ
さ
れ
た
以
上
、

「
総
代
」
と
い
う
よ
う
な
補
佐
機
鶴
間
山
林
、

法
の
L
a
引で

る
余
地
が
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

時
代
か
ら
続
い
た
「
総
代
い
念
法
律
の
改
正

し
か
し
、

-Few

、
t
 

挙
に
廃
止
す
る
ほ
ど
の
大
変
革
は
、
と
れ
ま
た
多
く
の
宗

派
に
於
て
、
受
容
で
き
る
と
と
で
は
な
か
ゆ
た
の
で
あ
る
。
法
も
中
広
が
~
、
と
の
よ
う
な
自
主
的
な
機
関
を
霞
く
と
と
ま
で
も
排
す
も
の
で

は
な
か
っ
た
た
め
、
民
法
法
人
の
「
評
議
員
い
に
畑
相
当
す
る
よ
う
な
諮
問
機
関
的
な
性
格
の
も
の
と
し
て
、
多
く
の
仏
教
系
の
法
人
で
は

「
総
代
」
げ
か
残
さ
れ
る
と
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
法
人
規
制
郊
の
な
か
に
総
代
が
残
怒
れ
た
と
し
て
も
、
と
れ
ば
従
務
の
も
の
と

は
、
そ
の
性
格
を
全
く
異
に
す
る
も
の
と
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
従
前
な
ら
ば
、

相
当
有
能
で
あ
っ
た
・
と
し
て
も
、

数
の
上
で
は
一
人
で
あ
る
の
に
対
し
、
総
代
の
方
は
三
名
で
あ
っ
た
か
ら
、
法
人
の
意
志
は
総
代
の
意
見
に
左
布
さ
れ
る
度
合
が
強
か
っ

た
。
し
か
し
、
宗
教
法
人
法
で
は
、
議
決
機
関
と
し
て
三
名
以
上
責
任
役
員
を
置
か
ね
ば
な
ら
ず
、
と
れ
に
対
す
る
総
代
は
、
通
常
一
一
一
名

な
い
し
五
各
位
で
あ
る
か
ら
、
従
前
の
よ
う
に
圧
倒
的
な
多
数
で
意
志
を
通
す
と
と
は
、
無
理
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

総
代
の
出
火
力
が
、
相
対
的
に
弱
体
化
さ
れ
る
と
い
う
と
と
は
、

一
援
で
は
住
職
に
と
っ
て
、
歓
迎
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
で
あ
ろ

ぅ
。
し
か
し
な
が
ら
、
寺
院
か
ら
総
代
を
完
全
に
排
徐
し
て
し
ま
う
と
と
は
、
檀
信
徒
と
の
接
点
を
失
な
う
こ
左
を
意
味
し
、
白
か
ら
の

援
護
を
断
つ
こ
と
に
も
な
る
ω

総
代
と
は
、

で
は
あ
る
が
、

そ
れ
だ
け
に
た
よ
ち
が
い
の
あ
る
穂
子
で
も
あ
る
。
今
日

寺、

で
も
、
寺
院
住
織
に
、
資
任
役
良
と
総
代
の

設
住
家
れ
ば
、

ほ
と
ん
ど
の
者
が
総
代
の
方
を
と
る
で
あ
ろ
う
。
責
任
役
員
と
は
、

き
わ
め
て
合
理
的
な
制
度
で
あ
る
が
、
中
一
寸
線
住
織
に
と
っ
て
は
、

め
い
わ
く
な
も
の
で
あ
っ
た
。
勿
論
、
と
の
よ
う
な
考
え
の
際
悶
の
一

を
な
す
も
の
が
、
法
令
に
関
十
る
理
解
と
認
識
の
欠
如
に
あ
る
と
と
は
、

い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
に
、
仏
教
界
独
特
の
閉
鎖
性
や
保
守

性
な
ど
が
加
わ
っ
た
た
め
、
責
任
役
員
と
い
う
宗
教
法
に
か
つ
て
な
か
っ
た
画
期
的
な
制
度
を
白
か
ら
の
手
で
拡
げ
‘
開
拓
し
て
行
と
う



と
い
う
気
風
が
生
じ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
事
情
の
な
か
で
考
え
出
さ
れ
た
の
が
、

一
種
の
二
重
権
力
機
構
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

あ
る
場
合
に
は
、
責
任
役
員
の
事

務
決
定
権
が
強
調
さ
れ
、

あ
る
場
合
に
は
、
総
代
の
伝
統
と
権
威
が
持
ち
上
げ
ら
れ
て
、
責
任
役
員
は
単
な
る
形
式
上
の
機
関
で
あ
る
、

と
し
て
軽
ん
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
相
対
的
に
見
て
、
住
職
の
力
が
強
い
と
と
ろ
で
は
、
住
職
の
意
の
ま
ま
に
な
る
人
物
が
責
任
役
員
に

任
ぜ
ら
れ
た
り
、
極
端
な
場
合
に
は
、
三
名
の
役
員
を
す
べ
て
住
職
の
一
族
で
占
め
る
、

と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
行
わ
れ
る
傾
向
を
示
し

た
。
こ
れ
と
反
対
に
、
総
代
の
力
が
強
い
と
こ
ろ
で
は
、
相
も
変
ら
ず
総
代
が
実
権
を
に
ぎ
り
、
責
任
役
員
は
地
位
が
逆
転
し
て
総
代
の

追
認
機
関
か
、

せ
い
ぜ
い
名
誉
職
ぐ
ら
い
に
し
か
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。

通
り
機
能
し
な
い
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。

い
ず
れ
の
場
合
に
も
、
責
任
役
員
は
形
骸
化
さ
れ
、
法
の
期
待

こ
の
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
檀
信
徒
に
も
責
任
の
一
端
が
あ
る
。
寺
院
に
は
常
に
住
職
が
住
ん
で
お
り
、

そ
の
住
職
が
法
事
や
葬
式
を

満
足
に
行
な
え
さ
え
す
れ
ば
、

そ
れ
で
よ
し
と
す
る
風
潮
が
き
わ
め
て
強
い
。
自
己
の
所
属
す
る
寺
院
が
「
宗
教
法
人
」
で
あ
る
こ
と
さ

え
知
ら
ず
、

ま
し
て
そ
の
法
人
の
事
務
の
決
定
が
適
正
に
行
わ
れ
て
い
る
か
、

な
ど
と
い
う
点
に
は
ほ
と
ん
ど
何
の
関
心
も
特
に
な
い
も

宗教法人と責任役員について

の
が
少
な
く
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
自
己
の
直
接
的
な
利
益
の
範
囲
し
か
、
寺
院
と
は
か
か
わ
り
を
持
ち
た
く
な
い
、

と
い
う
考
え
方
が

檀
信
徒
の
聞
に
広
が
り
つ
つ
あ
る
の
は
残
念
な
こ
と
で
あ
る
。

四

責
任
役
員
の
適
正
化
と
将
来
の
問
題

宗
教
法
人
の
管
理
・
運
営
の
か
な
め
と
な
る
の
は
、
責
任
役
員
で
あ
る
こ
と
は
、
言
を
ま
た
な
い
。
そ
こ
で
、
真
言
宗
御
室
派
で
は
、

ま
ず
責
任
役
員
の
同
族
排
除
を
最
重
要
事
項
と
考
え
、

す
で
に
十
年
以
上
も
前
か
ら
、
被
包
括
法
人
に
こ
の
旨
の
指
導
を
行
い
、

ほ
ぽ
完

45 

全
に
近
い
成
果
を
あ
げ
て
い
る
。
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実
際
の
事
務
手
続
k
し
て
は
、
各
法
人
か

件
づ
っ
宗
派
が
保
管
し
て
い
る
「
寺
籍

擬
出
さ
れ
る
都
度
、

の

家教法務領j字予(1号83.5) 

簿
」
・
と
ム
申
請
議
に
記
さ
れ

一
名
な
ら
二
名
以
上
、
五
名
な
ら

品
ノ
品
ツ
タ
し
て
行
っ
て
い
る
。
も
し
、
過
半
数
〈

名
以
上
〉
が
附
族
で
あ
る
州
場
合
に
は
、

の
出
先
の
長
で
あ
る
支
所
長
を
通
じ
、
若
し
く
は
当
該
法
人
に
直
接
連
絡
し
て
、
間
族

以
外
の
滋
校
選
任
す
る
よ
う
、
指
導
を
し
て
い
る
0

4

1

派
で
は
、
同
族
は
一
切
責
任
役
員
に
任
命
し
な
い
、

と
い
う
ほ
ど
強
硬
な
姿
勢
で

も
な
く
、
過
半
数
会
占
め
な
け
れ
ば
、
問
問
族
け
か
加
わ
っ
て
も
よ
い
、

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
通
常
、
被
包
括
法
人
の
責
任
役
員
は
三
名
で

あ
る
か
ら
、
若
し
、
ど
う
し
て
も
閥
族
を
加
え
た
い
な
ら
、
規
制
の
改
正
を
行
い
、

五
名
と
す
れ
ば
二
名
ま
で
は
同
族
で
あ
っ
て
も
か

ま
わ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
長
期
に
渡
る
指
導
の
結
果
、
ご
く
例
外
的
に
無
理
解
な
も
の
を
徐
き
、

ほ
と
ん
ど
の
法
人
が
問
族
排
除

に
理
解
を
一
本
し
、
協
力
を
し
て
く
れ
て
い
る
。

責
任
役
員
の
同
族
排
除
に
関
す
る
被
包
括
法
人
舗
の
不
満
の
大
部
分
は
、
住
職
・
代
表
役
員
が
欠
け
た
場
合
に
後
任
者
の

に
つ
い

て
、
寺
族
〈
寺
院
の
家
族
〉
の
意
志
が
無
視
さ
れ
、
寺
族
保
護
が
お
ろ
そ
か
に
な
る
、

と
い
う
も
の
で
み
る
。
当
派
に
於
て
は
、
こ
の
よ

う
な
場
合
、
残

9
の
二
名
で
開
催
す
る
責
任
役
員
会
で
後
援
容
を
決
定
す
る
、

ど
い
う
の
で
は
な
く
、
総
代
会
法
類
な
ど
も
後
任
者
決
定

に
参
鍾
ず
る
。
従
が
っ
て
、
残
り
の

決
定
的
な
も
の
と
は
な
り
得

名
の

名
い
た
ど
し
て
も
、

そ
の
殺
の

p
h

、c
'l
μ

可

iv高
対
派
に
於
て
は
、
他
の
仏
教
系
会
派
'
皮
肉
様
、

に
は
「
住
織
」
ど
い
う
宗
教
上
の
地
伎
を
有
す
る
者
を
も
っ
て
充
て
ら
れ
て

い
る
c

そ
の
佼
駿
に
は
、
こ
れ
ま
た
宗
教
上
の
資
絡
で
あ
る
「
教
鏑
」
資
格
が
必
要
と
さ
れ
る
G

教
部
と
し
て
の
資
格
を
有
す
る
者
は
、

あ
ら
か
じ
め
次
期
住
職
た
る
の
登
録
で
あ
る
「
後
任
霊
録
」
を
行
う
こ

k
が
で
き
る
。
後
任
登
録
を
行
っ
て
お
れ
ば
、
宗
教
法
人
法
に
規

定
す
る
欠
務
事
自
に
該
当
す
る
か
、
若
し
く
は
そ
れ
に
穏
当
す
る
ほ
ど
の
重
大
な
不
適
格
事
由
が
な
い
か
ぎ
号
、
半
十
自
動
的
な
手
続
に
よ

っ
て
、
住
鞍
・
代
表
役
員
に
な
れ
る
の
で
あ
る
e

こ
れ
は
、
特
別
の
寺
族
保
護
制
度
と
い
え
よ
う
。



さ
ら
に
寺
族
保
護
の

環
と
し
て
、
特
に
婦
人
に
か
ぎ
り
教
師
の
階
級
の
中
に
「
教
綴
試
嫡
憎
い
と
称
す
る
組
織
級
品
校
設
け
‘

通
常
の
教
師

資
格
取
得
よ
り
、

は
る
か
に
ゆ
る
や
か
な
修
行
に
よ
っ
て
、
住
職
資
格
を
取
得
せ
し
め
る
道
も
開
聞
い
て
い
る
。
次
に
、
住
織
の
配
偶
滋
が

住
職
資
絡
を
保
有
せ
ず
、
後
継
者
た
る
子
弟
が
現
に
僧
侶
と
し
て
修
行
中
で
あ
っ
た
り
、

あ
る
い
は
未
成
年
者
で
る
る
よ
う
な
場
合
に
は
、

そ
の
品
鳴
が
佳
織
資
格
を
取
得
す
る
ま
で
の
つ
な
ぎ
の
代
表
者
は

と
し
て
で
は
な
く
、

「
代
表
役
員
代
務
者
」
と
し
て
任
命

し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
方
法
は
、
あ
る
い
は
宗
教
法
人
法
の
立
法
の
趣
旨
に
舷
触
す
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
代
表
役
員
で
は
な

く
、
代
務
者
と
し
て
を
命
し
て
お
け
ば
、
前
任
者
が
仮
ち
に
辞
任
を
こ
ぼ
ん
だ
と
し
て
も
、
代
表
役
員
を
任
命
す
る
と
と
が
可
能
で
あ
る

と
い
う
弱
点
は
生
か
せ
る
の
で
あ
る
。

資
任
役
員
の
向
族
排
除
と
、
主
寸
族
保
護
の
関
係
は
右
に
掲
げ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、

た
い
て
い
の
法
人
は
と
の
よ
う
な
説
明
を
行

な
え
ば
、

あ
え
て
降
族
就
任
を
強
婆
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
と
の
よ
う
な
指
導
の
た
め
か
、
今
の
と
こ
ろ
、
資
任
役
員
の
挙
務
決
定
そ
の

も
の
に
関
し
て
の
重
大
な
内
容
を
持
つ
鵠
題
は
提
起
さ
れ
て
い
な
い
。

次
に
、
代
表
役
員
以
外
の
資
託
役
員
の
就
荘
資
格
等
に
つ
き
、

の
問
題
を
提
起
し
て
み
た
い
。

三詩型主主長人と責任役員について

責
任
役
員
の
就
任
に
つ
い
て

一
様
に
次
の
よ
う
な
資
絡
制
限
を
行
っ
て
い
る
。

に
関
し
て
当
派
に
於
て
は
、
米
中
守
規
則
で

「
代
表
役
災
以
外
の
責
任
役
員
は
、
後
類
、
寺
族
又
は
総
代
の
う
ち
か
ら
代
表
役
員
が
推
鶏
し
た
者
に
つ
き
、
管
一
陣
聞
が
後
九
時
す
る
。
」

一
一
一
名
の
資
任
役
員
の
う
ち
、

名
は
代
表
役
員
で
あ
号
、
同
族
を
加
え
ら
れ
な
い
と
な
る
と
ち
残
り
は
「
法
類
」
と
ケ
総
代
」
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

法
類
と
は
、
俗
除
問
の
親
類
の
よ
う
な
関
係
を
指
す
が
、
伎
織
個
人
の
師
弟
関
係
を
意
味
す
る
「
応
対
付
法
類
」
と
寺
続
そ
の
も
の
の
関

係
を
指
す
「
券
付
法
類
」
の

掛
憶
が
あ
る
。
し
か
し
、
今
日
で
は
蔀
弟
関
係
と
い
っ
て
も
、
実
質
上
は
「
親
子
関
係
い
に
し
か
す
ぎ
ず
、

47 

緩
の
法
類
が
厳
密
に
区
別
さ
れ
る
と
と
は
な
い
。
業
在
役
員
に
就
授
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
は
、
今
日
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
近
隣
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の
同
一
宗
派
の
寺
院
住
織
を
援
す
こ
と
が
多
い
α

な
お
、
こ
の
法
制
摘
と
い
う

の
機
関
は
、
当
派
で
は
必
要
的
機
関
と
は
な
っ
て
い

安芸署員法創刊号予(l幸83.5) 

な
い
の
で
、

そ
れ
変
緩
く
か
厳
か
な
い
か
は
、
当
縁
寺
院
の
自
由
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
の

ひ
と
た
び
法
類
と
な
っ
た
も
の
は
、

関
係
令
断
ち
切
る
の
は
心
情
的
に
も
間
関
難
で
あ
る
か
ら
、
法
制
期
た
る
住
職
、
が
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
ろ
う
と
、
半
永
久
的
に
開
関
係
を
総
統

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
当
派
の
米
中
守
で
は
、
代
表
役
員
以
外
の
二
名
の
責
証
役
員
を
、

す
べ
て
法
類
で
占
め

て
い
る
も
の
も
少
く
は
な
い
c

毘
す
れ
ば
、
こ
れ
は
法
人
運
営
が
非
常
に
公
開
明
正
大
に
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
が
、
宗
教

法
人
法
の
立
法
の
梼
神
か
ら
す
れ
ば
、
多
少
の
疑
問
が
残
る
。
す
な
わ
ち
、
末
寺
と
い
え
ど
も
、
現
行
の
宗
教
法
人
法
の
下
で
は
、
霞
律

し
、
独
立
し
た
法
人
で
あ
る
。
末
寺
け
か
当
然
に
保
有
す
る
は
ず
の
一
部
の
権
限
、
例
え
ば
代
表
役
員
・
責
任
役
員
の
任
免
権
、
財
産
処
分

や
規
制
変
更
の
承
認
権
な
ど
を
宗
派
た
る
包
括
法
人
に
委
在
し
て
い
る
と
は
い
え
、

そ
の
余
は
独
立
し
た
法
人
と
し
て
、

者
の
介
入

を
許
さ
な
い
は
ず
で
あ
る
。

寺
院
と
い
う
宗
教
団
体
は
、
議
本
抽
出
に
は
住
職
及
び
教
師
・
徒
弟
と
機
儀
徒
で
機
成
さ
れ
る
お
こ
れ
ら
の
織
成
長
が
、
法
人
規
制
郊
に
よ

っ
て
、
法
人
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
e

逆
に
い
え
ば
、
法
人
規
則
に
よ
っ
て
拘
束
会
受
け
な
い
者
は
、
そ
の
法
人
に
対
し
て
何
等
の

権
利
・
義
務
を
有
し
な
い
。
出
刊
一
派
の

で
は
、
法
類
愛
綬
く
こ
と
と
し
て
い
る
も
の
が
多
い
の
で
、

そ
の
か
ぎ
り
に
於
て
は
、
法

た
り
得
な
い
。
し
か
し
、
財
的
に
は
当
該
法
人
と
何
ら
か
か
わ

9
を
持
た
な
い
法
類
げ
か
、

た
だ
ち
に
責
任
役
員
と
し
て
、
正

に
般
的
な
経
務
会
主
と
す
る
帯
感
士
思
決
定
機
欝
偶
然
と
な
れ
ツ
得
る
か
と
い
う
点
に
は
、
疑
問
を
は
さ
む
余
地
が
残
る
。

法
類
凶
林
、
宗
教
法
人
法
の
成
立
安
契
機
と
し
て
、
従
来
の
歴
史
的
な
関
係
を
整
理
し
、
純
粋
な
宗
教
的
機
関
と
し
て
位
霞
付
け
し
た
上

で
、
法
人
規
則
か
ら
は
ず
し
た
方
が
良
か
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
。
そ
し
て
、
責
任
役
員
時
弘
、
総
代
の
代
表
に
ゆ
だ
ね
た
方
が

法
人
の
自
主
性
・
独
立
性
を
さ
ら
に
高
め
る
た
め
に
有
効
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
事
情
も
あ
っ
て
、
当
一
派
で
は
照

会
を
受
け
れ
ば
、
法
類
よ
り
は
総
代
の
方
が
責
任
役
員
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
と
指
導
し
て
い
る
。
こ
の
問
問
題
は
、
資
続
役
員
の
間
族
排
除



な
ど
に
比
較
す
る
と
小
さ
な
も
の
で
は
あ
ろ
う
が
、
就
柾
資
格
の
隙
凡
な
お
し
な
ど
も
、

そ
の
時
期
に
来
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

1i. 

結

び

さ
て
、
今
ま
で
に
述
べ
て
き
た
と
と
を
要
約
す
れ
ば
、
宗
教
法
人
法
制
定
当
時
の
規
制
案
を
中
心
と
し
て
、
賞
在
役
員
会
制
の
問
題
、

近
畿
眼
府
県
で
作
成
さ
れ
た
新
ら
し
い
規
制
賊
案
と
の
か
ら
み
、

さ
ら
に
は
責
任
役
員
の
同
族
排
除
及
び
資
格
制
制
限
な
ど
か
ら
、

「
寅
経
役

負
像
い
と
も
い
う
べ
き
も
の
会
導
ぴ
き
出
そ
う
と
し
た
が
、
単
に
個
別
的
な
あ
る
い
は
並
制
内
的
な
揖
題
提
起
に
終
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

宗
教
法
人
法
が
施
行
さ
れ
、
学
や
三
十
年
を
迎
え
る
と
い
う
時
期
に
み
っ
て
も
、
法
人
の
代
表
者
に
す
ら
と
の
法
が
十
分
理
解
さ
れ
て

、
t

、、

au-司
品

F
H
'
h
u
・

と
い
う
こ
と
は
、
今
ま
で
我
々
が
と
っ
て
き
た
周
知
徹
底
に
対
す
る
努
力
の
少
な
さ
も
大
切
る
こ
と
な
が
ら
、

そ
の
方
法
に
も
罰

越
が
あ
っ
た
も
の
と
い
え
よ
う
e

す
な
わ
ち
、
畿
に
代
表
者
の
み
設
相
手
に
す
る
の
で
は
な
く
、
被
信
徒
一
般
に
ま
で
潟
知
せ
し
め
る

方
法
を
と
号
、
世
間
の
知
恵
念
よ

9
広
く
法
人
の
管
潔
運
営
に
注
ぎ
込
む
工
夫
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ど
考
え
て
い
る
。

す
で
に
述
べ
て
い
る
が
、
仏
教
界
に
は
、
宗
教
法
人
法
な
ど
は
「
俗
法
い
に
し
か
す
ぎ
な
い
、

と
滋
牙
に
も
か
け
な
い
と
い
う
気
風
も

宗教法人と資任哲主主義について

い
ま
だ
に
強
い
。
自
分
違
の
裁
く
法
は
、
世
俗
の
法
よ
り
は
る
か
彼
方
に
あ
っ
て
、
そ
の
広
が
ち
と
い
い
、
深
み
と
い
い
比
較
に
な
ら
な

そ
の
小
さ
な
狭
い
世
俗
の
法
が
理
解
も
遵
守
も
で
き
な
い
、

い
も
の
だ
と
称
し
つ
つ
、

と
い
う
パ
ラ
ド
ッ
タ
ス
は
、

ど
う
説
明
で
き
よ
う
。

と
の
よ
う
な
姿
を
世
間
の
目
か
ら
眺
め
れ
ば
、
滑
稽
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
か
ろ
う
?

法
た
本
稿
の
初
め
の
部
分
で
述
べ
た
よ
う
に
、
財
産
処
分
等
を
め
ぐ
る
宗
教
界
の
多
く
の
出
来
ご
と
は
、
法
令
に
関
す
る
無
知
や
無
建

解
に
起
賊
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、

一
方
、
法
知
識
さ
え
み
れ
ば
、

す
べ
て
解
決
か
と
い
え
ば
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
の
マ
あ
る
。
広

い
意
味
で
の
法
の
な
か
に
は
、
例
え
ば
法
の
歴
史
あ
る
い
は
法
餐
学
な
ど
も
含
ま
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
と
の
よ
う
な
も
の
も
含
め
て
学
ば

4事

な
け
れ
ば
、
法
に
流
れ
て
い
る
精
神
と
か
基
本
理
念
な
ど
は
理
解
で
き
な
い
。
と
の
よ
う
な
部
分
を

切
省
略
し
、
条
文
の
み
の
理
解
に
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止
ま
る
の
な
ら
、

む
し
ろ
悪
し
き
入
閣
を
作
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
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法
が
万
能
で
、
法
が
完
全
無
欠
の
終
代
に
は
、
恐
ら
く
ど
れ
ほ
ど
の
時
聞
を
か
け
て
待
っ
た
と
し
て
も
、
到
達
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
完
全
で
は
な
い
に
し
ろ
、
今
日
の
我
が
国
で
達
成
さ
れ
て
い
る
法
律
と
そ
の
運
用
の
制
度
は
、
散
問
介
に
誇
nJ
得
る
も
の

で
あ
る
。
な
か
で
も
宗
教
人
の
最
大
の
関
心
事
で
あ
る
信
教
の
自
由
等
が
、
こ
れ
ほ
ど
完
全
な
形
で

そ
ら
れ
て
い
る
簡
は
、
き
わ
め

て
少
な
い
の
で
あ
る
。
今
日
我
々
が
有
し
て
い
る
信
教
の
自
由
と
い
う
銭
度
を
よ
り
強
留
な
も
の
と
し
、
発
燥
さ
せ
る
た
め
に
は
、
社
会

般
の
支
持
と
協
力
な
し
に
は
と
う
て
い
達
成
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
法
を
理
解
し
、
そ
れ
を
遵
守
す
る
と
い
う
経
度
の
こ
と
は
、
教

え
を
設
さ
広
め
る
と
い
う
仕
事
に
比
べ
れ
ば
き
わ
め
て
小
さ
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、

現
実
に
は
そ
れ
ず
ら
で
き
な
い
と
な
る
と
、
外

見
で
は
な
く
、
中
身
の
あ
っ
た
平
安
や
鎌
倉
持
代
の
よ
う
な
、

と
う
て
い
不
可
能
で
あ

い
き
い
き
し
た
仏
教
界
を
一
将
棋
視
す
る
こ
と
な
ど
、

ろ
民
ノ
。


