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宗
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団
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の
財
産
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と
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に
現
わ
れ
た
事
例
を
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心
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宗教団体の財産紛争と信者一判例に現われた事例を中心にー

カt

lま

し

き

最
近
宗
教
団
体
、

な
か
ん
ず
く
既
成
宗
教
団
体
で
あ
る
寺
院
の
財
産
を
め
ぐ
る
紛
争
が
著
し
く
増
加
す
る
傾
向
に
あ
る
。
そ
の
起
因
と

し
て
は
、
長
年
に
わ
た
り
、

そ
の
宗
教
的
・
経
済
的
基
盤
と
な
っ
て
き
た
檀
家
制
度
の
衰
退
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、

一
九
六

0
年
代
以
降
に
本
格
化
し
た
高
度
経
済
成
長
の
影
響
を
う
け
、
都
市
周
辺
に
人
口
が
移
動
す
る
に
つ
れ
、
夫
婦
と
子
を
単
位
と
す

る
い
わ
ゆ
る
核
家
族
化
の
進
捗
に
よ
っ
て
、

か
つ
て
檀
家
制
度
が
寺
院
に
対
し
て
果
し
た
機
能
を
喪
失
し
、

そ
の
結
果
、

「
伝
統
的
檀
家

集
団
の
上
に
安
住
し
て
い
た
寺
院
は
、
そ
の
集
団
の
弱
体
化
に
よ
っ
て
、
寺
院
経
済
を
危
機
に
陥
れ
、

(
1
)
 

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
他
方
で
は
、
都
市
部
へ
の
人
口
移
動
は
、

そ
れ
が
僧
侶
の
兼
業
化
を
促
し
」

そ
の
周
辺
の
土
地
の
高
騰
を
ま
ね
き
、
寺
院
の
所
有
す
る
境
内

地
-
境
外
地
な
ど
に
対
す
る
経
済
的
評
価
を
高
め
、

そ
の
利
用
価
値
を
見
直
す
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
う
し
て
、
寺
院
の
維
持
管
理
に
対
す

る
檀
信
徒
の
占
め
る
機
能
が
後
退
し
た
割
合
を
カ
バ
ー
す
る
か
の
よ
う
に
、

寺
院
財
産
と
く
に
土
地
の
利
用
・
処
分
の
機
会
が
幽
唱
え
る
こ

21 

と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
従
来
、
寺
院
な
ど
宗
教
極
体
の
財
産
は
、

お
も
に
長
年
に
わ
た
る
檀
信
徒
な
ど
の
寄
遂
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
き
た
場
合

そ
れ
が
寺
院
経
済
を
不
動
の
も
の
と
し
、
宗
教
的
基
盤
を
支
え
て
き
た
の
で
あ
る
か
ら
、

が
多
く
、
ま
た
、

そ
れ
会
処
分
し
た
り
、
あ
る

ハ斗弘、
l
t
 
そ
れ
を
事
業
に
利
用
し
た
り
す
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
G

こ
の
点
に
つ
き
、
宗
教
法
人
法
も
、
宗
教
閲
体
の
も
つ
財

産
の
適
正
な
管
理
運
営
に
よ
る
財
産
の
維
持
を
考
慮
し
、
財
産
処
分
な
ど
の
場
合
に
、

ら
に
対
す
る
公
務
制
度
&
採
用
し
、
宗
教
団

体
の
財
産
が
み
だ
り
に
逸
失
し
な
い
よ
う
に
配
慮
を
加
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
現
実
に
は
、
寺
院
を
取
り
巻
く
経
済
的
基
盤
が
纏
家
制
度
の

の
療
迭
に
よ
っ
て
燐
繍
概
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
生
可

箆
財
産
が
利
用
・
処
分
さ
れ
る
事
態
は
ま
す
ま
す
増
え
て
い
く
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
そ
こ
マ
、
宗
教
法
人
の
代
表
役
員
に
よ
る
適
格
な

財
産
管
理
と
運
営
が
求
め
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
、
通
常
、

は
幾
縦
上
位
織
が
兼
経
し
て
い
る
た
め
、
寺
院
な
ど

の
財
産
の
利
期
‘
処
分
を
め
ぐ
っ
て
、
様
々
な
問
題
が
起
っ
て
く
る
ケ

i
ス
が
多
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
場
合
、

ぞ
こ
に
宗
教
的
信
仰
の
議
穫
を
も
っ
信
者
と
の
関
係
で
あ
ろ
う
。

と
く
に
問
題
と
な
る

の
は
、

し
て
宗
教
団
体
の
運
営
が
な
さ
れ

、
総
点
鳴
の

て
い
る
場
合
は
格
別
、

さ
も
な
け
れ
ば
、
か
な
ら
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
、
策
教
向
山
体
の
財
産
の
利
用
・
処
分
を
め
ぐ
っ
て
信
者
と
の
間

に
紛
争
が
生
じ
て
く
る
と
い
っ
て
も
漁
祭
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
防
波
紛
争
に
織
を
発
し
て
、
信
者
げ
か
住
職
ら
の
宗
教
上
の
地

伎
の
解
径
会
包
括
宗
教
法
人
に
求
め
、

ぞ
れ
が
認
め
ら
れ
る
と
、
住
職
か
ら
裁
判
所
に
対
し
、

滋
位
確
認
の
訴
は
か
提
起
さ
れ
る
な
ど
、
寺

機
紛
争
に
ま
で

し
て
し
ま
う
こ
と
も
少
く
な
い
ο

と
-
段
、
に
は
、
宗
教
財
産
の
利
用
・
処
分
の
た
め
に
、
信
者
の
意
向
を
無
視
す
る
よ

う
な
裂
で
、

か
ら
の
雛
脱
会
食
て
る
こ
と
も
稀
有
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
宗
教
関
体
の
財
産
の
科
婦
=
処
分
に
と
も
な
う
紛
争
の
多
く
は
、
信
者
ら
の
意
向
を
軽
援
な
い
し
無
復
す
る
場
合
に
発
生
す

「
宗
教
団
体
に
関
す
る
民
事
紛
争
の
類
型
的
考
察
」
と
い
う
テ
]
マ

(
2
)
 

の
も
と
で
、
財
産
紛
争
安
め
ぐ
る
宗
教
法
人
と
信
者
の
関
係
を
、
判
例
に
現
わ
れ
た
事
例
を
中
心
に
考
え
る
こ
と
に
す
る
。

る
傾
向
け
か
強
い
、
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、



宗
敏
法
人
法
に
い
う
信
者

周
知
め
よ
う
に
、
宗
教
法
人
法
は
、
宗
教
法
人
が
重
要
な
行
為
を
お
こ
な
う
場
合
に
、
ぞ
れ
を
信
者
ら
科
饗
関
係
人
に
一
定
鶏
鵠
公
告

す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
い
わ
ゆ
る
公
告
制
度
を
採
用
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
宗
教
法
人
の
設
立
二
二
条
一
二
項
v

、
財
産
処
分
ハ
二

条
)
、
規
則
の
変
更
(
二
六
条
ニ
項
v

、
合
併
(
一
一
一
四
条

項
〉
、
解
散
ハ
間
開
館
条
一
一
項
〉
等
の
場
合
、

一
定
の
事
項
を
「
信
容
そ
の

家事童館徐立〉財産紛争とf読者一殺傷gIこき襲われた導事例令中心iこー

飽
の
利
害
関
係
人
」
に
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
財
政
処
分
の
場
合
、

の
手
続
に
違
反
す
る
と
き
は
そ
の
処
分
行
為
が

無
効
と
な
り
(
二
四
条
〉
、
ま
た
、
規
則
変
更
a

合
併
・
解
散
等
の
場
合
に
お
け
る
所
務
庁
へ
の
認
証
申
請
に
は
、
お
公
告
を
-
託
す
る
欝

類
の
提
出
日
か
婆
求
さ
れ
、
所
轄
庁
は
、
宗
教
法
人
が
右
公
告
の
手
続
を
し
た
か
ど
う
か
を
審
獲
し
た
上
で
諺
証
を
決
定
す
べ
き
で
あ
る
と

規
定
さ
れ
て
い
る
土
器
条
、
一

八
条
、
一
一
一
九
条
、
四
六
条
v

o

さ
ら
に
、
解
散
に
つ
い
て
は
「
信
表
そ
の
他
の
科
書
棚
関
係
人

に
意
見

会
求
め
、
意
見
あ
る
と
き
は
、
当
該
意
鐙
泌
を
考
慮
し
て
解
散
の
手
続
安
進
め
る
か
ど
う
か
が
}
再
検
討
す
べ
き
で
あ
る
旨
定
め
ら
れ
て
い
る

(
間
四
条
ニ
活
情
〉
。

こ
の
よ
う
に
宗
教
法
人
法
で
は
、
信
者
は
単
に
公
告
の
対
象
と
し
て
扱
わ
れ
る
の
み
で
あ
っ
て
、
他
に
な
ん
ら
規
定
も
綾
か
れ
て
い
な

ぃ
。
そ
れ
は
、
新
簸
法
で
、
信
教
の
防
腐
と
政
教
分
離
の
原
則
と
が
確
立
さ
れ
、
織
は
宗
教
団
体
の

-8自
な
活
動
を
保
健
す
る
た
め
、
宗

教
関
似
体
に
対
す
る
法
的
規
制
を
必
要
最
少
限
度
に
と
ど
め
た
結
果
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
宗
教
団
体
の
信
者
に
関
す
る
事
項
は
、
宗
教
上

の
信
仰
と
探
く
結
び
つ
く
も
の
と
し
て
、
法
的
規
鍛
の
対
象
外
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
加
え
て
、
も
と
も
と
宗
教
間
体
の
信
者
を
法
で
も

っ
て
統
一
的
に
把
握
す
る
と
と
は
、

き
わ
め
て
む
つ
か
し
い
こ
と
で
も
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
宗
教
毘
体
の
信
者
の
権
利
・
義
務
と

も
い
う
べ
き
信
者
の
地
位
と
、

そ
れ
に
と
も
な
う
種
々
の
利
益
・
負
担
な
ど
に
つ
い
て
は
、
各
宗
教
団
体
特
有
の
事
情
マ
そ
れ
ぞ
れ
異
な

23 

る
う
え
に
、
歴
史
の
為
る
宗
教
団
体
に
あ
っ
て
は
、
長
年
に
わ
た
ゆ
て
築
き
上
げ
ら
れ
て
き
た
慣
行
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
縫
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者
に
対
す
る
扱
い
の
穏
異
を
考
慮
す
れ
ば
、
宗
教
間
体
の
信
者
を
法
的
に
統

す
る
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
と
い
え
よ
う
。
要
す
る
に

信
者
に
関
す
る
規
定
は
、
緩
者
が
宗
教
上
の

に
属
す
る
問
題
で
あ
る
と
同
時
に
、
法
的
に
扱
う
こ
と
が
図
難
な
事
項
で
も
あ
る
放
に
、

法
は
原
則
と
し
て

切
関
与
せ
ず
、
宗
教
関
山
体
の
自
治
に
餐
ね
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
宗
教
法
人
法
山
林
、
宗
教
法
人
に
お
け
る

の

存
在
を
軽
視
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、

そ
の
存
在
を
当
然
視
し
た
も
の
と
考
え
る
。
け
だ
し
、
信
者
は
、

さ
舎
に
の
ベ
た
ご
と
く
、

宗
教
法
人
の
重
要

に
つ
い
て
公
告
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
法
人
格
を
取
得
し
う
る
宗
教
関
体
の
要
件
と
え

M

れ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
関
題
と
な
る
の
は
、
宗
教
法
人
の
信
者
の
地
位
・
饗
絡
取
得
婆
件
・
権
利
義
務
な
ど
を
、

ど
の
よ
う
に
解
す
れ
ば
よ
い
か
、

と
い
う
こ
と
で
み
る
。
し
か
し
、
宗
教
法
人
法
に
規
定
が
な
い
以
上
、
こ
の
間
題
に
つ
い
て
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
各
宗
教
間
体
の
自
治

規
範
を
検
討
し
て
、
信
別
的
・
既
刊
体
的
に
判
断
せ
笈
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

判
例
に
現
わ
れ
た
信
者
の
地
位

さ
き
に
の
べ
た
よ
う
に
、
宗
教
法
人
の
務
者
の
問
題
時
弘
、
こ
れ
を
一
律
に
論
断
す
る
こ
と
が
き
わ
め
て
態
難
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
下

判
例
に
み
ら
れ
る
信
者
の
地
位
に
欝
す
る
事
例
を
と
り
あ
げ
、
判
例
が
、
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
解
し
て
い
る
か
を
考
え
で
み
た
い
。

高
松
高
判
日
制
・

2
e
n
〈
高
民
集
ニ

モf)

i
"

六
七
)

本
件
は
、
祭
教
法
人

Y
寺
の
住
職

A
け
か
住
職
の
正
当
な
職
務
進
退
等
を
妨
市
溝
口
火

h

れ
た
こ
と
を
理
由
に
、
被
控
訴
人
ハ
原
告
〉

X
ら
を
離

檀
処
分
し
た
行
為
に
対
し
、

X
ら
は
こ
れ
を
不
当
・
と
し
て
檀
徒
た
る
地
伎
の
穣
誌
を
求
め
て
訴
を
起
し
た
事
例
で
あ
る
。
原
判
決
が
V
A

の

訴
を
認
め
た
の
で
、
被
告

Y
は
、
士
寸
と

X
ら
纏
徒
と
の
関
係
山
林
単
な
る
宗
教
上
の
事
実
関
係
で
あ
っ
て
、

の
対
象
と
な
る
べ
き
権
利



父
は
法
律
関
係
で
は
な
い
こ
と
を
理
告
に
、
こ
の
よ
う
な
訴
は
そ
の
利
益
を
欠
く
不
適
法
な
も
の
で
あ
る
、
と
し
て
接
訴
し
た
の
で
る
る
。

判
決
は
、

X
ら
櫨
徒
の
属
す
る
宗
派
の
舞
割
問
・
自
治
規
範
と
、

x
ら
櫨
信
徒
の
地
位
は
、
単
な
る
宗
教
上
の
家

Y
寺
の
規
則
を
検
討
し
て
、

実
関
係
に
と
ど
ま
ら
ず
、
宗
教
法
人
法
に
い
う
「
信
者
そ
の
他
の
利
害
関
係
人
」
に
該
当
す
る
「
法
律
上
の
地
位
い
で
あ
る
と
制
判
断
し
た
。

こ
れ
を
要
約
す
れ
ば
、
本
件
宗
派
の
檀
徒
時
弘
、
そ
の
属
す
る
寺
院
宗
門
の
護
持
興
隆
に
関
与
す
る
権
限
を
も
つ
こ
と
、
壊
後
総
代
に
選
出

Y
寺
の
関
与
者
と
し
て
蓑
要
な
事
項
の
協
議
に
参
与
で
き
る
こ
と
、
関
与
者
に
な
る
と

Y
守
の
策
法
役
陣
岡
山
九
選
出
さ
れ
る
場
合
が

さ
れ
、

言宗教綴体の算手E紛争と{蹄ーやj併に貌われた事例を中心にー

あ
る
こ
と
、
宗
費
に
つ
き
檀
徒
負
担
金
が
隷
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
な
ど
愛
理
由
に
、
本
件
欄
徒
は
寺
と
密
綾
な
科
察
側
鮒
係
を
も
っ
務
成

分
子
で
あ
る
、

と
し
、
こ
れ
と
宗
教
法
人
訟
に
い

の
扱
い
と
を
総
合
し
て
、
本
件
機
徒
の
地
位
は
単
な
る
宗
教
上
の

と
ど
ま
ら
ず
、
法
律
上
の
地
位
で
あ
っ
て
、
訴
に
よ
号
そ
の
篠
誌
を
求
め
る
利
誌
が
あ
る
、
と
判
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

最
判

m
・
6

・
2

ハ
民
集

(口}

四

九

五
六
笈
〉

本
件
は
、
宗
教
団
体
法
適
用
の
事
例
で
は
あ
る
が
、
拙
綴

の
構
成
要
素
で
あ
る
と
認
め
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、思

う
に
、
守
院
の
機
僑
徒
の
法
律
上
の
性
欝
に
つ
い
て
は
議
論
が
な
い
で
も
な
い
が
、
寺
院
の
建
立
維
持
援
ぴ
に
発
展
が
檀
信
徒
な

く
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
が
放
に
、
被
信
徒
は
特
別
の
場
合
を
除
い
て
寺
院
の
基
本
財
産
、
僧
侶
と
共
に
寺
院
の
構
成
分
子
を
成
し
、

し

か
も
繊
徒
総
代
は
其
の
最
も
箆
要
な
構
成
分
子
と
解
す
る
を
穏
当
と
」
す
る
、

と。

令き

広
島
地
判
制
・
4
・
同
〈
判
時
七
六
八
|
九
鴎
〉

本
件
は
、
宗
教
法
人
A
寺
の
代
表
役
員
代
務
者

v
u
b
責
任
役
員
も
お
れ
が
、

A
寺
の
寺
院
規
則
に
も
と
づ
い
て
適
法
に
選
告
さ
れ
て
い

な
い
こ
と
、
お
よ
び
こ
れ
ら
の
者
に
よ
っ
て

A
寺
の
財
産
が
処
分
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
、

A
寺
の
信
者
X
が
、
本
案
判
決
議
定
に
蛮
る
ま

25 

で
、
れ
も
お
も
の
各
職
務
執
行
停
止
の
仮
処
分
を
申
請
し
て
訴
を
起
し
た
事
俄
で
あ
る
。
判
決
は
、
信
者
が
宗
教
法
人
の
人
的
構
成
要
素
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で
あ
る
と
解
し
「
法
律
上
の
地
位
い
に
あ
る
、
と
す
る
。

神
戸
地
判
別
・

9
・
日
ハ
判
時
八
五
一
一
一
ー

$316591ι

七
六
〉

い)
ゑ
件
叫
跡
、
栄
教
法
人
Y
守
の
前
任
住
織
に
よ
っ
て
選
任
さ
れ
た
後
任
住
酷
織
が
、
住
職
と
し
て
の
資
格
を
欠
く
不
適
法
な
選
任
で
あ
っ
た

の
地
伎
は
無
効
・
も
し
く
は
不
存
在
で
あ
る
、

と
主
張
し
て
、

Y
寺
の
檀
徒
で
あ
る

Y
守
の
規
則
上
就
任
す
る

こ
と
占
佐
渡
闘
に
、

し
た
事
例
で
あ
る
。
判
決
は
、

般
に
等
院
の
崎
被
徒
と

は
、
寺
院
と
の
密
接
度
の
濃
淡
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
て
お

V
A

ら
が
訴
か
日

り
、
横
徒
の
み
を
寺
院
の
構
成
要
素
と
解
ナ
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
科
系
し
、
本
件
の
信
者
は
横
徒
で
あ
る
か
ら
Y
寺
の
構
成
要
素
で
あ

る
.
と
し
、

X
ら
に
確
認
の
利
滋
な
い
し
当
事
審
議
絡
が
あ
る
、

と
す
る
。

以
上
、
お
も
に
寺
院
の
檀
徒
の
地
位
に
関
す
る
判
例
を
あ
げ
た
が
、
こ
れ
ら
の
判
お
を
奏
約
す
る
と
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
ず
な

わ
ち
、
判
例
は
、

ま
ず
、
宗
教
法
人
の
裁
剣
も
し
く
は
慣
行
を
具
体
的
・
実
質
的
に
検
討
し
て
、
寺
院
と
織
徒
と
の
関
に
は
、
密
接
な
利

害
関
係
が
あ
る
か
ら
、
檀
徒
は
寺
艇
の
構
或
要
素
で
あ
る
と
し
、
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
か
ら
ハ
神
戸
地
判
〉
、
も
し
く
は
こ
れ
と

人
の
規
定
を
総
合
し
て
ハ
高
松
高
判
お
よ
び
広
島
地
判
ご
、
櫨
檀
徒
の
地
位
は
、
単
な
る
宗
教
上
空
事
実
関
係
に
と
ど
ま
ら
ず

法
律
上
の

地
位
」
も
し
く
は
「
法
律
上
の
利
害
関
係
を
有
す
る
」
も
の
、
と
解
す
る
の
が
、

そ
の
動
向
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
学
説
上
、
綾
徒
が
考

院
の
構
成
要
素
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
晃
解
が
分
か
れ
、
消
極
説
と
積
極
説
と
が
あ
る
。
判
例
は
後
者
の
立
場
を
採
っ
て
い
る
と

お
も
わ
れ
る
。
な
お
、
神
社
の
氏
子
の
地
位
に
つ
い
て
判
明
例
は
、
寺
院
の
槙
徒
の
そ
れ
と
必
ず
し
も
同
じ
よ
う
に
解
し
て
い
な
い
点
に
注

意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
大
阪
湾
決

M
・
8

・
日
務
時
九
四
八

1
六
四
〉
。



震

財
産
紛
争
と
信
者

宗
教
法
人
法
は
、
被
包
括
宗
教
法
人
が
財
産
処

な
行
為
設
す
る
と
き
、
そ
の
行
為
の
少
く
と
も
一
カ
月
前
に
、
信
者
そ
の
他

の
利
害
関
係
人
に
対
し
、
そ
の
行
為
の

示
し
て
そ
の
旨
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
定
め
る
士
一
一
一
一
条
v

o

こ
れ
に
違
反
し

て
、
宗
教
法
人
の
境
内
建
物
も
し
く
は
境
内
輪
端
で
あ
る
不
動
度
叉
は
財
産
目
録
に
掲
げ
る
宝
物
を
処
分
し
た
と
き
は
、

そ
の
行
為
は
無
効

芸能教関体の財産紛争と信者一ー判例iこ現われた察側各中心にω 一

と
な
る
。
た
だ
し
、

の
第
三
者
は
保
護
さ
れ
る
ハ
ニ
開
条
〉
。
ま
た
、
宗
教
法
人
が
財
産
を
加
細
分
す
る
と
き
は
信
者
そ
の
他
の
利
害

糊
関
係
人
に
対
す
る
公
告
に
加
え
て
、
規
制
関
上
、
包
括
宗
教
法
人
の
代
表
役
員
も
し
く
は
管
長
の
承
認
を
必
要
と
し
て
い
る
場
合
が
一
般
的

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
承
認
が
な
い
線
号
、
後
包
括
法
人
は
、
有
効
な
財
産
処
分
が
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
開
通
と
な
る
の
は
、
宗
教
法
人
が
二
三
条
お
よ
び
規
制
約
に
違
反
し
て
、

そ
の
財
産
を
処
分
し
た
場
合
に
、
信
者
は
、
信
者
で
あ

る
こ
と
を
理
由
に
な
ん
ら
か
の
対
抗
措
置
を
と
れ
て
フ
る
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

つ
ぎ
の
判
例
が
多

考
と
な
ろ
う
。

約

京
都
地
判
持
・

2
・
8

ハ
判
時
七

O
一一

i
九一一一》

本
件
は
、
宗
教
法
人

A
4寸
所
有
の
境
内
織
が

人
法

条
お
よ
び
寺
院
規
則
に

し
て
、
被
告

Y
M九
発
却
さ
れ
、
移
転
向
草
記
が

A
ヰ
す
の
一
筒
者
で
あ
る
際
会
X
は
、
お
処
分
行
為
が

と
寺
院
規
則
に
違
反
す
る
発
資
で
、
無
効
で
あ
る
こ
と
を
理

な
さ
れ
た
た
め

践
に

.

Y
を
絡
手
に
そ
の
境
内
地
が

A

の
も
の
で
あ
る
こ
と
の
緩
認
と
抹
消
設
記
を
求
め
て
訴
を
提
起
し
た
事
例
で
あ
る
。
判
決

の
不
動
産
と
そ
の
処
分
に
つ
い
て
、
直
接
権
利
叉
は
法
律
関
係
が
な
い
、
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、

時
林
、
鈴
問
者
に
は

「
宗
教
法
人

の
処
分
役
す
る
た
め
、
同
法
一
一
一
一
一
条
や
規
制
に
従
っ
て
公
告
を
し
た
と
き
、
信
者
そ
の
他
の
利
害
関
係
人
時
弘
、

語:

そ
の
処
分
行
為

27 

の
適
正
設
や
妥
当
性
、
あ
る
い
は
そ
の
方
法
の
適
切
性
な
ど
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
る
機
会
が
与
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
宗
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教
法
人
法
は
、
こ
の
意
見
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
な
ん
ら
の
規
定
を
設
け
て
お
ら
ず
、
宗
教
法
人
の
自
治
に
ま
か
せ
、
宗
教
法
人
の
代
表

役
員
ら
が
、
こ
の
意
見
に
そ
っ
て
再
検
討
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
従
っ
て
、
宗
教
法
人
法
は
、
信
者
そ
の
他
の
利
害

関
係
人
に
対
し
、
宗
教
法
人
の
不
動
態
の
処
分
に
関
し
、

み
ぎ
以
上
の
保
護
を
与
え
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
信
者
そ
の
他
の
利
害
関

係
人
に
は
、
宗
教
法
人
の
不
動
度
と
そ
の
処
分
に
つ
い
て
、
夜
接
臨
機
制
約
叉
凶
弘
法
律
関
係
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
。

津
地
判
M
M

・

-
-
M
ハ
下
民
九
!

付

i
七
五
〉

念
宗
教
法
人
V

均
等
に
発
事
渡
し
た
た
め
、

-
U
-
Z

寸
の
檀
徒
で
あ
る
原
告

X
が
、
売
貿
契
約
の
無
効

本
件
は
、
宗
教
法
人
れ
守
が
そ
の

の
資
材
の
引
渡
を
求
め
て
、
訴
を
鍵
起
し
た
楽
例
で
あ
る
。
判
決
は
、

そ
の
寺
院
の
防
波
は

確
認
と
解
体
さ
れ
た

つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。
す
な
わ
ち

一
般
に
纏
徒
が
こ
れ
に

「
宗
教
法
人
法
が
寺
院
校
法
人
と
し
て
認
め
て
い
る
以
上
、

の
所
有
で
あ
っ
て
、

対
し
て
檀
徒
た
る
地
位
に
基
い
て
所
有
権
そ
の
抽
郊
の
権
利
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い

i
:
J
i
-
-

つ

四
条
〉
念
根
拠
と
し
て
箆
ち

一
条
・
一

に
宗
教
法
人
法
が
、
寺
院
の
不
動
産
に
つ
き
信
者
に
財
産
法
上
の
利
議
関
係
を
認
め
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
:
:
:

財
産

法
上
の
利
害
関
係
を
有
し
な
い
信
者
が
、
寺
援
の
財
産
処
分
に
つ
き
、

そ
の
無
効
確
認
を
求
め
る
に
つ
い
て
は
、

枇
刊
に
そ
の
権
限

を
付
与
す
る
の
で
な
け
れ
ば
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る

j
i
-
-
信
者
ご
と
き
単
に

の
利
審
関
係
含
有
す
る
に
滋
.
さ
な
い
も
の
は
、
そ

の
よ
う
な
こ
と
を
訴
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
い
と
。

こ
れ
ら
は
、

い
ず
れ
も
宗
教
法
人
の
信
者
が
信
者
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
宗
教
法
人
の
違
法
な
財
産
処
分
の
無
効
を
訴
え
た
楽
例
で

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
判
決
は
、
宗
教
法
人
法
が
信
者
ら
利
害
関
係
人
に
公
告
を
求
め
た
の
は
、

そ
の
処
分
行
為
の
適
正
設
や
妥
当
性
あ

る
い
は
そ
の
方
法
の
適
切
性
な
ど
に
つ
い
て
意
見
を
の
ベ
る
機
会
を
与
え
る
た
め
で
あ
っ
て
、

た
と
え
宗
教
法
人
の
財
産
処
分
に
途
訟
が

あ
っ
た
と
し
て
も
、
信
者
で
あ
る
こ
と
を
獲
虚
に
、
そ
の
行
為
の
効
力
を
争
う
法
律
上
の
利
益
を
欠
く
、

と
創
刊
一
示
す
る
。
宗
教
法
人
法
の



建
前
か
‘
り
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
突
は
宗
教
法
人
の
代
表
役
員
や
策
任

役
員
ら
が
違
法
な
財
産
処
分
を
し
た
場
合
に
、
議
事
脅
ら
が
そ
れ
に
対
抗
す
る
手
段
が
法
的
に
議
綴
さ
れ
て
い
な
い
た
と
ろ
に
、

む
し
ろ
財

産
紛
争
の
発
生
す
る
原
闘
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
、

そ
の
た
め
、
さ
さ
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
財
産
紛
争
に
端
を
発
し
て
包
括
宗
教

法
人
も
巻
き
込
ん
だ
寺
機
紛
争
に
拡
が
ち
‘

つ
い
に
は
、
宗
教
的
信
頼
関
係
の
版
製
に
ま
で
い
た
る
場
合
も
希
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
寺
院
の
機
能
に
つ
い
て
は
、
戦
僚
は
寺
院
の
構
成
要
素
と
解
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
檀
徒
は
、
寺
院
に
対
し
、

祭事堂筋体の財霊童紛争と信者一-~持続I!こ現われた著書事毒者をゆ心に…叩

い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。

す
れ
ば
、
寺
院
の
構
成
要
素
と
は
侭
か
が
荷
わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ

き
、
判
例
は
、
檀
徒
た
る
や
い
な
や
を
制
刊
紙
制
す
る
に
あ
た
っ
て
、
宗
教
法
人
の
護
持
興
経
に
関
し
責
任
あ
る
地
位
に
あ
る
こ
と
、
宗
教
法

人
の
運
営
に
な
ん
ら
か
の
点
で
関
与
で
き
る
資
務
を
そ
な
え
て
い
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
判
例

は
、
宗
教
法
人
の
構
成
要
素
た
る
信
者
を
社
屈
に
お
け
る
社
員
に
類
す
る
地
位
に
あ
る
も
の
、

と
解
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、

と
お
も

わ
れ
る
。
仮
に
、
こ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
も
、
さ
き
に
あ
げ
た
榊
お
よ
び
付
の
判
決
と
結
論
的
に
整
合
ナ
る
と
考
え

ら
れ
る
が
、
宗
教
法
人
の
内
部
関
係
に
お
い
て
は
、
構
成
要
素
た
る
捜
徒
は
、
違
法
な
財
産
処
分
愛
し
た
代
表
投
融
貝
な
い
し
資
任
役
員
の

責
任
を
追
求
す
る
と
と
が
可
能
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

五

む

.，. 

ぴ

以
上
、

に
関
す
る
民
事
紛
争
の
類
型
一
的
考
察
と
し
て
、
判
例
を
中
心
に
宗
教
法
人
の
財
産
と
信
者
の
問
問
題
を
と
ち
あ
げ
た
わ

け
明
、
あ
る
が
、
殺
後
に
、
判
例
に
み
ら
れ
る
宗
教
団
体
の
財
産
問
問
題
に
関
連
す
る
紛
争
事
例
を
概
観
し
て
、

む
す
び
に
代
え
た
い
と
お
も

29 
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(1) 

つ
ぎ
の

点
役
指
摘
で
念
ょ
う
ο

第
一
は
、
宗
教
法
人

ま
ず
、
宗
教
法
人
法
二
三
条
・
一
一
四
条
の
解
釈
を
め
ぐ
る
問
問
題
と
し
て
、

法
二
三
条
一
号
に
い
う
、

不
動
産
の
処
分
と
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
処
分
を
い
う
の
か
、

と
い
う
問
題
で
あ
る
。
と
く
に
、
一
一
問
一
条

に
定
め
る
境
内
建
物
も
し
く
は
境
内
地
の
処
分
が
二
三
条
に
違
一
反
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
場
合
は
無
効
と
な
る
の
で
、
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に

解
釈
す
る
か
は
重
要
な
意
味
を
も
っ
。
判
例
は
、
こ
の
点
に
つ
き
、
建
物
所
有
を
自
的
と
す
る
境
内
地
の
長
期
質
紫
借
は

ぷ
つ
に

い
う
不
動
産
の
処
分
行
為
に
あ
た
る
と
し
〈
最
判
特

-
H
a
認
民
集
二
七

i
一
O
i
一
四
一

O
〉
、
ま
た
、
期
間
が
二

(

3

)

!

 

地
付
社
の
革
本
財
産
た
る
土
地
の
使
用
貸
借
も
こ
れ
に
あ
た
る
(
名
高
判
明
日
・

1

・
M
M

創
刊
時
八
五
三
五
九
〉
、
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

地
上
権
の
設
定
〈
東
高
判

M
・
M
-
M
東
高
刑
時
報
コ
一

O
i
一
一
一
七
一
〉
、
寺
院
建
物
の
占
有
放
棄
(
大
高
判
お
・
2

a

H

U

下
民
一

i
ニ
i
一
七
九
〉
、
立
木
の
売
買
ハ
東
高
判
鉛
・

3
‘

4
東
高
民
六

i
一二
t
t

五
六
〉
、
民
法
六

O
二
条
の
存
続
類
題
を
超
え
る
土
地
の
賃

貸
借
♂
最
判
灯
・

7
・

m
民
集

に
も
お
よ
ぶ

大
1

八
|
二
ハ
一
一
一
一
一
〉
な
ど
が
不
動
産
の
処
分
に
あ
た
る
、

と
し
て
い
る
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
不
動

獲
の
処
分
、
ど
は
、

ひ
ろ
く
宗
教
法
人
の
不
動
産
に
重
大
な
制
約
を
加
え
る
よ
う
な
場
合
も
会

と
か
、
担
保
機
の

の
み
な
ら
子
、

む
、
と
解
す
る
と
と
が
で
き
ょ
う
。
第

盟
条
偲
議
に
い
う
養
意
の
相
手
方
も
し
く
は
第
三
者
は
、
無
過
失
で
な
け
れ

は
、
宗
教
法
人
法
一

ば
な
ら
な
い
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

れ
ば
、
宗
教
間
体
法
・
宗
教
法
人
令
で
は
、
養
意
無
過
失
と
さ
れ
て
い
た
の
を
、
家

教
法
人
法
で
は
無
過
失
を
要
件
と
し
て
い
な
い
の
で
、

あ
っ
た
場
合
に
、
相
手
方
も
し
く
は
第
三
者
は
保
護
さ
れ
る

もこ

っ

か
ど
う
か
が
問
題
に
な
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
判
例
は
、

務
付
柿
仮
轍
簡
に
い

の
第
三
者

マ
あ
っ
て
も
崎
県
大
な
過
失
の
あ
る

で
は
な
い

「
持
条
本
文
に
一
記
載
す
る
物
件
が
宗
教
法
人
の
存
続
の
議
礎
と
な
る
べ

で
あ
れ
y

、

と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち

特
殊
な
利
害
関
係
人
を
多
数
擁
す
る
宗
教
法
人
の
特
殊
性
に
鑑
み
る
と
き
は
、
右
俊
晶
粛
の
規
定
は
、

で
あ
っ
て

の
あ

る
相
手
方
叉
は
第
三
者
ま
で
も
保
護
す
る
趣
旨
の
も
の
で
は
な
い
と
解
す
る
を
相
当
と
す
る
い

最
戦i

と 47
も・
半d 11 
n主・

し 28
て民
い集
る(

客三 ωふd・
〆・、.;:，ノ、

最 i
判九
48 I 

六
八
六
〉
と
。
ま
た
、
過
失
が
あ
っ
て
も
重
大
な
過
失
の
な
い
者
に
は
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、



日

-
m民
集
二
七

l
一
0
1
組

〉
。
繋
ナ
る
に
、
判
例
法
上
、
善
意
の
掛
相
手
方
も
し
く
は
第
三
者

k
し
て
保
護
さ
れ
る
た
め
に
は
、

つ
議
大
な
過
失
が
な
い
こ
と
を
必
婆
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
重
大
な
過
失
と
は
ど
の
よ
う
な
場
合
を
い
う
の
か
。
こ

れ
は
、
具
体
的
事
例
に
即
し
て
判
断
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

(2) 

つ
ぎ
に
、
宗
教
団
体
の
財
産
紛
争
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
宗
教
湿
体
の
財
産
の
帰
属
そ
の
も
の
が
争
わ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
た
ど

(吾〉

え
ば
、
日
光
東
照
宮
と
輪
王
寺
と
の
間
で
争
わ
れ
て
い
る
七
堂
塔
の
所
有
権
の
録
属
を
め
ぐ
る
訴
訟
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
訴
訟
の
争
点

宗教団体の財産紛争と信者一蜘判例に務われた毒事例を中心iこ一四

は
、
⑦
、
明
治
以
前
の
東
照
宮
と
輪
王
寺
の
い
ず
れ
が
法
主
体
性
を
も
ち
、
本
件
七
堂
犠
を
支
配
し
て
い
た
か
、
ぬ
や
、
開
明
治
初
年
の
神
仏

分
離
の
令
に
よ
っ
て
、
当
時
の
知
事
が
東
照
宮
の
境
内
に
あ
る
本
件
七
堂
答
品
志

へ
移
灘
ず
べ
き
滋
の
命
令
会
発
し
た
が
、
実

擦
に
は
移
遷
さ
れ
ず
、
そ
の
ま
ま
東
照
宮
の
境
内
に
す

か
れ
た
た
め
、
ど
の
神
仏
分
離
政
策
に
と
も
な
う
本
件
七
堂
塔
の
扱
い
を
、

ど
の
よ
う
に
抱
え
る
べ
脅
か
、
の
、

に
お
け
る
取
得
時
効
の
成
夜
、

と
い
う

一
点
に
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
争
点
に
対
す
る

判
断
は
、
第

日
・

4
禽

9
判
持
五
九
悶

i
一
一
一
五
〉
と
第
ニ
審
〈
東
海
副
判
的
・
ロ
・
円
高
民
集
二
七

i
八

i
一
O
匝
七
)

議ま

で
縄
開
な
号
、
そ
の
相
異
は
、
い
ず
れ
も
歴
史
的
事
実
の
語
定
・
解
釈
の
そ
れ
に
よ
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
要
す
る
に
、
こ
の
よ

う
な
訴
訟
の
特
徴
は
、
宗
教
団
体
の
い
わ
ば
歴
史
的
事
実
を
い
か
に
適
格
に
と
ら
え
、
ど
う
解
釈
に
結
び
つ
け
て
い
く
か
、
と
い
う
点
に

あ
る
と
い
え
よ
う
。
同
じ
よ
う
な
事
例
と
し
て
、
題
竣
寺
と
そ
の
一
山
寺
院
と
の
間
で
本
堂
・
療
複
な
ど
の
所
有
権
の
帰
属
が

(

7

)

、，

v

訴
訟
が
あ
る
(
大
高
判

4
・
6

・
訂
判
時
七
五
五

i
六
八
〉
。
こ
の
訴
訟
で
も
、
明
治
以
前
の
態
域
寺
ど
山
内
の
す
べ
て
の

わ
れ
た

と
の
法

主
体
性
が
関
わ
れ
、
判
決
は
、
前
者
の
み
に
法
主
体
性
を
認
め
、
後
者
は
前
者
の

部
分
に
す
ぎ
ず
、
本
件
係
争
建
物
の

は
務
治

以
前
に
は
顕
城
寺
の
支
配
下
に
あ
り
、
ぞ
れ
以
後
も
そ
の
変
動
は
な
か
っ
た
、
と
し
て
、
本
件
建
物
の
所
有
権
は

貸
し
て
醤
竣
寺
に
あ

っ
た
、
と
制
均
一
本
す
る
。
こ
の
場
合
も
、
判
決
は
、
緩

明
治
期
に
お
け
る
法
令
の
解
釈
か
ら
結
論
を
導
き
出
し
て
い
る
と
い
っ

31 

て
よ
い
だ
ろ
う
。



然教法第 2主まく 1984.4) 32 

現
夜
、
宗
教
団
体
の
多
く
は
宗
教
法
人
法
で
法
人
絡
を
取
得
し
、
宗
教
法
人
と
し
て
活
動
し
て
い
る
が
、
法
人
格
を
取
得
し
て
い

(3) 
な
い
宗
教
閲
体
も
決
し
て
少
な
く
な
い
α

法
人
絡
の
な
い
宗
教
部
品
伶
も
、

そ
の
笑
体
が
備
わ
っ
て
い
る
場
合
は
、
権
利
能
力
な
き
社
団
も

し
く
は
財
団
と
し
て
聾
わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
に
関
し
判
例
に
滋
わ
れ
た
事
例
と
し
て
注
翻
す
べ
き
は
、
、
江
戸
末
期
に
創
建
主
れ

〈

eo〉

F

悶

i

た
水
神
が
権
利
能
力
な
き
財
屈
と
認
め
ら
れ
、
こ
の
水
神
に
土
地
の
一
所
有
権
の
取
得
時
効
が
認
め
ら
れ
た
ハ
宮
崎
地
判
制
・
日
・
引
い
判
時

六
五
八

l
五
)
ケ

i
ス
で
あ
る
。
本
判
決
は
、
法
人
格
取
得
前
の
や
ふ
袴
が
、
闘
有
の
祭
肥
施
設
と
し
て
の
財
産
を
脅
し
、
地
域
住
民
の
祭

拝
を
背
景
に
鮒
近
町
内
の
役
話
人
ら
に
よ
っ
て
、

そ
の
管
理
・
運
営
な
ら
び
に
そ
れ
に
要
す
る
財
源
の
確
保
が
な
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
認

め
て
、
附
近

融
市
の
地
縁
部
な
民
俗
信
仰
を
基
盤
に
伝
承
さ
れ
て
き
た
一
種
の
財
団
的
性
格
を
有
す
る
祭
絃
施
設
と
し
て
前
後
連
統
一
策

し
た
独
忠
の
権
料
金
一
体
で
あ
っ
た
と
み
る
こ
ど
が
で
き
る
、
と
し
て
い
る
。
同
じ
よ
う
に
、
江
戸
時
代
に
鋭
立
さ
れ
た
神
社
が
法
人
格
取

得
前
に
あ
っ
て
も
、
す
で
に
権
利
能
力
な
き
組
織
体
と
し
て
独
立
の
存
症
で
あ
っ
た
、

と
す
る
判
決
(
名
高
判
別
・
日
・

6
判
時
八
一
七

七
七
〉
も
あ
る
。

と
つ
な
が
り
の
深
い
神
社
の
法
主
体
伎
が
争
わ
れ
た
事
例
で
は
あ
る
が
、
担
揖

い
ず
れ
の
判
決
も
、
地
械
住
民
の

在
で
も
、
地
域
住
民
の
手
に
よ
っ
て
管
理
・
維
持
さ
れ
て
い
る
祭
舵
施
設
が
少
な
く
な
い
だ
け
に
、
お
の
判
例
は
掛
思
議
あ
る
も
の
と
い
う

こ
と
が
で
き
よ
う
。

(4) 

宗
教
団
体
の
財
産
紛
争
に
は
、
取
得
時
効
の
成
否
と
か
、
賃
貸
借
契
約
の
効
力
を
め
ぐ
る
訴
訟
が
少
く
な
い
の
と
く
に
、
灸
桝
燃
の

賃
貸
借
に
つ
い
て
は
、
宗
教
団
体
法
、
宗
教
法
人
令
、
宗
教
法
人
法
と
い
う
宗
教
立
法
の
移
号
変
わ
れ
ツ
の
な
か
で
、

そ
の
要
件
が
変
っ
て

ぎ
た
た
め
に
、
こ
の
姿
件
を
欠
く
契
約
の
効
力
が
争
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
知
事
の
-
認
可
の
な
い
長
期
賃
貸
借
契
約
は
、
宗

教
法
人
法
の
も
と
で
も
有
効
と
は
な
ら
な
い
、
と
す
る
判
決
ハ
最
判
M
M

・
2
-
U
判
時
五
一
七

i
鶴
一
)
、

主
管
者
の
承
認
を
得
な
い
不

動
産
の

と
す
る
判
決
ハ
最
制
刊
訂
・

7

畳
初
民
集
二
ハ

i
八

)
8
5
5
5
e
t

一
六

は
、
宗
教
法
人
法
の
も
と
で
も
有
効
と
な
ら
な
い
、

一
一
一
〉
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
法
律
不
溜
及
の
臨
照
射
か
ら
み
れ

の
結
論
と
い
え
よ
う
。
逆
に
、
土
地
の
策
貸
借
契
約
が
宗
教
法
人
令



に
違
反
し
て
無
効
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
後
追
認
が
あ
っ
た
も
の
と
し
て
、
議
及
抽
出
に
有
効
と
解
し
、
無
効
の

め

な

か
っ
た
判
決
(
東
地
判
部
・

9

・
4
判
時
八
一
一

i
七
五
〉
が
あ
る
が
頓
こ
れ
は
解
釈
論
的
に
は
異
論
が
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、

に
締
結
さ
れ
た
賃
貸
借
契
約
が
、

そ
の
当
時
の
法
令
に
違
反
し
無
効
と
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、

そ
の

こ
の
契
約
に
も
と

づ
き
平
穏
公
然
に

8
的
土
地
の
占
有
を
継
続
し
、
約
定
賃
料
を
支
払
っ
て
い
る
と
き
は
、
掛
照
傍
擦
の
取
得
時
効
が
認
め
ら
れ
る
、
と
す
る

判
決
(
最
判
必
・
ロ
'
花
氏
集
二
回

二
O
五

〉
も
あ
る
。

宗教団体の財産紛争と縫者一ーやj例に灘われた事例安中心に一明

学
本
質
ぷ
部
品
冷
化
・
伸
棋
家
皆
燃
化
と
瑚
例
代
家
教
い
ジ
チ
リ
総
会
特
後
一
吋
…
場
代
人
と
駒
郡
教
恥
九
八
世
災
。

こ
の
間
同
輔
鞠
に
つ
い
て
は
、
総
務
叶
一
判
例
に
汲
わ
れ
た
総
数
仲
間
人

ω岡
山
川
衡
の
織
佼
」
総
骨
骨
大
学
駒
郡
教
法
務
究
会
三
耕
教
法
研
究
い
第
二
綾
五

頁
以
下
参
照
さ

〈

2
》

れ
だ
い
。

〈
3
〉
判
例
開
明
党
と
し
て
、
森
奪
三
-
泌
総
出
邪
教
仲
間
研
究
第
一
樹
一
一
一
一
良
品
世
間
酬
。

〈
4
〉
判
例
開
閉
宛
と
し
て
、
坂
弁
芳
雄
地
・
制
問
機
ジ
ヂ
夢
忽
指
数
制
判
例
百
選
伯
均
一
三
一
賞
品
骨
照
。

〈
5
〉
判
明
制
的
研
究
と
し
て
、
経
口
知
同
学
・
的
関
掴
拘
宗
教
法
研
究
第
一
崎
一
七

O
貰
参
照
。

ハ
6
〉
参
考
す
〈
紙
と
し
て
、
石
弁
災
叫
崩
「
江
戸
院
時
代
に
お
け
る
神
社
お
よ
び
寺
院
の
法
人
格
」
何

ω出
掛
家
学
会
雑
一
誌
八
九
巻
七
・
八
号
、
九
・
一

O
号
、
判
例
研
究

と
し
て
、
字
従
兄
大
河
盗
愛
知
関
学
波
大
学
宗
教
法
制
研
究
所
紀
婆
二
五
号
『
宗
教
判
例
の
研
究
』
一
七
一
一
員
参
盟
問
。

判
例
研
究
と
し
て
、
摘
出
国
出
世
晋
蚤
・
品
約
慣
拘
宗
教
判
例
の
研
究
開
口
五
頁
参
照
。

判
例
研
究
と
し
て
、
森
由
塗
阜
・
務
宙
開
宗
教
判
倒
的
苔
選
=
一
八
頁
参
照
。

〈

7
〉

(
8〉本

稿
は
、
第
三
回
宗
教
法
学
会
に
お
け
る
シ
ン
ポ
ジ
ュ

i
ム
「
宗
教
閲
体
に
関
す
る
民
事
紛
争
の
頬
裂
的
考
察

で
あ
る
。

で
発
表
し
た
も
の
に
綴
策
し
て
ま
と
め
た
も
の

※ 
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