
第
五
回
宗
教
法
学
会
・
報
告

津
市
地
譲
祭
最
高
一
裁
判
決
に
み
る
宗
教
の
意
味

杉

煤

iさ

め

{こ

じ

海道線毒薬重要最高裁判決にみる宗教の意味

誠

(

城

南

関

四

ミと農5

大

は
、
昭
和
五
一

丹

一
日
に
出
似
た
い
わ
ゆ
る
「
津
市
地
鎮
祭
最
高
裁
判
決
」

に
評
釈
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の

で
は
な
い
。
こ
こ
で
宗
教
が
ど
の
よ
う
に
取
扱

b
れ
た
か
を
探
号
、
ま
た
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
後
、
宗
教
が
ど
の
よ
う
に
取
扱
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

事
件
の
概
要
と
制
判
決
の
概
要

昭
和
題
。
年

月
一
四
呂
、
津
市
体
符
館
の
起
工
式
が
挙
行
さ
れ
た
。
そ
の
際
、
宗
教
法
人
大
市
神
校
の
宮
司
が
斎
主
と
な
っ
て
神
式

そ
の
費
用
と
し
て
神
職
へ
の
謝
礼
金
問
、
O
O
O
Rお
よ
び
御
供
物
代
一
一
三
八
六
一
一
一
丹
、
会
計
七
、
六
六
一
一
一

の
地
鎮
祭
が
行
わ
れ
た
。
津
信
は
、

れ
た
の
で
や
む
会
え
ず
出
席
し
た
が
、
津
市
主
催
の
も
と
に

19 

内
の
公
金
を
支
払
っ
た
。
そ
し
て
、
当
時
市
会
議
長
関
口
精
一
氏
は
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神
式
地
鎮
祭
が
行
わ
れ
た
こ
と
、

お
よ
び
こ
れ
に
伴
っ
て
公
金
が
支
出
さ
れ
た
こ
と
は
欄
療
法
ニ

O
条
お
よ
び
八
九
条
の
規
定
に
反
す
る

と
し
て
、
市
長
角
永
浦
氏
を
訴
え
た
。

二
容
の
津
地
方
裁
判
所
〈
絞
本
武
裁
判
長
〉
時
跡
、
昭
和
四
二
年
三
月
一
六
日
、
山
一
一
地
一
鎮
祭
は
「
外
見
上
は
神
道
の
宗
教
的
行
事
に
居
間
す

る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
実
態
安
み
れ
ば
線
道
の
布
教
笈
伝
を
時
間
的
と
す
る
宗
教
的
活
動
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
い
し
、

「
宗
教
的
行
事
と
い
う
よ
り
習
俗
釣
な
行
事
L

と
表
現
す
る
の
が
適
切
で
あ
る
と
し
て
、
市
へ
の
損
害
補
棋
の
請
求
を
棄
却
し
、
。
精
神

慰
籍
料
の
誘
求
に
つ
い
て
も
「
出
席
す
る
と
お
と
は
被
招
待
者
の
向
口
市
創
意
思
に
委
ね
ら
れ
て
L

い
た
と
し
て
棄
却
し
た
。
原
告
は
こ
れ
を

不
満
と
し
て
直
ち
に
控
訴
し
た
。

韓
日
、

山
一
地
鎮
祭
は
た
ん
な
る
習
俗
的
行
楽
で
は
な
く

二
審
の
名
合
陵
高
等
裁
判
所
ハ
伊
藤
淳
吉
裁
判
長
〉
は
、
間
昭
和
田
六
年
五
月

宗
教
的
行
事
で
あ
号
、
。
よ
っ
て
市
が
こ
れ
を
主
催
し
挙
行
す
る
こ
と
は
憲
法
二

O
条
一
一
一
項
の
規
定
に
途
皮
ナ
る
と
し
て
、
撰
議
開
補
填
の

訴
え
を
認
め
、

9
・
ま
た
織
袖
付
慰
祭
料
の
部
分
は
、

最
高
哉
は
満
六
年
を
か
け
て
審
理
し
、
最
高
裁
大
法
廷
〈
藤
林
益
一
一
一
裁
判
長
)
で
、
昭
和
去
一

は
憲
法
上
許
さ
れ
る
と
の
最
終
判
断
を
下
し
た
。
そ
の
想
自
と
し
て
、
ハ
門
政
教
分
離
の
原
則
則
は
「
悶
家
が
宗
教
と
の
か
か
わ
ち
会
い
を
も

一
審
と
向
様
の
理
街
で
こ
れ
を
棄
却
し
た
。
こ
の
た
め
角
永
氏
は
銭
高
裁
に
上
告
し
た
。

年
七
月
一
一
一
一
日
、
湾
市
の
地
鎮
祭
主
催

つ
こ
と
を
全
く
許
さ
な
い
と
す
る
も
の
で
な
く
」

「
国
家
紋
笑
際
上
宗
教
と
か
か
わ
り
合
い
を
も
た
ぎ
る
を
え
な
い
」
こ
と
を
前
提
に

そ
の
か
か
わ
り
あ
い
が
「
信
教
の
自
由
の
保
障
の
篠
傑
と
い
う
制
度
の
線
中
本
目
的
の
関
係
で
い
か
な
る
場
合
に
い
か
な
る

限
度
で
許
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
か
」
、
考
え
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
し
、
。
憲
法
二
む
条

し
た
う
え
で
、

市
恨
の
「
宗
教
的
活
験
L

の
定
義
に
つ
い
て

て
は
「
国
お
よ
び
そ
の
機
諮
問
の
活
動
で
宗
教
と
の
か
か
わ
り
合
い
を
も
っ
す
べ
て
の
行
為
を
さ
す
の
で
は
な
い
」
と
し
、

の
「
目

的
が
宗
教
的
意
義
を
も
ち
、
そ
の
効
期
放
が
宗
教
に
対
す
る
援
助
、
助
長
、
促
進
ま
た
は
圧
迫
、
干
渉
に
な
る
よ
う
な
行
為
」
念
い
う
と
し
、

中
ぞ
し
て
地
鎮
祭
に
つ
い
て
「
建
築
着
工
に
際
し
て
の
慣
習
化
し
た
社
会
的
儀
礼
会
行
う
と
い
う
、
極
め
て
世
俗
的
な
呂
的
に
よ
る
も
の



と
考
え
ら
れ
い
、

そ
の
意
味
で
本
件
の
津
市
の
行
為
は
「
宗
教
的
活
動
」
に
当
た
ら
な
い
'
と
し
た
。

宗
教
に
か
か
わ
っ
て
娘
起
す
べ
き
問
鏑

1 

宗
教
と
教
育

議
法
第
二

O
条
は
信
教
の
自
由
に
隠
し
て

市
慌
に
わ
た
っ
て
規
定
し
て
い
る
。
第
一
項
は
そ
の
信
教
の
自
由
を
複
接
謡
う
と
と
も
に
、

そ
れ
に
と
も
な
っ
て
起
こ
る
援
家
と
の
関
係
を
鱒
潔
に
の
ベ
、

の
自
由
と
そ
の
保
障
の
あ
り
方
の
基
本
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

般
に
、
信
教
の
自
由
は
、
こ
れ
一
安
保
障
し
よ
う
と
す
る
ど
き
、
愚
民
相
互
の
る
い
だ
の
信
教
の
白
白
と
館
教
の
自
由
と
の
関
係
、
そ
し
て

つ
は
国
家
と
の
関
係
が
問
題
と
な
る
が
、
第
一
一
項
、
第
一
二
項
は
、

こ
の
信
教
の
自
由
は
、
教
育
と
の
関
係
で
は
ど
う
な
る
か
を

を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

も
う

そ
れ
ら
の
関
係
の

働
腐
し
て
お
こ
う
。
が
ん
ら
い
教
育
は
宗
教
に
よ
っ
て
鐙
わ
れ
て
き
た
も
の
で
あ

津市地量産祭躍を高裁判決にみる察署をの意味

る
こ
と
は
、
洋
の
東
西
を
関
わ
ず
ひ
と
し
く
い
え
る
こ
と
セ
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
教
育
は
道
徳
の
問
題
を
含
ん
で
い
る
が
、
そ
れ
は
宗
教
が
、

人
態
の
倫
理
の
問
題
を
本
質
的
に
市
内
有
し
、
そ
の
宗
教
に
よ
っ
て
教
育
が

わ
れ
て
き
た
か
ら
マ
あ
る
。

道
徳
教
衡
に
つ
い
て
す
こ
し
く
ふ

れ
れ
ば
、
近
代
公
教
育
の
成
立
に
伴
っ
て
、
公
権
力
が
教
育
の
担
当
者
と
な
ら
ぢ
る
を
え
な
く
な
っ
た
と
き
、
複
数
に
存
表
す
る
宗
教

に
対
し
て
や
立
で
あ
る
こ
と
が
凝
議
さ
れ
、
教
育
も
そ
の
か
ぎ
り
で
大
き
く
は
政
教
分
離
の
枠
に
は
ま
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、

近
代
公
教
育
の
成
立
は
、
隙
間
氏
儲
家
の
成
立
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
、
そ
こ
に
新
た
な
道
徳
の
基
盤
が
形
成
さ
れ
‘

そ
の
こ
と
に
よ
っ

て
か
な
ら
ず
し
も
燈
援
に
宗
教
に
よ
ら
な
く
て
も
道
徳
教
育
が
可
能
と
な
っ
た
点
も
あ
る
。

つ
ま
り
、
公
教
育
に
託
さ
れ
る
、
社
会
共
部
門

体
の
連
帯
伎
の
強
化
と
い
う
道
徳
教
育
か
ら
の
起
点
は
、
宗
教
の
も
つ
倫
灘
併
は
と
お
お
い
に
憲
一
複
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
公
教
育
も
、
宗
教

に
よ
る
教
育
に
対
し
、
あ
る
程
度
代
替
し
う
る
可
能
性
を
も
つ
に
い
た
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

21 

そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
、
宗
教
は
前
私
的
な
も
の
と
さ
れ
、
附
闘
家
的
見
溶
か
ら
す
れ
ば
、
教
育
は
よ
ち
公
的
な
も
の
、
宗
教
は
よ
れ
ツ
秘
的
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な
も
の
と
し
て
社
会
的
に
位
置
づ
く
よ
う
に
な
っ
た
。

し
か
し
そ
の
際
、
教
育
の
立
場
か
ら
は
私
的
な
宗
教
に
対
し
、

よ
り
積
極
的
に
肯
定
す
る
立
場
と
よ
り
消
極
的
に
し
か
肯
定
し
な
い
立

場
と
が
あ
る
。

つ
ま
り
教
育
に
お
い
て
、
宗
教
の
立
場
を
よ
り
尊
重
す
る
立
場
と
よ
り
消
極
的
に
し
か
認
め
な
い
立
場
(
宗
教
を
否
定
し

な
い
が
教
育
か
ら
は
つ
と
め
て
排
除
す
る
立
場
)
が
あ
る
。
日
本
国
憲
法
、

お
よ
び
法
制
的
に
こ
れ
を
受
け
て
教
育
に
お
い
て
よ
り
目
六
体

化
し
た
と
い
う
べ
き
教
育
基
本
法
の
立
場
は
い
う
ま
で
も
な
く
前
者
の
立
場
で
あ
る
。
日
本
国
憲
法
、
教
育
基
本
法
の
宗
教
に
関
す
る
規

定
を
分
析
す
れ
ば
、
理
論
的
に
は
前
者
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
宗
教
を
宗
教
と
し
て
尊
重
す
る
立
場
を
と
っ
て
い
る
以
上
、
宗
教
を
し
て
教
育
へ
の
権
能
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な

ぃ
。
と
う
の
は
少
な
く
と
も
一
般
的
に
は
倫
理
性
を
内
有
す
る
宗
教
は
、

そ
の
倫
理
性
ゆ
え
に
同
じ
く
倫
理
を
扱
う
教
育
へ
の
権
能
が
認

め
ら
れ
な
け
れ
ば
、
宗
教
と
し
て
、
十
全
に
認
め
ら
れ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
宗
教
の
そ
の
核
心
は
、
個
人
の
信
仰
を
め
ぐ
っ
て
内
心
に
お
こ
る
精
神
の
自
由
で
あ
る
、

と
私
は
思
う
。
し
た
が
っ
て
信

仰
が
つ
ね
に
倫
理
性
を
も
っ
と
は
限
ら
な
い
。
し
か
し

一
般
的
に
は
信
仰
は
、
個
人
の
生
き
方
を
め
ぐ
っ
て
起
こ
る
畏
敬
の
念
ま
た
は

よ
り
一
般
的
に
い
っ
て
心
の
あ
り
方
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
生
き
方
に
か
か
わ
っ
て
き
、

し
た
が
っ
て
倫
理
性
の
問
題
に
つ
な
が

っ
て
い
く
。
そ
し
て
そ
の
倫
理
性
ゆ
え
に
教
育
と
か
か
わ
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
信
仰
と
い
う
観
念
は
、
儀
式

等
、
社
会
習
俗
的
に
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
保
持
さ
れ
強
化
さ
れ
る
。
信
仰
が
内
面
に
お
け
る
精
神
の
自
由
の
問
題
で
あ
る
か
ぎ
り
、

良
心
の
自
由
や
思
想
の
自
由
と
は
変
わ
ら
な
い
が
、

そ
の
内
心
の
自
由
が
、
特
定
の
行
為
に
よ
っ
て
象
徴
的
に
表
現
さ
れ
、

そ
し
て
そ
れ

に
よ
っ
て
人
を
ひ
き
つ
け
同
化
し
、
多
く
は
集
団
意
識
的
に
保
持
さ
れ
る
宗
教
は
、
信
仰
の
自
由
と
し
て
憲
法
上
保
障
さ
れ
る
場
合
、

同

じ
く
人
を
同
化
し
共
同
意
識
を
形
成
す
る
教
育
と
の
具
体
的
あ
り
方
に
つ
ね
に
関
心
が
寄
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
は
い
う
も
の
の
、

日
本
の
現
状
で
は
宗
教
へ
の
関
心
は
き
わ
め
て
う
す
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
さ
い
わ
い
と
も
い
う
べ
き
か
。
ご
く



ふ
つ
う
に
み
て
、
日
本
で
宗
教
と
い
え
ば
迷
信
の
代
名
詞
ぐ
ら
い
に
し
か
受
け
と
ら
な
い
人
が
多
い
c

時
間
む
家
に
仏
壇
と
符
棚
が
あ
っ
て

ハ
重
層
信
仰
)
と
よ
ん
で
い
る
が
、

い
え
ば
ま
っ
た
く
潔
癖
感
の
な
い

な
ん
の
痛
感
も
感
じ
な
い
こ
と
安
専
門
家
は
シ
ン
ク
レ
デ
イ
ズ
ム

宗
教
上
の

H

習
俗
H

で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
ち
か
宗
教
界
じ
た
い
が
教
育
界
に
対
し
さ
ほ
ど
関
心
を
寄
吃
ず
、
教
育
界
と
宗
教
界
が
お
庇
い

に
平
穏
無
事
に
す
ご
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
は
そ
れ
な
り
に
さ
い
わ
い
な
こ
と
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
宗
教
界
が
、

過
度
に
潔
癖
に
そ
し
て
欝
拠
的
に
教
育
界
に
介
入
し
て
く
れ
ば
、

の
側
か
h

り
す
れ
ば
そ
れ
に
よ
っ
て
益
を
得
る
よ
号
、
害
さ
れ
る
こ

と
の
方
が
顕
著
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
関
心
安
寄
せ
ら
れ
る
べ
き
と
い
っ
て
も
、
そ
の
寄
せ
ら
れ
方
に
よ
っ
て
は
教
育
は
そ
の
婚
姻
婚
に

重
大
な
影
響
&
と
う
む
る
の
で
お
る
。

し
か
し
現
状
の
そ
れ
は
、
あ
ま
り
に
も
オ
プ
テ
ィ
ミ
ス
テ
ィ
ァ
ク
で
ゐ
る
。
政
教
分
離
と
は
な
ん
た
る
か
を
知
ら
ず
政
教
分
離
を
、
信

教
の
自
由
と
は
な
ん
た
る
か
を
知
ら
ず
信
教
の
自
岳
会
唱
え
る
人
が
多
い
α

主撃?害地鎮祭最高裁判決にみる安芸教の窓際

そ
こ
で
題
題
提
起
す
べ
き
は
、
政
教
分
離
お
よ
び
そ
の

と
な
る
信
仰
の
お
自
の
考
え
方
で
あ
り
、
そ
れ
が
宗
教
界
、
教
育
界
双
方
で

き
わ
め
て
致
委
な
問
題
な
の
で
あ
る
が
、

般
の
人
は
前
記
の
ご
と
く
、
部
無
関
心
で
あ
っ
て
も
そ
の
日
常
の
行
為
の
な
か
で
実
際
に
ば
か

な
ち
常
識
的
マ
あ
る
が
、
多
少
な
ち
と
も
理
論
化
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
立
場
に
あ
る
宗
教
界
、

教
育
興
事
法
務
界
に
お
い
て
、

十
分
に
考
察
さ
れ
て
い
な
い
の
は
遺
憾
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
本
件
地
鎮
祭
の
問
題
、

お
よ
び
そ
の
判
決
に
関
す
る
問
題
は
、
宗
教

の
問
題
な
い
し
宗
教
と
教
育
の
悶
幾
お
よ
び
宗
教
と
法
の
関
係
会
考
え
る
た
め
の
よ
い
契
機
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

2 

本
判
決
で
跨
わ
れ
て
い
る
も
の

〈
政
教
分
援
の
理
解
に
つ
い
て
〉

23 

近
代
の
法
制
論
、

お
よ
び
教
育
学
が
、
西
欧
か
ら
も
た
ら
さ
れ
、

ぞ
れ
を
論
理
の
土
台
と
し
て
き
た
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
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つ
の
試
金
石
と
い
え
る
。
と
も
す
る
と
、
西
欧
の
理
論
の
そ
の
形
式
部
品
草
取
り
入
れ
、
そ
の
形
式
上
の
理
論
を
も
。
て
、

総
本
も
し
く
は

東
洋
を
位
霞
づ
け
、

そ
れ
に
よ
っ
て
評
綴
し
、
非
難
す
る
こ
と
に
お
ち
い
ち
や
す
い
が
、

よ
く
考
え
て
み
れ
ば
、
そ
の
環
論
は
部
悶
欧
と
い

う
土
撲
に
お
い
て
咲
い
た
〈
時
抽
象
さ
れ
た
)
理
論
の
花
で
あ
っ
て
、
そ
の
土
壊
と
の
対
応
関
係
念
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
理
論
が

世
界
的
普
通
設
な
い
し

般
性
を
も
つ
こ
と
を
常
定
し
た
上
で
も
も

そ
の
獲
論
と
そ
の
土
壌
の
対
応
関
係
を
忘
れ
て
は
、
も
の
を
見
誤
る

と
い
う
も
の
だ
ろ
う
。
そ
の
土
壌
と
の
関
係
で
、
そ
の
理
論
が
、
ど
の
よ
う
に
付
震
が
つ
く
か
、

ど
の
よ
う
に
変
形
す
る
か
と
い
う
こ
と

を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
に
し
て
土
壌
に
対
応
し
た
理
論
に
す
る
こ
と
に
よ
。
て
、
棄
の
意
味
で
の
埋
論
の
移
入
と
い
う

こ
と
が
あ
り
う
る
の
で
は
な
い
か
。
本
件
の
問
題
提
起
の
主
要
な
バ

1
ト
を
な
十
政
教
分
離
の
開
題
は
、
ま
さ
に
そ
の
務
好
の
例
で
あ
る
。

政
教
分
離
の
原
則
は
‘

4

言
葉
の
上
だ
け
の
理
論
と
し
て
は
、
あ
た
か
も
そ
れ
じ
た
い
不
可
侵
な
原
理
か
の
よ
う
な
印
象
を
わ
れ
わ
れ
に

与
え
て
い
る
。
し
か
し
、

時四

i
ロ
ァ
パ
の
附
隣
家
と
宗
教
と
の
関
係
で
は
血
み
ど
ろ
な
闘
い
の
歴
史
が
あ
り
、
結
楽
は
妥
協
に
よ
っ
て
で
き

あ
が
っ
た
も
の
で
あ
る
。
政
教
分
離
の
原
則
燃
は
基
本
的
人
権
の
上
で
は
「
信
教
の
自
由
」
と
表
現
が
変
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
緩
教
の
自
由

と
は
、
国
家
と
宗
教
と
の
果
て
し
な
い
闘
い
の
あ
と
に
、
そ
の
妥
協
と
し
て
、
宗
教
を
私
事
と
し
、
こ
れ
に
国
家
が
特
定
に
強
制
し
な
い

と
し
た
も
の
で
為
る
。
妥
協
と
い
う
こ
と
で
ふ
る
か
ら
、

た
と
え
ば
、

イ
ギ
u
ツ
ス
の
よ
う
に
国
教
が
あ
っ
て
も
さ
し
っ
か
え
な
い
の
で
あ

る
。
イ
ギ
n
y
ス
の
場
合
は
、
信
教
の
自
由
安
保
抽
縛
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
関
教
の
存
在
へ
の
批
判
を
か
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

役
界
的
に
み
て
も
政
教
分
離
紘
一
般
性
は
も
っ
て
い
な
い
。
問
教
践
の
諸
国
で
は
、
政
教
分
離
の
ま
っ
た
く
逆
の
理
論
を
も
っ
て
い
る
。

ま
た
祉
会
主
義
諸
国
の
場
合
、

そ
の
理
論
か
ら
し
て
e

自
由
主
義
務
磁
の
場
合
と
関
門
様
な
レ
ベ
ル
で
は
信
教
の
自
由
は
語
れ
な
い
。

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
政
教
分
離
の
原
則
に
一
絞
殺
性
が
な
い
と
い
お
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
と
く
に
臼
本
の
場
合
、
も
ろ
も
ろ
の

法
制
論
は
、
西
欧
近
代
に
お
け
る
政
教
分
離
の
原
射
が
取
り
入
れ
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
、
政
教
分
離
の
原
理
が
移
入
さ
れ
る
と
と
、

そ
し

て
そ
れ
が
堅
持
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
そ
れ
じ
た
い
は
そ
れ
で
よ
い
。



し
か
し
、
さ
き
に
記
し
た
よ
う
に
、
そ
の
原
則
は
霞
欧
の
キ
ザ
ス
ト
教
文
化
と
い
う
土
療
に
咲
い
た
漂
論
で
あ
り
、
そ
し
て
歴
史
的
生

成
の
過
程
の
実
態
は
妥
協
に
よ
っ
て
マ
あ
る
。
だ
か
ら
、
社
会
の
実
際
は
バ
箇
家
と
宗
教
は
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
の

連
邦
議
会
で
は
チ
ャ
プ
レ
ン
綴
度
が
生
き
て
お
号
、
毎
日
の
議
事
に
つ
い
て
祈
り
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
西
ド
イ
ツ
等
で
は
〈
本
年
春

の
学
会
〈
昭
和
五
七
年
六
月

六
日
〉
に
お
け
る
早
稲
田
大
学
情
水
望
先
生
の
報
告
に
も
あ
っ
た
が
て
税
務
饗
を
通
じ
て
教
会
税
が
徴

叙
さ
れ
て
い
る
。
信
仰
の
自
由
の
も
と
、
教
会
に
帰
属
し
な
い
人
は
徴
収
さ
れ
な
い
よ
う
だ
が
、
そ
の
た
め
に
は
役
場
に
届
け
出
を
し
、
氏
名
が
会

表
さ
れ
、
変
わ
H
J
者
扱
い
を
容
れ
る
と
い
う
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
一
九

O
五
年
、
き
び
し
い
国
家
と
宗
教
の
分
離
舶
が
な
さ
れ
た
が
、
同
年
以
前

に
建
て
ら
れ
た
教
会
は
〈
当
然
、
大
半
の
教
会
が
こ
れ
に
該
当
す
る
〉
、
す
べ
て
文
化
財
と
し
て
日
本
で
い
う
県
も
し
く
は
市
町
村
の
所

有
と
な
っ
て
お
り
、
教
会
の
建
物
の
修
理
保
存
は
公
金
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
て
い
る
。
イ
ギ
り
ス
に
は
、
信
教
の
自
由
を
と
な
え
な
が
ら
悶

教
が
あ
る
こ
と
は
前
記
し
た
と
お
ち
で
あ
る
。

津務総毒事祭長聖書事裁判決にみる宗教の意欲

そ
の
よ
う
な
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
西
欧
の
政
教
分
離
の
原
則
を
言
葉
の
上
で
の
形
式
面
の
み
で
取
り
入
れ
る
と
、
ま
ち
が
い
が
生
ま
れ

る
。
キ
リ
ス
ト
教
濁
で
は
な
く
、
仏
教
轡
に
あ
る
日
本
の
場
合
、

し
か
も
お
お
ま
か
に
み
て
そ
の
役
会
的
な
宗
教
構
造
が
、
素
朴
な
生
活

感
情
の
表
現
た
る
意
味
あ
い
の
強
い
神
道
と
、

そ
れ
以
外
に
仏
教
安
中
心
と
し
て
、
キ
ヲ
ス
ト
教
等
と
、
種
々
の
宗
派
宗
教
に
よ
っ
て
信

仰
が
行
な
わ
れ
る
と
い
う
こ
震
構
造
に
な
っ
て
い
る
日
本
の
場
合
、
当
然
な
が
ら
念
入
り
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

〈
習
俗
と
宗
教
〉

つ
ぎ
に
習
俗
と
宗
教
の
関
係
宏
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
習
俗
と
宗
教
と
の
あ
い
だ
に
は
と
と
の
ほ
か
深
い
関
係
が
あ
る
。

習
俗
に
つ
い
て
は
、
規
範
と
い
う
蕗
で
考
え
れ
ば
法
学
の
概
論
書
に
ひ
と
し
く
書
い
て
あ
る
こ
と
だ
が
、

一
口
で
説
明
ナ
る
と
、

専務

実
の
な
か
に
埋
没
し
て
い
る
規
範
い
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
社
会
の
事
実
上
の
慣
行
の
な
か
に
埋
没
し
た
規
範
で
、
そ
の
社
会
の
な
か
で
生

25 

活
す
る
個
人
の
刷
機
か
ら
み
れ
ば
、
な
ん
ら
意
識
的
な
努
力
を
し
な
い
ま
ま
に
事
実
と
し
て
な
し
て
い
る
規
範
で
あ
る
。
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他
方
、
宗
教
と
い
う
も
の
は
人
の
内
心
に
訴
え
る
も
の
で
あ
っ
て
そ
の
意
味
で
外
的
規
範
た
る
習
俗
と
異
な
る
。
し
か
し
す
べ
て
の
宗

教
は
さ
き
に
前
記
し
た
「
宗
教
と
教
青
」
の
と
こ
ろ
ぞ
の
べ
た
よ
う
に
、
間
関
擦
な
る
宗
教
意
識
れ
れ
信
仰
の
も
と
に
、
特
定
の
行
為
、
活
動

を
強
要
し
、

一
定
の
外
形
を
と
っ
て
表
現
す
る
。
そ
こ
に
外
的
規
範
た
る
管
俗
と
似
て
く
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

が
ん
ら
い
、
単
一
文
化
で
祭
数
一
致
の
時
代
で
あ
れ
ば
、
習
俗
と
宗
教
は
一
致
し
て
お
号
、
そ
の
間
に
基
本
的
に
は
障
壌
と
い
う
も
の

は
な
い
。
し
か
し
多
様
な
文
化
が
混
合
し
、
文
化
が
発
展
す
る
と
、
習
俗
が
習
俗
と
し
て
相
対
的
に
独
立
し
、
他
方
で
は
よ
ち
純
粋
な
信

仰
を
求
め
て
複
数
の
宗
派
宗
教
が
生
じ
、
宗
教
じ
た
い
も
期
間
俗
と
は
い
ち
お
う
別
個
の
も
の
と
し
て
独
立
し
て
い
く
。
こ
の
現
象
は
、
祭

毅
一
致
が
崩
れ
た
待
代
か
ら
必
然
に
起
こ
る
現
象
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
こ
と
で
弱
者
が
無
縁
と
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
双
方
、
独
自
の
役
割
を
担
っ
て
相
対
的
に
独
立
す
る
が
、
ほ
ん
ら
い
一

体
だ
っ
た
と
き
の
相
互
依
存
の
関
係
は
変
わ
ら
な
い
。
宗
派
宗
教
で
ふ
あ
っ
て
も
、
そ
の
宗
派
独
特
の
行
為
や
規
範
は

般
の
駕
俗
の
な
か

に
お
か
れ
て
は
じ
め
て
意
味
が
感
得
さ
れ
る
。
首
俗
に
基
盤
を
も
た
な
い
で
は
宗
教
は
存
続
し
え
な
い
も
の
で
為
る
。

仏
教
は
、
そ
の
誕
生
の
地
、
イ
ン
ド
で
は
事
実
上
ほ
ろ
び
て
い
る
。
そ
れ
は
要
す
る
に
、
葬
儀
や
結
婚
式
等
、
習
俗
に
か
か
わ
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
お
の
ろ
う
。
哲
学
と
し
て
生
ま
れ
、
哲
学
と
し
て
し
か
社
会
的
に
遇
さ
れ
な
か
っ
た
イ
ン
ド
の
仏
教
は
、
社
会
の

変
動
の
な
か
に
生
き
つ
#
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
日
本
の
仏
教
も
、
最
初
は
、
法
隆
寺
の
正
式
名
称
、
法
態
学
問
中
守
が

示
す
ご
と
く
、
学
期
(
H
H
H

哲
学
〉
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
た
と
い
う
フ
シ
が
あ
る
。
そ
こ
で
も
し
、

そ
の
後
、
仏
教
が
学
問
と
し
て
の
み

存
在
し
、
学
問
と
し
て
の
み
扱
わ
れ
つ
づ
け
、
制
約
俗
と
か
か
わ
ち
を
も
た
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
果
た
し
て
今
日
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
宗
教

と
し
て
の
仏
教
の
陵
盛
は
あ
り
え
た
で
あ
ろ
う
か
。
期
間
俗
は
さ
き
に
も
記
し
た
と
お
り
、

「
事
実
の
な
か
に
埋
没
し
た
規
範
」
で
る
る
か

ら
、
永
続
カ
が
あ
る
。
だ
か
ら
習
俗
は
容
易
に
変
わ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
習
俗
の
な
か
の
な
に
げ
な
い
変
化
で
も
炎

い
年
月
を
か
け
て
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
こ
と
の
意
味
を
も
っ
。
い
っ
た
ん
生
じ
た
習
俗
の
な
か
の
変
化
は
、

い
か
に
さ
さ
や
か
な



も
の
で
あ
ろ
う
と
持
続
性
を
も
ち
、
後
ム
ペ
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
の
で
あ
る
。

念
の
た
め
い
え
ば
、
筆
務
は
、
湖
沼
俗
の
変
化
じ
た
い
を
い
け
な
い
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
毛
頭
な
い
。
合
理
性
の
な
い
饗
俗
は
当
然
素

て
て
い
く
よ
う
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
必
要
な
革
新
の
た
め
に
は
、
出
い
も
の
を
楽
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、

い
ま
間

題
に
し
て
い
る
の
は
、
宗
教
に
関
す
る
習
俗
で
あ
る
。
こ
れ
に
か
か
わ
っ
て
さ
き
に
シ
ン
ク
レ
テ
イ
ズ
ム

(
重
勝
信
仰
〉
の
こ
と
を
の
ベ

た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
う

い
っ
て
お
き
た
い
。
は
っ
き
り
い
っ
て
シ
ン
ク
レ
テ
イ
ズ
ム
は
信
仰
生
活
に
と
っ
て
け
っ
し
て
非
合
理

な
も
の
で
は
な
い
。
潔
癖
な
宗
教
観
か
ら
す
れ
ば
我
慢
な
ら
な
い
シ
ロ
モ
ノ
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
考
え
て
み
る
と
よ
い
。
こ
の
シ

ン
ク
レ
デ
イ
ズ
ム
の
下
で
は
、
他
人
の
信
仰
の
形
態
に
ま
で
ロ
を
だ
さ
な
け
れ
ば
個
別
に
潔
癖
な
信
仰
を
も
つ
こ
と
は
可
能
で
あ
る

G

こ

れ
に
対
し
、

シ
ン
ク
レ
テ
イ
ズ
ム
の
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
潔
癖
な
宗
教
同
士
が
互
い
に
ロ
を
だ
し
合
い
、

は
で
は
宗
教
の
名
の
下
に
殺
毅

ま
明
、
ナ
る
。
問
題
の
議
本
は
、
こ
の
よ
う
な
シ
ン
ク
レ
デ
イ
ズ
ム
の
な
か
で
信
仰
し
た
場
合
、
一
信
教
の
自
践
を
実
質
的
に
は
強
化
す
る
の

津市地主誕祭最高裁判決にみる宗教の意味

か
疎
外
す
る
の
か
と
い
う
宗
教
に
と
っ
て
い
ち
ば
ん
肝
腎
な
問
題
で
あ
る
。
倒
溺
に
繍
喝
の
潔
癖
な
宗
教
か
ら
ナ
れ
ば
、

シ
ン
ク
レ
-
ア
ィ

ズ
ム
は

種
の
堕
落
?
あ
り
、
信
仰
の
自
由
に
桔
げ
る
も
の
と
映
じ
る
か
も
し
れ
な
い
c

し
か
し
特
定
の
宗
教
で
社
会
全
体
を
覆
う
こ
と

は
で
き
な
い
。

で
き
な
い
か
ら
こ
そ
信
教
の
自
由
が
基
本
的
人
権
と
し
て
佼
盤
づ
き
憲
法
上
の
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
考
え
て
み
る
と
よ
い
。
個
々
の
宗
教
の
信
仰
は
、
そ
の
表
現
と
し
て
儀
式
等
、
さ
ま
が
ま
な
形
を
と
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で

そ
れ
は
無
意
味
さ
ば
か
ち
が
自
に
挟
る
。

抽
象
と
し
て
の
表
現
で
あ
る
。
信
仰
の
な
い
者
に
と
っ
て
は
、

そ
の
結
果
、
宗
教
は
、
ま
っ
た

く
私
的
に
分
解
さ
れ
て
し
ま
う
ο

そ
し
て
宗
教
と
宗
教
、
宗
教
と
宗
教
ら
し
き
も
の
と
を
結
び
合
わ
せ
る
媒
体
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

そ
の
よ
う
な
状
態
よ
り
、
信
仰
の
う
す
い
者
や
篤
い
者
が
、
そ
の
境
界
も
は
っ
き
習
さ
せ
な
い
ま
ま
に
共
同
生
活
殺
し
て
い
る
シ
ン
ク
レ

テ
イ
ズ
ム
の
ほ
う
が
、
大
き
い
自
で
見
た
と
き
、

は
る
か
に
信
仰
生
活
を
支
え
る
は
た
ら
さ
会
果
た
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
の

27 

と
も
あ
れ
、
以
上
の
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
本
件
の
判
決
は
、
宗
教
を
問
題
に
す
る
以
上
、
期
間
俗
の
問
題
を
さ
け
え
な
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か
っ
た
。
欝
俗
の
問
題
を
執
織
に
問
い
っ
.
つ
け
た
の
は
、
そ
れ
だ
け
宗
教
と
は
な
に
か
を
爵
い
‘

に
理
解
を
示
そ
う
と
し
た
こ
と
に

よ
る
。

ま
た
、
期
間
俗
念
鰐
題
に
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
本
件
の
問
題
は
一
神
道
の
問
題
で
は
な
い
。
期
間
俗
設
し
ι
お
し
て
す
べ
て
の
日
本
の
宗

教
が
か
か
わ
っ
て
い
る
問
題
で
あ
る
。

〈
信
仰
の
自
由
と
国
家
の
寅
妊
〉

さ
ぎ
の
教
育
の
問
題
と
か
か
わ
っ
た
と
こ
ろ
で
、
宗
教
の
核
心
は
銭
入
の
信
仰
を
め
ぐ
っ
て
内
心
に
お
こ
る
精
神
の
自
由
で
あ
る
、

-Y}

の
ベ
た
。
し
た
が
っ
て
、
国
家
に
お
け
る
宗
教
の
あ
ち
方
が
、
個
人
の
億
仰
の
自
由
を
原
点
と
す
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
は
疑
い
の
余
地
は

な
い
。
さ
き
に
の
ベ
た
政
教
分
離
の
線
則
も
、

そ
の
歴
史
的
経
緯
は
と
も
あ
れ
そ
の
原
理
上
の
原
点
は
倒
人
の
信
仰
の
自
由
に
あ
る
べ
き

で
、
ぞ
れ
以
外
に
あ
る
べ
き
で
は
な
い
。

と
こ
ろ
で
そ
こ
で
も
の
べ
た
よ
う
に
、
宗
教
の
問
題
が
、
個
人
の
内
心
の
自
由
の
問
問
題
で
あ
る
か
ぎ
雪
、
宗
教
の
鰐
題
は
、
思
想
、

良
心
の
自
由
の
問
題
と
大
差
は
な
い
。
し
か
し
、
宗
教
は
、

そ
の
内
心
の
信
仰
の
自
白
が
特
定
の
祭
詩
的
行
動
に
よ
っ
て

さ
れ
、
集

図
的
に
保
持
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
実
際
の
性
質
は
か
現
わ
れ
て
く
る
も
の
と
す
れ
ば
、
こ
の
集
間
性
、
社
会
伎
の
議
味
を
考
慮
し
な
い
で
は

宗
教
念
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
集
題
性
、
社
会
性
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
の
で
な
け
れ
ば
、
信
仰
の
自
由
の
保
誌
は
、
信
仰
の

自
由
の
保
誌
の
意
味
を
な
さ
な
い
。
宗
教
の
集
団
性
、

を
無
視
し
、
単
に
、
信
仰
の
自
由
の
み
を
形
式
的
に
保
証
し
た
だ
け
で
は
、

信
仰
の
自
由
の
保
証
崎
弘
、
宗
教
に
対
す
る
脳
弾
圧
の
意
味
に
な
る
こ
と
さ
え
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

宗
教
の
集
団
性
、
社
会
性
へ
の
考
慮
は
、

ぞ
れ
ゆ
え
に
、
宗
教
の
歴
史
性
、
文
化
性
、

そ
し
て
さ
き
に
の
ベ
た
務
俗
の
問
題
な
ど
に
ゑ

か
か
わ
る
之
と
に
な
る
が
、

そ
れ
ゆ
え
、
宗
教
に
対
す
る
閉
隣
家
の
対
応
と
か
態
度
と
い
う
も
の
は
、
個
人
の
信
仰
の
白
山
仰
の
保
誌
の
宣
言

以
後
も
依
然
と
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
浴
、
国
家
が
、
強
仰
の
自
由
を
形
式
上
保
鼓
す
る
こ
と
は
、
当
然
中
の
当
然
と
い
う
よ
う
に
考



え
れ
ば
、

そ
の
保
証
の
笈
畳
一
倍
以
後
の
、
屋
家
の
宗
教
に
対
す
る
実
際
の
対
応
と
か
態
度
こ
そ
が
、
信
仰
の
自
践
に
対
す
る
も
っ
と
も
肝
腎

な
問
問
削
胞
と
な
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
e

も
っ
と
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
。
さ
き
に
も
少
し
ふ
れ
た
よ
う
に
、
宗
教
に
つ
い
て
は
、
俗
人
の
信
仰
の
自
由
こ
そ
す
べ
て
の
採
点
と

し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
け
か
、

し
か
し
鋸
人
の
信
仰
の
自
由
を
原
点
に
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
宗
教
が
偶
人
の
自
由
の
な
か

で
崩
壊
し
て
い
く
可
能
性
を
も
も
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
綿
入
の
信
仰
の
自
由
制
の
保
証
は
、

(
そ
の
逆
の
信
仰
し
な
い
自
由

も
論
理
上
含
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
〉
宗
教
は
個
人
に
よ
っ
て
私
的
に
分
解
さ
れ
、

そ
の
本
性
を
必
〈
な
う
可
能
性
を
も
っ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、

語
家
は
も
ち
ろ
ん
既
成
の
宗
教
の
側
か
ら
も
、
宗
教
を
い
っ
た
ん
個
人
の
自
由
に
託
し
た
以
上
、
組
欄

人
の
そ
の
よ
う
な
分
解
に
対
し
て
、
直
接
に
は
介
入
し
え
ず
、

そ
れ
を
組
止
す
る
衡
を
も
っ
て
い
な
い
。
結
集
と
し
て
、
僑
仰
の
自
由
は
、

宗
教
設
し
て
、
弱
体
化
さ
せ
、
消
極
化
さ
せ
る
契
機
も
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

津市地鎮祭厳選喜重量判決にみる宗教の窓季最

か
く
の
ご
と
く
考
え
る
な
ら
ば
、
国
家
は
宗
教
に
対
し
て
、
単
に
、
…
信
仰
の
自
治
を
形
式
的
に
保
証
す
れ
ば
、

そ
れ
で
役
割
が
終
わ
る

の
で
は
な
く
、
信
仰
の
自
由
の
保
証
以
後
も
、

依
然
と
宗
教
に
鶴
心
を
払
い
、
適
切
な
る
何
ら
か
の
対
応
を
続
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。

怒
。
燃
は
、
他
人
に
信
仰
の
出
幻
自
を
保
証
し
，
宗
教
の
こ
と
が
}
億
人
に
託
し
た
以
上
、
直
接
に
は
宗
教
を
論
じ
、
宗
教
に
介
入
す
る
機
能

会
失
な
う
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
、

そ
の
機
関
か
ら
脳
同
家
が
宗
教
に
対
し
て
責
任
が
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

た
と
え
ば
、
宗

そ
し
て
、
制
定
す
る
と
す
れ
ば
、

ど
I!) 

教
法
人
法
の
制
定
と
い
う
こ
と
の

つ
を
と
っ
て
み
て
も
、

そ
の
よ
う
な
立
法
が
必
婆
で
あ
号
、

そ
の
よ
う
な
考
察
は
た
え
ず
必
嬰
な
の
で
必
ち
、

よ
う
な
も
の
が
、
宗
教
お
よ
び
信
仰
の
自
由
に
と
っ
て
適
切
な
も
の
な
の
か
、

そ
の
よ

う
な
こ
と
を
含
め
、
宗
教
に
衡
す
る
望
ま
し
い
諸
条
件
を
不
断
に
整
え
て
い
く
と
い
う
、
広
い
意
味
で
の
宗
教
行
政
と
い
う
も
の
は
、
…
筒

29 

仰
の
白
砲
の
保
証
以
後
も
依
然
と
な
く
な
り
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
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考
え
て
み
れ
ば
、
信
仰
の
向
刷
出
は
、
信
仰
し
な
い
自
由
安
保
証
す
る
こ
と
が
ほ
ん
ら
い
の
倒
的
で
は
な
か
っ
た
。
宗
教
に
対
す
る
蔑
視

の
思
想
が
信
仰
の
自
由
を
副
知
議
し
た
の
で
も
な
か
っ
た
。
信
仰
の
自
砲
は
、
近
代
園
家
の
論
摺
砲
の
な
か
で
・
よ
ち
あ
る
べ
き
信
仰
生
活
の
泌

発
点
と
し
て
打
ち
た
て
ら
れ
れ
ば
ず
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
民
家
は
、
信
仰
の
自
由
の
保
証
以
後
も
、
宗
教
に
対
し
て
無
関

心
で
あ
る
こ
と
は
許
容
れ
ず
、
無
知
で
あ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
宗
教
に
対
し
、
磁
接
に
論
ず
る
こ
と
は
き
び
し
く
禁
じ
ら
れ
る
け
れ

ど
も
、
宗
教
は
ほ
ん
ら
い
す
べ
て
の
人
部
に
と
っ
て
基
本
的
な
も
の
で
あ

9
、
偉
大
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
思
い
会
寄
せ
る
こ
と
は
や
め

て
は
な
ら
ず
、
宗
教
か
ら
教
資
へ
の
館
内
献
は
も
ち
ろ
ん
、
留
民
の
心
の
慰
安
の
作
用
(
逃
避
の
意
味
で
は
な
い
〉
も
含
め
、
ほ
ん
ら
い
の

宗
教
の
意
義
を
た
え
ず
意
識
し
、
宗
教
に
対
し
て
深
い
煙
解
を
も
ち
、
友
好
的
態
度
を
保
持
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

結
語

判
決
に
み
る
宗
教

、
宗
教
が
人
間
に
と
っ
て
き
わ
め
て

な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
信
仰
の
自
治
は
き
わ
め
て
重
要
な
も
の
と
な
る
。

し
た
が
っ

て
、
こ
の
、
信
仰
の
自
由
の
も
と
に
、
日
酬
家
は
宗
教
に
対
し
て
い
か
な
る
態
度
を
と
る
べ
き
か
は
き
わ
め
て
援
要
な
問
題
と
な
る
。
が
、
そ

の
た
め
に
は
、
宗
教
と
は
い
か
な
る
も
の
か
を
よ
く
理
解
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
一
、
し
か
し
々
が
ら
、
国
家
は
、
信
仰
の
自
由
の
保
誌
を
笠
号
一
揖
し
た
そ
の
鱗
酪
か
ら
宗
教
と
は
何
か
を
語
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
信
仰
の
自
由
の
保
証
を
宣
設
問
し
た
瞬
儲
か
ら
、
何
設
も
っ
て
宗
教
と
す
る
か
と
い
う
権
能
は
個
人
の
自
由
の
な
か
に
移
り
、

国
家
は
そ
れ
に
つ
い
て
発
言
の
権
能
を
失
な
う
か
ら
で
あ
る
。

一
一
一
、
し
か
し
な
が
ら
、

そ
の
こ
と
は
樋
家
が
宗
教
に
対
し
て
無
知
で
あ
っ
て
よ
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
宗
教
と

は
侭
か
を
一
諮
ら
な
い
ま
ま
に
宗
教
宏
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
宗
教
に
対
し
て
さ
ら
に
い
っ
そ
う
深
い
理
解
を
も
っ
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。



題
、
そ
の
こ
た
は
国
民
に
あ
っ
て
も
問
様
で
あ
る
。
国
民
も
宗
教
に
対
す
る
無
知
は
許
さ
れ
ず
、
宗
教
に
対
す
る
深
い
潔
解
と
好
意
的
な
態
度

が
婆
請
さ
れ
、

そ
の
結
醐
末
、

た
と
え
ば
教
御
同
議
本
法
九
条
に
い
う
よ
う
な
、
宗
教
に
側
聞
す
る
寛
容
の
態
度
、

お
よ
び
宗
教
の
社
会
生
活
に

お
け
る
地
位
の
尊
義
も
重
姿
な
こ
と
と
な
る
。

五
・
津
市
地
鎮
祭
最
高
裁
判
決
に
つ
い
て
は
、
当
黙
の
こ
と
な
が
ら
宗
教
に
対
寸
る
直
接
の
規
定
は
行
っ
て
お
ら
ず
、

ま
た
そ
れ
ゆ

え
に
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
、
論
及
す
べ
く
し
て
論
及
し
て
い
な
い
と
考
え
る
べ
き
と
こ
ろ
も
な
い
で
は
な
い
が
、
一
般
的
に
は
、
上

記
の
宗
教
に
関
す
る
問
題
提
怨
と
か
か
わ
っ
て
、
宗
教
に
対
し
て
深
い
潔
解
を
示
し
友
好
的
態
度
を
と
っ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

津市鍛錬祭長高裁宇Ui主にみる宗教の活費味31 




