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宗
教
法
に
関
す
る

つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

ホ
セ
・
ヨ
ン
パ
ル
ト

〈

上

智

大

学

)

(
本
務
は
、

一
九
八
回
年
六
月
二
一
一
一
尽
に
南
山
大
学
で
関
か
れ
た
第
八
沼
宗
数
法
学
会
で
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
も
の
と
、
ほ
ほ
閥
的
じ

で
あ
る
c

企
拍
子
手
を
加
え
、
都
い
日
本
語
マ
議
き
+
践
し
た
が
、
文
筆
は
、
論
文
式
に
し
な
い
で
、
議
淡
式
の
ま
ま
残
す
こ
と
に
し
た
C

)

Jま

じ

め

に

先
、
ず
お
断
り
し
た
い
こ
と
は
、
払
は
宗
教
法
学
の
専
門
家
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
こ
の
テ

i
マ
に
つ
い
て
発
表
す
る
資
格
は
な
い

と
い
う
こ
と

い
ま
す
。
そ
し

こ
れ
か
ら
課
題
に
い
た
し
ま
す
こ
と
は
、
決
し
て
研
究
の
成
果
を
発
表
す
る
と
い
う
意
味
で

は
な
く

た
だ
自
本
に
お
け
る
「
説
教
法
学
」
と
い
う
も
の
が
、
外
か

と
、
特
に
西
洋
の
法
文
化
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
と
、

rの
よ
う
な
形
を
と
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
も
う

つ
お
断
り
し
た
い
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
発
表
後
に
は
、
難
問
の
時
間
関
が
設
け
ら
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
が
、

ち
し
お
願
い
で
き
ま
し
た
ら
、
私
に
賛
同
問
な
さ
る
よ
り
も
、
私
が
こ
れ
か
ら
申
し
上
げ
ま
す
こ
と
に
つ
い
て
、
何
か
間
違
っ
た
こ
と
が

あ
り
ま
し
た
ら
、
幾
非
と
も
蓋
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。



九
八

私
は
ソ
ウ
ル

か
ら
依
頼
さ
れ
た
講
演
の
た
め
、
初
め
て
韓
国
側
に
行
き
ま
し
た
。
ソ
ウ
ル
空
港
に
は
、

議
鍾
康
教
授
が
出
迎
え
に
来
て
下
さ
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
む
時
、
私
は
教
授
か
ら
「
丁
度
今
晩
、

ソ
ウ
ル
で
宗
教
法
学
会
を
設
立
す
る

会
議
を
開
く
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
突
然
ぞ
す
が
、
是
非
出
席
し
て
設
立
講
演
を
や
っ
て
下
さ
い
L

と
い
う
依
頼
を
受
付
ま
し
た
。

そ
う
い
う
わ
け
で
、
私
は
思
い
が
け
な
い
形
で
、
新
し
い
学
会
の
設
立
会
議
に
出
席
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
し

て
、
韓
国
で
も
宗
教
法
学
と
い
う
専
門
分
野
に
対
し
て
、
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
こ

い
ふ
た
を
し
ま

そ
の
後
、
す
な
わ
ち

一
九
八
二
一
年
に
、
韓
国
で
は

(
h
g
S
A
L均
略
奪
言
-
M
G
延
長
え
欠
。
吋
窓
口
〉

mca館
内
政
え
え

M
U
g
z
gむ
乏
が
発
行
さ
れ
る

の
機
関
誌
で
あ
る
『
宗
教
法
隔
の
創
刊
号
が
発
行
さ
れ

こ
と
に
な
り
ま
し
た
が
、
間
じ

も

は

る
は
こ
び
と
な
り
ま
し
た
。

の
閣
で
、

ほ
と
ん
ど
同
じ
時
鎮
に
こ
の
よ
う
な
新
し
い
学
会
が
生
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
単

な
る
偶
然
で
は
な
く
、
深
い
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
む
ろ
ん
、
学
問
と
い
う
も
の
は
、
完
全
に
組
織
化
さ
れ
る
よ

う
な
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
が
、
東
洋
に
も
新
し
い
専
門
分
野
が
生
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
認
め
ら
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
り
ま
し

よ〉つ。

宗教法に韓国ずるご之つのアプローテ

ま
た
、
こ
れ
は
新
し
い
分
野
で
す
か
ら
、

も
ち
ろ
ん
私
は
、
こ
れ
か
ら

そ
の
発
展
の
可
能
性
も
非
堂
に
高
い
も
の
と
思
わ
れ

こ
の
よ
う
な
学
問
が
、
専
門
分
野
と
し
て
ど
の
よ
う

か
に
つ
い
て
、

る
こ
と
は
で
務
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ

の
新
し
い

も吋
3
i
ロ
ッ
パ
の
よ
う
な
形
で
発
践
す
る
か
ど
う
か
に
つ
き
ま
し
て
は
i
i
1こ
れ
は
私
の
ま
っ
た
く

で
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
i
iヘ
日
本
の
状
況
と
現
時
点
か
ら
考
え
ま
す
と
、
若
干
の
問
題
点
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
と
間
山
ゆ
い

今
日
は
敢
え
て
こ
れ
を
課
題
に
い
た
し
ま
す
が
、
そ
の
最
終
的
な
動
機
は
、
私
の
こ
の
専
再
分
野
に
対
す
る
個
人
的

な
興
味
は
裂
と
し
て
、

や
は
り
こ
の
開
題
が
い
か
に
医
難
で
あ
る
か
を
自
覚
す
る
こ
と
も
、

そ
の
発
展
の
一
つ
の
蓑
要
な
条
件
で
あ
る

97 

と
患
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
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関

組

早
速
、
問
題
提
起
に
入
り
た
い
と
患
い
ま
す
。
日
本
に
お
け
る

J
示
教
法
L

と
い
う
種
の
法
捕
、
あ
る
い
は

種
の
学
聞
は
、
欧
米
の
各
冨
か
ら
み
る
と
、
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。

と
い
ぷ
ノ

先
ず
断
一
一
一
日
で
き
る
と
患
う
こ
と
は
、
「
宗
教
法
」
と
い
う
の
は
、
決
し
て
「
教
会
法
」
(
沢
町
内
町
暗
号
市
門
戸
わ
き

S
F
E二
c
m
p
g
a
n
c
g咽

uqmnぎ
わ
き
間
口
付
乏
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、

B
本
に
お
け
る
「
宗
教
法
」

と
い
う
も
の
は
、

r
s
J
q
吋
/

の
ω門
知
知
鉱
山
内
町
わ
け
さ
吋
会
支
と
か
、

イ
ギ
リ
ス
と
ア
メ
リ
カ
の
吾
作
可
。
立
。
言
。
町
内
U
V
C
『何回同釦ロ品川出

Z
Z
と
か
、

ス
ペ
イ
ン
の
『
色
白
巳
。
ロ

2

Mm一
raω
・
開
的
門
以
内
出
。
(
教
会
と
溺
家
と
の
関
係
〉

つ
法
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、

E
L本
で
い
う
「
宗
教
法
学
」
と

い
う
学
問
も
、

と
開
じ
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
問
題
は
、
出
列
な
っ
た
学
問

や

で
あ
る
な
ら
ば
、

そ
れ
が
ど
れ
韓
異
な
っ
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
ど
れ
穂
似
て
い
る
の
か
、

と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
こ

そ
私
が
今
日
、
問
問
題
に
し
た
い
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
す
。

結
論
を
先
に
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
私
は
敢
え
て
、

そ
の
類
似
性
を
苔
定
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
極
端
な

発
言
の
正
当
牲
を
よ
く
説
明
す
る
こ
と
が
ま
ず
必
要
で
す
が
、
も
し
こ
の
結
論
が
正
し
い
と
す
れ
ぽ
、

そ
こ
か
ら
二
つ
の
異
な
る
ア
プ

ロ
ー
チ
が
山
山
て
く
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
日
本
と
韓
彊
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
、

お
互
い
は
非
常
に
叡
て
い
る
の
に
、
欧
米
に
比
べ
る

レ同
$4m

つ

っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、

そ
こ
に
は
侍
ら
か
の
理
由
ま
た
は
根
拠
が
あ
る
は
ず
で
し
ょ
う
。
こ
れ
と
同
じ
に
、
西
洋
人
の

2ニ

に
は
、
相
当
の
特
性
が
あ
る
は
ず
で
す
。
思
う
に
i
|
|
こ
れ
は
ま
た
私

あ
る
い

お

の
勝
手
な
考
え
方
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
|
|
こ
の
日
本
的
な

ロ
ー
チ
の
プ
ラ
ス
と
マ
イ
ナ

ロ
ー
チ
の
特
性
、
な
ら
び
に
そ
の



ス
〈
可
能
性
と
限
界
)
に
つ
い
て
は
、

日
本
で
も
ま
だ
十
分
に
自
覚
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
な
気
が
い
た
し
ま
す
。

こ
の
二
つ
の

る
ア
プ
ロ
ー
チ
の
原
点
を
揮
る
と
す
れ
ば
、

や
は
り
そ
の
猿
点
は
日
本
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
の
異
な
る
歴
史
に
求
め

る
べ
き
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
、
心
臓
移
績
な
ど
も
可
能
に
な
っ
た
現
主
で
す
が
、
他
の
障
の
壁
史
、
地
の
聞
の
伝
統
等
を
移
綴
す
る
と

い
う
こ
と
は
依
然
と
し
て
不
可
能
で
す
し
、
こ
れ
か
ら
も
不
可
能
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、

も
ち
ろ
ん
無
理
に
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
す
る

」
と
も
適
当
で
は
な
い

い
ま
す
。
も
し
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
す
れ
ば
、

の
歴
史
、
自
闘
の
ん
総
統
を
無
視
す
る
と
い
う
こ
と
に

も
な
る
わ
け
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
私
は
、
日
本
で
も
ヨ

i
ロ
ツ
パ
の
よ
う
な
や
り
方
を
と
る
べ
き
だ
と
い
う
提
案
は
決
し
て
い
た
し

ま
せ
ん
。
こ
の
ニ
つ
の
奥
な
る
ア
プ
ロ

i
tナ
を
認
識
し
た
う
え
で
、
日
本
は
日
本
の
や
り
方
で
よ
ろ
し
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ

れ
か
ら
の
毘
本
に
お
け
る
宗
教
法
、
あ
る
い
は
宗
教
法
学
の
発
騰
を
考
え
ま
す
と
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
よ
う
な
方
向
に
向
か
っ

る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

以
上
は
、

は
な
は
だ
抽
象
的
な
話
で
し
た
が
、
こ
れ
か
ら
は
よ
り
具
体
的
に
説
照
明
し
て
み
た
い

い
ま
す
。

宗教法に関するニニつめアプ口」チ

第
一
の
相
違
点
(
別
の
歴
史
)

現
状
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
に
は
、
求
、
ダ
そ
の
過
去
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
(
温
故
知
新
)
。
日
本
と
喜
洋
の
宗
教
に
対
す

る
異
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
こ
れ
は
理
念
的
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、

い
麓
史
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
次

の
ぺ

i
ジ
の
閣
を
見
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、
日
本
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
当
該
柵
問
題
に
関
す
る
状
況
〈
A
と
8
)
は
非
常
に
異
な
っ
て
い
ま
す

が
、
ぞ
れ
は
非
君
に
異
な
っ
た
牒
史
的
事
実

く
た
め
で
あ
り
ま
す
。

空事

悶
家
法
と
い
い
ま
し
で
も
、
剖
出
家
と
い
う
「
制
捜
」
が
な
け
れ
ば
生
ま
れ
て
く
る
は
ず
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ヨ
i
ロ
ッ
パ
の
場
合
は
、
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昔
か
ら
「
国
家
」
と
そ
の
鎖
震
に
由
来
す
る
「
国
家
法
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
し
た
し
、

宗教法第4号(1986. 1) 

昔
か
ら
は
学
者
た
ち
は
こ
の
種
の
法
(
ロ
i
マ
法
、
ゲ
ル
マ
ン
法
等
)
を
課
題
に
し
た
た
め
に
、

臣
家
法
学
と
い
う
学
問
問
も
あ
っ
た
の
で
す
。
プ
ラ
ト
ン
の
吋
国
家
論
』
百
え
寺
芝
、
『
法
簿
恥

(
弓
さ
さ
そ
『
政
治
家
』
(
き
ま
枠
む
と
お
よ
び
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
政
治
学
』
{
手
段
吹
雪
て
ま

た
は
キ
ケ
ロ
の
『
語
家
に
つ
い

(
を
選
言
窓
口
S
v
と
い
う
よ
う
な
名
作
は
、
こ

い
か
に
し
百
い
歴
史
を
も
っ
て
い
る
か
を
物
語
っ
て
い

ら

dコ
謂

家
制
度
と
こ
れ

-
F

騰。、.綱、

・4
人
ふ
H
N

が
発
展
し
た

の
は
、

や
は
り
明
治
時
内
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
「
継
指
邪
」
に
よ
っ
て
、
近
代
的
・
西

た
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

の
法
学
者
は
こ
の
種
の
法
を

し

~) 

れ
ま
し
た
。
そ
の
歴
史
は
、
問
、
洋
に
比
べ
る

と
確
か
に
日
は
浅
い
で
し
ょ
う
が
、
現
在
で
は
内
容
が
豊
か
で
、
西
洋
に
比
べ
て
も
決
し
て

引
け
を
と
ら
な
い
も
の
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

し
か
し
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
宗
教
に
関
す
る
法
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
日
本
と
は
ま
っ
た
く

比
較
に
な
ら
な
い
よ
う
な
歴
史
を
持
っ
て
お
り
ま
す
。
寸
教
会
法
」

(
E
R
F
S『
2
7
F
Z胡
町
出

3
3宮山口
d
L
E
昂

n
n
z
g
a
n
cさ
と
い
う
謹
類

B) 日本の状況

Staat Kirche 

ヲ

') 

今

心

今、

f
一山宇一

-
(
一

b
一
法
一

十
一
投
↑

a
一多守一

J
 

lv
一

家

一

J
V
一

国

一

の
「
法
」
は
、
「
宗
教
」
青
色
至
。
2
)

と
い
う
概
念
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
正
に
国
家
と
は
っ
き
り
区
制
約
さ
れ
た
寸
離
農
」
か

A) ヨーロッパの状況(例:ドイツ}

Staat Kirche 

ら
成
長
し
、

そ
の
後
国
家
か
ら
独
立
し
、

ら
生
ま
れ
た
も
の
な
の
で
す
。
寸
教
会
」
と
い
う
制
制
度
は
語
家
と
無
関
係
に
生
ま
れ
た
も
の
で
、
国
家
権
力
に
よ
っい

わ
ゆ
る

ま
た
患
家
と
共
存
し
、
時
に
は
国
家
と
激
し
く
対
立
し
た
制
疫
で
、

と
い
う
種
の
法
律
は
国
家
制
度
や
躍
家
法
と
は
ま
っ
た
く
無
関
係
に
生
ま
れ
、
成
長
し
た
も
の

そ
し

の
よ
う



に
、
長
い
間
、
国
家
法
に
対
し
て
も
決
定
的
な
影
響
を
与
え
て
き
た
も
の
な
の
で
す
。

そ
し
て
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
昔
か
ら
ヨ

l

ロ
ッ
パ
の
学
者
た
ち
が
こ
の
種
の
法
を
課
題
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

い
わ
ゆ
る
「
教
会
法
学
」
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
教
会
法
学
は
、

国
あ
る
い
は
時
代
に
よ
っ
て
は
、
国
家
法
よ
り
も
盛
ん
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
と
同
時
に
、
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
学
で
、

神
学
と
と
も
に
も
っ
と
も
重
視
さ
れ
た
こ
の
学
問
は
組
織
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

こ
れ
に
対
し
て
、

日
本
の
歴
史
を
考
え
て
み
ま
す
と
、

日
本
で
は
神
道
や
仏
教
等
は
あ
っ
た
と
し
て
も
、
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
「
教

会
」
の
よ
う
な
「
制
度
」
と
、

そ
れ
に
由
来
す
る
別
種
類
の
「
法
」
と
い
う
も
の
は
存
在
し
て
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

し
た
が
っ
て
、

近
代
に
な
っ
て
も
国
家
法
と
別
種
類
、
す
な
わ
ち
独
立
し
た
学
問
が
生
ま
れ
る
チ
ャ
ン
ス
は
、
当
然
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

(
3
)
 

時
期
、
神
道
は
区
別
で
き
な
い
ほ
ど
、
国
家
レ
ベ
ル
の
地
位
を
占
め
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け

る
教
会
の
よ
う
に
、
国
家
法
と
異
な
る
独
自
の
法
を
制
定
す
る
こ
と
は
当
然
不
可
能
で
し
た
。
信
教
の
自
由
は
、
す
で
に
明
治
憲
法

T

国
家
法
)
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
し
、
一
歩
進
ん
で
、
新
憲
法

(
1国
家
法
)
に
よ
っ
て
は
、
政
教
分
離
と
国
家
お
よ
び
そ
の

宗教法に関する二つのアプローチ

機
関
の
宗
教
的
活
動
禁
止
等
が
宣
言
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
第
二
次
世
界
大
戦
以
降
、
私
法
の
問
題
と
し
て
、

る
宗
教
団
体
は
「
宗
教
法
人
」
と
し
て

(
1国
家
法
に
よ
っ
て
)
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
日
本
で
は
少
な
く
と
も
国

い
わ
ゆ

内
法
の
問
題
と
し
て
は
、
国
家
法
と
異
な
る
法
は
認
め
ら
れ
て
は
お
り
ま
せ
ん
し
、
存
在
す
る
は
ず
も
あ
り
ま
せ
ん
。
「
宗
教
法
」
と
言

い
ま
し
で
も
、
こ
れ
は
た
だ
国
家
法
の
宗
教
に
関
す
る
諸
規
定
の
こ
と
を
意
味
す
る
だ
け
の
も
の
な
の
で
す
。

こ
れ
に
対
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
現
状
は
根
本
的
に
異
な
っ
て
お
り
ま
す
。
例
え
ば
、
ド
イ
ツ
で
の
い
わ
ゆ
る

ω
Z
ω
Z
E
R
Z号
R
Z

(
国
家
・
教
会
法
)
と
い
う
種
の
法
は
、
決
し
て
国
家
法
か
ら
の
み
生
ま
れ
た
こ
と
で
も
あ
り
ま
せ
ん
し
、

ま
た
、

い
わ
ゆ
る
宗
教
団
体
は
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私
法
の
法
人
で
は
な
く
、
「
公
法
の
団
体
」
(
問
。
弓

q
R
E岸
巾
ロ
色

g
皇
巾
ロ
巴

n
v
g
m
R
Z田
)
と
い
う
性
質
を
も
っ
て
お
り
ま
す
。
た
だ
、
こ

こ
で
い
う
「
公
法
の
」
と
い
う
の
は
、
国
家
法
と
し
て
の
公
法
と
い
う
意
味
を
も
つ
も
の
だ
け
で
は
な
い
こ
と
に
、
特
に
注
意
し
て
い
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た
だ
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
西
ド
イ
ツ
の
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
冨
立
大
学
の
法
哲
学
お
よ
び
国
家
・
教
会
法
研
究
所
所

そ
の
論
文
を
二
、
三
参
考
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

2宗教法第 4~ま(1986. 1) 

長
で
あ
る
ホ
ラ

i
バ
ッ
ハ
教
援
が
適
切
に
説
明
し
て
お
り
ま
す
の
で
、

西
ド
イ
ツ
で
は
、
教
会
開
体
に
認
め
ら
れ
て
い
る
自
由
と
は
、
「
率
的
宮
治
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
く
て
L

(

三

nz
出
口
担

刑
法
話
仲
さ
さ
き
開
設
措
鳴
き
0
3
5、
「
横
綴
的
か
つ
〈
国
家
主
関
等
の
自
串
L

(

吉田
ECS
己
主
宮
ユ
押
印
吋
一
円
ぽ

MJazas
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

国
家
に
は

べ
て
の
法
・
権
利
の
法
源
と
蹴
糠
L

〈叫喜朗

2
2山崎
c
c
g
H
M
U
Zな
と
で
あ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
、
教
会

の
立
法
機
構
は
本
来
、
罷
家
に
由
来
せ
ず
、
政
治
的
・

も
の
と
見
倣
さ
れ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
教
会
に

は
「
自
弓
法
権
力
L

(

尚一穂
R
R
Z
S肺
門
げ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い

菌
家
法
で
は
「
公
法
」
と
「
私
法
L

と
を
一
区
到
し
ま
す
の
で
、
議
家
法
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
教
会
と
い
う
組
織
は

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
教
会
法
で
は
こ
の
よ
う
な
毘
灘
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
区
別
も
無
意
味
々
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
と
い
う
の
も
、
教
会
と
い
う
も
の
は
国
家
の
公
法
に
依
存
し
て
生
き
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
自
己
の
法
、
す
な
わ
ち
教
会
法
に

依
存
し
て
生
き
て
い
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
り
ま
す
(
罪
己
呈
担
三
三
三
Z
R
H
E
E
C
)。
し
た
が
っ
て
、
教
会
に
と
っ
て
問
問
題
に
な
る
の
は
、

寸
公
権
力
」
(
令
君
主
片
言
。
命
者
間
】
ご
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
「
教
会
権
力
」
(
玄
司

ny--nz。
2
邑
丹
)
そ
の
も
の
だ
け
と
い
う
こ
と
に
な
る

わ
け
で
す
。は

、
ド
イ
ツ
で

べ
き
ホ
ラ

i
バ
ッ
ハ
教
授
の
「
国
家
・
教
会
法
し
に
つ
い
て
の
晃
解
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の

見
解
は
、

ら
れ
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
、
ど
う
し
て
で
し
ょ
う
か
。
答
え
は
、
や
は
り
叫
削
に
申

し
上
げ
た
よ
う
に
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
臆
史
そ
の
も
の
に
求
め
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

日
本
の
歴
史
に
は
、

ま
せ
ん
で
し
た
。
し

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ぬ
よ
う
に
「
教
会
鎖
境
L

や

と
い
う
も
の
は
ま
っ

た
が
っ
て
、
当
然
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
よ
う
に
「
患
家
・
教
会
法
」
も
生
ま
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の

は



は
患
家
法
か
ら
直
接
に
発
生
し
た
も
の
で
す
の
で
、
「
教
会
法
」
と
は
刷
出
稼
類
の
も
の

し
か
し
、
教
会
法
な
し
に
は
穂
解
さ
れ

え
な
い
も
の
な
の
で
す
。

つ
ま
り
教
会
法
に
ま
で
跨
が
っ
て
い
る
も
の

っ
て
も
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
ο

と
こ
ろ
で
、
教
会
法
と
は
言
い
ま
し
で
も
、

カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
会
法
と
そ
れ
ほ
ど
麗
史
の
吉
く
な
い
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

は
一
区
挺
す
る
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
者
の
理
解
で
は
、
教
会
と
い
う
も
の
は
単
な
る
借
仰
の
こ

告
に
晃
え
る
「
部
慶
」
で
は
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
ル
タ

i
教
会
法
学
者
ル
ド
ル
フ
・
ゾ

l
ム

az号
q
y
r
z
g
は、

あ
り
、

「
教
会
法
は
教
会
の
本
質
と
矛
属
す
る
」
と
言
っ
た
わ
け
で
す
。
し
か
し
、

カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
者
の
理
解
で
は
、
教
会
は
器
開
に
基
づ
い

て
い
て
も
可
調
的
な
制
度
と
み
な
さ
れ
る
た
め
、
こ
の
よ
う
な
矛
君
は
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
前
に
紹
介
し
ま
し
た
韓
障
の
宗
教
法

の
機
関
誌
に
掲
載
さ
れ
た
、
有
名
な
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
法
学
者
口
。
ョ
ぎ
一
悼
の
論
文
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
ゾ
i
ム
の
教

テ
ー
ゼ
に
触
れ
て
、

〕
の
テ

i
Jセ
は
、
「
学
問
的
に
時
代
遅
れ
で
あ
り
、
(
省
略
)
法
理
論
的
に
も
、
法
社
会
学
的

人
も
い
な
い
だ
ろ
う
」
と
述
べ
て
お
り
ま
す
。
自
信
は
あ
り
ま
せ
ん

に
も
、

!
ム
の
テ

i
ゼ
を
弁
護
す
る
人
は

が
、
私
の
見
解
で
は
、
今
で
も
カ
ト
リ
ッ
ク

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
そ
れ
ぞ
れ
の
「
教
会
法
」
に
対
す
る
理
解
に
は
、
相
当
異
な
る
点

宗教法に演する二つのアプ口ーチ

ロ
テ
ス
グ
ン
ト
そ
れ
ぞ
れ
の
「
毘
家
・
教
会
法
L

の
理
解

が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
こ
の

カ
ト
リ
ッ
ク

に
つ
い
て
ま
で
本
質
的
な
影
響
を
与
え
る
も
お
で
は
な
い
と
怒
い

と
に
か
く
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
場
合
で
も
、
「
爵
家
・
教
会

法
」
と
い
う
も
の
は
、
単
な
る
「
国
家
法
」
の
問
題
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

四

第
二
の
相
違
点
(
郊
の
言
葉
使
い
)
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宗
教
に
対
す
る
日
本
と
ヨ

i
ロ
ッ
パ
の
ア
プ
ロ

i
チ
の
根
本
的
違
い
は
、

そ
の
言
葉
使
い
に
も
十
分
に
表
わ
れ
て
い
る
も
の
と
患
い



1奇4

ま
す
が
、
こ
の
言
葉
使
い
の
相
違
と
い
う
も
の
は
ま
だ
十
分
に
意
識
さ
れ
て
い
な
い

す。

空空襲宣告去費事 4考{殺事吾.1l

ヨ
本
の
大
学
で
は
、
発
行
さ
れ
る
法
学
議
集
の
議
表
紙
に
、

仏
げ
を
付
け
加
え
る
と
い
う
慣
行

そ

が
あ
る
よ
う
で
す
。
時
々
見
か
け
る
こ
と

お
け
る
政
教
分
離
の
問
問
題
:
;
:
」
と
い
っ
た
タ
イ
ト

例
え
ば

い
ま
す
が
、

ル
の
外
霞
語
訳

q
t
3
g
g
b刊
さ
な
き
九
三
宅
込
山
口
才
窓
口
:
:
:
ョ
ま
た
は
ま
吋
2
2
5
3ぬ
き
湾
最
皇
室
丸
町
立
向
山
口

笠間》州
w
p
:
:
:
ョ
と
い
う
よ
う
に
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
大
き
な
誤
訳
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
「
政
教
」
ま
た
は

っ
て
い
る

し
て
は
い

と
い
う
表
現
は
、
こ
れ
は
日
本
に
お
け
る
問
問
題
状
況
を
適
切
に
表
わ

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
で
問
問
題
に
さ
れ
て
い
る
「
国
家
と
教
会
」

3
5
Z
言

A
n言、円
p
m
w
g
m
Z
華
民
生
、
町
営
)
と

は
問
機
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
こ
と
は
、
余
り
説
明
す
る
必
要
は
な
い
と
患
い
ま
す
が
、
西
洋
的
な
表
現
に
よ
っ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
開
題
に
な
る
の
は
、

つ
の
「
制
約
護
」
な
い
し
「
組
織
」
(
「
国
家
」
と
「
教
会
」
)
と
そ
れ
に
由
来
す
る
一
一
つ
の
異
な
る
法
制
度
で
す
が
、

時
本
的
な
表
現
に
よ
っ

て
考
え
ま
す
と
、
問
問
題
に
な
る
の
は
、

一
方
で
は
確
か
に
一
つ
の
「
制
倒
産
」
な
い
し
「
組
織
L

〈
隣
家
〉
で
す
が
、
議
方
で
は

そ

の
も
の
だ
け
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す

G

し
か
し
、

J
一
公
務
」
と
い
う
も
の
は
隣
家
と
別
の
制
度
、

あ
る
い

必
ず
含
む
も
の
で
は
な
く
、
非
常
に
抽
象
的
な
概
念
で
あ
り
ま
す
む
む
ろ
ん
、
後
?
改
め

い
た
し
ま
す
よ
う
に
、
日
本
的
な
表

現
が
母
十
棋
の
問
問
題
性
を
正
礁
に
表
わ
し
て
い
る
こ

あ
り
、
こ
の
機
念
も
奥
体
的
な
問
題

る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

ヨ
i
ロ
ッ
パ

で
あ
り
、

ま
た
近
代
に
入
っ
て
か

と
い
う
制
度
の
法

し3

つ

ら

つ

た

」
{
段
差
是
2
z
z
n
v
g
〔
主
窓
口
出
岳
部
浄
〕
)
も
、
思
家
と
教
会
と
い
う
一
一

ロ
は
本
の
「
宗
教
法
{
晶
子
)
」
と
い
う
の
は
、
実
は
宗
教
そ
の
も
の
の
法

の
、
宗
教
と
い
う
事
柄
に
関
す
る
法
(
学
)
と
し
て
の
み
理

つ
の
輿
な
る
制
約
疫
の
法
的
な
相
互
関
係
の
こ
と
で
す
。
し
か
し
、

と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
国
家
法

、
取
り
分
け
憲
法
〈
学
)



解
さ
れ
て
い
る
と
患
わ
れ
ま
す
。
こ
こ
に
一
つ
の
基
本
部
な
相
違
点
が
あ
り
、
こ
の
二
つ
の
異
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
こ
の
問
問
題
の
エ

ツ
セ
ン
ス
で
あ
る
と
も
患
わ
れ
ま
す
。

ち
な
み
に
、
訳
と
言
葉
震
い
の
問
題
と
し
て
付
け
加
え
ま
す
と
、
西
洋
人
の
い
う

zm包
釘
写
同
M
Z

と
自
本
人
の
い
う

と
い
う

も
の
が
、

ど
の
程
度
異
な
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
持
っ
て
い
る
の
か
も
一
つ
の
問
顕
で
あ
り
ま
す
。
熱
い
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
、
ば
、

は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
非
常
に
吉
い

に
対
応
す

な
か
っ
た
そ
う
で
す
。
明
治
時
代
、

る
ラ
テ

i
i誌
が
聞
い
た
こ
と

い

と

す

れ

ば

|

!

と

「

教

え

L

か
ら
「
宗
教
L

と
い
う
新
語
が
蓮
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す

で
「
仏
教
L

「
イ
ス
ラ
ム
教
」
「
キ
リ
ス
ト
教
L

な
ど
と
言
う
と
き
に
は
、
河
ら
か
の
「
教
え
」
を
意
味

(
S
)
 

ず
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
言
語
学
的
に
考
え
て
み
る
と
、
ラ
テ
ン
語
の

z--mcは
そ
の
語
源
は
は
っ
き
り
し
な
い
に
し

τも、

が
、
磯
か
に
、

例
え
ば

そ
の
意
味
内
容
は
単
な
る
「
教
え
」
と
し
て
浬
解
さ
れ
て
は
い
な
い
の
が
事
実
で
す
。

五

第
三
の
相
違
点
(
別
の
内
容
お
よ
び
問
問
題
性
)

宗教訟に隠するこつのアプローチ

つ
の
ア
プ
ロ

i
チ
に
は
当
然
、

す
で
に
述
べ
て
ぢ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の

一
つ
の
異
な
る
内
容
と
欄
問
題
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
お

わ
か
り
に
な
っ
た
こ
と
と
患
い
ま
す
。
こ

に
つ
い
て
は
、

J
京
教
法
』
創
刊
号
二
九
八
三
年
)
に
掲
載
さ
れ
ま
し
た
大
宮
荘
策
教
授

の
可
申
一
小
教
法
の
体
系
化
に
つ
い
て
」
と
い
う
論
文
が
非
常
に
参
考
に
な
る
と
患
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
、

お
よ
そ
九
ペ
ー
ジ
に
お
よ
ぶ
ス

ペ
ー
ス
で
…
試
論
と
し
て
「
宗
教
法
の
援
要
L

、
つ
ま
り
宗
教
法
(
学
)
の
内
容
が
制
列
挙
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
欽
米
に
共
通
す
る
(
例
え
ば
、

信
教
の
自
由
)
ま
た
は
欧
米
に
限
っ
た
事
項
(
コ
ン
コ
ル
ダ
l
卜
等
)
が
そ
の
う
ち
の
約
一
一
ペ
ー
ジ
を
出
め
て
い
る
の
に
対
し
て
、
日
本
に
限

105 

っ
た
事
項
{
神
社
神
道
、
宗
教
団
体
の
包
括
関
係
等
)
は
、
何
と
約
七
ぺ

i
ジ
も
の
ス
ペ

i
ス
各
市
め
て
お

こ
れ
は
偶
然
の
こ
と
で
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は
な
い
で
し
ょ
う
。

宗教法第 4号(1986. 1) 

い
わ
ゆ
る
「
教
会
法
L

は
さ
て
お
き
、
日
本
の
「
宗
教
法
(
学
)
」
に
も
っ
と
も
近
い
も
の
と
思
わ
れ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
「
国
家
・
教

会
法
(
学
)
L

に
つ
い
て
だ
け
を
考
え
ま
す
と
、
こ
の
専
門
分
野
で
特
に
課
題
に
さ
れ
て
い
る
問
題
に
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
ご
ざ
い

日
本
語
で
「
政
教
条
約
L

と
名
付
け
ら
れ
た
も
の
と
し
て
は
、

ま
す
。
国
際
法
の
レ
ベ
ル
で
、

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
の
コ
ン
コ
ル
タ
l

日
本
の
法
律
で
は
、
こ
の
よ
う
な
国
家
と
教
会

、
卜
〉
』
、

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
と
の
い
わ
ゆ
る

E
R
Y
2
2
R片
品
開
巾
が
あ
り
ま
す
が
、

と
の
条
約
と
い
う
も
の
は
存
在
い
た
し
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
学
問
の
世
界
に
は
限
界
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、

日
本
の
学
者
は
こ
の
よ
う

な
問
題
性
も
研
究
課
題
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
は
「
宗
教
法
学
L

の
一
つ
の
テ
l
マ
に
も
な
り
得
ま
す
が
、

実
は
こ
れ
は
日
本
の
現
行
法
と
し
て
の
「
宗
教
法
L

と
は
関
係
の
な
い
テ

l
マ
な
の
で
あ
り
ま
す
。

教
育
に
つ
き
ま
し
て
は
、
こ
れ
に
関
す
る
日
本
国
憲
法
の
規
定
は
非
常
に
少
な
い
の
で
す
が
、
例
え
ば
、

(
7
)
 

法
な
ど
に
は
多
数
の
細
か
い
規
定
が
ご
ざ
い
ま
す
。
ド
イ
ツ
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
の
他
の
国
と
同
じ
よ
う
に
、
何
世
紀
に
も
わ
た
っ
て
教

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
基
本

育
に
関
す
る
教
会
と
国
家
と
の
争
い
が
あ
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
の
結
果
、
子
供
の
教
育
の
権
利

が
ど
の
程
度
ま
で
親
に
あ
る
の
か
、
国
家
に
あ
る
の
か
、

そ
れ
と
も
教
会
に
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
よ
り
は
っ
き
り
と
定
め
ら
れ
る
こ

日
本
の
状
況
と
は
極
め
て
異
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
法
社
会
学
的
に
考
え
ま
す
と
、
日
本
の
場

合
、
教
育
問
題
に
関
し
て
は
、
「
日
教
組
L

の
よ
う
な
組
織
が
影
響
力
を
も
つ
こ
と
も
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
法
的
に
考
え
ま
す
と
、
日
本

と
に
な
っ
た
の
で
す
。
こ
の
点
も
、

で
は
教
育
問
題
は
国
家
(
文
部
省
)
だ
け
に
任
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
事
実
で
す
し
、
教
育
は
「
宗
教
法
L

と
は
そ
れ
ほ
ど
関
係
が
な

い
こ
と
の
よ
う
で
す
。

ド
イ
ツ
の
よ
う
な
国
だ
け
に
み
ら
れ
る
、

い
わ
ゆ
る
教
会
税
金
制
も
度
々
問
題
に
さ
れ
て
お
り
、
最
近
ス
ペ
イ
ン
で
も
新
憲
法
に
よ

っ
て
完
全
な
政
教
分
離
が
実
現
さ
れ
て
か
ら
、

そ
の
制
度
を
導
入
す
べ
き
か
ど
う
か
が
検
討
さ
れ
た
ら
し
い
の
で
す
が
、
こ
れ
も
こ
の



専
門
分
野
の
特
殊
な
問
題
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

E
本
に
比
べ
て
特
徴
的
と
一
宮
問
え
る
も
う
一
つ
の
点
は
、

i
lこ
れ
は
実
定
法
学
よ
り
も
法
社
会
学
の
問
問
題
に
な
る
で
し
ょ

う
が
|
!
鰭
民
の
道
徳
霞
ゃ
、
私
立
学
校
等
の
立
法
政
策
の
問
題
が
起
こ
っ
た
と
き
に
は
、
や
は
り
京
教
団
体
の
意
見
が
紋
治
的
に
も

最
後
に
、

の
力
を
も
っ
と
い
う
こ
と
で
す
。
細
部
人
の
反
対
意
見
だ
け
で
し
た
ら
、

そ
れ
が
い
く
ら
多
数
で
も
立
法
務
は
そ
の
意
見
を
容
易
に

無
撞
で
器
。
る
で
し
ょ
う
が
、
社
合
的
に
非
常
に
影
響
力
を
も
っ
教
会
の
よ
う
な
「
組
織
L

に
な
り
ま
す
と
、
立
法
者
も
そ
の
意
見
に
対

し
て
慎
重
な
態
度
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。

一
晃
す
れ
ば
、
建
教
の
自
由
と
い
う
も
の
は
、
す
べ
て
の
関

に
共
通
す
る
問
題
で
し
ょ
う
が
、

そ
の
具
体
的
な
問
題
性
は
国
の
状
況
に
よ
っ
て
非
常
に
異
な
っ
て
く
る
も
の
な
の
で
す
。

き
て
、
日
本
で
犠
夜
、
よ
一
小
教
法
」
に
関
し
て
超
こ
っ
て
い
る
異
体
的
な
問
問
題
を
み
ま
す
と
、
こ
れ
は
ヨ

i
ロ
ツ
パ
と
ア
メ
リ
カ
は
比

べ
る
と
ま
っ
た
く
異
質
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。
日
本
に
お
け
る
主
な
法
的
規
定
と
い
え
ば
、
日
本
間
憲
法
の
第
一
一

第
八
九
条
、

宗
教
法
人
法
と
、

ほ
と
ん
ど
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
教
育
慈
本
法
第
九
条
位
で
す
。
そ
し
て
、
日
本
で
起
こ
っ
た
重
大
な
問
題
と
は
、

神
社
神
道
式
に
よ
る
場
鎮
祭
が
違
憲
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
、
靖
国
神
社
の

は
許
さ
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ

実害救ま去に測する二二つのアプ口一チ

い
ず
れ
に
せ
よ
、
学
問
的
な
議
論
の
焦
点
に
な
っ
て
い
る
点
は
、

じ
ら
れ
て
い
る
「
也
市
教
的
活
動
L

と
は
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
の
憲
法
学
者
は
宗

と
で
す
。

に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
国
家
法
に
よ
っ
て
禁

教
概
念
の
態
球
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
努
め
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
擁
か
に
「
国
家
と
宗
教
ヘ

つ
ま
り
「
宗
教
法
」
の
問
題

で
は
あ
り
ま
す
が
、
欝
家
法
と
教
会
法
、
国
家
の
権
利
と
教
会
の
機
利
の
争
い
、
な
い
し
「
国
家
・
教
会
法
し
の
問
題
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
繰
り
返
し
申
し
上
げ
ま
す
が
、
日
本
の
「
宗
教
法
L

と
こ
の
種
の
諸
規
定
を
対
象
と
す
る
学
問
は
、
盟
家
法
と
田
家
法
学
か
ら
発

い
ま
だ
に
そ
の
枠
を
越
え
て
は
お
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
に
対
し
て
、
椀
え
ば
ド
イ
ツ
の
近
代
的
な
「
回
出
家
・

生
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
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教
会
法
L

と
そ
の
学
問
は
単
な
る
教
会
法
と
違
っ
て
、
国
家
法
と
国
家
法
学
か
ら
発
生
し
た
も
の

ま
す
が
、
す
で
に
器
家
法
の
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枠
を
越
え
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
り
ま
す
。

2宗教法第4号(l事86.1) 

..... 鵬

J、
日
本
に
お
け
る
「
宗
教
L

概
念
の
論
争
に
つ
い
て

靖
国
持
社
の
問
題
に
せ
よ
、
地
鎮
祭
の
問
題
に
せ
よ
、
こ
の
よ
う
な
問
題
の
核
心
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、

と
い
う
概
念
が
い
っ
た
い
ど
う
い

理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

O
Rに
い
わ
ゆ
る
上
智
大
学
事
件
と
い
う
も
の
が
発
生
し
て
、
大
き
な
問
題
を
喚
び
経
こ
し
た
こ
と
が
ご
ざ

い
ま
し
た
の
こ
れ
は
、
同
大
学
の
学
生
が
宗
教
的
理
患
に
よ
り
、
靖
国
神
社
の
参
搾
安
拒
み
、
配
麓
蒋
殺
が
引
き
揚
げ
る
と
い
う
事
件

か
つ
て
、
昭
和
六
年

で
し
た
が
、
昭
和
七
年
九
月
三

O
日
付
の
文
部
省
よ
り
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
大
司
教
へ
の
回
答
に
よ
っ
て
、
こ
の
問
題
は
解
決
さ
れ
ま
し

た
。
文
部
省
部
容
の
文
一
言
な
次
の
と
お
り
マ
し
た
。

九
月

日
付
を
以
っ
て
熊
会
の
学
生
生
徒
児
童
の
締
役
務
訴
の
件
に
関
し
て
は
、
攻
記
の
ご
と
く
で
あ
る
。

「
学
生
生
徒
児
蒙
等
俊
神
社
に
参
拝
せ
し
む
る
は
宗
教
上
の
理
市
聞
に
蒸
づ
く
も
の
で
は
な
く
、
此
の
場
合
に
学
生
生
徒
児
獲
の
箆
体
が
要
求
せ
ら
る
る
敬
礼

は
愛
国
心
と
忠
誠
と
を
あ
ら
わ
す
も
の
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
J

つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
行
為
は
、
宗
教
上
の
理
由
に
基
づ
く
こ
と
で
は
な
い
た
め
、

に
は
関
係
が
な
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た

わ
げ
で
す
。

カ
ト
リ
ッ
ク
よ
り
も
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
が
強
く
器
試
し
た
、

い
わ
ゆ
る
「
靖
国
神
社
法
案
」
の
第
二
条
に
は
「
:
:
:
靖
国
神
社
を
京

教
団
体
と
す
る
離
畿
の
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
し
と
い
う
奇
妙
な
「
解
釈
禁
止
規
定

L
7し
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
宗
教
法
人

の
名
称
〈
簿
醤
神
社
)
も
そ
の
内
容
も
変
え
ず
に
、
た
だ
立
法
者
が
理
念
あ
る
い
は
命
じ
る
だ
げ
で
非
宗
教
性
と
い
う
も
の
が
果
た
し
て



で
く
る
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
大
問
閣
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

地
鎮
祭
に
関
し
ま
し
て
は
、
間
昭
和
国
六
年
五
月
一
回
目
、
名
吉
星
高
裁
は
、
津
市
が
主
催
し
た
地
鎮
祭
は
憲
法
第
一
一

O
条
コ

{sv 

反
す
る
と
い
う
判
決
を
下
し
ま
し
た
が
、
最
高
裁
判
所
は
、
昭
和
五
二
年
七
月
二
一
一
日
の
大
法
廷
判
決
で
は
、
こ
れ
を
く
っ

ザご

合
憲
と
し
ま
し
た
。
最
高
裁
判
票
は
、
こ
の
よ
う
な
儀
式
は
、
「
宗
教
と
か
か
わ
り
合
い
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ

る
こ
と
は

で
き
な
い
」
と
認
め
た
も
の
で
あ
り
、

そ
の
意
味
で
慎
麓
な
態
度
を
と
っ
た
も
の

そ
し
て
私

は
、
こ
れ
に
よ

っ
て
、
神
道
も

で
あ
る
こ

れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
需
轄
の
地
鎮
祭
は
、

つ
の

そ
の
自

鈴
は

っ
て
儀
礼
そ
荷
な
う
と
い
う
専
ら
世
備
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
効
果
が
神
道
を
援
助
し

や
は
り
「
宗
教
的
活
動
に
あ

も
の
で
は
な
い
か
ら
と
い
う
理
由
で
(
い
わ
ゆ
る
「
臼
的
・
効
果
基
準
」
)
、

た
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
判
決
は
一

O
対
五
の
多
数
に
よ
る
も
の
で
す
が
、
藤
林
裁
判
長
を
含
む
五
人
の
裁
判

営
が
問
問
題
の
犠
式
を
「
極
め
て
宗
教
的
色
彩
の
濃
い
も
の
」
と
認
め
て
こ
れ
を
違
憲
と
し
て
い
る
こ
と
が
桂
昌
さ
れ
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

と
に
か
く
法
廷
で
も
法
学
者
の
謂
で
も
、
論
争
の
焦
点
に
な
っ
た
の
は
「
宗
教
L

概
念
そ
の
も
の
で
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

宗教法に開局するコつのアプローチ

ご
存
知
の
と
お
り
、
「
宗
教
」
概
念
を
広
く
解
釈
す
べ
き
か
、

そ
れ
と
も
誤
く
解
釈
す
べ
き
か
と
い

て
い
ま
す
が
、

こ
の
議
論
は
、
抽
象
的
な
概
念
に
つ
い
て

な
く
、

一
7

」、
雲
寺

の
自
由
は
ど
れ
ほ
で
守
ら
れ
得
る
か
と
い
う
非

そ

常
に
現
実
的
な
問
題
が
あ
る
の
で

て
い
る
の
は
、

い
わ
ゆ
る
「
概
愈
法
学
L

(

宮
宣
言
}
三
者
EaSN)

ヤ妙、ω

で
は
な
く
、

正
に

〈
凶
器
吋
時
間
語
号
号
匂
叫
氏
昨
日
)
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。

つ
ま
り
、
神
道
を
宗
教
概
念
か
ら
排
除
し

た
い
と
す
れ
ば
、
宗
教
を
挟
く
解
釈
す
れ
ば
よ
い
わ
け
で
あ
り
、
逆
に
国
民
(
そ
の
少
数
で
も
)
の
信
教
の
自
由
を
何
よ
り
も
大
切
に
し
た

い
な
ら
誌
、
宗
教
を
広
く
解
釈
す
る
こ
と
が
そ
の
唯
一
の
手
段
に
な
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
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歴
史
的
な
事
実
と
し
ま
し
て
は
、
照
明
治
時
代
の
ヨ
本
に
は
、

い
わ
ゆ
る
「
罷
家
神
道
」
と
い
う
思
想
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
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い
わ
ゆ
る
「
神
社
非
宗
教
諭
」
と
部
門
じ
ぐ
ら
い
古
い
考
え
方
で
し
ょ
う
。
現
在
も
、
こ
の
よ
う
な
ぺ
神
社
非
宗
教
議
」
は
ま
だ
根
強
く

宗教法第 4善寺(1事事6，1) 

生
き
臓
病
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
今
年
二
九
八
四
年
六
あ
る
政
治
評
論
家
が
饗
し
た
記
事
の
な
か

次
の
よ
う

靖
屋
神
社
に
つ
い

な
器
開
葉
が
あ
り
ま
す
。

郊
の
人
々
を
別
と
し
て
、
火
多
数
の
留
民
に
と
っ
て
、
そ
の
宗
教
的
信
保
の
い
か
ん
合
同
わ
ず
、
何
人
が
同
神
社
内
恥
参

〈

9〉

何
押
し
よ
う
と
そ
れ
は
抵
抗
な
く
受
け
い
れ
ら
れ
る
普
遍
然
公
有
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
J

「
靖
国
締
役

i
箪
国
主
義
と
す
る

こ
む
言
葉
を
注
意
深
く
読
み
ま
す
と
、
む
ろ
ん
二
部
の
人
々
た
艇
と
し
て
」
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
「
普
遍
性
」

は
ま
だ
完
全
な
も
の
と
は
言
え
な
い
で
し
ょ
う
が
、
こ
れ
を
翻
に
し
ま
す
と
、

さ
え
あ
れ
ば
、
も
う
「
宗
教
」
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
が
、

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
も
し
一
定
の
宗
教
が
関
民
の
一
部
を
徐
い
て
普
通
的
な
も

の
に
な
っ
た
と
す
れ
ば
、
も
は
や
そ
れ
は

で
あ
る
と
は
蓄
え
な
く
な
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
「
カ
ト
リ
ッ
ク
」
は
「
普
遍
的
」

と
い
う
意
味
の
替
饗
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
も
う
「
宗
教
L

で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
め
で
し
ょ
う
か
。

こ
こ
に

i
i前
に
も
指
癒
し
ま
し
た
よ
う
に

i
l西
洋
人
の
い
う
多
摩
山
花
窓
口
、
と
い
う
一
一
湾
薬
の
意
味
内
容
と
、
自
本
で
い
う
「
宗
教
」

と
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
が
は
っ
き
り
ど
出
て
く
る
も
の
と
患
い
ま
す
。
と
い
う
の
は
、

と
い
う
も
の
を
そ
の
日
本
的
な
表
現

で
文
字
ど
お
り
理
一
解
す
れ
ば
、
毘
本
に
あ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
と
か
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
か
、
統
一
一
教
会
(
際
線
運
動
)
等
は
J
一
小
派
」
の

の
教
え
l

こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
日
本
に
お
い
て
高
疫
の
普
遍
牲
を
も
っ
神
道
の
よ
う
な
ぷ
宮
同
宣
言
、
は
、

の
こ
と
で

は
な
い
、

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
神
遣
の
犠
式
は
単
な
る
「
祭
り
」
で
あ
る
か
ら
宗
教
で
は
な
い
、

と
屡
々
替
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
宗
教
的
な
祭
り
は
本
当
に

あ
り
得
な
い
も
お
な
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
う
い
う
ぎ
い

て
い
た
だ
け
れ
ば
、
神
主
さ
ん
の
や
っ
て
い
る
議
式
は
ち
ん
ど
ん
屋

さ
ん
の
や
っ
て
い
る
こ
と
と
問
じ
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
持
ま
さ
ん
の
ご
意
見
を
聞
け
ば
参
考
に
な
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、



カ
ト
リ
ッ
ク
で
も
っ
と
も
大
穏
に
さ
れ
る
儀
式
は
ミ
サ
と
い
う
も
の
で
す
が
、
ミ
サ
が
始
ま
る
と
き
、
可
祭
は
次
の
営
葉
を
唱
え
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
寸
皆
さ
ん
、
神
聖
な
祭
り
を
祝
う
前
に
、
わ
た
し
壌
の
犯
し
た
罪
を
認
め
ま
し
ょ
う
。
L

も
し
替
葉
使
い
だ
け
か
ら
判

断
す
る
な
ら
ば
、

カ
ト
リ
ッ
ク
の
ミ
サ
さ
え
も
一
つ
の
「
祭
り
L

で
あ
る
こ
と
に
な
り
、
宗
教
上
の
議
式
と
は
一
言
え
な
く
な
る
ぞ
し
ょ

っ。

そ
し
て

m
a釘
芯
お
と
し
て
の
宗
教
概
念
の
意
味
内
容
号
、
こ
れ
以
上
問
題
に
す
る
つ
も
り
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん

〈
刊
}

し
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
情
人
的
意
見
を
関
か
れ
で
も
、
こ
れ
は
非
常
に
難
し
い
問
題
で
す
の
で
、
お
そ
ら
く
答
え
る
こ
と
が
で
き
な

私
は
誕
の
意
味
で
の
、

い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、

日
本
で
は
、
散
米
の
留
と
違
っ
て
、
宗
教
棋
愈
が
中
心
的
な
テ

i
マ
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
事
実
で

あ
り
ま
し
ょ
う
。

七

お

わ

り

家尊重ままに関するこつのアプ口ーチ

日
本
に
お
け
る
宗
教
概
念
の
論
争
は
日
本
の
「
宗
教
法
学
」
の
議
要
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、

そ
の
一
つ
の
特
畿
と
し
て
は
、
こ

の
論
争
が
日
本
に
し
か
な
い
神
道
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
で
非
常
に
現
実
的
で
あ
り
、

ま
た
ユ
ニ
ー
ク
さ
を
も
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
、

そ
の
ブ
論
者
L

ま
た
は
そ
の
論
争
に
関
心
を
示
す
者
と
言
え
ば
、
少
数
の
法
学
者
た
ち
、

す
な
わ
ち
大
学
で
公
法
を
専
攻
す
る
一
部
の
教
授
と
、

一
般
市
民
の
な
か
で
は
、
社
会
的
に
余
り
勢
力
を
も
た
な
い
数
少
な
い
家
教
団

体
に
壊
す
る
者
だ
け
で
あ
り
ま
す
。
む
ろ
ん
「
巨
本
遺
族
会
」
の
よ
う
な
、
政
治
的
に
制
相
当
の
野
響
力
を
も
っ
組
織
も
あ
り
ま
す
が
、

そ
の
争
い
の

の
当
事
者
で
あ
る
組
織
化
さ
れ
た

法
社
会
学
的
に
か
つ
法
的
に
考
え
ま
す
と
、

は
、
他
方
の
当
事
者
で
あ

III 

る
」
一
小
一
教
し
そ
の
も
の
に
比
べ
て
よ
り
強
い
立
場
に
あ
る
よ
う
で
す
。
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日
本
の
場
合
は
、
「
一
信
教
の
告
白
」
と
「
政
教
分
離
」
は
確
か
に
憲
法
で
規
定
さ
れ
て
お
り
、
具
体
的
な
問
題
が
起
こ
っ
た
と
き
に
、

宗教法書事4号(1986.1) 

散
論
を
ま
っ
た
く
無
視
す
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
が
、
信
教
の
路
由
と
致
教
分
離
奇
弁
護
す
る
の
は
私
人
に
缶
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う

の
が
現
状
で
す
。
こ
こ
に
も
、
今
日
、
テ
ー
マ
に
い
た
し
ま
し
た
コ

つ
の
異
な
る
ア
プ
ロ

i
チ
し
の
相
違
が
ま
た
改
め
て
出
て
く
る

わ
け
で

も
う
与
え
ら
れ
た
時
間
を
起
通
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
こ
の
翠
で
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
私
の
話
の
な
か
に
、
間
違
つ

が
た
く
さ
ん
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
心
配
で
す
が
、

そ
の
点
を
ご
遠
慮
な
く
直
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
挙
い
で
す
。
ご
清
轄
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

1 

現
在
の
教
会
法
と
削
開
策
法
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
総
論
「
教
会
総
と
国
家
法
i
i
j教
会
寸
法
の
国
際
性
を
や
心
に
し
た
入
門
約
な
考
綴
i
i
-
上
絞
法
学
論
桂
木
繁
一

限
緩
脇
付
別
号
(
濁
縁
関
係
法
学
科
同
開
設
記
念
努
〉
、
一
九
八

O
年
一
一
…
月
。

刑
法
〈
学
)
の
場
合
は
教
会
法
〈
川
乏
か
ら
受
け
た
影
響
は
、
終
に
著
し
い
も
の
で
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
客
観
的
務
総
(
結
果
脱
出
減
)
か
ら
主
餓

約
別
法
へ
の
転
換
は
そ
の
一
例
ヤ
あ
る
。

2 

外
国
出
頭
開
明
、
替
か
れ
た
も
の
と
し
て
は
、
次
の
そ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
を
察
側
刑
さ
れ
た
い
o
H
w
g
出
向
付
o
r
c
d〈
白

a
p
川
町
、
豆
、
p
h
h
込
町
同
ミ
ミ
込
な
さ
弘
2
k
x
苦
ミ
史
リ
常
総

a
E
P祭礼
s
h
c
s
令
、
偽
造
2
鴨
川
叫
h
S
ぬ
れ
影
、
滋
&
h
e
h
言
。
∞
g
s
H
部
申
出
y
t
ヨ
幸
吉
弘
O
P
M
申
お
な
持
、
第
二
次
大
教
…
生
m
m
w
参
考
と
な
る
紛
文
と
し
て
は
、
Q
Z

M
向
。
。
己
完
戸
M
門
戸
点
Z
B
H
宅
話
芸
品
2
窓
口
氏
臨
海
E
W官
制
叫

w
m
ω
n
y
e
=
ぐ
常
食
器
Z
口
開
明
言
n
v
g
m
.
J
S
い
ゐ
再
』
『
守
札
時
的
ぬ
も
f
ミ
九
駒
内
恥
ぬ
お
ぬ
馬
込
h
師
、
2
2
命
司
。
】
鞘
タ
一
w
N
.
回銭円
F

H
e
国
め
た
・
吋
，
E
F
】
口
問
2
y

∞-
H
a
晶
一
〈
V
V
ユ2
0明
VF
開
削
2
2
ミ
・
2
0
Z
M
W
三
者
』
門
W
K
M
M
m
刊
也
市
『
ぐ
め
な
曲
ω
出
口
=
開
損
害
M
B
2
H
ω
n
y
m
w
叫
仲
し
町
出
向
》
畠
=
出
J
F
h
w
・

c・-m-
ザ
吋

M
E
剛
向
。
乞
一
吋
岳
民
耳

の
論
文
は
、
批
判
的
に
蕩
か
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
附
2
2
6
叫
の
論
文
は
好
意
約
に
議
か
れ
た
も
の
で
、
「
図
体
ヘ
「
祭
政
一
数
¥
「
皐
品
唱
m
p
等
の
よ
う

な
概
念
を
説
明
す
る
と
隠
終
に
、
一
九
一
二
七
年
の
文
部
省
の
ぷ
間
体
の
広
緩
い
に
つ
い
て
も
詳
し
く
紹
介
し
て
い
る
。

(
4
)

と
言
葉
忠
常
附
向
。
}
}
号
g
n
y
d
宮
岡
山
R
Y
S
同

-
m
叩
向
型
吋
湾
g
n
E
窓
口
也
事
議
8
2
n
y
S
F
n
y
g
M
J
S
一
』
苦
言
司
会
ゑ
込
町
』
:
総
選
M
S
3
ぬ
匂
島
町
、
F
『
剖
開

A
Z
=
い
関
与
z
z
s
a
仏
門
己
主
戸
浪
曲
吋
司
m
-
V
由
円
安
拍
仲
伶
吋
写
実
行
同
U
=
品
鴨
川
w
-
品
出
・
話
会

附
附
加
5
0
0間
同
げ

C
F
F
a
d
g
器
内
法
主
州
内
出
口
諮
問
問
。
吋
Z
E
e
g
ぬ
品
2
-
C
R
V
2
3
n
y
c
m
v
z
J
Z
一
h
ぬ
寝
室
R
H
為
ぬ
p
k
s
.
』

o
g
泌
氏
。
内
相
内
ο思
島
四
回
〉
羽
田

o
a
以
内
山
0
2
2
吋

3 5 
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