
首
相
・
閣
僚
の
靖
国
神
社
公
式
参
拝
問
題
と

憲
法
の
政
教
分
離
原
則

池

健
(
弁
護

主治
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公
式
参
拝
問
題
の
経
過

初
め
に
公
式
参
拝
問
題
の
経
過
に
つ
い
て
一
言
す
る
。

こ
の
問
題
の
重
要
な
ス
テ
ッ
プ
の
第
一
は
一
九
六
九
年
六
月
靖
国
神
社
法
案
が
国
会
に
提
出
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
後
同
法
案

は
五
回
の
提
出
・
廃
案
の
後
一
九
七
四
年
を
最
後
に
国
会
か
ら
姿
を
消
し
た
。

こ
れ
に
代
わ
っ
て
「
戦
没
者
等
の
慰
霊
表
敬
に
関
す
る
法
案
仮
称
」
(
い
わ
ゆ
る
「
表
敬
法
案
L
)

と
い
う
も
の
が
藤
尾
衆
議
院
内
閣
委

員
長
私
案
と
い
う
形
で
公
げ
に
さ
れ
た
。
同
私
案
で
は
そ
の
第
一
項
に
「
天
皇
及
び
国
家
機
関
員
等
の
公
式
参
拝
」
と
明
記
さ
れ
、
は

じ
め
て
公
式
参
拝
問
題
が
正
面
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
れ
と
前
後
し
て
同
年
八
月
一
五
日
、
三
本
首
相
が
靖
国
神
社
に
、
「
私
的
」
に
初
め
て
参
拝
を
し
、
以
来
、
歴
代
の
首
相
が
、
同
様

に
ほ
ぼ
毎
年
参
拝
を
繰
り
返
し
た
。
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中
曽
根
首
相
と
な
っ
て
か
ら
は
、
公
式
参
拝
問
題
が
急
展
開
し
、
八
二
号
一

小
委
員
会
」
が
、
「
公
式
参
拝
合
憲
」
の
見
解
を
出
し
、
そ
の
あ
と
、
致
容
の
髄
で
、
八
盟
年
八
月
、
藤
波
宮
一
房
長
営
の
私
的
諮
問
問
機
関

と
し
て
、
「
関
僚
の
靖
罷
神
社
参
拝
問
題
に
関
す
る
懇
談
会
」
(
以
下
「
靖
国
懇
」
と
い
う
)
が
設
置
さ
れ
、
八
五
年
八
丹
九
百
四
円
懇
談
会
が

寸
閣
僚
の
靖
潤
神
社
公
式
参
拝
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
車
ら
れ
た
い
L

と
の
報
告
書
を
提
出
、
こ
れ
を
受
け
て
詞
晃
一
五
日
、
中
曽
鞭

を
行
な
っ
た
。

月
一
一
四
日
、
自
民
党

る

宗教法第 5-liま(1986，11) 

カま

の
経
過
の
概
略
で
あ
る
。

な
お
、

に
こ
た
え
る
会
」

と
し3

の
「
会
期
」
な
ど
で
用
い
ら
れ
て
い
る
用
語
で
あ
る
が
、

ふ
み
、;
 

る
こ
と
安
意
味
す
る
も

の
と
し
て
お
く
。

内
閣
法
制
局
の
従
来
の
見
解

内
欝
総
理
大
臣
や
罷
僚
が
「
公
式
参
拝
」
す
な
わ
ち
、
そ
の
饗
格
に
お
い
て
、
靖
国
神
社
に
参
拝
す
る
こ
と
が
、
憲
法
の
政
教
分
離

原
則
別
に
違
反
す
る
か
ど
う
か
を
考
え
る
に
当
た
っ
て
、
ま
ず
そ
の
一
つ
の
手
が
か
り
と
し
て
内
閣
法
器
昆
の
晃
解
に
つ
い
て
み
て
み
る

こ
と
と
す
る
。

後
述
の
と
お
り
、

見
解
を
絡
介
し
て
お
く
。

内
欝
法
制
制
高
で
は
、
す
で
に

)¥ 

の
見
解
を
変
一
史
ず
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
以
誕
の
従
来
の
法
制
局

て、

M
L
}
 



「
内
閣
総
理
大
臣
と
し
て
、
公
的
な
地
位
に
お
い
て
お
参
り
を
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
こ
れ
は
嬢
法

の
情
惑
が
お
こ

っ
て
ま
い
り
ま
す
。
」
と
答
弁
し
、
額
四
連
し
て
、
天
皇
の
公
式
参
拝
に
つ
い
て
も

(
1
)
 

え
で
ご
ざ
い
ま
す
。
」
と
答
弁
し
て
い
る
。

な
る
と
い

こ
の
吉
国
答
弁
は
一
九
七
七
年
七
丹
一
一
一
一
自
の
津
地
鎮
禁
違
憲
訴
訟
事
件
に
お
け

も
、
前
の
見
解
で
あ
る
が
、
こ
の
判
決
丹
後
も
こ
の

?
之
よ
り

い
て
関

備
関
さ
れ
て
い
る
。
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そ
の
総
括
的
統
一
的
見
解
は
、

つ
ぎ
の
「
政
府
統
一
見
解
」
で
あ
る
さ
の
政
府
関
見
解
は
、

九
八

O
年

丹

「
政
府
と
し
て
は
、
従
米
か
ら
内
閣
総
潔
火
器
ぞ
の
他
の
閤
務
大
問
泌
が
滋
務
大
認
と
し
て
の
資
格
で
靖
国
神
社
に
参
拝
す
る
こ
k
は
、
議
法
第
二
十
条
第

の
立
場
で

粛
し
て
き
で
い
る
。

お
の
問
題
が
あ
る
と
い
う

と
の
轡
品
川
燃
は
、
こ
の
よ
う
な
参
拝
が
会
惑
か
途
憲
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
い
ろ
い
ろ
な
考
え
方
が
あ
り
、
政
府
と

し
で
は
途
怒
と
も
合
慾
と
も
断
定
し
て
い
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
参
拝
が
違
憲
で
は
な
い
か
と
の
疑
い
を
な
お
否
定
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
政
府
と
し
て
は
、
従
米
か
ら
事
柄
の
性
質
上
慎
重
な
立
場
を
と
り
、
思
務
大
監
と
し
て
の
資
格
で
靖
国
神
社
に
参
拝
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
る

」
と
を

資
し
た
方
針
と
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
J

と
こ
ろ
で
、
こ
の
従
来
の
法
制
局
見
解
は
、
違
憲
の
断
定
は
し
て
い
な
い
が
、
公
式
参
拝
に
つ
い
て
は
、
事
実
上
の
違
憲
説
か
、
少

な
く
と
も
違
憲
説
に
纏
め
て
近
い
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

た
と
え
ば
、

一
九
七
八
年
八
月
一
七
日
真
田
法
制
昂
長
官
は
、
参
議
院
市
内
盟
委
員
会
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
答
弁
し
て
い
る
。

「
私
の
方
は
公
の
地
位
に
あ
る
人
が
公
的
な
資
格
で
神
社
に
お
参
り
す
る
と
い
う
こ
と
は
憲
法
一
一
十
条
三
項
に
照
ら
し
て
は
な
は
だ
困
る
と
い
う
見
解



l容2

で
ご
ぢ
い
ま
す
か
ら
、
だ
か
ら
、
公
的
な
形
で

体
大
阪
な
り
公
の
地
位
に
あ
る
人
が
神
社
に
お
参
り
な
さ
る
と
い
う
こ
と
が
ど
だ
い
あ
っ
て
は
い
け
な

宗教法第5号(1986.11) 

い
こ
と
だ
と
患
っ
て
い
る
も
の
で
す
か
ら
:
j
L

ち
な
み
に
、
佐
藤
務
教
授
は
両
日
の
お
に
関
連
す
る
真
出
答
弁
に
つ
い
て
、

(2) 

参
拝
を
違
畿
と
す
る
見
解
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

ま
た
林
修
一
一
一
元
法
制
局
長
寝
も
(
同
氏
は
「
靖
国
怒
し
で
は
公
式
参
拝
合
怒
識
に
転
じ
た
が
)
八
一
一

の
鐸
義
が
あ
る
と
い
っ
て
き
て
お
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
〈
中
略
)
疑
い
が
あ
る
に
し
て
も
、

(3) 

け
れ
ば
な
ら
な
い
い
旨
発
言
し
て
い
る
。

公
的
行
事
」
と
し
て
の
首
相
・
閣
僚
の
靖
関
神
社

。
月
五
日
「
能
楽
、
法
制
局
は
、
畳
一
志

そ
れ
も
相
浅
撰
黙
の
強
い
ほ
う
の

縫
い
で
あ
る

右
で
開
明
ら
か
な
と
お
り
、
従
来
内
閣
法
制
馬
は
、
津
地
鎮
祭
最
高
裁
判
決
の
前
か
ら
、
ま
た
向
判
決
後
も
公
式
参
拝
に
つ
い
て
は
事

実
上
の
選
議
説
か
少
な
く
と
も
違
憲
説
に
極
め
て
近
か
っ
た
の
で
あ
り
、
合
憲
説
に
は
全
く
く
み
し
て
い
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
。

津
地
鎮
祭
最
高
裁
判
決
と
公
式
参
拝

つ
ぎ
に
、
公
式
参
拝
の
議
法
論
に
寵
連
し
て
津
地
鎮
祭
事
件
の
最
高
裁
判
判
決
に
つ
い

い
う
ま
で
も
な
く
こ
の
判
決
は
憲
法
的
政
教
分
離
原
射
に
つ
い
て
は
じ
め
て
の
、
総
収
商
裁
判
断
で
あ
り
、
特
に
こ

O
条一一

て
は
、
比
較
的
群
し
く
耗
示
し
て
い
る
の
で
、
公
式
参
拝
問
題
に
つ
い
て
も
、
参
考
に
な
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
り
、

制
局
見
解
も
後
述
の
「
靖
臨
懇
」
報
告
書
も
、
と
も
に
間
判
決
を
参
類
、
川
引
用
し
て
い
る
。

こ
の
判
決
に
つ
い
て
は
、
論
点
に
入
る
荊
に
指
擁
し
て
お
き
た
い
点
が
あ
る
。

べ
る
。

っ
し3

の
内
閣
法



で
あ
っ

は
、
こ
の
判
設
は
、
津
市
が
主
催
し
た
神
酒
式
地
鎮
祭
に
つ
い
て
憲
法
の
致
教
分
離
原
則
に
触
れ
る
か
ど
う
か
判
断
し
た
も
の

般
に
つ
い
て
判
断
し
た
も
の
で
な
く
、
も
ち
ろ
ん
、
蓋
謹
に
靖
国
神
社
へ
の
公
式
参
拝
を
、
と
り
あ
、
げ

よ
く
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

た
も
の
で
も
な
い
、

あ
る
。
こ

の
こ
と
で
は
あ
る
が
、

と
し〉

第
二
の
点
は
、
こ
の
判
決
で
は
、

の
判
断
が
ふ
i
対
蕊
に
分
か
れ
、

の
裁
判
官
が
反
対
意
見
を
述
べ
て
い
る
点
で
あ

。
る

つ
の
意
毘
は
、

の
分
離
な
、

と
こ
ろ
で
と
ど

れ
ば
、
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こ
の
多
数
意
晃
、
反
対
意
見
(
少
数
意
見
)
の
一

め
て
お
く
か
、
あ
る
い
は
、
撤
底
的
に
分
離
す
る
と
い
う
考
え
方
の
も
と
に
解
釈
を
す
る
か
と
い

!t::. 

克
が
分
か
れ
た
わ
け
で
あ
る
(
も
し
、
最
高
裁
が
こ
の
事
件
で
反
対
意
見
の
よ
う
に
徹
底
し
た
考
え
方
を
と
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
今
日
、

援
渇
し
て
簿
脳
出
神
社
公
式
参
拝
を
行
な
う
と
い
っ
た
事
象
は
生
じ
得
な
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
最
高
裁
の
た
め
に
私
は
こ
の
こ
と
を
借
し
心
も
の
で
あ

る〉。{
反
対
意
見
は
、
「
設
教
分
離
原
則
そ
多
数
意
見
の
よ
う
に
解
す
る
と
、
菌
家
と
宗
教
と
の
結
び
つ
き
を
容
易
に
許
し
、
ひ
い
て
は
信
教

の
議
磁
の
保
糠
そ
の
も
の
そ
ゆ
る
が
す
こ
と
と
な
り
か
ね
な
い
と
い
う
危
棋
を
わ
れ
わ
れ
は
抱
か
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
L

と
い
う

て
い
る
。

説

こ
の
判
訣
の
後
も
下
級
審
に
お
い
て
政
教
分
離
捺
院
に
関
す
る
違
憲
判
決
が

こ
の

続
出
し
て
い
る
こ
と
と
共

る。

べ
き
も
の

l 

判
決
に
お
け
る
憲
法
判
断
の
三
段
階
の
構
造

津
地
鎮
祭
違
憲
訴
訟
事
件
は
、
憲
法
二

O
条
一
一
一
項
を
中
心
に
争
わ
れ
た
ケ

l
ス
で
あ
る
が
、
解
釈
の
方
法
と
し

い
わ
ゆ
る
、
関
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的
効
果
藤
準
を
、

項
後
段
、
一
一
一
項
、
八
九

と
い
う
一
ニ
段
婚
の
構
造
と
な
っ

の
政
教
分
離
察
関
一
般
の
解
釈
、
即
ち
一
一

O
条

宗教法第5号(1986.11) 

こ
の
判
決
は
こ

条
を
通
ず
る
解
釈
、

へ
の
適
勝
、

一
噴
の
解
釈
、

v

」、;
 

て
い
る
。

一
般
的
基
準
で
あ
る
第
二
第
二
の
基
療
は
、
そ
の
ま
ま
、

る
が
、
異
体
的
事
件
へ
の
適
用
で
あ
る
第
三
の
点
に
つ
い
て
は
対
象
が
異
な
る
の

し
た
が
っ
て
、

こ
と
が
で
き

に
は
瀦
閉
で

場
合
は
、

ど
う
な
る
か
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
。

2 

政
教
分
厳
康
郎
一
般
の
解
釈
基
準

最
高
裁
判
決
は
、
政
教
分
離
原
則
は
、
「
国
家
が
宗
教
的
に
中
立
で
あ
る
こ
と
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
日
出
家
と
宗
教
と
の
か
か

わ
り
合
い

な
い
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
宗
教
と
の
か
か
わ
り
あ
い
を
も
た
ら
す
行
為
の
目
的
及
び
効
果
に
か
ん
が
み
、

そ
の
か
か

の
緒
条
件
〈
液
成
伯
仲
紙
、
社
会
的
・
文
化
的
籍
条
件
)
に
無
ら
し
相
当
と
さ
れ
る
限
度
を
こ
え
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る

ゆ

ら伊

と
す
る
。

い
と
解
ず
べ
き
で

般
論
、
抽
象
論
か
ら
、

判
明
決
は
こ
の

る

2こ

そ
し
て
二

O
条
一
一
一
項
に
つ
い
て
は
、

て
い
る
。

つ
iJ;{ 
、偽命

と
こ
ろ
が
、
一
一

O
条
一
項
後
段
に
つ
い
て
は
、
創
刊
撲
は

の
と
は
い
え
な
い
か
ら
」
と
い
う
、

の
条
文
ど
お
り
の
一
語
で
合
憲
判
断
を
下
し
て
い
る
。

ま
た
、
八
九
条
に
つ
い
て
も
、
「
前
述
の
よ
う
な
本
件
起
工
式
の
目
的
、
効
果
及
び
支
出
金
の
性
質
、
額
等
か

と

の



宗
教
組
織
又
は
宗
教
団
体
に
対
す
る
財
政
援
助
的
な
支
出
と
は
い
え
な
い
か
ら
」
と
の
簡
単
な
説
示
で
八
九
条
に
違
反
し
な
い
、

と
し

て
い
る
。

こ
れ
は
津
地
鎮
祭
違
憲
訴
訟
が
二

O
条
三
項
を
中
心
と
し
て
、
争
わ
れ
て
き
た
た
め
に
、
三

O
条
一
項
後
段
、
八
九
条
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ら
の
条
項
に
つ
い
て
の
判
決
の
一
般

二
O
条
三
項
ほ
ど
に
、
議
論
が
詳
細
に
わ
た
っ
て
は
い
な
い
か
ら
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
、

性
な
い
し
射
程
距
離
に
つ
い
て
は
、

よ
り
限
定
的
か
っ
、
慎
重
に
す
べ
き
も
の
と
考
え
る
。
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3 

二
O
条
三
項
の
解
釈
基
準

判
決
は
、
二

O
条
三
項
の
判
断
基
準
と
し
て
、

二
O
条
三
項
に
い
う
宗
教
的
活
動
と
は
、
寸
当
該
行
為
の
目
的
が
宗
教
的
意
義
を
も

ち
、
そ
の
効
果
が
宗
教
に
対
す
る
援
助
、
助
長
、
促
進
又
は
圧
迫
、
干
渉
等
に
な
る
よ
う
な
行
為
を
い
う
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」

と
判
示
す
る
。

判
決
は
さ
ら
に
、
右
寸
宗
教
的
活
動
」
に
は
、
宗
教
の
布
教
、
教
化
、
宣
伝
等
の
活
動
だ
け
で
な
く
寸
宗
教
上
の
祝
典
、
儀
式
、
行

事
等
で
あ
っ
て
も
、

そ
の
目
的
、
効
果
が
前
記
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
限
り
、
当
然
こ
れ
に
含
ま
れ
る
」
と
し
た
う
え
で
、
寸
あ
る
行
為

が
右
に
い
う
宗
教
的
活
動
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
当
該
行
為
の
主
宰
者
が
宗
教
家
で
あ
る
か
ど
う
か
、

そ
の
順
序
作
法
(
式
次
第
)
が
宗
教
の
定
め
る
方
式
に
則
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
な
ど
、
当
該
行
為
の
外
形
的
側
面
の
み
に
と
ら
わ

れ
る
こ
と
な
く
、
当
該
行
為
の
行
わ
れ
る
場
所
、
当
該
行
為
に
対
す
る
一
般
人
の
宗
教
的
評
価
、
当
該
行
為
者
が
当
該
行
為
を
行
う
に

つ
い
て
の
意
図
、
目
的
及
び
宗
教
的
意
識
の
有
無
、
程
度
、
当
該
行
為
の
一
般
人
に
与
え
る
効
果
、
影
響
等
、
諸
般
の
事
情
を
考
慮
し
、

社
会
通
念
に
従
っ
て
、
客
観
的
に
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
す
る
。

判
決
は
こ
れ
ら
の
約
十
ほ
ど
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
設
定
し
、
こ
れ
を
神
道
式
地
鎮
祭
に
適
用
し
て
、
判
断
し
た
結
果
と
し
て
、
本
件
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起
工
式
、
す
な
わ
ち
津
市
が
行
っ
た
神
道
式
地
鎮
祭
は
、
目
的
が
専
ら
世
俗
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
効
果
が
、
神
道
を
援
助
、
助
長
、

促
進
し
又
は
他
の
宗
教
に
圧
迫
、
干
渉
を
加
え
る
も
の
で
な
い
か
ら
、
「
宗
教
的
活
動
」
に
あ
た
ら
な
い
と
判
断
し
た
も
の
で
あ
る
。

宗教法第5号 (1986.11) 

こ
れ
ら
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
靖
国
神
社
公
式
参
拝
に
適
用
し
た
場
合
如
何
に
判
断
さ
れ
る
の
か
、
主
要
な
点
に
つ
い
て
、
「
靖
国
懇
L

報
告
を
検
討
し
な
が
ら
、
次
項
以
下
に
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

四

「
靖
国
懇
L

報
告
の
見
解
と
そ
の
問
題
点

「
靖
国
懇
」
(
閣
僚
の
靖
国
神
社
参
拝
問
題
に
関
す
る
懇
談
会
)
は
、
八
五
年
八
月
九
日
藤
波
官
房
長
官
に
対
し
、
「
津
地
鎮
祭
事
件
の
最
高
裁

判
決
に
言
う
目
的
及
び
効
果
の
面
で
種
々
配
意
す
る
こ
と
に
よ
り
、
政
教
分
離
原
則
に
抵
触
し
な
い
何
ら
か
の
方
式
に
よ
る
公
式
参
拝

の
途
が
あ
り
得
る
と
考
え
る
」
と
し
、
結
論
と
し
て
、
「
政
府
は
、
以
上
の
懇
談
会
の
意
見
を
検
討
の
上
、
閣
僚
の
靖
国
神
社
公
式
参
拝

に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
取
ら
れ
た
い
L

と
の
報
告
書
を
提
出
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
報
告
を
う
け
て
政
府
は
、
同
年
八
月
一
五
日
、

中
曽
根
首
相
や
閣
僚
の
靖
国
神
社
「
公
式
参
拝
」
を
行
な
っ
た
。

そ
こ
で
、
以
下
に
「
靖
国
懇
」
報
告
の
見
解
と
そ
の
問
題
点
に
つ
い
て
述
べ
る
。

最
高
裁
判
決
の
不
適
切
な
援
用

報
告
書
の
中
で
、
も
っ
と
も
中
核
的
な
部
分
は
、

5
項
の
「
閣
僚
の
靖
国
神
社
公
式
参
拝
の
憲
法
適
合
性
」
の
項
で
あ
る
。
そ
こ
で

は
、
最
高
裁
判
決
の
憲
法
二

O
条
三
項
に
関
す
る
解
釈
基
準
を
掲
げ
結
論
を
出
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
を
具
体
的
に
み
る
と
、
報
告
は
右
の
基
準
に
つ
き
、
「
刊
当
該
行
為
の
外
形
的
側
面
の
み
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な



く
、
制
諸
般
の
事
情
を
考
慮
し
、
社
会
通
念
に
従
っ
て
、
客
観
的
に
判
断
す
べ
き
で
あ
る
」
と
引
用
し
、
仰
と
伺
の
間
に
あ
る
「
当
該

行
為
の
行
な
わ
れ
る
場
所
」
等
の
前
記
個
別
的
な
解
釈
基
準
の
部
分
を
省
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
続
け
て
結
論
と
し
て
、
「
こ
れ
に
よ
れ

ば
、
憲
法
第
二

O
条
第
三
項
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
な
い
国
及
び
そ
の
機
関
に
よ
る
宗
教
的
活
動
文
は
宗
教
上
の
行
為
が
存
在
し
得
る
」

と
述
べ
、
憲
法
に
違
反
し
な
い
「
公
式
参
拝
」
を
示
唆
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
個
別
的
な
解
釈
基
準
と
り
わ
け
「
場
所
」
の
問
題
は
、
つ
ぎ
に
述
べ
る
よ
う
に
「
公
式
参
拝
」
の
合
憲
、
違
憲
を
判
断
す

る
に
つ
い
て
、

も
っ
と
も
重
要
な
要
素
の
一
つ
で
あ
る
。
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2 

「
靖
国
神
社
」
へ
の
公
式
参
拝
の
宗
教
性

周
知
の
と
お
り
、
津
地
鎮
祭
事
件
は
、
津
市
が
市
立
体
育
館
の
建
設
に
際
し
、
公
費
で
神
道
式
地
鎮
祭
を
挙
行
し
た
こ
と
が
問
題
と

な
っ
た
事
件
で
あ
り
、
そ
の
「
場
所
」
は
ど
こ
に
で
も
あ
る
建
築
現
場
で
、
そ
れ
自
体
何
ら
の
宗
教
色
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
反
し
、
公
式
参
拝
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
「
場
所
」
は
宗
教
法
人
靖
国
神
社
で
あ
り
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
は
、
明
白

な
神
社
神
道
の
宗
教
施
設
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
鳥
居
が
あ
り
、
神
門
が
あ
り
、
拝
殿
が
あ
り
、
本
殿
が
あ
る
。
本
殿
に
は
祭
神
が
奉

斎
さ
れ
て
い
る
。
か
か
る
宗
教
性
の
濃
密
な
場
所
で
の
参
拝
は
、
参
拝
の
形
式
、
方
式
を
変
え
た
と
し
て
も
、
所
詮
宗
教
色
を
払
拭
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
そ
し
て
、
地
鎮
祭
の
建
築
現
場
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
濃
い
宗
教
的
意
義
を
有
す
る
と
み
ら

れ
る
の
も
当
然
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、

ま
た

一
般
人
の
意
識
に
お
い
て
「
さ
し
た
る
宗
教
的
意
義
を
認
め
ず
、
世
俗
的
行
事
と
評
価
」
し
た
建
築
現
場
に

お
け
る
起
工
式
と
同
断
に
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
も
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
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3 

「
公
式
参
拝
」
の
効
果
、
影
響

般
人
に

つ
ぎ
に
、
「
靖
国
神
社
へ
の
公
式
参
拝
」
の
靖
器
持
社
な
い
し
神
道
及
び

こ
の
点
も
、
最
高
裁
判
決

よ
り
儲
殺
さ
れ
た
陣
悌
箪
省
所
轄
の
別
格
官
幣
社
で
あ
っ
て
、
戦
前
国
家

も
事
力
な
神
社
で
あ
り
、
閣
に
宗
教
法
人
と
し
て
存
在
す
る
神
社
で
あ
る
。

は
、
こ
の
よ
う
な
腰
史
を
も
っ
宗
教
団
体
た
る
靖
国
神
社
に
国
の
機
関
i
i
i行
政
府
の
最
高

っ
き
令
持
つ
こ
と
と
な
る
も
お
で
あ
る
こ
と
が
否
定
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
も
た
ら
す
効
果
は
(
他
の
宗
教

受持警を法第5-li号 (I事86.11) 

靖
雷
神
社
は
周
知
の
と
お
り
、

持
遂
の

で、

磯
欝
i
i
tが
深
い

つ
い

J、

糸町
ψ
h
v
o

る
G 

間
体
と
対
比
し
て
み
れ
ば
容
易
に
判
然
と
す
る
が
て

ま
さ
に
持
定
の
宗
教
団
体
に
精
神
的
援
助
を
与
え
る
こ
と
と
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

ヰ

方
式
の
鍔
題

報
告
は
、
「
公
式
参
拝
L

が
憲
法
ニ

O
条
一
一
…
項
に
違
反
す
る

か
に
つ
い
て
は
、

か
に
つ
い
て
、
六
通
り

つ

の
う
ち

自
な
違
憲
の
晃
解
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
報
告
は
、
「
し
か
し
、

し
て
考
え
る
こ
と
と
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
、

原

則

に

器

触

し

な

い

締

ら

か

に

よ

そ
し

べ
ら
れ
て
い
る

v
h
v
」

に
つ
い
て
は
、

い
わ
ゆ

れ
る
あ
の
で
は
な
く
、

の
関
係
そ
ど

る
こ
と
に
よ
り
、
政
教
分
離

け
て
い
る

に
関
し
て
は
、
「
4

題
熔
聞
の
靖
聞
神
社
公
式
参
拝
の
意
味
」
の
項
に
、
「
参

(
靖
国
神
社
の
定
め
た
方
式
に
従
っ
た
参
拝
で
あ
り
、
日
酔
殿
を
伴
う
。
)
又
は
社
頭
参
拝
等
の
形
式

さ
ら
に
、
神
道
の
形
式
に
も
限
定
さ
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
閣
僚
が
自
ら
の
患
う
と
こ
ろ
の
方
式
に



従
っ
て
拝
礼
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
資
格
が
公
的
で
あ
れ
ば
や
は
り
公
式
参
拝
で
あ
る
と
考
え
る
」
と
記
述
し

顕
閣
僚
の
靖
閤
神
社
公
式
参
拝
に
関
し
て
配
慮
す
べ
き
事
項
L

の
中
に
、
「
追
悼
の
方
式
の
縄
題
(
例
え
ば
正
式
参
拝
以
外
の
方
式
に
よ
る
か
ご

と
記
述
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
報
告
は
正
式
参
拝
以
外
の
方
式
、
あ
る
い
は
神
道
の
形
式
に
よ
っ
た
も
の
で
な
い
、
と
す
る
方
法

ま
た
「
6

は
考
え
ら
れ
な
い
か
、

と
の
示
唆
そ
与
え
て
い
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
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し
か
し
、
こ
の
報
告
も
、
会
式
参
拝
に
つ
い
て
「
拝
礼
L

は
ず
る
も
の
と
し
て
い
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
宗
教
色
の
櫨
め
て
濃
い
宗

教
法
人
「
靖
国
神
社
」
の
本
殿
(
ま
た
は
拝
殿
な
い
し
社
説
〉
に
お
い
て
、
祭
神
を
前
に
し
て
「
拝
礼
L

し
た
な
ら
ば
、
当
該
「
拝
礼
」
す

な
わ
ち
参
拝
行
為
が
、
お
よ
そ
宗
教
的
意
義
が
な
い
と
は
と
う
て
い
一
一
浅
い
得
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
方
式
の
手
悲
し
に
よ
っ
て
、

矯
国
神
社
で
の
公
式
参
拝
の
諜
教
的
意
義
を
払
拭
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

吋
一
一
設
問
す
れ
ば
、
最
高
裁
判
決
で
は
皮
肉
な
こ
と
に
、
方
式
に
関
し
て
は
前
記
の
と
お
り
、
「
当
該
行
為
の
主
宰
者
が
宗
教
家
で
あ
る
か

ど
う
か
、
そ
の
頼
序
作
法
(
式
次
第
〉
が
宗
教
の
定
め
る
方
式
に
州
知
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
な
ど
、
当
該
行
為
の
外
形
的
鶴
一
回
の
み

に
と
ら
む
れ
る
こ
と
な
く
」
と
判
示
し
、
制
判
断
基
準
と
し
て
は
こ
れ
に
決
定
的
な
意
味
を
も
た
せ
て
い
な
い
こ
と
に
も
注
態
す
べ
き
で

糸
町
ヲ

9
0

5 

「
追
悼
」
に
つ
い
て

報
告
は
、

5
項
に
お
い
て
ご
般
に
、
戦
投
者
に
対
す
る
追
樟
ぞ
れ
自
体
は
、
必
ず
し
も
宗
教
的
意
義
を
も
つ
も
の
と

ま
た
、

po
項
に
お
い
て
「
現
在
の
靖
国
持
杜
は
戦
没
者
追
悼
と
平
和
祈
念
の
場
と
な
っ
て
い
る
」
と
も
記
述
し
て
(
傍
点
港

者
て
「
追
悼
」
の
た
め
の
参
拝
で
あ
れ
ば
、
宗
教
的
意
義
は
な
い
か
の
拐
く
示
唆
し
て
い
る
。

し
か
し
靖
司
神
社
が
、
戦
没
者
慰
撃
の
た
め
の
神
社
で
あ
る
(
同
神
社
社
慾
前
文
)

しユ
」

レ
t
}
7レ、

に
お
い
て
、
右
見
解
は
す
で
に
正
鵠
を
射
て
い
な
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ぃ
。
さ
ら
に
ま
た
、
参
拝
を
す
る
に
つ
い
て
「
追
悼
の
た
め
L

と
称
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
だ
け
で
、
宗
教
的
意
義
が
払
拭
さ
れ

る
も
の
で
は
な
い
。
「
追
悼
の
た
め
」
と
い
っ
て
も
、
宗
教
施
設
で
は
な
い
純
然
た
る
記
念
碑
な
ど
の
前
で
…
行
な
う
行
為
と
、
特
町
一
応
の
宗

教
施
設
の
中
で
行
な
う
行
為
と
で
は
、
宗
教
牲
の
有
無
に
関
し
、
異
な
る
意
味
合
い
が
あ
る
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
と
く
に
、
矯
欝
神

社
と
い
う
明
確
な
宗
教
施
設
に
お
い
て
、
特
定
の
宗
教
で
あ
る
神
道
上
の
祭
神
を
前
に
し
て
拝
礼
し
た
場
舎
は
、
た
と
え
「
追
樟
の
た

め
」
と
称
し
た
と
し
て
も
、
当
該
拝
礼
が
、
宗
教
的
意
義
を
も
た
な
い
、
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
ο

こ
れ
が
一
般
人
の
宗
教
的
評
価

宗教法第5号{ぬ86.11) 

と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。

蒸
留
法
鱗
防
長
宮
、
「
大
も
ト
い
か
ら
申
し
上
げ
ま
し
て
、
神
社
仏
題
に
お
参
り
す
る
と
い
う
こ
と
は
そ
ち
そ
も
が
綱
人
の
信
鍔
心
の

(5) 

あ
ら
わ
れ
な
ん
で
す
」
と
述
べ
て
い
る
。

と
り
わ
け
中
欝
棋
首
詔
に
つ
い
て
い
え
ば
、
品
例
年
ま
で
の
靖
国
神
社
参
拝
で
は
、
寸
靖
閣
の
英
霊
そ
お
慰
め
し
、
感
謝
す
る
た
め
に
参

{
6〉

拝
し
た
」
と
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
違
憲
の
批
判
を
か
わ
す
た
め
に
こ
と
怒
ら
寸
追
悼
L

と
い
い
換
え
て
も
最
高
裁

判
決
の
示
す
「
客
観
的
に
判
断
」
す
る
と
の
解
釈
基
準
に
従
え
ば
、
従
前
か
ら
の
憲
一
震
の
趣
旨
が
払
拭
さ
れ
る
も
の
と
は
と
う
て
い
判
判

断
さ
れ
得
な
い
こ
と
も
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。

6 

社
会
通
念
論

報
告
は
、
最
高
裁
制
判
決
の
う
ち
「
社
会
通
念
に
従
っ
て
」
の
料
一
本
部
分
そ
こ
と
さ
ら
に
強
調
す
る
と
と
も
に
、
「
政
府
は
、
社
会
通
念

に
照
ら
し
、
潟
悼
の
行
為
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
て
、
か
っ
、
そ
の
行
為
の
態
様
が
、
宗
教
と
の
潜
疫
の
癒
着
を
も
た
ら
す

な
ど
に
よ
っ
て
政
教
分
離
臨
期
に
抵
触
す
る
こ
と
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
適
切
な
方
式
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
」
と
記
述
し
、
「
社
会
溜

愈
に
照
ら
し
」
て
方
式
を
考
療
す
れ
ば
、
靖
箇
神
社
公
式
参
拝
を
し
て
も
違
憲
と
は
な
ら
な
い
か
の
揺
さ
見
解
を
示
し
て
い
る
c



津
地
鎮
祭
事
件
に
お
い
て
、
最
高
裁
の
多
数
意
晃
が
「
社
会
通
念
」
に
こ
と
ょ
せ
、
合
憲
判
断
を
下
し
た
こ
と
に
対
し
て
は
、
少
数

者
の
信
教
の
自
由
の
保
賭
を
目
的
と
す
る
政
教
分
離
藤
則
の
解
釈
方
法
と
し
て
適
切
を
欠
く
の
で
は
な
い
か
、
と
厳
し
く
批
判
さ
れ
た

と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
批
判
は
、
「
公
式
参
拝
」
問
題
に
も
妥
当
す
る
。
こ
の
点
は
し
ば
ら
く
措
き
、
か
り
に
こ
の
「
社
会
連
会
L

論
に

従
っ
た
と
し
て
も
、
報
告
の
よ
う
に
、
容
易
に
「
公
式
参
拝
合
憲
」
の
結
論
に
導
き
得
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
社
会
通
念
」
と
は
、
一
元
来
「
条
理
」
と
か
、
「
信
義
誠
実
の
探
別
」
に
近
い
法
学
上
一
の
概
念
で
あ
っ
て
、
判
例
に
よ
れ
ば
「
一
般
社

会
に
お
い
て
行
な
わ
れ
て
い
る
良
識
」
と
も
「
良
識
を
そ
な
え
た
鍵
全
な
人
間
の
観
念
L

と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
り
と
す
れ
ば
、

日
本
臨
銀
法
の
下
の
我
属
社
会
に
お
け
る
韓
全
な
艮
識
に
韻
ら
し
て
み
れ
ば
、
い
か
に
方
式
を
手
車
し
す
る
な
ど
し
て
み
て
も
、
首
相

関
僚
の
公
的
資
格
に
よ
る
靖
国
神
社
「
公
式
参
拝
」
は
、
違
憲
た
る
を
免
が
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
蔑
串
内
龍
法
制
局
長
官
は
、
国
会
で
、
閣
僚
の
公
式
参
拝
が
、
宗
教
的
活
動
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
社
会
通
念

を
的
確
に
把
援
す
る
必
要
が
あ
っ
た
が
、
「
塘
間
懇
」
の
報
告
欝
を
参
考
と
し
て
検
討
し
た
結
果
、
二
一
項
に
違
反
す
る
疑
い
は
な

い
、
と
の
判
断
に
達
し
た
、
旨
答
弁
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、

に
よ
っ
て
「
社
会
通

AP
を
的
確
に
能
撞
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
は
と
う
て
い
考
え
ら

れ
な
い
。
ま
た
、
「
靖
国
懇
」
の
報
告
に
は
、
社
会
連
念
に
よ
れ
ば
ニ

O
条
三
項
に
違
反
し
な
い
参
拝
方
式
が
あ
る
こ
と
の
具
体
的
根

拠
、
合
理
的
説
明
を
侍
ら
行
な
っ
て
は
い
な
い
。
右
茂
串
答
弁
は
、
前
述
の
と
お
り
、
内
開
法
制
見
が
公
式
参
停
に
つ
い
て
、
一
貫
し

て
合
憲
説
に
組
し
て
い
な
か
っ
た
解
釈
を
、
突
然
一
八

O
度
変
獲
し
た
こ
と
の
言
訳
と
し
か
受
け
と
れ
な
い
。

「
靖
国
懇
」
の
報
告
を
う
け
て
中
曽
根
首
相
や
閣
僚
ら
は
、
八
月
一
五
百
靖
冨
神
社
に
「
公
式
参
拝
」
し
た
。

藤
波
官
房
長
官
は
、
国
会
で
、
「
靖
閤
懇
」
の
報
告
書
を
参
考
に
検
討
し
た
結
果
、
戦
没
穏
に
対
す
る
追
悼
を
践
的
と
し
て
、
靖
墨
神

社
の
本
殿
ま
た
は
社
頭
に
お
い
て
礼
す
る
方
式
に
よ
り
議
教
色
を
排
し
て
参
拝
す
る
こ
と
は
、
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私
的
懇
談
会

一
項
一
の
規
定
に
違
反
す
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る
鎚
い
は
な
い
と
判
判
断
す
る
に
歪
っ
た
、
智
務
弁
し
た
。

し
か
し
、
以
上
の
と
お
り
、
「
靖
摺
懇
」
の
報
告
を
検
討
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
憲
法
に
違
反
し
な
い
靖
国
神
社
「
公
式
参
拝
」
が

で
あ
り
、
右
報
告
に
基
礎
を
お
い
た
首
相
ら
の
靖
留
神
社
「
公
式
参
持
」
が

宗教法第5号 (1986.11) 

あ
り
う
る
と
す
る
「
靖
国
懇
」
の
報
告
は
鳴
ら
か

呂
的
に
お
い
て
宗
教
的
意
識
を
も
ち
、
そ
の
効
果
が
靖
国
神
社
な
い
し
は
神
社
神
道
に
対
す
る
援
助
、
品
部
長
、
誕
進
と
な
り
、

他
の
宗
教
に
対
す
る
圧
迫
と
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
れ

ひ
い
て

こ
と
も
明
白
で
あ
る
。

五

靖
国
神
社
公
式
参
持
と
憲
法
の
致
教
分
離
原
間
的

最
後
に
、
靖
患
神
社
参
拝
を
め
ぐ
る
罷
家
と
宗
教
の
癒
着
及
び
借
教
の
鴎
出
の
歴
史
に
つ
い
て
言
及
し
、
ま
と
め
と
す
る
。

い
ま
さ
ら
指
摘
す
る
ま
で
も
な
く
、
戦
前
戦
中
、
国
家
神
道
の
、
も
っ
と
も
大
き
な
支
柱
の
一
つ
が
靖
国
神
社
で
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ぎ

れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
。
靖
国
神
社
は
、
明
治
天
皇
の
意
忘
に
よ
り
東
京
揺
魂
社
と
し
て
創
設
さ
れ
、
天
皇
の
命
名
に
よ
り
靖
讃
神
社

と
な
っ
た
と
い
う
由
来
か
ら
も
、
ま
た
、
離
海
軍
管
轄
の
刻
格
官
幣
社
で
、
そ
の
祭
神
の
ほ
と
ん
ど
が
軍
人
で
あ
り
、
日
清
、
日
露
、

第
一
次
、
第
二
次
大
戦
を
経
る
中
で
家
人
た
る
祭
神
を
増
加
さ
せ
て
行
っ
た
と
い
う
歴
史
か
ら
も
照
明
ら
か
な
よ
う
に
、
戦
前
-
戦
中
に

お
け
る
聞
と
の
密
接
な
結
び
つ
き
は
、
神
社
の
中
で
も
抜
さ
ん
出
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

地
方
、
戦
前
・
戦
中
の
信
教
の
自
由
侵
答
の
形
と
し
て
は
、
最
高
裁
判
決
も
指
擁
し
て
い
る
よ
う
に
、
神
社
参
拝
の
事
実
上
の
強
制
、

強
襲
が
、
そ
の
主
要
な
形
態
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
天
皇
親
押
な
ど
に
よ
り
公
的
に
権
成
づ
け
ら
れ
て
い
た
矯
踊
神
社
に
つ
い
て
み
る
と
、

よ
る
上
智
大
学
生
の
靖
罰
神
社
参
拝
拒
苔
弾
正
事
件
が
あ
り
、
ま
た
日
常
的
に

一九三

年

の
乗
客
が
靖
間
神
社
前
で
、

い
っ
せ
い
に
拝
礼
を
強
要
さ
れ
る
と
い
っ
た
こ
と
も
な
さ
れ
て
い



敗
戦
後
、
神
道
指
令
に
よ
り
、
靖
罰
神
社
を
含
む
神
社
と
間
と
の
結
び
つ
き
は
、
い
っ
さ
い
排
除
さ
れ
、
官
公
吏
の
神
社
参
祥
も
禁

止
さ
れ
、
つ
い
で
白
本
匿
憲
法
二

O
条
、
八
九
条
で
、
信
教
の
自
由
と
と
も
に
致
教
分
離
原
則
別
が
開
明
確
に
定
め
ら
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
臆
史
に
か
ん
が
み
る
と
、
靖
罷
神
社
を
国
営
化
す
る
と
か
、
設
相
閣
僚
が
「
公
式
参
持
L

す
る
と
か
い
う
こ
と
は
、

法
の
政
教
分
離
諌
剰
の
根
幹
を
ゆ
る
が
す
も
の
と
し
て
、
と
う
て
い
許
さ
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
け
だ
し
、

離
原
則
は
、
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
事
象
を
排
験
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

の
政
教
分

こ
の
よ
う
な
聴
史
的
経
緯
を
顧
み
る
と
き
、
靖
関
神
社
公
式
参
拝
の
議
懇
性
は
、

い
っ
そ
う
明
ら
か
で
あ
る
。
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一
九
七
近
年
一
一
月
二

O
臼
衆
議
院
内
館
委
員
会
会
滋
録
第
問
問
符
刻
資
。

佐
藤
幼
「
市
内
閣
総
縫
大
臣
mw
矯
閲
締
役
参
描
甘
い
令
憲
法
問
騒
を
考
え
る
h

減
収
)

0

一
九
八
一
一
一
年
一

O
月
五
日
閥
民
党
務
関
締
役
問
題
に
関
ナ
る
小
委
蹴
開
会
会
議
録
∞
七
賞
。

自
衛
官
問
点
口
犯
拒
否
訴
訟
…
、
一
一
議
判
淡
(
山
口
地
判
一
九
七
九
年
三
月
一
一
一
一
向
制
約
例
時
総
九
一
二
号
照
的
資
、
広
島
路
約
一
九
八

a

…
年
六
月
一
日
制
判
例
時
期
報
一

O

間
関
ム
ハ
号
三
頁
)
、
災
弱
忠
魂
縛
途
盤
思
判
決
(
ふ
人
阪
地
約
一
九
八
一
ニ
年
一
一
一
月
二
回
特
例
袴
綴
一

O
六
八
母
二
七
百
民
)
、
附
埼
玉
・
神
社
参
道
工
事
公
ふ
獄
中
丸
山
山
逮
家
判
決
(
浦

和
地
制
力
十
九
八
五
年
三
月
一
一
五
自
判
例
待
相
柑
一
一

ra
五
号
二
五
六
潔
)
。

一
九
七
八
年
八
月
…
七
日
参
議
院
内
協
委
員
会
会
議
録
第
一
一
等
一
一
七
頁
。

行
本
遺
族
通
俗
一
九
八
図
然
五
月
一
五
日
縁
。

(7)

品
取
判
一
九
五
七
年
一
点
同
月
一
一
二
日
烈
繁
一
一
巻
三
号
九
九
七
頁
。

〈

0
0
)

一
九
八
五
年
八
月
二

O
日
衆
議
院
内
海
委
員
会
場
鍋
録
二
一
一
、

部
門
二
頁
以
下
。

2 (3} 

〈

4
)

5 G 

頁

9 

本
一
機
は
、

一
九
八
五
年
六
月
二
一
一
日
宗
教
法
学
会
で
報
告
し
た
あ
と
、
「
靖
国
掛
か
」
の
報
鈴
蜘
織
の
提
出
、
中
曽
綴
首
相
、
り
の
矯
悶
神
社
「
公
式
券
拝
」

牢

が
あ
っ
た
の
で
、
当
日
の
報
告
を
も
と
に
、
必
繋
な
加
筆
修
正
を
し
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。




