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lま

じ

め

に

本
報
告
で
取
り
上
げ
る
「
教
会
の
山
内
部
燐
律
」
と
は
、
主
と
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
内
部
で
の
役
職
の
佐
命
、
解
任
、
あ
る
い
は

聖
職
者
の
懲
戒
の
よ
う
な
人
事
管
瑚
に
麓
ず
る
も
の
を
指
す
。
ま
た
こ
こ
に
い
う
「
裁
判
官
所
」
は
、
欝
家
機
関
た
る
裁
判
所
の
こ
と

で
あ
る
。
国
の
裁
判
所
が
教
会
の
内
部
規
律
を
統
制
で
き
る
の
か
苔
か
、
ま
た
訴
訟
事
件
に
お
い
て
教
会
の
内
部
規
律
が
問
題
と
な

る
場
合
に
、
裁
判
所
は
ど
の
よ
う
な
態
度
を
と
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
解
決
策
を
明
ら
か
に
す
る
と
い

う
こ
と
が
、
本
報
告
の
課
題
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
フ
ラ
ン
ス
は
、
「
憲
法
の
実
験
場
」
と
ま
で
言
わ
れ
る
ぐ
ら
い
に
、
多
く
の
護
法
体
制
を
緩
た
闘
で
あ
る
。
政
教
鶏
係
に

そ
こ
で
、
教
会
の
舟
部
規
律
に
対
す
る
国
家
機
関

お
い
て
も
間
様
で
あ
っ
て
、

フ
ラ
ン
ス
は
さ
ま
ざ
ま
な
政
教
縦
疫
を
経
験
し

フ
ラ
ン
ス
の
政
教
製
震
の
推
移
に
従
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
変
化
が
あ
っ
た
か
を
見
る
こ
と
は
大

フ
ラ
ン
ス
の
政
教
分
離
の
下
で
の
状
況
の
背
景
を
知
る
う
え
で
も
そ
れ
は
、
必
要
と
考
え
ら

に
よ
る
統
制
と
い
う
点
に
つ
い
て
、

き
な
意
義
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、

れ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、

フ
ラ
ン
ス
の
致
教
分
離
捕
で
の
教
会
の
市
内
部
規
棒
に
対
す
る
裁
判
所
に
よ
る
統
制
を
載
観
ず
る
こ
と
に
し
た
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」
の
制
変

九
O
五
年
の
政
教
分
離
以
前
に
は
、

フ
ラ
ン
ス
の
政
教
関
係
は
、

ナ
ボ
レ
会
ン
の
フ
ラ
ン
ス
政
府
と
ロ
ー
マ
教
皇
と
の
簡
で
締

結
さ
れ
た

の
コ
ン
コ
ル
ダ
〈
い
わ
ゆ
る
政
教
条
約
)
に
始
ま
る
コ
ン
コ
ル
ダ
観
度
の
下
に
あ
っ
た
。
コ
ン
コ
ル
ダ
制
度
は
、

三
宗
教
l
iカ
ト
リ
ッ
ク
教
会
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
、
ユ
ダ
ヤ
教
i
i
lの
公
器
宗
教
制
産
を
な
し
、
こ
の
制
度
の
下
?
こ
れ
ら

の
教
会
は
国
家
か
ら
多
数
の
助
成
と
と
も
に
規
制
を
受
け
た
。
こ
の
コ
ン
コ
ル
ダ
制
捜
に
お
い
て
、
教
会
の
内
部
規
律
の
対
象
に
な

J¥ 
O 

の
申
立
て
に
も
と
づ
い
て
、
こ
れ
を
国
家
機
関
が
統
制
す
る
制
度
が
存
在
し
た
。
「
権
限
轍
越
の
訴
」
(
吋
-mnocZ
窓
口
吋
号
車
)

が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
カ
ト
リ
ッ
ク
が
欝
教
と
な
っ
て
い
た
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
の
下
で
の
「
権
際
蹄
越
に
対
ナ
る
上
訴
」

(
白
℃
奪
回

n
o
g
g昂
仏
w

谷
広
三
に
改
変
を
加
え
な
が
ら
こ
れ
を
援
活
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
権
問
概
轍
越
に
対
す
る
よ
訴
と
は
、
教
会
当
局

の
な
し
た
行
為
、
と
り
わ
け
教
会
裁
判
所
の
判
決
が
教
会
法
上
の
賄
側
別
に
遊
説
す
る
場
合
に
、
権
譲
輪
選
あ
り
と
し
て
申
立
入
が
こ

れ
を
麗
王
の
裁
判
判
所
に
訴
え
る
一
種
の
よ
訴
で
あ
っ
た
。
こ
の
上
訴
に
も
と
づ
い
て
、
国
王
の
裁
判
所
は
教
会
当
時
の
行
為
が
正
当

か
否
か
を
審
査
し
、
権
限
繰
越
あ
り
と
認
め
る
時
に
は
こ
れ
を
破
践
し
、
さ
ら
に
そ
の
行
為
者
た
る
聖
職
者
に
罰
金
を
科
す
る
こ
と

も
で
き
説
。
こ
の
制
疫
の
起
離
は
古
く
、
遅
く
と
も
一
六
世
紀
に
は
フ
ラ
ン
ス
全
土
で
檀
習
と
し
て
擁
立
し
て
い
た
と
言
わ
れ
針
。

そ
し
て
こ
の
制
度
の
目
的
は
、
教
会
裁
判
所
に
よ
る
世
俗
裁
判
権
に
対
す
る
侵
害
を
終
わ
ら
せ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
。
す
な
わ

ち
中
置
に
お
い
て
教
会
裁
判
所
が
広
い
驚
轄
権
を
持
ち
、
世
俗
裁
判
権
の
領
域
を
侵
害
し
て
い
た
状
況
の
中
で
王
権
が
建
立
す
る
に

つ
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っ
て
、
関
王
が
そ
の
侵
害
疫
抑
制
す
る
手
段
と
し
た
の
が
、
こ
の
権
限
隷
越
に
対
す
る
上
訴
の
制
度
で
あ
っ
た
の
で
あ
針
。
し
か

し
な
が
ら
、
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ

i
ム
の
下
で
こ
の
よ
訴
の
鎖
護
は
、
教
会
裁
判
所
に
よ
る
世
絡
裁
判
権
の
俊
筈
の
劉
制
と
い
う
本

来
の
罰
的
を
越
え
て
、
国
一
土
の
裁
判
所
が
教
会
当
局
の
す
べ
て
の
行
為
を
統
制
す
る
手
段
に
な
っ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
壁
史
的
灘
源
を
持
つ
権
限
撤
越
の
訴
の
制
度
は
、
コ
ン
コ
ル
ダ
制
震
の
下
で
は
投
俗
権
力
と
教
会
権
力
と
を
調
態
す

る
頼
度
と
な
っ
目
。
そ
の
こ
と
は
、
訴
の
対
象
と
な
っ
た
権
隈
臆
越
を
構
成
す
る
場
合
に
一
黙
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
権
駿
一
瞬
越
の
訴

の
根
拠
と
な
っ
た
共
和
欝
一

O
年
ジ
ェ
ル
ミ
ナ
ル
一
八
日
法
の
組
織
条
項
に
は
、
権
限
織
越
の
場
合
と
し
て
、
聖
職
者
に
よ
る
法
令

違
反
、
あ
る
い
は
礼
拝
執
行
の
際
に
な
し
た
市
民
の
名
誉
鍛
損
な
ど
盤
職
者
の
権
離
職
越
の
五
つ
の
場
合
に
羨
ん
で
、
公
権
力
の
権

限
轍
轄
の
場
合
も
規
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
現
職
者
の
権
問
概
論
越
の
場
合
の

っ
と
し
て
、
寸
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
承
認
さ
れ
て
い
る
教
会
法
に
よ
り
確
立
さ
れ
た
議

規
の
違
皮
い
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
関
す
る
権
限
瞬
越
の
訴
は
、
教
会
法
訴
訟
あ
る
い
は
聖
職
者
訴
訟
と
も
呼
ば
れ
、
教
会
の
内
部
規

律
は
こ
の
場
合
に
関
係
し
た
。
そ
こ
で
本
報
告
で
は
、
権
限
臆
越
の
…
訟
の
う
ち
で
こ
の
教
会
法
訴
訟
と
呼
ば
れ
る
場
合
の
み
を
敢
り

上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。
も
っ
と
も
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。

第
一
に
、
報
告
で
取
り
上
げ
る
の
は
、
権
鍛
轍
避
と
な
る
場
合
の
一
つ
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
以
下
で
取
扱
う
こ
と

は
権
問
削
除
越
の
訴
の
鎖
震
の
一
断
面
で
し
か
な
い
。
そ
の
制
度
の
呂
的
は
、
前
述
の
よ
う
に
世
俗
権
力
と
教
会
権
力
の
特
友
の
侵
害

を
防
ぐ
た
め
の
一
持
者
の
議
整
と
い
う
点
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
教
会
の
市
内
部
競
撞
に
対
す
る
裁
判
統
制
と
い
う
の
は
、
い
わ
ば
制
度

の
部
次
的
機
能
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

第
二
に
、
こ
こ
守
い
う
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
承
挺
さ
れ
て
い
る
教
会
法
に
よ
り
確
立
さ
れ
た
宗
規
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
で
あ

フ
ラ
ン
ス
の
教
会
そ
教
皇
か
ら
解
按
し
よ
う
と
す
る
主
張
1
1
i
い
わ
ゆ
る
ガ
リ
カ
}

る
。
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
に
お
い
て
は
、
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ム

l
iが
機
勢
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
教
皇
の
立
法
は
主
権
に
よ
り
承
認
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
王
鵠
で
は
効
力
を
持
た
な
い
と
さ
れ

て
い
た
。
そ
こ
で
教
会
法
は
フ
ラ
ン
ス
で

る
必
要
が
あ
っ
た
。
だ
が
、
当
該
規
定
が
意
味
し
た
こ
と
は
、
単
に
フ
ラ
ン
ス

般
に
そ
れ
は
、
「
従
来
か
ら
フ
ラ
ン
ス
で
承
認
さ
れ
た
法
令
に
よ
り
、
出
公

諒
あ
る
い
は
新
公
法
に
お
い
て
フ
ラ
ン
ス
の
領
土
に
適
法
に
公
布
さ
れ
た
教
会
法
の
規
制
」
と
解
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
具
体
的
に

は
前
述
の
共
和
膚
一

O
年
ジ
ェ
ル
ミ
ナ
ル
一
八
日
法
の
経
織
条
項
に
お
い
て
明
確
に
承
認
さ
れ
、
法
典
化
さ
れ
た
教
会
の
立
法
で
あ

っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
「
フ
ラ
ン
ス
で
れ
て
い
る
教
会
法
に
よ
り
護
立
さ
れ
た
宗
規
」
と
い
う
の
は
、
教
会
の
市
内
部
規
律
の
幾

で
認
め
ら
れ
て
い
る
教
会
法
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、

定
で
あ
り
な
が
ら
、
国
家
法
に
も
な
っ
て
い
た
も
の
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

第
三
に
、
権
駿
蹄
越
の
一
誌
の
手
続
の
法
的
性
格
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

お
い
て
は
、
権
限
蹄
越
の
存
否
そ
審
澄
し
た

の
は
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
1

|
今
自
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
最
高
持
政
裁
判
機
関
ー
ー
で
あ
っ
た
が
、
共
和
欝
一

O
年
法
の
成
立
の

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
ま
だ
糞
の
裁
判
機
関
に
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
頃
、
行
政
裁
判
権
は
国
の
麓
長
に
留
援

会
れ
る
と
考
え
ら
れ
、
コ
ン
セ
イ
ユ
ニ
ア
タ
は
も
っ
ぱ
ら
諮
問
機
関
と
し
て
首
長
に
対
し
行
政
争
訟
の
裁
決
案
そ
出
す
こ
と
を
校
務

と
し
、
自
ら
議
斡
す
る
こ
と
は
役
か
っ
た
の
で
あ
る
〈
い
わ
ゆ
る
「
留
保
さ
れ
た
裁
判
権
」
)
。
そ
し
て
権
限
縁
越
の
訴
の
手
統
に
お
い
て

は
、
訴
の
申
立
入
l
i
i法
偉
に
よ
れ
ば
権
問
問
畿
越
と
さ
れ
る
行
為
に
利
害
関
援
を
有
す
る
者
i
l
iは
形
式
上
は
患
の
首
長
に
対
し
て

権
限
勝
越
の
申
立
て
を
な
し
、
盤
の
首
長
は
そ

当
時
に
は
、

て
に
関
す
る
コ
ン
七
イ
ユ
・
デ
タ
の
報
告
に
も
と
づ
い
て
自
ら
が
裁
決
を
下

す
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
権
問
問
蹄
越
の
訴
は
少
な
く
と
も
真
の
訴
訟
手
続
と
言
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

2 

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
審
嚢
の
対
象

権
限
緯
越
の
訴
の
対
象
と
な
っ
た
も
の
は
、
教
会
の
市
内
部
規
隷
の
う
ち
で
外
的
規
律
に
関
す
る
聖
職
者
の
刑
舗
に
限
ら
れ
た
。
そ
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と
り
わ
け
主
任
問
祭

l
i問
教
か
ら
小
教
豆
の
管
理
を
委
託
さ
れ
、
小
教
区
教
会
の
主
管
容
と
な
っ
て
い
る
号
祭

iimw解

任
、
あ
る
い
は
整
職
停
止
、
聖
務
禁
止
な
ど
の
制
裁
で
あ
っ
泊
。
ぞ
れ
に
対
し
て
、
聖
聴
者
の
副
刑
罰
の
う
ち
で
も
純
粋
に
識
的
な
期
間

罰
、
例
え
ば
靖
罪
行
為

ii-刑
罰
の
代
わ
り
と
し
て
教
会
法
ま
た
は
上
長
者
に
よ
っ
て
加
え
ら
れ
る
、
祈
り
、
苦
行
、
善
行
な
ど
に

よ
る
罪
の
賀
川
!
!
の
よ
う
な
も
の
は
も
っ
ぱ
ら
卒
む
の
裁
き
に
崩
す
る
事
項
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
に
対
す
る
訴
は
許
さ
れ
な
い
と

さ
れ
説
。
そ
も
そ
も
当
時
の
学
説
に
お
い
て
、
信
仰
に
よ
っ
て
の
み
評
備
さ
れ
う
る
純
粋
に
宗
教
的
事
項
は
判
決
の
対
象
と
は
な
ら

A
輔

副

}

な
い
と
さ
れ
た
。

れ
は
、

コ
ン
セ
イ
ユ
ニ
ア
タ
は
掛
川
罰
の
実
体
爵
に
立
ち

し
か
も
、
主
授
司
祭
の
解
任
等
の
刑
罰
に
つ
い
て
の
権
殿
論
越
の
訴
に
対
し
て
、

入
る
こ
と
な
く
、
思
罰
が
教
会
法
に
適
合
す
る
か
、
と
り
わ
け
教
会
法
の
定
め
た
手
続
に
従
つ
て
な
訪
れ
た
か
密
か
と
い
う
こ
と
だ

Am} 

け
を
審
悲
し
泊
。
こ
り
い
白
川
は
一
八
西

O
年
二
月
一
九
日
の
コ
ン
セ
イ
?
デ
タ
の
決
定
に
お
い
て
明
確
で
あ
る
。
事
案
は
次
の
と
お

り
で
あ
る
。
あ
る
小
教
区
に
騰
す
る
蹟
任
期
祭
の
一
一
一
つ
の
ポ
ス
ト
の
う
ち
一
っ
そ
主
任
司
祭
が
廃
止
し
た
た
め
に
、
提
来
助
任
問
祭

で
あ
っ
た
者
が
解
任
さ
れ
る
と
と
に
な
っ
た
が
、
彼
は
助
笹
司
祭
の
ポ
ス
ト
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
提
供
さ
れ
た
職
安
部
記
沓
し
、
主

任
問
祭
等
に
不
平
を
訴
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
も
擦
は
、
教
会
当
局
に
よ
る
度
々
の
覧
大
な
戒
告
に
対
し
て
も
非
礼
な
回
答
を

す
る
の
み
な
ら
ず
、
聖
職
者
を
中
欝
す
る
多
数
の
小
冊
子
命
令
公
に
す
る
に
至
っ
た

Q

そ
こ
で
そ
の
教
援
の
大
司
教
は
彼
に
対
し
聖
職

務
禁
止
制
裁
を
科
し
た
と
こ
ろ
が
、
彼
は
当
該
塑
務
禁
止
は
理
由
が
な
く
不
当
で
あ
る
と
主
張
し
て
、
権
限
韓
轄
の
訴
を
な
し
た
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
コ
ン
セ
イ
ユ
ム
ア
タ
は
本
件
に
つ
い
て
、
「
憲
一
務
禁
止
は
教
会
法
上
の
利
顕
で
あ
り
、
そ
の
適
用
は
司
教
の
権
隈

に
属
す
る
」
と
い
う
こ
と
を
理
由
に
訴
を
斥
け
た
。
こ
の
よ
う
に
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
事
一
職
者
の
荊
罰
の
実
体
簡
を
審
査
す
る

こ
と
ま
で
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

加
え
て
教
会
法
上
の
剤
翻
に
つ
い
て
の
手
続
簡
で
の
審
叢
も
か
な
り
畿
や
か
な
も
の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、

か
つ
て
の
教
会
裁
判

宗教法第6号(1昔話7)85 



一
附
引
に
は
事
務
禁
止
の
決
定
に
際
し
て
被
処
分
者
に
対
す
る
書
面
に
よ
る
事
前
の
戒
告
を
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
る
主
任
司

祭
は
そ
の
よ
う
な
戒
告
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
司
教
に
よ
り
製
務
禁
止
の
決
定
を
受
け
た
の

そ
の
戒
告
の
不
作
為
が
教
会
法
相
続

に
違
反
す
る
と
い
う
こ
と
そ
理
由
に
、
当
該
主
任
理
祭
は
そ
の
一
時
教
の
決
定
に
つ
い
て
権
限
織
越
の
訴
授
な
し
た
が
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・

デ
タ
は
本
件
に
お
い
て
、
司
教
の
決
定
は
す
べ
て
の
本
質
的
形
式
要
件

2
R
S注
目
広
言
σ的
gpzaぎ
1
iー
そ
の
充
足
な
き
場
合
に
は

一
行
為
が
無
効
と
な
る
要
件

i
iを
充
足
し
た
後
に
宣
告
さ
れ
た
と
判
断
し
て
、
訴
を
斥
け
的
。
ま
た
コ
ン
セ
イ
ユ
ニ
ア
タ
は
、
主
一
般

向
祭
の
解
佳
と
い
う
一
向
教
の
決
定
に
擦
し
て
、
主
荘
司
祭
に
自
己
弁
明
の
機
会
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
も
本
質
的
形
式
要
件
と
は
み

な
か
っ
た
。
コ
ン
ゼ
イ
ユ
ニ
ア
タ
は
教
会
の
内
部
規
律
の
議
接
な
手
続
を
経
で
さ
え
お
れ
ば
、
そ
の
内
部
規
律
上
の
決
定
を
権
臨
蹄

越
と
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
封
。

こ
の
よ
う
に
コ
ン
セ
イ
ユ
ニ
ア
タ
の
審
査
一
の
対
象
が
搬
出
定
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
審
査
が
緩
や
か
で
あ
っ
た
の
で
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・

デ
タ
に
よ
り
権
限
轍
掛
絡
が
認
め
ら
れ
た
事
例
は
わ
ず
か
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
育
教
が
主
江
弘
司
祭
を
任
命
す
る
諜
に
、
彼
を
任
意
に

解
任
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
後
に
対
し
て
辞
表
の
提
出
を
求
め
る
の
は
主
任
司
祭
の
身
分
保
脇
陣
i

|
主
任
湾
祭
は
身
分
が
保

鰐
押
さ
れ
、
裁
判
手
続
に
よ
ら
な
い
か
ぎ
り
解
授
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
i
i
iの
幾
定
に
違
背
し
、
権
限
輪
越
に
な
る
と
判
断
さ
れ
た

事
例
が
克
ら
れ
る
ぐ
ら
い
で
あ
る
。

3 

権
限
設
繊
の
効
果

教
会
の
内
部
規
律
上
の
決
定
が
権
限
蛤
越
だ
と
判
判
断
さ
れ
、
最
終
的
に
権
限
総
穫
の
裁
決
が
な
さ
れ
て
も
そ
の
効
果
は
弱
か
っ
た
。

裁
決
は
そ
の
決
定
に
つ
い
て
権
問
問
織
越
と
驚
替
す
る
に
と
ど
ま
り
、
そ
れ
を
磁
聾
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
目
。
権
眼
識

舗
の
効
果
は
、
裁
決
に
よ
り
再
教
が
よ
り
嬢
重
に
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
と
い
う
道
義
的
な
影
響
力
安
持
つ
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の

86 祭教法務 6~苦(1987)



で
あ
る
。

4 

、j '
 
括

ブランスにおける教会の内務規律に対ナる裁判所による統制1(小泉)

以
上
に
簡
単
で
は
あ
る
が
、
権
醍
檎
蹴
の
訴
の
制
疫
の
一
断
習
を
概
観
し
た
。
コ
ン
コ
ル
ダ
制
制
度
の
一
?
で
、
「
フ
ラ
ン
ス
で
承
認
さ

れ
て
い
る
教
会
法
に
よ
り
確
立
さ
れ
た
宗
規
の
違
反
L

と
い
う
点
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
権
限
臆
越
の
訴
の
制
度
に
よ
っ
て
、
教

会
の
内
部
境
律
に
対
す
る
裁
判
機
関
に
よ
る
統
制
の
道
が
開
か
れ
て
い
た
。
も
っ
と
も
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
に
よ
る
教
会
の
内
部
震

維
の
続
制
の
機
能
は
十
分
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
権
限
論
越
の
訴
の
手
紙
は
真
の
訴
訟
手
続
で
は
な
く
、
し
か
も
コ
ン
セ
イ
ユ
・

デ
タ
の
審
査
の
対
象
は
限
定
さ
れ
、
そ
の
審
議
も
か
な
り
緩
や
か
な
も
の
守
あ
り
、
そ
し
て
実
欝
、
機
接
融
躍
と
判
断
犬
、
れ
た
事
例

は
わ
ず
か
し
か
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
と
の
猷
度
に
お
い
て
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
が
教
会
の
内
部
規
簿
上
の

決
定
に
つ
い
て
の
教
会
法
規
と
の
適
合
性
を
審
査
し
た
と
い
う
点
は
、
政
教
丹
離
後
の
変
化
を
検
討
す
る
よ
で
重
要
で
あ
ろ
う
。

(1i〉〉
主
島

〈
2
)

臨野N
殴
肉
良
舟
之
『
ブ
ラ
ン
ス
法
師
概
慨
哨
論
掃
上
巻
』
(
↑
有
符
掛
婆
批
剛
隠
鴎
、
一
九
七

C
年
)
回
一
ぷ
三
賞
。
な
お
機
限
臨
時
遂
に
対
す
る
上
訴
の
制
制
度
は
、
フ
ラ
ン
ス
と
ス
ペ
イ
ン
で
発
途

し
た
と
雪
国
わ
れ
る
(
佐
治
裁
緩
勺
同
国
教
制
皮
そ
論
ず
」
淡
学
論
叢
マ
八
巻
三
号
(
一
九
二
七
年
〉
閲
五
一
一
員
)
。

〈

3
)

〉
各
部
浅
間
宮
言
。
山
口
唱
の
。
R
W
討
議
選
言

S.弓
札
訴
訟
を
凡
若
者
弘
、
。
号
、
言

S
F
S
N印
w
V
8
φ

(
三
宮
島

-
Z
F
P
F
Nげ
さ
な
ま
ぬ
と
お
試
金
草
色
室
内
偽
喜
連
皇
宮
札
"
も
も
ミ
な
さ
君
、
色
"
夕
刊
曲
目

-
E♂

(5)
」「

F
m
。
官
町
出
。
〉
巴
剛
志
研
窓
の
曲

E
a
o認
さ
n
p
む
捻
昌
弘
偽
札
苦
吟
主
喜
一
芸
マ
ミ
ヌ

uvh弘J
R
N
H
h

浴
場
開
七
-
主
唱
・

0
t
v
-
o『
誌
の
。
同
宮
内
話
予

D

ゆる‘
U
-
M
E
Y

∞
曲
仲
叩
M

山タ。目】

n
m
F暗
唱
e
M
M
-

〈
"
。
〉
野
田
、
前
刑
制
附
議
、
間
同
一
三
一
一
真
。

(
7〉
門

〉

お

Q
C凸
P
A
Mも
・
丸
町
J

問

v-
主唱一一
oa吋

M
r
u『
H
C
O仲
診
叫
叫

m
M
J
む
も
色
町
p
w
M
V
6
M
8・

(
8
)

フ
ラ
ン
ス
の
論
者
に
お
い
て
は
、
「
権
綴
織
越
の
一
添
い
に
つ
い
て
も
「
権
限
総
総
に
対
す
る
よ
添
い
と
吉
一
口
む
れ
る
こ
と
が
あ
る

(
O
Z
E
命
令
。
又
ぎ
守
宅
込
市
・
円
礼
子
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フランスにおける教会の内務綴律に対する裁判所による統制(小泉}

政

教

分

離

後

序

説

フ
ラ
ン
ス
の
政
教
分
離
は
、
「
教
会
と
際
家
と
の
分
離
に
関
す
る
一
九

O
五
年
丹
九
毘
法
」
(
い
わ
ゆ
る
政
教
分
離
法
〉
の
成
立

に
始
ま
る
。
こ
の
政
教
分
離
以
後
、
そ
れ
以
離
の
公
認
宗
教
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
な
く
な
り
、
宗
教
は
等
し
く
私
的
な
も
の
と
さ

れ
た
。
そ
の
結
果
、
閣
は
教
会
へ
の
助
成
と
と
も
に
教
会
へ
の
規
制
、
介
入
も
行
な
わ
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
当
然
に
権
探

臆
越
の
訴
の
手
統
も
存
寂
し
え
な
い
も
の
と
な
り
、
実
際
政
教
分
離
法
に
よ
り
機
止
さ
れ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
政
教
分
離
の
下
で
も
教
会
の
内
部
規
律
に
関
す
る
紛
争
が
舗
の
裁
判
所
に
も
ち
こ
ま
れ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
そ

の
結
果
、
政
教
分
離
後
も
裁
判
所
は
教
会
の
舟
部
焔
招
待
を
統
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
否
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
っ
た
。
こ

の
掛
慢
の
紛
争
は
行
政
訴
訟
と
な
る
場
合
も
あ
っ
た
が
、
多
く
は
民
事
訴
訟
の
形
式
を
と
っ
て
民
事
裁
判
所
に
提
起
さ
れ
た
。
そ
こ
で

本
報
告
は
民
事
訴
訟
の
み
を
取
り
上
げ
、
そ
こ
で
の
前
述
の
問
題
の
解
決
策
を
見
る
こ
と
に
し
た
い
α
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2 

教
会
法
秩
序
の
紛
争

教
会
の
内
部
規
律
に
関
わ
る
民
事
訴
訟
の
場
合
の
一
っ
と
し
て
、
そ
の
訴
訟
が
ま
さ
に
純
粋
な
教
会
法
秩
序
の
紛
争
で
あ
る
場
合

が
あ
る
。
次
の
よ
う
な
損
害
賠
積
額
求
事
件
が
そ
の
典
型
を
な
す
。
す
な
わ
ち
、
司
教
に
よ
り
内
部
規
簿
上
の
決
定
を
受
け
た
司
祭

が
、
そ
の
決
定
は
教
会
法
に
も
と
づ
か
ず
不
当
で
あ
る
と
い
う
主
張
を
し
、
不
法
行
為
責
任
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
一
一
一
一
八
二

条
を
援
用
し
て
、
司
教
に
対
し
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
裁
判
所
は
、
訴
訟
当
事
者
た
る
塑
臨
戦
者
間

の
関
係
か
ら
相
互
の
盟
家
法
上
の
権
利
、
義
務
を
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
以
上
、
結
局
、
出
内
部
規
律
上
の
決
定
に
つ
い
て
の
教

会
法
と
の
適
合
性
と
い
う
純
粋
な
教
会
法
秩
序
上
の
争
い
と
い
う
宗
教
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
こ
の
種
の
事
件
の
判
例
は
多
く
、
椀
え
ば
次
の
よ
う
な
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。

e
…
九

O
七
年
ニ
月
二
一
一
日
の
オ
1
リ
ヤ
ツ
ク
畏
事
裁
判
所
判
針
。
主
任
司
祭
が
、
司
教
に
よ
り
不
当
に
罷
免
さ
れ
た
と
主
張

し
て
、
後
が
被
っ
た
損
害
の
賠
墳
を
…
司
教
に
対
し
請
求
し
た
と
い
う
事
件
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。
「
司
教
誌

の
司
教
と
そ
の
小
教
監
の
聖
職
者
と
の
簡
に
は
、
普
遇
裁
判
所
が
審
創
刊
す
る
こ
と
が
で
き
る
債
務
を
生
ぜ
し
め
る
い
か
な
る
民
法
上

の
契
約
も
存
し
な
い
。
教
会
法
上
の
制
度
は
司
教
に
対
し
一
時
祭
の
任
命
お
よ
び
罷
免
の
絶
対
的
な
権
利
を
与
え
る
。
:
・
・
:
教
会
と
思

家
の
分
離
の
制
度
の
下
に
お
い
て
、
い
か
な
る
法
律
も
、
裁
判
所
に
対
し
、
盤
戦
者
の
内
部
規
律
に
介
入
し
、
一
一
句
教
が
自
己
の
権
限

そ
完
全
に
享
受
し
た
状
態
で
下
し
た
決
定
を
統
制
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
J

②
一
九
二
一
一
年
一
丹
一
五
日
の
ド
ラ
ギ
ニ
ャ
ン
民
事
裁
判
所
判
説
。
司
教
に
よ
り
主
任
司
祭
の
職
を
突
然
に
、
し
か
も
専
横
的

に
罷
免
さ
れ
る
と
と
も
に
、
ス
ス
ペ
ン
シ
オ
と
呼
ば
れ
る
聖
職
停
止
制
裁
を
科
さ
れ
た
司
祭
が
、
そ
れ
ら
の
娃
分
が
教
会
法
に
漉
皮

す
る
と
主
張
し
、
…
一
円
教
に
対
し
損
害
賠
護
を
請
求
し
た
事
件
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
判
示
さ
れ
た
c

「
教
会
と
顕
家
の
分
離
の
制
度

い
か
な
る
法
律
も
、
載
判
断
に
対
し
、
司
教
が
自
己
の
権
粍
を
完
全
に
享
受
し
た
状
態
で
下
し
た
司
教
の
命
令
そ

の
下
に
お
い
て
、
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統
制
す
る
こ
と
を
許
し
て
い
な
い
。
:
:
・
し
た
が
っ
て
、
自
己
の
司
教
師
悼
の
主
任
司
祭
に
対
し
て
な
し
た
罷
免
、

は
蛍
信
裁
判
所
の
統
餅
お
よ
び
審
査
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
J

舎
一
九
一
二
年
二
月
一
五
日
の
セ

i
ヌ
民
事
裁
判
所
創
刊
決
。
カ
ト
リ
ッ
ク
司
祭
に
対
す
る
イ
ン
プ
リ
マ
テ
ュ

i
ル
と
時
ば
れ
る

出
版
許
可
の
拒
密
な
ら
び
に
ミ
サ
執
行
許
可
の
取
溶
等
の
処
分
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
は
「
性
格
裁
判
所
に
よ
る
統
制
料
お
よ
び
審
査
の

対
象
と
は
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
た
。

の
処
分

フランスにおける教会の内総規律に対する裁判所によるま主総(小泉)

月
二

B
の
セ

l
ヌ
知
的
事
裁
判
所
判
決
。
こ
れ
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
つ
い
て
の
判
加
初
で
あ
り
、
事
案
は
、

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
牧
爵
が
教
会
の
包
括
団
体
で
あ
る
合
間
教
会
に
対
し
加
入
額
を
出
し
た
が
、
ぞ
れ
が
抱
一
合
さ
れ
た
の
で
、
そ
の

拒
密
が
不
当
で
あ
る
と
主
張
し
て
そ
れ
に
よ
る
撰
警
の
賠
療
を
請
求
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
本
件
に
つ
い
て
も
次
の
よ
う
な
判

示
が
見
ら
れ
る
o
J
九

O
五
年
一
一
…
丹
九
日
法
に
よ
る
政
教
分
離
以
来
、
裁
判
所
は
神
学
上
の
審
査
に
か
か
わ
る
こ
と
に
よ
り
宗
教

領
域
を
健
害
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
結
果
、
教
会
は
自
治
権
、
教
会
に
と
っ
て
適
当
と
思
わ
れ
る
司
祭
あ
る
い
は
牧
師
を
採

用
す
る
権
利
を
持
ち
、
し
か
も
そ
の
権
利
は
叙
任
あ
る
い
は
憐
免
を
批
判
し
、
あ
る
い
は
承
認
す
る
た
め
の
裁
粍
所
の
介
入
会
受
げ

え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
議
判
所
は
、
:
:
:
合
出
向
教
会
が
牧
鶴
の
願
い
出
た
加
入
を
彼
に
対
し
本
認
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
か
、
あ
る
い
は
拒
寄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
を
審
査
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
J

{話む

一
九
一
二
年
一

そ
の
能
、
修
道
士
の
除
名
処
分
に
関
す
る
損
害
賠
策
事
件
の
創
刊
掛
も
多
く
、
そ
こ
に
お
い
て
も
「
験
名
権
の
行
使
は
司
法
機
擦
の

統
制
を
免
れ
じ
」
と
さ
れ
た
。
な
お
、
現
職
者
が
信
者
に
対
し
て
な
す
内
部
麗
聾
上
の
決
定
に
関
し
て
も
問
機
の
判
例
は
多
ぱ
。

以
上
の
政
教
分
離
後
の
創
刊
例
か
ら
、
裁
判
所
は
教
会
の
内
部
規
律
を
原
則
と
し
て
一
切
統
制
刺
し
な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
裁
判

所
は
教
会
法
秩
序
の
紛
争
を
解
決
す
る
の
そ
椴
苔
ず
る
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
以
上
の
損
害
賠
慣
議
求
事
件
だ
け
で
な
く
他
の

判
例
を
も
勘
案
す
れ
ば
、
次
の
よ
う

こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ラ
イ
シ
テ
の
諌
則
に
お
い
て
は
、
教
会
法
の
制
定
の
み
な
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ら
ず
、
ぞ
れ
を
解
釈
し
、
適
帰
す
る
の
も
も
っ
ぱ
ら
教
会
当
謁
の
権
限
し
た
が
っ
て
教
会
の
内
部
規
簿
上
の
決
定
と
な
す

の
は
教
会
当
掲
の
み
で
あ
っ
官
、
裁
判
所
に
は
そ
の
決
定
安
統
制
す
る
資
格
も
な
吋
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
一
九
二
年
一
一
一

丹
一
五
日
の
ポ

i
控
訴
離
料
測
が
v

」
の
こ
と
奇
襲
づ
け
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
一
町
長
が
恵
比
口
と
な
っ
て
、
市
長
に
対
し
礼
持
用
建
物
の
引

渡
し
を
求
め
た
事
件
に
お
い
て
、
市
民
が
原
告
の
司
繋
た
る
地
位
、
お
よ
び
小
教
区
の
区
割
り
が
不
惑
で
あ
る
と
抗
弁
し
た
と
い
う

も
の
で
あ
る
が
、
裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
い
た
。
「
政
教
分
離
法
に
よ
り
、
国
は
議
教
教
欝
の
任
命
、
議
教
上
の
地
域
的
組

織
、
す
な
わ
ち
各
種
の
教
区
の
創
投
、
区
罰
り
に
介
入
す
る
こ
と
を
断
念
し
た
。
開
法
以
降
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
宗
教
教
磁
の
任
命
、

苛
教
区
と
小
教
援
の
創
設
お
よ
び
区
揺
り
は
教
皇
あ
る
い
は
一
向
教
院
の
権
眼
に
宮
崎
ず
る
。
:
:
:
司
法
機
関
は
問
教
区
が
宗
教
教
舗
の

任
命
に
関
し
て
教
会
法
の
規
定
に
従
っ
た
か
苔
か
そ
調
査
す
る
権
限
を
有
し
な
い
。
」

以
上
の
よ
う
な
裁
判
所
の
態
渡
は
、
当
初
切
は
異
論
も
な
い
わ
け
で
な
か
っ
た
が
、
今
日
で
は
学
説
か
ら
も
承
認
さ
れ
て
い
る
。
学

説
に
お
い
て
は
、
宗
教
繍
域
に
つ
い
て
の
裁
判
所
の
無
権
限
の
間
以
前
が
指
擁
さ
れ
、
留
の
裁
判
権
は
教
会
の
内
器
規
律
に
は
及
ば
な

い
と
主
損
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

き
て
、
教
会
法
秩
序
の
紛
争
が
損
害
賠
欝
讃
求
事
件
に
な
っ
て
い
る
場
合
は
、
教
会
法
が
語
家
法
秩
序
に
僻
ら
の
影
響
を
与
え
て

い
な
い
。
そ
し
て
こ
の
場
合
に
は
、
裁
判
需
と
し
て
は
教
会
法
を
参
熊
ず
る
必
要
は
な
く
、
教
会
法
秩
序
の
紛
争
の
審
判
を
控
え
る

こ
と
で
足
り
る
の
で
、
宗
教
領
域
に
つ
い
て
の
国
の
無
様
隈
は
容
易
に
作
用
し
う
だ
が
、
次
に
見
る
悶
家
法
秩
序
と
が
競
合
す

る
場
合
は
そ
れ
ほ
ど
響
易
で
は
な
い
。

3 

教
会
法
秩
序
と
欝
家
法
秩
序
と
が
競
合
す
る
紛
争

(1) 

札
搾
用
建
物
の
使
用
権
そ
め
ぐ
る
宗
教
教
師
鱒
の
紛
争
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と
こ
で
取
り
上
げ
る
の
は
、
と
り
わ
抄
裁
判
所
が
紛
争
解
決
す
る
の
に
教
会
法
を
参
顛
ず
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
事
件
に
お
い
て
、

教
会
の
内
部
規
律
上
の
決
定
の
教
会
法
上
の
効
力
が
問
題
と
な
る
場
合
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
場
合
は
、
公
物

に
麗
す
る
礼
拝
周
建
物
の
使
用
権
そ
め
ぐ
る
宗
教
教
師
関
の
紛
争
に
お
い
て
生
じ
う
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
種
の
紛
争
に
つ
い
て
簡
単

に
触
れ
て
お
か
な
り
れ
ば
な
ら
な
い
。

フランスにおける教会の内部規律に対する滋判所による統制(小泉〉

そ
の
紛
争
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
前
櫨
と
な
る
揺
鰐
罰
体
〈
器
部
明
。
内
山
部
三
C
2
2
}
苫
舟
口
市
)
の
制

度
、
な
ら
び
に
合
物
た
る
礼
持
用
建
物
の
使
用
権
の
制
度
に
つ
い
て
の
知
識
が
必
要
で
あ
る
。
欝
如
何
団
体
と
は
、
政
教
分
離
の
下
で

の
教
会
封
産
の
維
持
、
管
理
な
ら
び
に
宗
教
活
動
の
た
め
の
居
体
と
し
て
、
政
教
分
離
法
が
制
創
設
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
組
織
に

関
し
て
政
教
分
離
法
西
条
は
、
信
仰
障
体
は
「
各
宗
教
の
一
般
組
織
規
範
に
準
拠
し
て
形
成
さ
れ
る
L

と
議
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

こ
の
点
に
つ
き
特
に
教
会
法
を
参
賭
し
て
い
る
。

次
に
公
務
た
る
礼
葬
用
鰭
物
の
使
用
権
の
制
度
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
フ
ラ
ン
ス
で
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
礼
拝
用
礎
物
の
多
く
は
公
物

に
麟
す
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
は
わ
が
腐
と
は
事
構
を
異
に
す
る
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
ブ
ラ

ま
ず
、

ン
ス
箪
命
の
欝
の
教
会
財
獲
の
酉
有
化
な
ど
の
盤
史
的
経
過
を
通
じ
て
、
多
く
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
礼
持
用
建
物
の
所
有
権
は
、
圏
、

熱
あ
る
い
は
市
雪
村
に
摸
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
教
教
分
離
法
は
、
こ
の
点
を
再
線
認
す
る
と
と
も
に
、
他
方
で
礼
拝
用
建
物
の

無
欝
使
用
権
を
前
述
の
信
仰
盟
体
に
与
え
る
こ
と
に
し
た
。
そ
の
こ
と
は
礼
拝
用
建
物
の
使
用
を
各
教
会
に
よ
る
一
信
仰
賠
体
の
結
成

に
よ
ら
し
め
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
、
そ
の
結
果
、
公
的
礼
拝
を
続
け
る
に
は
信
仰
毘
体
そ
結
成
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
た
。

だ
が
、
信
待
問
体
は
小
教
藍
ご
と
に
結
成
さ
れ
る
も
の
と
な
っ
て
い
た
た
め
、
こ
れ
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
聖
職
位
轄
の
構
造
に
調
和
し

な
い
と
い
う
理
由
な
ど
か
ら
、
ロ

i
マ
教
議
が
そ
の
結
成
を
禁
止
し
た
。
そ
の
た
め
カ
ト
リ
ッ
ク
に
関
し
て
は
信
偲
団
体
が
結
成
さ

れ
ず
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
堂
は
閉
鎖
の
危
機
に
盤
面
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
事
態
安
避
け
よ
う
と
し
た
抜
府
の
妥
協
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に
よ
り
、

九
O
七
年
一
月
一

日
法
の
或
立
を
見
た
。
同
法
は
五
条
一
お
い
て
、
1

告
伸
間
体
の
な
い
場
合
、
札
押
執
行
の
用
に

供
せ
ら
れ
る
建
物
な
ら
び
に
付
属
動
産
は
、
引
き
続
き
、
宗
教
の
笑
裁
の
た
め
に
、
舘
者
お
よ
び
宗
教
教
鱗
の
使
用
に
委
ね
ら
れ
る

も
の
と
す
る
」
と
規
定
し
、
こ
れ
に
よ
り
、
鵠
搾
岡
山
体
を
結
成
し
な
か
っ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
の
稜
者
お
よ
び
宗
教
教
師
側
も
教
会
堂
を
使

用
し
続
け
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
若
子
の
小
教
誌
で
聖
職
停
止
な
ど
の
警
戒
処
分
を
受
け
た
司
祭
や
異
端
的
宗
教
教
掘
削
の
協
力
令
得
て
、
司
教
の
承
認

を
受
け
る
こ
と
な
く
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
吉
伸
団
体
が
結
成
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
新
た
な
問
題
が
生
じ
た
。
一
方
で

は
、
信
仰
図
体
の
結
成
に
加
わ
っ
た
宗
教
教
師
が
政
教
分
離
法
に
よ
り
礼
拝
用
建
物
を
使
用
し
、
俄
方
、
司
教
に
よ
り
任
命
さ
れ
た

主
任
期
祭
が
一
九

O
七
年
法
五
条
を
援
用
し
て
自
日
の
費
用
権
を
主
醸
し
、
建
物
の
明
渡
し
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
礼
拝
用
建
物
の
使
用
機
を
め
ぐ
る
宗
教
教
鱒
樟
む
紛
争
が
訴
訟
と
な
り
、
そ
の
結
巣
、
ど
ち
ら
の
司
祭
が
一
九

O
七
年
法
上
の
」
邪
教
教
鱒
」
で
あ
る
の
か
と
い
う
判
断
が
裁
判
判
所
に
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

一
九
一

O
年
前
後
に
お
い
て
、
こ
の
種
の
事
件
に
つ
い
て
多
く
の
判
決
が
制
さ
れ
説
。
裁
判
所
は
、
信
鶴
田
体
は
可
各
宗
教
の
一

酸
組
織
規
範
に
準
拠
し
て
形
成
さ
れ
る
」
と
い
う
前
述
の
政
教
分
離
法
西
条
の
規
定
そ
麓
視
し
、
し
か
も
お

1
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教

会
に
関
し
て
は
、
そ
の
国
有
の
壁
職
位
指
と
い
う
点
に
そ
の
一
般
組
組
織
規
範
を
見
い
出
し
、
政
教
分
離
法
に
従
い
結
成
さ
れ
た
が
、

聖
職
位
轄
に
間
摘
し
な
か
っ
た
信
仰
団
体
を
適
法
な
も
の
と
は
問
凡
な
か
っ
た
。
地
方
で
裁
判
所
は
、
一
九

O
七
年
法
五
条
の
解
釈
に
つ

い
て
、
寸
引
き
続
き
委
ね
ら
れ
る
も
の
と
す
る
」
と
い
う
文
言
な
ら
び
に
立
法
者
の
見
解
に
も
と
づ
い
て
、
礼
持
用
難
物
は
提
来
そ
こ

で
行
な
わ
れ
て
い
た
宗
教
の
礼
持
必
用
に
供
し
続
け
る
の
が
向
条
の
趣
旨
で
あ
る
と
判
断
し
、
倍
仰
間
体
の
結
成
に
知
加
わ
ら
ず
、
あ

く
ま
で
高
役
軍
職
者
に
従
っ
た
司
祭
に
建
物
の
使
用
権
を
認
め
た
。

∞
教
会
の
内
部
規
樺
上
の
決
定
の
効
力
が
争
わ
れ
る
紛
争
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ブランスにおける教会の内部規事撃に立すする裁判所による統制〈小泉〉

以
上
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
裁
判
官
併
が
紛
争
解
決
す
る
の
に
教
会
法
を
参
瞬
間
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
事
件
に
お
い
て
、
教
会

の
内
部
規
律
上
の
決
定
に
つ
い
て
の
教
会
法
上
の
強
力
が
問
題
と
な
る
場
合
後
晃
る
こ
と
に
す
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
場
合
は
、

前
述
の
礼
拝
用
建
物
の
使
用
権
を
め
ぐ
る
宗
教
教
師
間
の
紛
争
に
お
い
て
、
当
該
宗
教
教
師
に
対
す
る
教
会
の
巾
内
部
規
律
上
の
決
定

の
効
力
が
争
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
。
こ
の
場
合
、
顔
合
た
る
宗
教
教
師
の
講
求
は
被
告
に
お
け
る
国
家
法
と
の
抵
触
そ
理

取
と
し
て
お
り
、
裁
判
所
は
こ
の
よ
う
な
事
件
に
削
判
決
を
下
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
こ
で
裁
判
所
は
、
礼
拝
用
建
物
の
使
用
権

の
帰
麗
に
つ
い
て
の
判
断
の
前
提
問
題
と
し
て
、
教
会
の
内
部
規
捧
上
一
の
決
定
に
つ
い
て
の
教
会
法
上
の
勢
力
と
い
う
問
題
に
接
す

る
こ
と
に
な
る
が
、
だ
が
議
判
所
は
そ
の
よ
う
な
決
定
の
教
会
法
上
の
効
力
に
つ
い
て
審
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
否
か
と
い
う

こ
と
が
問
題
に
な
る
。

実
は
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
つ
い
て
の
判
例
は
多
く
な
い
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
判
例
と
し
て
、

年
二
月
六
日
の
破
接
競
判
決
が
挙
げ
ら
れ
る
。
事
案
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
被
脅
た
る
奇
祭
Y
は
一
問
教
に
よ
り
あ
る
小
教
信
の
主

任
司
祭
に
笹
命
さ
れ
だ
が
、
教
皇
の
命
令
に
瀧
反
し
て
欝
仰
団
体
を
結
成
し
た
た
め
、
任
命
か
ら
半
年
後
に
主
任
珂
祭
の
聴
を
罷
免

さ
れ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

Y
は
市
所
有
の
小
教
灰
一
教
会
意
の
占
有
を
続
け
、
そ
の
後
一
司
教
に
よ
り
任
命
さ
れ
た
後
任
者

X
に
対

し
て
も
、
教
金
堂
の
鍵
の
引
捜
し
を
抱
一
合
し
た
。
そ
こ
で
、

X
は
Y
に
対
し
教
会
堂
の
鍵
の
引
渡
し
を
求
め
て
訴
訟
を
提
越
し
、
こ

れ
に
対
し

Y
は
、
司
教
に
よ
る

Y
の
罷
免
お
よ
び

X
の
任
命
は
教
会
法
の
規
定
に
違
反
し
、
無
効
で
あ
る
と
抗
弁
し
た
。
諜
判
断
は
、

「
高
位
聖
臨
戦
者
が
な
し
た

X
お
よ
び

Y
に
つ
い
て
の
処
分
が
教
会
法
の
規
定
に
適
合
す
る
か
否
か
を
調
査
し
、
そ
れ
を
審
査
す
る
の
は

当
読
の
権
際
に
属
し
な
い
し
と
判
示
し
つ
つ
、

X
の
錯
求
を
認
容
し
た
の
で
、

Y
は
破
襲
上
告
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

九

議
穀
院
は
本
件
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
斡
示
し
た
。

「
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
会
堂
の
占
有
に
つ
い
て
の
二
人
の
司
祭
関
の
紛
争
の
場
合
、
そ
の
帰
騰
は
そ
の
活
動
を
綾
部
開
し
よ
う
と
す
る
宗
教
の
一

然教法第s害警は告患7)号5



段
組
織
規
範
、
と
り
わ
け
禦
職
位
階
上
の
規
範
に
従
い
、
か
つ
司
教
と
結
び
つ
い
た
司
祭
に
対
し
て
の
み
排
他
的
に
留
保
さ
れ
な
げ
れ
ば
な

ら
な
い
。

湾
教
が
下
し
た
Y
の
欝
免
は
正
当
で
あ
っ
て
教
会
法
の
規
定
に
適
合
す
る
か
、
あ
る
い
は
逆
に
Y
が
侍
立
舎
に
お
い
て
主
議
し
た
よ
う
に

そ
の
罷
免
が
教
会
法
の
観
点
で
無
効
で
あ
る
か
否
か
を
、
攻
撃
さ
れ
た
判
決
が
調
査
す
る
の
を
拒
否
し
た
こ
と
を
、
上
告
理
由
は
非
難
す
る

が
、
そ
れ
に
は
根
拠
が
な
い
。
高
位
聖
戦
者
が
と
っ
た
X
お
よ
び
Y
に
つ
い
て
の
処
分
が
教
会
法
の
綴
定
に
適
合
す
る
か
苔
か
を
瀦
査
し
、

ぞ
れ
を
審
査
す
る
の
は
控
訴
院
の
権
限
に
麟
し
な
い
と
正
当
に
判
示
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
申
立
を
斥
げ
た
の
は
適
法
で
る
る
。
L

破
毅
院
は
こ
の
よ
う
に
判
示
し
て
、

Y
に
対
し
鍵
の
引
渡
し
を
命
じ
た
原
判
決
を
是
認
し
的
。
本
件
に
お
い
て
裁
判
所
は
、
礼
拝

朋
鶏
物
の
使
用
権
の
婚
議
に
つ
い
て
の
判
断
の
前
提
問
題
と
し
て
、
一
向
教
に
よ
る
司
祭
の
任
免
行
為
の
効
力
に
つ
い
て
の
審
査
を
一
行

な
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
否
か
が
問
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
裁
判
所
は
こ
こ
で
も
そ
の
任
免
行
為
に
つ
い
て
の
教
会
法
と
の
適
合
性

の
審
査
権
を
否
定
し
た
。
先
に
検
討
し
た
損
饗
賠
償
請
求
事
件
等
に
お
け
る
宗
教
鍾
域
に
お
げ
る
国
の
無
権
限
の
牒
剥
が
、
こ
こ
で

も
貫
い
て
い
る
と
湾
問
え
る
。
だ
が
裁
判
所
は
、
任
免
行
為
の
教
会
法
と
の
適
合
性
の
審
査
を
拒
否
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
任

免
行
為
そ
前
提
と
し
て
札
鮮
用
建
物
の
援
用
権
の
錆
穏
摘
を
決
定
し
た
。
も
っ
と
も
、
そ
の
こ
と
が
い
か
な
る
理
由
に
も
と
づ
く
の
か

と
い
う
点
に
つ
い
て
判
決
は
軒
ら
述
べ
て
い
な
い
。
学
説
に
お
い
て
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
議
判
所
的
統
制
の
及
，
は
な
い
教
会
の

内
部
規
律
そ
の
も
の
を
裁
判
所
は
一
つ
の
寸
単
な
る
事
実
」

(Eえ
と
ご
と
箆
な
す
べ
き
も
の
と
税
件
。
教
会
当
露
に
よ
る
教
会
法
の

解
釈
、
適
用
の
結
集
マ
あ
る
内
部
規
律
上
の
決
定
に
つ
い
て
、
裁
判
所
は
そ
の
効
力
そ
判
断
す
る
ご
と
な
く
、
事
実
と
し
て
そ
れ
を

確
認
し
、
適
用
す
る
の
み
で
あ
っ
て
、
裁
判
所
が
饗
環
す
べ
き
問
題
は
、
あ
る
み
十
一
在
司
祭
が
任
命
さ
れ
た
の
か
罷
免
さ
れ
た
の
か
と

い
う
事
実
問
題
の
み
マ
あ
り
、
そ
の
行
為
の
効
力
の
存
否
と
い
う
開
題
で
は
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
説
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
実
際
上

裁
判
判
所
は
、
教
会
の
市
内
部
規
棒
上
の
決
定
の
教
会
法
と
の
適
合
性
を
無
制
離
に
推
定
し
、
そ
れ
を
有
効
な
も
の
と
し
て
数
料
す
る
こ

96 宗教法自転8号{工事患の



と
に
な
る
。

フランスにおける教会(J)内務規律に対ずる裁判所による統制(小泉)

こ
の
点
に
つ
き
、
損
害
賠
償
請
求
事
件
で
は
あ
る
が
、
明
礁
な
判
明
が
あ
る
。

裁
判
所
判
決
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
事
件
の
票
告

X
は
主
任
理
祭
で
、
被
告

Y
は
聖
職
停
止
制
裁
(
ス
ス
ペ
ン
シ
オ
)
を
受
け
て
い
た

司
祭
で
あ
っ
て
、

Y
が
頭
職
停
止
制
制
裁
を
受
け
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

X
の
小
教
一
区
教
会
堂
マ
葬
儀
を
執
行
し
た
と
こ
ろ
、

X

は
そ
れ
に
よ
り
教
区
民
に
対
す
る
宗
教
的
権
威
が
損
わ
れ
る
な
ど
の
精
神
的
議
害
を
被
っ
た
と
し
て
、

Y
に
対
し
損
害
賠
間
墳
を
訴
求

し
た
と
い
う
の
が
事
案
で
あ
る
。
本
件
に
お
い
て

Y
は
抗
弁
と
し
て
霊
務
停
止
中
で
あ
る
こ
と
を
一
合
定
し
た
が
、
裁
判
所
は
次
の
よ

九
O
七
年
二
一
晃
一

の
マ
ル
マ
ン

う
に
輯
示
し
て

X
の
請
求
を
認
容
し
た
。

「
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の

般
綴
織
規
範
に
よ
れ
ば
、
湾
教
は
自
己
の
司
教
箆
の
カ
ト
リ
ッ
ク
司
祭
に
対
し
聖
職
停
止
制
裁
の
決
定
を
下
す
権

限
を
有
す
る
。
裁
判
判
所
は
そ
の
理
由
を
審
査
す
る
資
格
を
持
た
ず
、
決
定
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
だ
け
を
確
認
す
る
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
そ
の
決
定
は
、
綾
叡
あ
る
機
関
に
よ
り
綴
鮫
さ
れ
な
か
う
た
か
ぎ
り
、
有
効
な
も
の
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
た
が
っ
て
、

Y
は
正
当
に
聖
戦
停
止
の
状
態
に
あ
る
も
の
と
見
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
J

こ
の
よ
う
に
裁
判
所
が
教
会
法
秩
序
と
国
家
法
殺
序
と
が
競
合
す
る
紛
争
に
接
し
た
場
合
も
、
教
会
法
秩
序
の
総
争
の
場
合
と
開

様
に
、
教
会
の
市
内
部
焼
繍
に
対
し
統
制
を
及
ぼ
さ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
読
者
の
場
合
、
裁
判
所
が
教
会
の
決
定
を
そ
の
ま
ま
有

効
な
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
る
k
い
う
こ
と
が
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
観
点
に
お
い
て
、
政
教
分
離
鎖
壌
の
下
に
も
か
か
わ
ら

さ
ら
に
そ
の
執
行
機
関
の
役
割
そ
悶
慨
す
場
合
も
生
じ
る
と
い
え
よ
問
。

ず
、
留
の
裁
判
所
が
教
会
の
内
部
規
律
者
間
接
的
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プランスにおける教会の内部規律に対する裁判所による続縦{小泉)
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酌
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わ

お

り

』こ

ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ

i
ム
に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
国
教
制
度
の
下
に
お
い
て
、
権
限
時
開
越
に
対
す
る
上
訴
の
制
度
に
よ
り
、
間

王
の
裁
判
判
所
が
教
会
当
局
の
す
べ
て
の
行
為
に
対
し
統
制
を
及
詰
し
え
た
。
コ
ン
コ
ル
ダ
制
度
に
お
い
て
も
、
権
罷
職
鵡
の
訴
の
制

度
に
お
い
て
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
が
公
認
宗
教
の
教
会
の
内
部
議
律
上
の
決
定
に
つ
い
て
の
教
会
法
と
の
連
合
性
の
審
査
後
荷
な

う
こ
と
に
よ
り
、
教
会
の
内
部
規
律
に
対
し
統
制
を
及
ぼ
し
た
。
こ
の
よ
う
な
政
教
分
離
前
の
状
祝
と
対
詑
し
て
、
政
教
分
離
の
下

で
の
枝
況
を
晃
る
時
、
そ
の
大
き
な
特
識
を
指
織
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
政
教
分
離
の
下
で
は
、
盤
の
裁
判
所
は

教
会
の
市
内
部
規
働
時
を
願
期
と
し
て
一
切
統
鱗
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
異
体
的
に
は
、
裁
判
所
は
教
会
法
の
解
釈
、
選
用
そ
ま

っ
た
く
教
会
当
局
の
判
断
に
委
ね
、
教
会
の
市
内
部
規
律
上
の
決
定
に
つ
い
て
の
教
会
法
、
と
の
適
合
性
の
審
査
を
杷
否
し
、
裁
削
判
所
は
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教
会
法
秩
序
の
紛
争
会
解
決
す
る
の
を
掠
容
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
教
会
法
秩
序
と
闇
家
法
秩
序
と
が
競
合
す
る
紛
争
に

お
い
て
は
、
裁
判
携
は
教
会
当
賂
の
決
定
に
つ
い
て
の
教
会
法
と
の
適
合
牲
を
無
制
援
に
推
定
し
、
ぞ
れ
を
有
効
な
も
の
と
し
て
判

決
を
出
す
こ
レ
い
に
な
る
。

こ
の
フ
ラ
ン
ス
の
政
教
分
離
の
下
で
の
状
況
は
、
教
教
分
離
の
下

護
律
に
対
す
る
裁
判
所
の
態
度
に
つ
い
て
の
一
つ
の
モ
デ
ル
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
以
上
に
述
べ
た
フ
ラ
ン
ス
の
裁
判

所
の
態
護
は
、
今
日
の
わ
が
国
の
問
問
題
状
況
を
検
討
す
る
う
え
で
参
考
に
な
る
点
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
わ
が
関
と

フ
ラ
ン
ス
と
で
は
宗
教
的
条
件
会
ら
び
に
璽
史
的
条
件
も
大
い
に
異
な
る
の
?
、
再
考
の
安
易
な
比
較
は
厳
に
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら

の
告
白
を
保
榊
縛
す
る
体
制
に
お
け
る
宗
教
関
体
の
内
部

な
い
。
そ
こ
で
、
本
報
告
は
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
状
、
読
の

端
を
客
観
的
に
示
す
と
い
う
ご
と
で
と
ど
め
さ
そ
で
い
た
だ
く
。

(
付
記
〉
十
事
務
は
学
会
報
告
と
ほ
ぼ
閉
じ
も
の
に
、
注
を
付
し
た
も
の
で
あ
る
。
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