
〈
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
》

宗
教
法
人
の
公
益
牲
に
つ
い
て

門
第
一
報
告
〕

総

論
i
iム
一
小
教
法
人
の
公
益
性
と
税
の
不
諜
・
減
免

阿

期

成

一

〈
南
山
大
学
)

は

め

に

c 

論(阿南}

主
と
し
て
は
宗
教
法
人
に
対
?
る
課
税
問
題

l
i税
務
当
局
は
課
税
の
か
藤
正
化
ヘ
宗
教
法
人
倒
は
か
課
税
強
化
。
と
言
っ
て
い

る
i
iー
が
発
端
と
な
っ
て
、
宗
教
法
人
の
守
会
議
性
」
の
間
競
が
近
年
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
さ
れ
て
き
た
。
と
い
う
の
も
、
宗
教
法

人
に
対
し
て
税
の
減
免
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
宗
教
法
人
の
公
益
性
の
ゆ
え
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
ひ
と
く
ち
に
宗
教
法
人
の
合
益
性
と
欝
つ
で
も
、
そ
の
内
替
が
ど
ん
な
も
の
か
は
私
の
知
る
額
り
余
り
突
っ
、
込

ん
で
論
じ
ら
れ
て
は
い
な
い
。
た
と
え
ば
、
そ
の
公
益
性
は
い
わ
ゆ
る
公
益
法
人
一
般
と
間
程
産
の
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
宗
教

総
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シンポジウムー 然教法人の公主主役について

法
人
に
特
有
の
公
益
性
が
あ
る
の
か
と
い
っ
た
問
題
も
あ
る
。

そ
こ
で
、
こ
の
た
び
宗
教
法
学
会
に
お
い
て
〈
宗
教
法
人
の
会
益
性
〉
を
テ

i
マ
に
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
行
な
う
こ
と
に
な
っ
た
。

謀
説
す
る
側
の
税
務
当
毘
に
も
そ
れ
な
り
の
法
理
論
が
あ
っ
て
の
こ
と
と
怒
わ
れ
る
の
で
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
へ
の
参
加
を
要
識
し
た

が
、
議
般
の
事
情
で
実
現
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
宗
教
関
体
の
法
人
化
の
制
問
題
や
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る

宗
教
法
人
の
公
益
性
に
つ
い
て
は
瀦
当
な
報
告
者
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
わ
が
盟
の
宗
教
立
法
の
沿
革
か
ら
宗
教
法
人
の

公
益
牲
に
つ
い
て
報
告
を
い
た
だ
く
こ
と
も
で
き
た
。
本
稿
は
、
こ
れ
ら
の
各
論
に
先
立
っ
て
、
宗
教
法
人
の
公
議
性
に
つ
い
て
総

論
的
に
問
題
点
そ
報
告
し
た
も
の
に
予
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
(
学
会
後
の
こ
と
で
あ
る
が
、
「
公
議
法
人
の
機
能
と
課
題
L

(

ジ
ュ
ヲ
ス
ト

八
七
O
き
が
公
刊
さ
れ
た
。
併
せ
て
参
熊
さ
れ
た
い
)
。

宗
教
法
人
は
ど
ん
な
公
益
法
人
か

わ
が
霞
の
法
人
に
つ
い
て
は
、
学
説
上
さ
ま
ざ
ま
の
分
類
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
宗
教
法
人
は
、
富
家
の
統
治
権
力
作
用
を
分
担

し
て
い
る
〈
公
法
人
〉
で
は
な
く
て
、
〈
私
法
人
〉
で
あ
る
こ
と
は
一
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
〈
私
法
人
〉
に
つ
い
て
は
民

一
章
の
法
人
に
関
す
る
諸
規
定
が
棋
拠
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
条
文
に
そ
の
文
一
一
一
一
一
向
は
な
い
が
、
便
宜
上

続
法
人
〉
、
一
一
一
五
条
の
法
人
は
〈
営
利
法
人
〉
と
称
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
三
西
条
を
晃
て
み
る
と
、
グ
営
制
約
ヲ
闘
的
ト
セ
サ
ル
モ
ノ
。
と
あ
る
だ
け
で
、
積
極
的
に
。
公
読
を
昌
的
と
す
る
。

せ
い
ぜ
い
そ
の
前
段
に
か
祭
杷
、
宗
教
、
学
術
、
技
芸
英
他
公
益
に
関
ス
ル
社
関
又
ハ
財
悶
ニ
シ
テ
。

四
条
の
法
人
は
〈
公

と
は
定
め
て
い
な
い
。

と
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
開
示
的
に
列
挙
さ
れ
た
祭
把
等
々
は
当
然
に
公
益
的
な
も
の
で
、
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
で
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あ
れ
ば
そ
の
他
の
も
の
も
公
益
的
と
い
う
意
味
に
解
釈
で
き
な
く
も
な
い
。
学
説
は
公
益
法
人
の
公
議
性
を
社
会
全
般
の
科
益
〈
不
特

定
多
数
の
利
益
)
と
説
明
し
て
い
る
。

い
っ
た
い
民
法
記
四
条
は
、
森
泉
教
捜
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
、
。
蛍
利
ヲ
自
的
ト
セ
サ
ル
。
〈
非
営
利
性
〉
に
議
点
が
あ
る
の
か
、

そ
れ
と
も
か
其
他
公
益
ニ
間
関
ス
ル
8

{

公
益
性
)
に
重
点
が
あ
る
の
か
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
が
、
通
説
な
ら
び
に
公
設
法
人
設
立

の
実
憶
に
お
い
て
は
前
者
に
重
点
が
お
か
れ
て
い
る
(
森
泉
撃
「
公
益
法
人
法
制
の
現
況
と
あ
り
か
た
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
七
O
号
、
一
(
U
資
ー

そ
の
結
果
、
ひ
と
く
ち
に
公
益
法
人
と
言
つ
で
も
、
続
公
益
法
人
の
ほ
か
に
親
臨
岳
体
型
あ
る
い
は
業
者
間
体
重
の
中
間
搬
の
も
の

も
あ
ま
た
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
な
る
ほ
ど
非
営
判
的
で
は
あ
る
が
公
益
殺
の
希
薄
な
公
益
法
人
に
対
し
て
、
公
益
法

人
な
る
が
ゆ
え
の
税
の
免
識
を
め
ぐ
っ
て
批
判
が
当
然
に
高
ま
る
こ
と
と
な
る
。

次
に
、
民
法
は
法
人
に
関
し
て
社
罰
と
財
毘
令
類
思
し
、
公
益
法
人
に
は
ど
ち
ら
の
型
も
あ
り
う
る
四
条
〉
が
、
営
判
明
法
人
に

つ
い
て
は
社
団
法
人
に
窺
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
社
部
組
織
の
雪
利
法
人
は
H

蕗
事
会
社
設
立
ノ
条
件
。
に
従
っ
て
法
人
に
な
る
途

し
か
な
く
、
財
再
出
組
識
の
繋
利
法
人
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
宗
教
法
人
は
宗
教
法
人
法
に
も
と
づ
い
て
法
人
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
性
質
は
社
団
か
財
団
か
と
い
う
問
題
が
あ

る
。
通
説
に
よ
れ
ば
、
社
屈
は
人
の
集
ま
り
が
法
人
ル
出
し
て
権
制
主
体
に
な
る
の
に
対
し
、
財
団
は
財
産
の
集
ま
り
が
そ
う
な
る
。

と
こ
ろ
が
、
宗
教
団
体
は
信
者
と
い
う
人
の
集
ま
り
と
共
に
、
神
社
仏
関
や
教
会
堂
等
の
財
産
の
集
ま
り
で
も
あ
る
か
ら
、
社
団
に

し
て
同
時
に
財
団
的
組
織
で
あ
り
、
い
ず
れ
と
も
特
定
し
が
た
い
。
か
か
る
も
の
は
他
に
も
〈
学
校
〉
等
ざ
ま
ぢ
ま
あ
る
。
そ
こ
で
、

公
益
法
人
特
別
法
が
民
法
と
は
別
に
公
益
法
人
化
の
迭
を
関
念
、
民
法
上
の
一
般
公
益
法
人
の
他
に
宗
教
法
人
、
学
校
法
人
等
の
特

別
公
益
法
人
が
生
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
し
た
が
っ
て
、
宗
教
法
人
が
社
聞
か
財
僅
か
を
議
論
す
る
実
益
も
少
な
く
な
っ
た
。

論{阿南)総
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シンポジウム一一宗教法人の公益性について

関

家

と

宗

教

わ
が
日
本
国
憲
法
が
国
家
と
宗
教
の
関
係
に
つ
き
〈
分
離
主
義
〉
の
立
場
を
採
っ
て
い
る
こ
と
は
、
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
し

か
し
、
歴
史
上
、
ま
た
世
界
各
潤
を
見
る
と
き
、
そ
う
で
な
い
〈
田
家
と
宗
教
の
関
係
〉
も
存
在
し
た
し
、
現
に
存
証
す
る
。
そ
こ

で
、
国
家
と
宗
教
の
関
係
の
さ
ま
ざ
ま
の
も
の
を
類
型
化
し
て
比
較
検
討
し
、
宗
教
団
体
の
法
的
取
り
扱
い
を
め
ぐ
る
公
益
性
の
開

購
の
考
察
の
参
考
に
供
し
て
み
た
い
。

ま
ず
第
一
の
タ
イ
プ
は
〈
鴎
教
主
義
〉
で
あ
る
。
古
く
は
ピ
ザ
ン
チ
ン
帝
国
に
、
近
く
は
英
留
に
、
そ
し
て
現
在
も
い
く
つ
か
の

国
で
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
特
定
の
宗
教
を
そ
の
罷
の
宗
教
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
で
も
、
留
教
と
さ
れ
て
い
る
宗
教
(
派
〉
以

外
の
も
の
に
対
す
る
排
他
牲
に
は
さ
ま
ざ
ま
あ
り
、
迫
害
弾
一
仕
も
辞
さ
ぬ
ほ
ど
の
も
の
も
あ
れ
ば
、
比
較
的
寛
容
な
も
の
も
あ
る
。

と
は
い
え
、
臨
教
主
義
の
場
合
は
、
た
と
え
寛
容
で
あ
っ
て
も
、
非
国
教
徒
が
社
会
的
に
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
し
て
疎
外
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

第
二
は
〈
分
離
主
義
〉
で
あ
る
。
現
代
の
先
進
工
業
国
の
多
く
は
こ
の
タ
イ
プ
で
、
わ
が
留
の
よ
う
に
徹
惑
し
た
分
離
主
義
を
採

っ
て
い
る
題
は
少
な
い
。
ど
の
割
に
も
多
か
れ
少
な
か
れ
宗
教
の
信
統
が
あ
り
、
諸
宗
教
間
関
に
お
の
ず
か
ら
な
る
優
劣
が
形
成
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
が
あ
る
で
い
ど
以
上
に
な
る
と
、
余
り
徹
惑
し
た
分
離
主
義
は
摺
家
・
撰
教
の
い
ず
れ
に
と
っ
て
も
貯
ま
し
く
な
い

ご
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
第
一
一
一
の
折
衷
タ
イ
プ
の
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
第
三
の
タ
イ
プ
に
お
い
て
は
、
歴
史
的
に
倍
統
が
あ
り
、
か
つ
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
で
あ
る
宗
教
・
宗
派
に
対
し
て
商
家
が
特
権

を
認
め
る
と
共
に
、
特
制
加
の
義
務
を
も
課
す
る
。
そ
の
理
由
は
こ
の
特
定
の
宗
教
(
派
〉
の
摺
仰
の
保
護
に
で
は
な
く
て
、
そ
の
社
会
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的
投
割
の
重
要
性
〈
1
公
益
性
〉
に
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
た
と
え
ば
、
教
訓
阿
や
社
会
議
祉
事
業
を
永
年
に
わ
た
り
行
な
っ
て
き
て
、

そ
の
た
め
の
施
設
や
ス
タ
ッ
フ
も
整
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
利
用
す
る
ほ
う
が
器
家
と
し
て
も
得
策
だ
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
以
上
の
一
一
一
つ
の
タ
イ
プ
を
宗
教
関
体
の
公
益
栓
と
い
う
観
点
か
ら
み
る
と
、
第
一
の
翻
教
主
義
は
宗
教
団
体
を
国
家

と
同
じ
位
に
公
接
的
な
も
の
と
み
て
い
る
も
の
と
蜜
え
よ
う
。
そ
れ
に
対
し
、
第
ニ
の
分
離
主
義
は
宗
教
を
払
世
帯
と
み
な
し
、
宗
教

鴎
体
を
私
的
毘
体
に
で
き
る
だ
け
と
ど
め
て
お
こ
う
と
す
る
。
関
家
は
宗
教
団
体
の
本
的
自
由
競
争
に
任
せ
、
公
序
員
協
に
長
し
な

い
限
り
そ
れ
に
イ
ン
デ
ブ
ア
レ
ン
ト
で
あ
ろ
う
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
第
五
の
タ
イ
プ
は
、
宗
教
団
体
そ
の
も
の
は
私
的
盟
体
で
あ

-
ガ
ス
事
業
の
よ
う
な
公
議
事
業
に
対

る
が
、
そ
の
社
会
的
役
割
の
公
益
性
の
ゆ
え
に
あ
る
種
の
特
別
扱
い
を
す
る
も
の
で
、

す
る
顕
家
の
か
か
わ
り
に
献
で
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
以
上
の
よ
う
に
み
る
の
は
大
ざ
っ
ぱ
に
額
型
化
し
て
の
こ
と
で
、
実
療
に
は
名
盟
の
歴
史
的
・
社
会
的
事
情
に
撮
る

タ
イ
プ
の
中
の
ど
れ
を
努
ま
し
い
と
考
え
る
か
と
は
別
に
、
現
実
に
は
い
ろ
い
ろ
の
タ
イ
プ
が
存
主
理
由
を

と
こ
ろ
が
大
き
い
。

以
つ
で
あ
る
こ
と
は
無
視
で
き
な
い
。

宗
教
法
人
に
対
す
る
税
の
不
課
・
減
免

論(堅苦手簡)

ユ
ル
ケ
イ
ム
や

M
-
ウ
ェ

l
パ
;
の
宗
教
社
会
学
が
解
明
し
た
よ
う
に
、
京
教
は
い
ず
れ
の
嗣
の
麗
史
に
お
い
て
も
社
会
統
合

の
核
心
的
役
額
を
担
っ
て
き
た
か
ら
、
国
家
の
税
制
上
宗
教
関
体
は
製
域
観
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
こ
こ
で
替
う
〈
不
諜
〉
と

い
う
一
一
盟
国
襲
な
い
し
は
考
え
方
は
ま
さ
に
そ
れ
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。
中
央
集
権
的
関
家
権
力
が
確
立
さ
れ
た
の
ち
に
お
い
て
は
宗

教
団
体
の
蝶
域
視
は
な
く
な
っ
て
き
た
が
、
代
わ
り
に
税
の
誠
免
と
い
う
形
で
の
特
刻
扱
い
が
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

事主
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シンポジウム一一策教法人の公益伎について

か
か
る
歴
史
的
事
情
は
と
も
か
く
と
し
て
、
近
代
国
家
に
お
い
て
、
し
か
も
憲
法
上
特
に
分
離
主
義
を
採
用
問
し
て
い
る
国
に
お
い

て
税
の
不
課
・
減
免
は
い
っ
た
い
ど
ん
な
法
環
論
に
も
と
づ
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
般
に
は
宗
教
法
人
の
〈
公
益
性
〉
が
法

理
論
上
の
棋
拠
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
味
は
実
に
き
わ
め
て
あ
い
ま
い
で
あ
る
。

I 

一
般
公
益
法
人
じ
し
て

日
本
臨
憲
法
一
一

O
条
一
項
は
宗
教
思
体
へ
の
特
権
付
与
を
禁
止
し
て
い
る
か
ら
、
そ
の
も
と
で
な
お
菜
教
団
体
が
税
の
不
課
・
謀

免
と
い
う
特
権
を
受
け
る
た
め
に
は
、
憲
法
解
釈
上
論
じ
て
お
く
べ
議
問
題
が
多
々
あ
る
こ
と
に
な
る
。

ま
ず
第
一
の
解
釈
は
、
宗
教
極
体
の
貌
制
上
の
特
権
は
宗
教
間
体
と
し
て
で
は
な
く
て
、
他
の
公
益
剖
体
と
詞
じ
公
益
性
の
ゆ
え

で
あ
り
、
公
議
開
体
で
あ
る
こ
と
の
…
反
射
的
効
巣
だ
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
は
公
益
法
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
、

収
誕
事
業
以
外
か
ら
の
所
得
は
も
ち
ろ
ん
、
収
益
事
業
か
ら
の
所
得
に
対
し
て
も
法
人
裂
は
課
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
収
益
事
業
と

そ
の
公
益
事
業
の
た
め
の
資
金
づ
く
り
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
名
は
公
益
法
人
で
も
収
益
事
業

い
え
ど
も
、

を
鷲
む
も
の
が
あ
っ
た
の
で
、
問
地
和
一
一
五
年
の
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
で
攻
益
事
業
に
対
し
て
の
み
課
税
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
公
益

法
人
に
あ
っ
て
は
そ
の
税
率
は

般
法
人
に
詑
べ
髄
遇
さ
れ
て
い
る
(
泉
美
之
松
「
公
益
法
人
の
税
制
」
ジ
ヰ
リ
ス
ト
八
七
O
号
)
。
た
だ

し
、
宗
教
法
人
お
よ
び
労
働
組
合
の
収
益
事
業
に
関
し
て
は
、
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
以
前
に
お
い
て
も
納
税
の
義
務
が
課
さ
れ
て
い
た
コ

こ
の
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
税
法
上
は
公
話
法
人
の
公
益
法
人
と
い
う
こ
と
だ
け
で
不
課
減
免
の
優
選
扱
い
を
な
さ
れ
て
い
た
の

で
、
公
議
性
の
内
容
に
つ
い
て
の
議
論
が
な
か
っ
た
の
は
事
然
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
わ
か
る
こ
と
は
、
宗
教
諸
人
に

つ
い
て
も
他
の
一
般
公
益
法
人
並
み
の
公
益
性
と
い
う
こ
と
に
と

rま
り
、
ぞ
れ
以
上
の
こ
と
は
税
制
に
関
す
る
龍
り
考
え
ら
れ
て

い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
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特
殊
公
益
法
人
と
し
て

宗
教
法
人
等
個
担
立
法
(
特
別
法
)
に
よ
る
公
益
法
人
が
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
こ
の
種
の
法
人
は
そ
の
ゆ
え
に
公
益
牲

に
お
い
て
も
何
か
特
殊
公
益
的
な
も
の
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
手
が
か
り
は
各
特
殊
立
法
の
聾
頭
の
間
的
規
定
に
見
ら
れ
な
い

こ
と
も
な
い
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
宗
教
法
人
法
の
第
一
条
の
よ
う
に
、
む
し
ろ
事
業
の
丹
滑
な
運
営
に
資
す
る
の
が
目
的
で
、
特

殊
公
議
性
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
そ
こ
に
根
拠
を
見
出
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
公
益
性
は
か
不
特
定
多
数
の
人
び
と
へ
の
利
益
4

ま
る
共
通
の
こ
と
が
ら
で
あ
り
、
し
い
て
宗
教
法
人
に
特
徴
的
な
こ
と
と
替
え
ば
、
そ
の
利
益
が
轄
神
的
な
も
の
と
い
う
こ
と
に
あ

る
で
あ
ろ
う
。
民
法
一
一
一
路
条
で
併
示
さ
れ
て
い
る
慈
善
、
学
術
、
技
芸
に
比
べ
、
祭
肥
、
宗
教
は
い
か
な
る
特
殊
性
そ
脊
す
る
だ
ろ

う
か
。
宗
教
法
人
法
一
一
条
は
、
宗
教
法
人
が
そ
の
精
神
的
公
益
牲
を
丹
な
う
手
段
と
し
て
H

教
義
を
ひ
ろ
め
、
犠
式
行
事
を
行
い
、

信
者
を
教
北
育
成
す
る
w

と
「
宗
教
日
行
為
L

に
つ
い
て
定
め
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
こ
の
宗
教
行
為
そ
す
る
と
こ
ろ
に
宗
教
法
人
の
特

殊
目
的
が
あ
る
こ
と
に
な
る
が
、
地
の
麓
特
殊
合
益
法
人
も
そ
れ
ぞ
れ
の
特
殊
閥
的
を
有
し
て
お
り
、
宗
教
法
人
だ
け
が

る
が
、
こ
れ
は
他
の
す
べ
て
の
会
益
法
人
に
も
当
て
は

段
高
次

な
公
益
性
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
令

論(阿南}

こ
う
考
え
て
く
る
と
、
こ
と
税
制
に
関
し
て
は
、
公
益
性
一
…
殿
、
あ
る
い
は
宗
教
法
人
の
特
蝶
公
益
性
を
問
題
に
し
て
論
じ
る
の

は
根
拠
が
そ
れ
ほ
ど
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
、
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
、
他
の
特
殊
公
益
誌
人
と
は
違
っ
て
、
宗
教

法
人
の
場
合
は
、
信
教
の
嗣
由
に
関
し
て
国
家
権
力
と
の
鯖
係
が
デ
リ
ケ
ー
ト
で
あ
り
、
む
し
ろ
こ
の
関
係
の
考
察
か
ら
そ
の
特
殊

性
を
見
出
だ
す
べ
ぢ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
到
の
立
場
か
ら
で
は
あ
る
が
、
現
在
の
家
教
法
人
に
対
す
る
税
制
上
の
取
り
扱
い
に
つ

い
て
の
憲
法
上
の
議
論
は
特
に
や
か
ま
し
い
。
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優
遇
税
制
と
憲
法
問
題

す
で
に
触
れ
て
お
い
た
特
権
付
与
の
禁
止
(
憲
法
一
一

O
条
一
項
)
は
、
特
定
の
宗
教
団
体
を
他
の
宗
教
団
体
よ
り
も
優
遇
す
る
こ
と

一
般
団
体
に
比
べ

を
禁
止
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
戦
前
の
わ
が
掘
で
特
定
宗
教
間
体
の
特
権
化
の
苦
い
経
験
に
か
ん
が
み
、

教
団
体
を
周
波
遇
す
る
こ
と
も
向
条
問
項
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
、
と
解
釈
す
る
向
き
も
あ
る
。
税
制
上
の
特
権
と
の
か
か
わ
り
で
み
る

な
ら
、
既
述
の
よ
う
に
、
議
教
法
人
も
組
の
公
益
法
人
と
向
械
で
便
設
を
付
与
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
宗
教
法
人

だ
か
ら
で
は
な
く
て
、
散
の
公
益
法
人
と
共
に
公
益
法
人
に
与
え
ら
れ
て
い
る
税
法
上
の
特
権
が
諜
教
法
人
に
も
反
映
し
て
い
る
に

す
ぎ
な
い
。

次
に
、
税
の
減
免
は
い
わ
ゆ
る
積
極
的
支
出
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
憲
法
八
九
条
の
グ
公
の
財
産
の
支
出
利
用
6

に
は
当
た
ら

な
い
、
と
解
さ
れ
る
。
宗
教
法
人
に
つ
い
て
は
、
他
の
公
益
法
人
と
同
じ
理
由
で
免
税
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
必
し
も
そ
の
事
業

を
特
に
援
勤
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
憲
法
八
九
条
に
譲
援
し
な
い
、
と
い
う
詰
訳
説
も
同
む
立
場
に
立
つ
も
の
と
思
わ
れ

る

こ
れ
に
対
し
、
わ
が
国
の
憲
法
が
き
び
し
い
政
教
分
離
露
関
を
採
っ
て
い
る
こ
と
を
特
に
盤
視
し
て
、
宗
教
法
人
を

般
公
益
法

人
と
間
一
捜
し
て
よ
い
か
に
関
し
て
疑
念
を
呈
す
る
向
き
も
あ
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら

人
と
蓋
別
し
て
宗
教
法
人
に
の
み
課
税
し
、
宗
教
法
人
を
不
利
益
に
扱
う
こ
と
が
教
政
分
離
だ
と
は
言
え
な
い
。
も
し
そ
う
す
る
な

ら
、
宗
教
法
人
に
は
公
議
性
な
し
と
す
る
こ
と
に
他
な
ら
ず
、
な
ぜ
合
益
性
が
な
い
か
の
論
掘
を
明
ら
か
に
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
(
井

っ
て
、
宗
教
法
人
を
他
の

般
公
益
法

上
恵
行
「
耐
水
一
教
法
人
法
の
基
礎
的
研
究
」
〈
第
一

九
八
O
年
)

五
八
賞
以
下
〉
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む

び

す

以
上
大
変
に
大
ま
か
に
、
宗
教
法
人
の
公
益
性
会
め
ぐ
っ
て
考
え
て
お
か
れ
る
べ
き
諸
問
問
題
そ
ご
く
総
論
的
に
見
て
み
た
が
、

般
公
益
法
人
の
〈
公
益
性
〉
も
、
ま
し
て
や
宗
教
法
人
の
〈
会
益
性
〉
も
、
そ
の
意
味
内
容
は
必
ず
し
も
焼
織
で
は
な
い
。
地
方
、

公
益
法
人

;
iそ
の
一
つ
で
あ
る
京
教
法
人
!
ー
に
対
す
る
税
制
制
は
多
分
に
政
策
的
な
も
の
が
あ
り
、
必
ず
し
も
〈
公
益
性
〉
が
伺

か
を
藷
ま
え
て
の
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
問
題
状
況
が
き
わ
め
て
あ
い
ま
い
で
あ
る
こ
と
は
、
特
に
京
教
法
人
に
と
っ
て
問
問

題
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
裁
策
的
見
地
か
ら
宗
教
法
人
に
対
す
る
謀
説
が
逃
意
的
に
決
め
ら
れ
、
課
税
と
い
う
手
段
そ
通
し
て
国

家
権
力
が
宗
教
間
体
会
間
接
続
制
制
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

き
れ
ば
こ
そ
、
宗
教
法
人
法
は
持
に
定
め
を
置
い
て
、
グ
:
:
:
宗
教
法
人
に
対
す
る
公
租
公
課
に
関
係
が
あ
る
法
令
を
制
定
し
、
若

し
く
は
改
廃
し
、
・
:
:
ず
る
場
合
に
お
い
て
は
、
宗
教
法
人
の
京
教
上
の
特
笠
及
び
慣
警
宇
佐
尊
重
し
、
信
教
の
浅
耐
を
妨
げ
る
こ
と

が
な
い
よ
う
特
に
4

留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
e

(
八
四
条
〉
と
の
注
意
錦
繍
定
を
設
け
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
窺
荒
は
説
教
法
人

切
課
税
し
な
い
〈
し
て
は
い
げ
な
い
)
と
い
う
〈
不
輸
不
入
〉
の
特
権
を
認
め
た
も
の
で
は
な
い
ば
か
り
か
、
む
し
ろ
課
貌
が
あ

論{事若手軽}

そ
の
さ
い
僧
教
の
自
由
へ
留
意
を
す
べ
き
こ
と
を
煤
め
た
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
周
知
の
よ
う
に
砂
寂
益
事
業
を
営
む
場
合
。
に
限
り
公
締
法
人
は
納
税
の
義
務
そ
負
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
(
法
人
税

法
四
条
)
。
つ
ま
り
、
非
収
益
事
業
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
所
得
が
あ
っ
て
も
課
税
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
立
法
趣

旨
は
、
箆
史
的
事
警
も
あ
ろ
う
が
、
そ
の
所
得
が
公
益
に
i
i
i不
特
定
多
数
の
人
の
利
益
に
i
i
i使
用
さ
れ
る
か
ら
と
い
う
と
こ
ろ

に
あ
る
と
患
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
収
益
事
業
か
ら
全
じ
た
所
得
の
う
ち
公
議
事
業
に
繰
り
入
れ
ら
れ
る
一
定
欝
合
の
も
の
は
免

り
う
る
こ
と
を
前
提
と
し
、

総
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税
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
推
し
は
か
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
、
何
が
公
益
事
業
か
は
グ
収
益
事
業
で
な
い
。

と
い
う
消
楼
的
な
提
え
方
し
か
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
法
人
税
法
で
〈
収
益
事
業
〉
と
し
て
限
定
列
挙
さ
れ
て
い
る
三
三
業
種

(
同
法
施
行
令
五
条
)
以
外
の
事
業
は
す
べ
て
公
議
事
業
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
公
議
事
業
か
者
か

1
!正
確
に
は
収
益
事
業
で
な
い
か
否
か

l
!は
、
し
た
が
っ
て
課
税
さ
れ
る
か

一
台
か
も
、
突
は
施
符
令
の
窓
め
方
い
か
ん
に
か
か
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
接
行
令
の
制
定
は
懇
意
的
に
行
な
わ
れ
る
必
け
で
は
な

く
、
。
他
の
欝
利
事
業
と
岡
謹
の
競
合
す
る
事
業
e
に
つ
い
て
収
益
事
業
と
し
て
追
加
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
経
務
情
勢
の
変
化

に
よ
っ
て
そ
れ
は
変
わ
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

ざ
い
ど
に
、
公
益
法
人
、
特
に
宗
教
法
人
が
、
そ
の
本
来
の
事
業
で
あ
る
公
議
事
業
以
外
の
事
業
を
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る

の
は
、
宗
教
法
人
の
9

日
的
に
皮
し
な
い
。
限
り
に
お
い
て
で
あ
り
、
か
っ
そ
れ
が
的
収
益
を
生
む
た
と
き
は
、
:
:
:
嬬
教
法
人
・
:
:

若
し
く
は
宗
教
法
人
が
援
助
す
る
:
:
:
公
益
事
業
の
た
め
に
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
d

〈
宗
教
法
人
法
六
条
〉
と
嬰
規
さ
れ
て
い

る
。
公
益
法
人
の
収
議
事
業
の
隈
定
や
、
ぞ
れ
か
ら
生
じ
る
所
得
に
対
す
る
課
税
の
欝
遇
措
寵
も
本
条
の
ゆ
え
で
あ
る
こ
と
を
宗
教

法
人
が
十
分
に
認
識
し
、
い
や
し
く
も
経
理
が
ず
さ
ん
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
京
教
法
人
が
姿
勢
を
正
し
、
身
辺
が
ク
リ
ー
ン
で

な
け
れ
ば
、

の
自
由
を
持
出
し
て
も
国
民
の
支
持
は
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
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