
ア
メ
リ
カ
の
対
日
政
策
に
お
け
る
宗
教
概
念
を
め
ぐ
っ
て

置中

野

毅(
制
制
紙
大
学
)

アメリァ?の対日政策における家事支概念をめぐって(中野)

近
年
、
占
領
寧
の
文
書
が
解
禁
と
な
り
、
そ
の
研
究
が
色
々
な
形
で
進
め
ら
れ
て
い
る
。
お
領
時
代
当
時
の
状
況
と
い
う
も
の
が

ま
す
ま
す
詳
縮
に
解
明
さ
れ
、

ア
メ
リ
カ
の
対
日
お
鍋
軍
政
築
の
作
成
過
穂
で
あ
る
と
か
、

G
H
Q内
部
の
動
き
等
に
つ
い
て
も
、

か
な
り
分
か
っ
て
ち
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
語
教
の
自
由
」
の
よ
う
な
京
教
政
策
に
つ
い
て
の
詳
細
な
検
討
と
、
占
領
政
策
会
体

の
中
で
宗
教
問
題
が
占
め
て
い
る
重
要
性
に
つ
い
て
の
、
正
婦
か
ら
取
り
続
ん
だ
研
究
と
い
う
も
の
は
、
ま
だ
少
な
い
a

こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
は
非
常
心
少
な
く
、
当
時
、

C
I
E
{
p
u
n
n
Q誌
剛
山
構
報
教
狩
時
}
の
も
と
で
、
日
本
で
い
う

係
長
レ
ヴ
ェ
ル
の
い
わ
ば
下
級
幹
部
で
あ
っ
た
ウ
ッ
ダ

i
ド
の
『
連
合
凶
に
よ
る
日
本
占
領
と
日
本
宗
教
』
と
い
う
著
作
が
、
体
系

だ
っ
た
も
の
と
し
て
は
、
唯
一
で
あ
る
と
い
っ
て
過
言
で
な
い
。
そ
し
て
占
領
文
書
が
解
禁
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、

そ
の
ウ
ッ
ダ

ー
ド
の
所
論
の
不
充
分
な
所
の
指
捕
や
再
検
討
な
ど
が
、
例
え
ば
、

明
星
大
学
の
高
橋
史
朗
氏
な
ど
に
よ
っ
て
始
ま
っ
て
い
る
段
措

で
あ
る
。

し
か
し
、
現
段
請
に
お
い
て
も
、

い
く
つ
か
の
更
に
厳
密
な
研
究
を
必
要
と
す
る
疑
問
点
が
持
ち
上
が
っ
て
米
て
い
る
。
そ
の

宗教法7サ(1989)87 



つ
が
「
器
家
神
道
、
神
社
神
道
に
対
す
る
政
府
の
保
証
、
支
援
、
保
全
、
監
督
並
び
に
弘
布
の
廃
止
に
関
す
る
指
令
」
(
以
後
「
神

道
指
令
」
と
略
。
資
料
9
}
に
よ
っ
て
命
じ
ら
れ
た
「
政
教
分
離
の
原
則
附
」
を
め
ぐ
る
間
回
端
で
あ
る
。

例
え
ば
、
前
述
の
ウ
ッ
ダ

i
ド
は
そ
の
務
警
の
や
で
ご
}
の
『
政
教
分
離
の
原
剥
』
と
い
う
の
は
『
静
伏
後
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ

の
初
期
対
日
方
針
』
{
以
後
「
初
期
対
日
方
針
」
と
略
す
。
資
料
ら
)
で
は
全
く
触
れ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
神
道
の
酷
か
ら
の
分
離
が

公
式
の
政
策
と
な
っ
た
の
は
か
な
り
唐
突
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
初
め
て
公
に
さ
れ
た
の
が
、

九
四
五
年
の
国
務
復
の
極
東
局
長
ヴ

ィ
ン
セ
ン
ト

C
O
}
5
5
3
2三
)
に
よ
る
ラ
ジ
オ
放
送
〈
資
料
4
)

家
も
び
っ
く
り
し
だ
い
と
い
う
よ
う
な
話
が
出
て
い
る
。

で
あ
る
。
そ
れ
を
聴
い
て
、

み
ん
な
び
っ
く
り
し
た
。
占
領

さ
ら
に
ウ
ッ
ダ

i
ド
は
「
降
伏
文
書
に
も
『
院
内
伏
後
の
初
期
対
日
方
針
』
に
も
よ
神
道
』
と
い
う
一
言
葉
は
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
っ

て
、
宗
教
政
策
に
関
す
る
提
案
は
吋
信
教
の
自
由
恥
の
確
立
を
う
た
っ
て
い
る
こ
と
と
、
家
国
主
義
や
極
端
な
阿
国
家
主
義
が
宗
教
の

発
名
に
臆
れ
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
こ
と
の
二
点
で
あ
っ
て
、
そ
れ
だ
け
で
あ
る
。
占
領
家
は
こ
れ
ら
の
意
味
を
解
釈
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
神
道
に
対
す
る
瞬
間
間
の
線
機
と
為
す
こ
と
が
出
来
た
。
お
鎖
箪
の
宗
教
行
政
は
、

あ
っ
た
と
詰
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。

任
さ
れ
た
形
で

ほ
と
ん
ど
現
場
に

更
に
、
倒
、
え
立
こ
の
当
時
や
は
り

C
I
志
の
ス
タ
ッ
フ
で
あ
っ
た
ホ
j
ル
な
ど
は
、
州
国
教
と
し
て
の
神
道
は
禁
止
す
る
と
い
う
ワ

シ
ン
ト
ン
か
ら
の
こ
の
よ
う
な
見
解
と
い
う
の
は
、
総
司
令
部
に
と
っ
て
は
「
大
変
な
驚
が
く
」
で
あ
り
、

J
R
違
い
じ
み
た
信
号

の
変
更
い
で
あ
っ
た
と
述
べ
た
と
い
う
。
ご
」
の
よ
う
に
国
務
複
を
中
心
と
す
る
ア
メ
リ
カ
政
府
と
、
総
司
令
部
と
の
認
に
は
、
宗

教
政
築
上
の
大
き
な
認
識
の
ズ
レ
が
あ
つ
が
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
高
橋
史
朗
氏
は
、
そ
う
い
う
宗
教
政
策
上
の
認
識
の
ズ
レ
を

-
十
九
緩
す
る
為
に

パ
ン
ス

A
F
け
君
主
凶
器
開
き
認
笹
∞

S
2・
c
I
E宗
教
資
源
諜
の
宗
教
問
題
担
当
ス
タ
ッ
フ
で
あ
っ
た
パ
ン

ス
大
腐
〉

は
、
「
ア
メ
リ
カ
の
四
国
務
省
の
方
針
に
は
全
く
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
絶
対
的
立
以
教
分
離
原
射
』
を
採
用
し
、
個
人
の

毒事宗教法?号(1989)



宗
教
と
し
て
の
持
滋
に
は
子
渉
し
な
い
が
、
回
出
家
と
宗
教
、
特
に
神
道
を
完
全
に
分
離
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

一
す
る
方
策
を
考
え
出
し
た
」
と
述
べ
、

こ
の
矛
臆
会
止
揚
統

パ
ン
ス
の
倒
人
的
創
意
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
ま
た
、

作
成
者
自
身
が
そ
の
意
味
で
誤
り
を
認
め
て
い
る
よ
う
な
「
神
道
指
令
」
は
、

日
本
の
宗
教
、
神
道
に
対
す
る
理
解
を
正
し
く
捉
え

て
い
な
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、

っ
て
、
「
作
成
者
自
身
が
誤
り
を
認
め
て
い
る
よ
仲
道
指
令
』
を
絶
対
視
し
、

日
本
国
憲
法
を

の
絶
対
的
政
教
分
離
原
則
の
精
神
で
解
釈
し
よ
う
と
す
る
額
向
が
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
神
道
指
令
の
趣
旨

に
も
反
す
る
も
の
で
あ
る
。
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

吋
神
道
指
令
』

確
か
に
ア
メ
リ
カ
の
対
日
政
葉
に
お
け
る
宗
教
政
葉
に
闘
し
て
は
い
く
つ
か
の
問
題
点
が
あ
り
、
ぞ
れ
を
摂
状
に
お
い
て
繋
理
す

れ
ば
次
の

に
な
る
。

アメヰカの対B欽後におけるぶ教概念をめぐって{小野)

、
G
H
Qと
ア
メ
リ
カ
国
務
省
、
ま
た
は
統
合
参
謀
本
部

(
J
C
S
)
と
の
慌
に
、
白
銀
政
策
立
つ
い
て
の
意
志
の
疎
通
に
欠

け
て
い
る
頭
が
あ
り
、
問
題
意
議
の
柑
達
、
ま
た
は
政
東
上
の
ズ
レ
が
あ
っ
た
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。

ニ
‘
神
道
の
問
問
家
か
ら
の
分
離
政
策
と
い
う
も
の
が
、
本
掛
か
ら
の
強
い
指
令
に
よ
っ
て
、

や
む
な
く
行
っ
た
よ
う
な
印
象
を
受

け
る
。

一
一
…
、
「
政
教
分
離
の
原
則
」
の
導
入
と
い
う
も
の
も
、

パ
ン
ス
等
の
問
先
場
サ
イ
ド
の
「
苦
肉
の
策
い
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、

約
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
も
の
の
よ
う
に
も
受
け
取
れ
る
。

こ
れ
ら
の
掻
朔
点
に
対
し
、
こ
こ
で
は
、

ア
メ
リ
カ
の
対
日
占
領
政
菜
の
形
成
過
程
で
的
論
議
に
遡
り
、
対
日
宗
教
政
築
が
ア
メ

リ
カ
の
対
日
戦
略
の
ど
の
よ
う
な
段
階
で
、

ど
の
よ
う
な
基
本
的
内
容
と
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た
も
の
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
、
ぇ

て
い
く
こ
と
に
す
る
。
特
に
第
一
に

こ
の
「
信
教
の
白
山
」
と
い
う
問
題
が
ど
の
よ
う
な
意
味
で
考
え
ら
れ
て
い
た
の
か
。
そ
し

て
第
一
一
に
、
そ
の
問
題
と
の
関
連
で
「
政
教
分
離
の
胤
尉
」
と
い
う
の
は
合
衆
凶
政
府
の
中
に
お
い
て
、

ど
の
段
撲
で
、

ど
の
よ
う

宗教総7サ(19島幸}事告



に
考
え
ら
れ
て
い
た
の
か
。
ま
た
第
一
一
一
に
、

そ
の
「
信
教
の
自
由
」
と
「
政
教
分
離
の
原
則
」
と
い
う
二
つ
め
要
素
が
ど
の
よ
う
に

し
て
結
び
つ
い
て
い
っ
た
の
か
、

と
い
う
諸
点
に
焦
点
を
あ
て
て
考
察
し
て
ゆ
き
た
い
。
そ
れ
ら
に
焦
立
を
当
て
て
考
え
て
ゆ
く
こ

と
に
よ
り
、

と
い
う
開
題
を
。

ア
メ
リ
カ
政
府
と

G
H
n
Q、
特
に
パ
ン
ス
の
「
神
道
指
令
い
と
の
政
策
上
の

貫
性
は
み
っ
た
の
か

そ
れ
か
ら
「
神
道
指
令
」
の
独
自
性
は
鰐
か
、

そ
し
て
、

そ
の
意
義
は
何
か
、

と
い
う
問
題
を
も
伴
せ
て
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
す

る
ま
ず
最
初
に
「
信
教
の
自
由
」
の
よ
蕊
・
球
」
の
問
附
粗
か
ら
入
っ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

占
領
政
策
の
や
に
お
い
て
「
信
教
の
自
由
」
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
高
ら
か
に
、

そ
し
て
常
に
う
た
わ
れ
て
い
る
。
隣
、
え
ば
、
有

名
な
「
ポ
ツ
ダ
ム

の
第
印
税
の
後
半
部
分
に
は
「
一
言
論
、
宗
教
、
思
想
の
自
由
は
基
本
的
人
権
の
尊
重
と
ま
ハ
に
纏

(
資
料
3
)

立
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
う
た
わ
れ
、
前
述
の

九
時
五
年
八
月
二
十
九
日
、
占
領
が
開
熱
さ
れ
た
直
後
に
去
表
き
れ
た
占

領
政
策
文
書
で
あ
る
「
初
期
対
日
方
針
」
〈
資
料
5
}
に
お
い
て
も
、

そ
の
M
M
m

三
回
日
刊
の
部
分
に
お
い
て
「
薬
品
判
的
信
仰
押
の
自
由
詩
占

額
後
輩
ち
に
常
一
一
言
き
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
問
時
に
超
国
家
主
義
的
か
つ
寧
盟
主
義
的
組
織
や
迷
動
が
、
宗
教
の
仮
躍
の
背
後
に

隠
れ
る
こ
と
は
決
し
て
許
き
れ
な
い
こ
と
を
、

続
本
陸
民
に
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
、
極
め
て
強
く
主
張
さ
れ
て
い

る
。
ま
た

一
九
悶
五
年
十
一
月
三
日
付
け
と
い
う
か
な
り
濃
く
な
っ
て
か
ら
発
令
さ
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
お

さ
ら
に
も
う
一
つ

り
司
ま
た

般
に
は
あ
ま
り
公
表
さ
れ
て
い
な
い
震
要
な
文
書
で
あ
る
「
降
伏
後
の
日
本
昌
有
の
軍
政
に
回
向
す
る
基
本
指
令
弘
以
後

「
基
本
指
令
」

占
韻
目
的
が
明
確
に
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
司
m

凶
吋
刊
日
る
で
あ
る

と
略
す
。
資
料

7
〉

の
中
に
は
、
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pv山
町
付
山
台
州

WMkrn広
三
件
可
の
仙
川
項
に
お
い
て
も
♂
京
教
的
信
仰
の
自
由
は
、

日
本
政
府
に
よ
っ
て
早
急
に
宣
言
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
強
調
し
、
ぞ
れ
か
ら
「
占
領
致
策
の
妨
げ
に
な
ら
な
い
範
時
に
お
い
て
、
言
論
、
山
山
眠
、
集
会
の
白
出
泣
確
m
附
さ
れ
る
」
と

述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、

日
本
の
占
領
政
策
を
定
め
た
「
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
」
「
初
鱗
対
日
方
針
」
「
慕
本
指
令
」
の
三
つ
の

に
「
信
教
の
自
由
」
が
高
ら
か
に
う
た
わ
れ
て
お
り
、
特
に
畿
後
の
「
基
本
指
令
い
に
お
い
て
は
、

出
版
、
集
会
の
自

由
」
は
占
領
政
策
の
接
げ
に
な
ら
な
い
範
闘
で
許
す
と
い
う
条
件
付
き
で
あ
る
の
に
較
べ
、
「
語
教
の
自
由
」
に
関
し
て
は
全
く
無

条
件
で
そ
れ
が
う
た
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
点
が
非
常
に
面
お
い
特
徴
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
関
故
、

一
体
い

か
な
る
意
味
に
お
い
て
こ
の
「
信
教
の
自
由
」
が
か
く
も
重
饗
祝
さ
れ
て
い
た
の
か
、
何
故
こ
れ
ほ
ど
強
調
さ
れ
て
い
た
の
か
、
と

アメリカの対B政策における宗教概念をめぐって(中野)

い
う
点
を
考
察
の
出
発
点
と
し
て
み
た
い
。

ル
i
ズ
ベ
ル
ト
の
著
名
な
「
四
つ
の

(
資
料
1
)
と
い
う
も
丹
が
あ
る
。
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
致
府
に
お
け
る
8
・

放
・
静
の
三
留
に
対
し
て
の

い
わ
ゆ
る
対
椛
軸
回
戦
略
の
出
発
点
で
あ
り
、
ま
た
盤
勅
国
に
対
す
る
原
理
的
を
漆
則
の
表
明
で
あ

る
と
一
般
的
に
み
な
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
「
信
教
の
自
由
」
が
い
か
な
る
意
味
を
持
っ
て
諮
ら
れ
て
い
た
の
か
を
考
察
す
る

に
は
、
少
な
く
と
も
こ
の
出
発
点
か
ら
見
度
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

の

「
四
つ
の
自
由
自
民
一
言
」
は

九
陸
一
年
一
月
六
段
に
提
出
さ
れ
た
第
七
十
七
回
連
邦
議
会
へ
の
年
頭
教
書
〈
吋
ぽ

〉

B
G包
認
め
mmmw
脅
さ
丹
ぎ
わ
O
M
M
m
吋
喜
怒
に
お
い
て
表
明
さ
れ
た
。
前
年
の
末
に
ア
メ
リ
カ
史
上
初
の
三
遂
を
巣
た
し
た
に
ル

i

ズ
ベ
ル
ト
は
、
対
独
戦
線
に
は
参
戦
し
な
い
と
い
う
公
約
を
し
て
い
た
が
、
そ
ろ
そ
ろ
本
格
的
に
ア
メ
リ
カ
が
参
戦
し
な
け
れ
ば
イ

ギ
リ
ス
も
危
ι

な
く
な
っ
て
き
た
段
階
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で

ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
は
一
九
臨
む
年
十
二
月
二
十
九
日
に

「
ア
メ
リ
カ
は
民
主
主
義
の
大
兵
器
工
場
と
な
る
」
と
い
う
有
名
な
ラ
ジ
オ
議
誌
を
、
特
に
イ
ギ
リ
ス
国
民
へ
む
け
て
紛
糾
迭
し
た
。 lま
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統
く
翌
月
の
一
九
四

年
の
一
月
に
は
「
武
器
禁
与
法
」
を
議
会
へ
提
出
し
て
お
り
、
こ
れ
は
三
月
に
も
発
効
し
、

い
よ
い
よ
ア
メ

リ
カ
は
痘
接
に
は
参
戦
し
な
い
が
連
合
国
諮
問
問
へ
対
し
、
武
器
の
按
助
を
大
々
的
に
始
め
る
と
い
う
設
指
へ
入
っ
て
い
く
こ
と
に
な

る
。
つ
ま
り
、
こ
の
当
時
の
ア
メ
リ
カ
は
一
九
一
一

O
年
弐
か
ら
続
け
て
き
た
孤
立
主
義
を
つ
い
に
放
楽
し
、
本
格
的
に
対
枢
軸
出
戦

争
に
取
り
組
む
意
事
を
表
明
し
始
め
た
時
期
で
あ
り
、
そ
の
状
況
下
で
の
年
頑
教
敢
闘
な
の
で
あ
る
。

〕
の
や
で
ル

i
ズ
ベ
ル
ト
は
、
合
衆
閣
の
基
本
的
な
認
識
と
し

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
e

ア
フ
リ
カ
・
ア
ジ
ア
に
お
け
る
戦
誌
を
、

と
つ
の
倹
界
的
闘
争
の
各
部
分
明
、
あ
る
と
の
観
点
に
た
ち
、

日
本
・
ド
イ
ツ
・
イ
タ
リ
ア
の

民
主
主
義
勢
力
に
対
抗
す
る

共
同
作
戦
を
疑
問
問
し
て
い
る
と
と
ら
え
た
。
そ
の
認
識
を
強
謂
し
、

さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
摂
軸
践
に
支
配
さ
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア

ジ
ア
が
、
合
衆
議
に
対
す
る
包
四
回
鱗
形
成
の
為
の
豆
大
な
足
場
、
巨
大
な
器
震
に
な
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
こ
の
大
戦
は
一

つ
の
議

の
識
か
遠
.
婦
の
地
で
始
め
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、

そ
れ
は
、

ア
メ
リ
カ
の
包
国
網
の
携
築
と
い
う
危
機
を
徐
々
に
生
み
出
し
て
い

る
の
で
あ
る
と
し
て
、
援
民
に
こ
の
危
機
へ
の
覚
醗
を
慌
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、

ア
メ
リ
カ
政
府
が
白
指
す
べ
き
戦
後
世
界
の
基

礎
と
い
う
も
の
、

つ
ま
り
戦
後
世
界
と
い
う
も
の
は
こ
の
よ
う
な
原
則
に
慕
づ
い
て
構
築
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ

て
い
る
の
が
、
続
い
て
述
べ
ら
れ
た
「
臨
つ
の
自
由
」

の
?
あ
る
?

「
四
つ
の
自
由
」
と
は

-
表
現
の
自
詣
」
「
指
教
の
自
由
」
「
欠
乏
か
ら
の
自
由
」
「
恐
怖
か
ら
の
自
府
」
と
考
え
ら
れ
て

お
り
、
信
教
と
畳
一
一
同
論
・
表
境
の
自
由
が
保
捧
さ
れ
、
欠
乏
と
恐
樽
か
ら
人
朔
が
解
放
さ
れ
る
慨
界
を
目
指
す
、

と
い
う
ア
メ
リ
カ
政

府
の
意
志
と
い
う
も
の
が
国
の
内
外
に
対
し
表
明
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
ぞ
れ
以
後
、
制
服
務
省
に
お
い
て
も
、
こ

が
戦
後
世
界
を
櫨
構
想
守
る
基
本
語
理
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

可肺

、-

の
特
徴
は
第

に
、
世
界
的
規
模
丹
対
拡
軸
届
戦
略
が
考
え
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
り
、
第
こ
に
は
、
議
事
的
戦
略
の
み

で
な
く
、
故
治
的
・
経
詩
的
e

文
化
的
な
分
野
に
渡
る
総
合
的
な
霞
家
安
全
保
障
と
対
枢
軸
国
戦
略
が
考
産
さ
れ
て
い
る
点
を
あ
げ

92 

ひ

宗教法75;ーはき事告}



る
こ
と
が
出
来
る
。
ま
た
第
一
二
に

フ
ァ
シ
ス
ト
勢
力
と
民
主
主
義
勢
力
と
い
う
、
思
想
的
に
も
制
度
的
に
も
相
入
れ
な
い

の
対
決
と
い
う
、
文
明
繍
争
史
的
な
立
場
が
強
調
さ
れ
て
い
る
点
に
も
、

こ
の
「
四
つ
の
自
由
」
宣
言
の
特
徴
を
見
る
こ
と
が
出
来

'
h
v
e
 こ

の
文
明
闘
争
史
的
立
場
と
の
関
連
で
見
逃
す
こ
と
の
出
来
な
い
問
題
が
、
「
信
教
の
自
由
」
の
意
味
す
る
内
容
で
あ
る
。

ズ
ベ
ル
ト
の
い
う
と
こ
ろ
の
「
信
教
の
自
由
」
は

一
般
的
、
ま
た
は
普
遍
的
な
意
味
に
お
い
て
の
「
信
教
の
忠
治
L

を
意
味
し
て

泣
い
な
い
。
彼
の
い
う
と
こ
ろ
の
「
信
教
の
自
由
」
と
は
、
「
全
て
の
人
々
が
自
分
自
身
の
方
法
で
神
公
営
ぬ
の
ま
)
を
崇
拝
す
る

ぬ
口
出
凶
L

つ
ま
り
キ
リ
ス
ト
教
的
な
「
信
教
の
自
由
」
と
い
う
意
味
な
の
で
あ
る
む
そ
し
て
そ
の
点
を
考
え
る
こ
と
に
よ
り
、
「
ブ
ア

シ
ス
ト
勢
力
」
対
「
民
主
主
義
勢
力
」
と
い
う
、

こ
れ
ら
ニ
つ
の
文
焼
史
的
対
決
と
い
う
こ
と
の
意
味
内
容
も
明
ら
か
に
な
る
。
す

アメリカの対日政策における宗教概念をめぐって{宇野)

な
わ
ち
「
文
明
」
と
い
う
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
そ
れ
に
基
づ
く
政
治
的
・
社
会
的
教
序
と
し
て
の
民
主
主
義
で
あ
り
自
由
主
義
で

あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
の
「
野
蛮
な
異
教
徒
の
世
界
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
極
め
て
明
確
な
一
一
分
法
的
認
識
を
そ
こ
に
充
て
と
る

こ
と
が
出
来
る
。
そ
し
て
、

こ
の
「
文
明
」
が
や
が
て
勝
制
約
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
確
信
表
明
と
し
て
常
に
語
ら
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
戦
争
政
策
で
あ
り
、
従
っ
て
自
舗
の
正
当
性
を
主
張
す
る
と
い
う
側
面
も
あ
る
が
、

い
ず
れ
に
し
て
も
、

そ
う
い
っ
た
意
味
内
容
で
語
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
で
あ
る
。

ま
た

こ
の
文
明
闘
争
史
的
立
場
と
い
う
の
は
、
厳
に
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
だ
け
で
は
な
く
、
当
時
の
国
務
長
官
で
あ
っ
た
コ

1
デ

ル
・
ハ
ル
に
お
い
て
も
荷
様
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
も
っ
て
語
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
既
に
一
九
一
二
九
年
九
月

自
の
時
点
に
お
い
て

つ
ま
り
ド
イ
ツ
が
ポ

i
ラ
ン
ド
に
俊
入
し
た
痘
後
に
融
務
省
が
筒
集
し
た
緊
急
会
議
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
こ
の
席
上
ハ
ル
は
ご
」

の
大
戦
と
い
う
の
は
、

我
々
が
知
る
と
こ
ろ
の
文
明
の
終
え
ん
を
も
た
ら
し
か
ね
な
い
長
期
的
で
海
刻
な
戦
い
」
で
あ
り
、
「
か
つ

て
な
い
韓
の
死
と
、
悲
惨
と
破
壊
と
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
的
な
終
末
論
的
表
現
会
使
っ
て
語
っ
て

陣
営

Jv 
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い
た
と
訴
え
ら
れ
て
い
る
。
同
時
に
、
そ
こ
に
は
強
い
黙
示
録
的
な
希
望
め
表
現
が
あ
り
、
「
そ
う
し
た
斑
識
の
彼
方
に
、
我
々
が
長

年
に
渡
っ
て
信
奉
し
て
き
た
正
義
と
民
主
主
義
と
自
由
貿
易
の
福
音
、

国
務
省
の
メ
ン
パ

i
速
に
呼
び
掛
け
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

ぞ
れ
が
地
上
に
実
現
さ
れ
る
れ
が
必
ず
来
る
で
為
ろ
う
」
と
、

さ
ら
に
、

や
は
り
キ
リ
ス
ト
教
的
な
意
味
に
お
い
て
「
信
教
の
自
由
」
が
語
ら
れ
て
い
た
と
い
う
を
示
す
証
拠
と
し
て
、

ル

i
ズ

ベ
ル
ト
が
行
っ
た
「
健
民
へ
の
ラ
ジ
オ
放
送
」
(
資
料

2
v
を
み
て
み
た
い
。
こ
れ
は

九
四
一
年
五
月
一

十
七
日

つ
ま
り
日
米

開
戦
の
半
年
韓
以
前
に

H
N
l
ズ
ベ
ル
ト
が
再
び
戦
後
世
界
の
構
懇
に
つ
い
て
触
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
ゆ
で
彼
は
、
吋
新
し
い
持

代
に
佼
略
思
想
が
一
持
ぴ
芽
生
え
る
事
が
な
い
よ
う
に
、
設
問
介
を
改
革
す
る
」
と
い
う
ア
メ
リ
カ
政
府
の
決
意
を
国
民
に
表
明
し
て
、

次
の
よ
う
に

っ
た
。
「
今
日

世
界
は

一
つ
に
分
離
さ
れ
て
い
る
。
人
間
の
隷
属
と
入
閣
の
自
由
と
に
。
ま
た
異
教
徒
の
野
蛮

〈
鵠
像
祭
拝
殺
の
残
芯
性
)
と
キ
リ
ス
ト
教
的
理
想
と
に
で
あ
る
。
我
々
は
人
間
的
内
問
自
を
選
択
す
る
α

ぞ
れ
こ
そ
が
・
キ
リ
ス
ト
教

的
理
想
で
あ
る
。
我
々
は

時
た
り
と
も
そ
の
勢
気
、
ま
た
は
そ
の
給
停
に
わ
り
い
て
揺
ら
ぐ
事
は
な
い
」
。
そ
し
て
、

ヒ
ッ
ト
ラ
ー

の
支
配
す
る
枇
界
は
容
認
出
米
ず
、
さ
ら
に
一
九
二

0
年
代
に
お
け
る
よ
う
な
「
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
主
義
の
種
子
が
再
度
構
え
ら
れ
、
発

茅
す
る
事
が
な
い
よ
う
な
殺
界
を
我
々
は
自
指
す
」
こ
と
を
強
轄
し
た
後
、
「
我
々
は
一
言
論
と
表
現
の
白
樹
、

会
て
の
人
が
自
分
自

身
の
方
法
で
神
を
崇
拝
す
る
自
白
、
欠
乏
か
ら
の
自
由
、

そ
し
て
恐
怖
か
ら
の
自
腐
と
に
捧
げ
ら
れ
た
殺
界
の
み
を
受
け
入
れ
る
」

と
一
丹
ぴ
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
「
四
つ
の

に
お
け
る
「
詰
教
の
お
陶
」
と
い
う
も
の
は
、

い
ま
だ
に
こ
の
段
階
に
お
い
て

は
普
遍
的
な
意
味
で
の
そ
れ
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
板
絵
国
の
世
界
に
対
す
る
キ
リ
ス
ト
教
-
詰
仰
の
優
位
性
と
そ
れ
に
基
づ
く
文
明

の
嬢
位
性
を
合
意
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
主
張
で
あ
っ
た
事
が
現
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
放
送
に
お
い
て
は
、
枢
軸
醤
の
抜
本
的
な
改
革
を
こ
の
大
殺
を
通
し
て
目
指
す
と
い
う
決
意
が
強
く
主
張
さ
れ
て
い
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る
の
も
特
徴
で
あ
っ
た
。
他
の
演
説
に
お
い
て
は
、
仙
一
界
会
一
般
久
的
に
治
療
す
る
、
「

2
3
(治
鐙
す
る
ご
と
い
う
極
め
て
強
い
一
高

葉
が
使
わ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
こ
の
霞
略
戦
争
を
始
め
た
枢
軸
国
を
徹
底
的
に
治
療
す
る
ぞ
、

と
い
う
ア
メ
リ
カ
政
府
の
強
い
決
意

を
と
い
う
も
の
が
表
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
自
標
と
い
う
も
の
合
、

い
か
な
る
手
段
で
、
ま
た
い
か
な
る

原
理
に
お
い
て
達
成
す
る
か
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、

こ
の
後
、

日
米
開
戦
肢
後
の
縫
々
な
溺
説
の
中
に
お
い
て
、
次
第
に
明
ら
か

に
な
っ
て
く
る
。

日
米
関
戦
の
後
に

ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
は
戦
後
の
対
叡
軸
関
政
策
に
つ
い
て
よ
り
具
体
的
に
語
り
始
め
る
。
例
え
ば
真
珠
湾
攻
撃
の

翌
日
の
演
説
で
は
「
思
賠
的
規
模
で
な
さ
れ
る
戎
忍
行
為
め
根
源
と
い
う
も
の
は
、

徹
底
的
に
繍
壊
さ
れ
な
け
れ
ば
同
な
ら
な
い
」
と
述
べ
た
。

そ
れ
が
如
何
処
に
存
在
し
よ
う
と
も
、
完
全
に
、

つ
ま
り
「
枢
軸
国
の
最
略
性
の
埠
床
と
い
う
も
の
を
徹
底
的
に
破
壊
し
尽

アメ 1)カの対日欽策l二主主iする波紋機;念をめぐって(中妻子}

く
す
」
の
だ
と
い
う
強
い
意
志
を
表
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

そ
の
た
め
の
方
法
と
し
て
コ
ニ
つ
の
原
則
」
が
提
出
さ
れ
た
。
ぞ
れ

は
ま
ず
第
一
に
、
ぷ
不
全
な
非
武
装
化
」
で
あ
る
。

つ
ま
り
「
日
・
独
・
伊
の
こ
れ
ら
三
関
誌
、
一
持
慶
、

し
か
も
不
可
避
的
に
世
界

長
期
間
に
波
っ
て
武
装
を
解
除
さ
れ
た
ま
ま
に
し

紙
壌
の
野
心
に
繋
え
て
行
動
を
開
始
す
る
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
れ
ら
ざ
一
同
一
は
、

て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
い
と
い
う
方
針
を
表
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
「
世
界
に
災
禍
を
も
た
ら
し
て
い
る
官
学
を
鉱
軸
国
は
放
棄
し
な
け
れ

ば
同
な
ら
な
い
」
し
、
ま
た
、
「
こ
の
哲
学
で
も
っ
て
教
育
す
る
事
を
や
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
い
と
い
う
事
を
側
明
確
に
述
べ
て
い
る
。

第
二
番
目
は
、

「
授
略
思
懇
の
根
絶
」
で
あ
る
。

こ
の
「
哲
学
」
の
意
味
し
て
い
る
内
奈
は
「
諸
国
家
主
義
」
淡
び
「
軍
国
主
義
思
想
」
を
指
し
て
い
る
事
は
明
ら
か
で
み
つ
、
持
時

に
、
軍
事
的
膨
脹
主
義
の
重
要
な
根
源
の
一
つ
が
「
思
想
及
び
思
懇
教
育
」
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
明
確
な
証
拠
で
も
あ
る
の

で
あ
る
。

そ
し
て
一
二
番
呂
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
「
独
裁
約
政
治
形
態
の
解
体
と
椴
越
い
と
い
う
方
針
で
あ
る
。

ル
i
ズ
ベ
ル
ト
は
韓
国
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家
主
義
の
形
を
三
つ
の
形
懇
と
し
て
分
類
し
た
。

つ
ま
り
、
イ
タ
リ
ア
の
フ
ァ
シ
ス
ト
車
、
ド
イ
ツ
の
ナ
チ
型
、
そ
し
て
日
本
の
箪

閥
型
と
で
あ
り
、
こ
の
一
ニ
つ
の
政
治
静
態
が
、
超
同
家
主
義
の
政
治
形
態
で
あ
る
と
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
は
「

一
部
按
導
者
に
よ
る
握
力
業
擦
の
結
湖
水
と
し
て
発
厳
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
」
と
し
、
こ
の
独
裁
的
な
政
治
形

般
大
衆
の
政
治

的
自
・
関
の
縮
小
と

態
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
こ
そ
、
担
品
鞘
同
協
の
対
外
侵
略
の
源
泉
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

以
上
、
こ
れ
ら
の
検
討
か
ら
次
の
三
点
が
明
ら
か
と
な
っ
て
く
る
。

ま
ず
第
一
に
、
こ
の
「
倍
教
の
自
由
」
と
い
う
も
の
は
、
単
に
、
機
立
ふ
さ
れ
る
べ
き
恭
本
的
人
様
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な

務
遍
的
回
線
郎
と
し
て
、
必
ず
し
も
考
え
ら
れ
て
い
た
も
の
で
は
な
く
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
彼
等
の
文
明
鰯
争
史
的
立
場
と
・
キ
リ
ス
ト

教
的
役
界
観
の
う
え
か
ら
、
打
慨
す
べ
き
異
教
誌
の
世
雰
に
と
っ
て
代
わ
る
べ
き
、
正
義
と
槙
立
日
に
識
ち
た
設
問
介
と
い
う
議
婆
な
イ

デ
品
々
ロ
ギ
i
的
か
つ
政
治
的
原
理
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
意
味
に
お
い
て
語
ら
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
こ
の
「
信
教
の

自
由
」
が
ゆ
m
に
声
高
に
、

か
つ
無
条
件
で
叫
ば
れ
た
一
つ
の
理
由
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
事
が
出
来
る
。

ま
た
第
二
番
目
に
は
、
従
っ
て
彼
等
は
こ
の
戦
争
と
い
う
も
の
を
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
意
味
に
お
け
る
終
末
戦
争
に
擁
し
て
考
え

て
い
た
と
い
え
、
そ
れ
法
ど
に
、
彼
等
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
i
と
宗
教
的
理
懇
に
基
づ
い
た
世
界
の
抜
本
的
な
改
箪
が
目
指
さ
れ
て
い
た

と
い
う
点
で
あ
る
。

そ
し
て
第
三
番
目
と
し
て
、
二
度
と
こ
れ
ら
躯
韓
国
側
測
が
侵
略
戦
争
を
始
め
る
事
の
な
い
よ
う
に
、

そ
の
後
略
性
の
滋
泉
と
、
そ

の
謹
床
で
あ
っ
た
侵
略
思
想
と
独
裁
的
政
治
形
態
と
の
結
合
物
、
そ
れ
ら
の
揖
総
と
い
う
も
の
を
戦
い
の
当
初
か
ら
目
標
と
し
て
い

た
と
い
う
点
で
あ
る
。
日
本
の
場
合
の
そ
れ
は
、
軍
部
に
よ
る
政
治
支
配
す
な
わ
ち
革
協
主
義
体
制
、
天
皇
制
、
そ
し
て
天
皇
祭
持

と
結
び
付
い
た
国
家
衿
道
体
制
と
に
担
当
し
、
こ
れ
ら
一
一
一
つ
の
結
合
こ
そ
が
問
題
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
結
っ
て
、
こ
の
三
つ

の
結
合
物
の
構
造
的
解
体
と
い
う
も
の
を
最
初
か
ら
自
指
し
て
い
た
と
い
え
る
の
で
あ
り
、
ぞ
れ
は
あ
る
意
味
で
は
必
然
的
に
導
き
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出
さ
れ
る
政
策
で
あ
っ
た
、
と
考
え
る
ふ
や
が
出
来
る
。

以
上
が
ル

l
ズ
ベ
ル
ト
を
中
心
と
す
る
ア
メ
リ
カ
最
高
議
導
者
達
の
考
え
か
ら
山
似
て
く
る

基
本
方
針
で
あ
る
と
い
う
ミ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
で
は
次
に
、
我
々
の
二
番
目
の
問
銀
関
心
で
あ
る
「
政
教
分
離
の
涼
則
」
に
鴎
す

つ
の
対
日
政
策
の
原
型
、
あ
る
い
は

る
問
題
を
考
察
し
て
み
た
い
。

今
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
教
的
文
明
史
観
の
住
彩
が
非
常
に
強
か
っ
た
「
信
教
の
自
由
」
と
い
う
概
念
が
、
山
系
離
の

アメリカの対自放策における渓教事業念をめくって('t'聖子)

実
務
家
レ
ヴ
ェ
ル
で
作
成
さ
れ
た
占
領
政
震
の
中
で
は
、
ど
の
よ
う
に
民
納
税
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
、
ま
た
探
り
込
ま
れ
て
い
っ
た
の

か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
天
皇
制
・
出
家
神
道
・
箪
同
主
義
体
制
の
結
合
体
の
構
造
的
解
体
と
い
う
当
初
の
目
的
か
ら
い
っ
て
、

特
性
の
思
想
的
温
床
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
た
神
道
と
民
家
と
の
結
合
を
厳
格
に
分
離
し
て
い
く
政
策
は
、

冒
頭
に
挙
げ
て
お
い
た
よ

f
、

よノメ。

現
場
サ
イ
ド
が
思
い
つ
い
た
苦
肉
の
策
で
あ
っ
た
の
で
は
な
く
し
て
、
原
理
的
に
は
比
較
的
早
い
設
階
か
ら
考
え
ら
れ
て
い

た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
事
が
当
然
、
予
想
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
「
分
離
政
業
」
が
合
衆
髭
政
府
の
占
領
政
策
形
成
過
認
に
お

い
て
、
ど
の
段
時
で
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
問
題
を
ま
ず
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、

を
通
し
て
、
最
初
の
問
題
で
為
る
「
信
教
の
自
由
」
と
い
う
概
念
が
、
ど
の
よ
う
に
抱
え
ら
れ
て
い
っ
た
の
か
、
と
い
う
点
を
再
度

考
察
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

通
常
「
神
道
指
令
」
の
作
成
に
鵠
し
、
そ
の
直
接
の
引
金
に
な
っ
た
ば
か
り
で
は
な
く
、

そ
の
内
容
に
決
定
的
な
影
響
を
及
ぼ
し

た
の
が
、
前
述
し
た
ヴ
ィ
ン
セ
ン
ト
留
務
省
領
東
開
局
長
に
よ
る
ラ
ジ
オ
放
送
{
資
料
4
)
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

九
四
五
年

そ
れ
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十
丹
八
日
に
ワ
シ
ン
ト
ン
発

A
P議
に
よ
っ
て
訟
え
ら
れ
た
こ
の
ラ
ジ
オ
放
送
に
対
し
、
総
司
令
部
が
非
常
に
驚
い
た
と
い
わ
れ
て

い
る
。
そ
し
て

九
四
五
年
十
月
十
日
に
は
、
総
可
令
部
政
治
顧
問
ア
チ
ソ
ン

お
き
蒜
伶
〉
nY2cmw
』こ

の
名
で
、
凶
務
省

に
問
い
合
わ
せ
の
電
報
を
打
っ
た
。
そ
の
問
問
い
合
わ
せ
に
対
し
て
、
十
三
日
付
け
で
パ

i
ン
ズ
爵
務
長
官
{
官
話
器
問
∞
三
詩
的
)

か
ら
返
答
が
あ
っ
た

G

つ
ま
り
ヴ
ィ
ン
セ
ン
ト
に
よ
る
ラ
ジ
オ
放
送
は
こ
う
い
っ
た
内
容
で
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
問
答
で
あ
る
。
こ

の
回
答
で
重
要
な
点
は

日
の
放
送
は
「
知
初
期
対
日
方
針
」
の
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ

つ
ま
り

い
換
え
い
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
点

で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

「
神
滋
は
、

ぞ
れ
が
癌
々
の
日
本
人
の
一
宗
教
で
あ
る
銀
り
子
渉
さ
れ
る
事
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
日
本
政
府
に
よ

っ
て
指
導
さ
れ
、
ま
た
政
府
に
よ
っ
て
上
か
ら
強
制
さ
れ
た
手
段
で
あ
る
躍
り
、
そ
れ
は
廃
止
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
々
は
、

国
家
神
道

(
Z気
設

g-ω
度
見
♀
を
支
え
る
為
に
税
を
員
組
し
な
く
て
よ
く
、
神
道
は
学
校
に
お
い
て
存
在
す
る
場
を
失
う
で
あ

ろ
う
。
司
教
釘
与
え
m
w
g
z笠

ca
と
し
て
の
神
道
、
す
な
わ
ち
悩
家
神
議
は
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
我
々

の
政
策
は
神
道
を
越
え
て
い
る
。

に
禁
ふ
ふ
さ
れ
、

日
本
の
液
中
国
、
平
一
義
的
及
び
諮
問
家
主
義
的
イ
デ
オ
ロ
ギ

i
の
宣
布
は
、
知
情
な
る
形
態
で
あ
ろ
う

日
本
政
府
は
国
家
神
道
体
制
の
財
政
的
そ
の
他
の
支
按
を
停
止
す
る
よ
う
に
命
ぜ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
」

こ
の
慰
答
が
非
常
に
大
き
な
欝
き
を
も
っ
て
受
け
止
め
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
吋
出
家
神
道
い
と
い
う
も
の
が
、

日
本

の
家
問
主
義
的
、
趨
忌
家
主
義
的
イ
デ
オ
ロ
ギ

i
の
重
要
な
一
端
を
担
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
の
上
で
、
第

に
「
同
教
と
し
て
の

神
道
を
廃
止
す
る
へ
第
二
に
「
政
府
に
よ
る
財
政
的
そ
の
他
の
援
助
を
停
止
す
る
へ
そ
し
て
第
一
一
一
に
「
教
育
か
ら
衿
道
的
要
素
を

除
去
す
る
へ
た
だ
し
、
第
則
と
し
て
「
日
本
人
観
人
の
宗
教
と
し
て
は
認
め
ら
れ
る
」
と
い
う
四
点
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。

研
究
上
の
問
題
は
、

と
い
う
点
で
あ
る
。
実
瞭
の
「
初
期
対
臼
方
針
」
に
は
、
こ
れ

「
初
期
対
日
方
針
」
の
言
い
換
え
で
あ
る
、

ら
の
内
容
に
つ
い
て
は
全
く
触
れ
ら
れ
て
は
い
な
い
。
従
っ
て
、
言
い
換
え
で
あ
る
と
い
う
意
味
が
よ
く
分
か
ら
な
く
な
る
。
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る
か
ら
ウ
ッ
ダ

i
ド
が
、
ご
初
期
対
日
方
針
」
で
は
全
黙
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
顛
則
が
こ
の
放
送
で
述
べ
ら
れ
た
と
し
て
、

ど
こ
か

ら
こ
の
方
針
が
出
て
き
た
の
か
、
と
驚
い
た
理
由
も
よ
く
分
か
る
。
そ
し
て
「
神
道
指
令
」
の
脳
卒
者
で
あ
る
パ
ン
ス
は
、

C
I
E
 

局
長
だ
っ
た
ダ
イ
ク
代
将
に
こ
の
返
議
を
渡
さ
れ
、

そ
れ
か
ら
「
神
道
指
令
」
の
作
成
に
取
り
掛
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

切
の
問
題
を
考
え
る
場
合
に
、
ま
ず
、

一
体
こ
の
ヴ
ィ
ン
セ
ン
ト
に
よ
る
ラ
ジ
オ
放
送
は
何
の
言
い
換
え
で
あ
っ
た
の
か
、
レ
い
い

う
事
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
正
織
に
は
、
「
初
鵬
対
日
方
針
」
の

い
換
え
な
の
で
は
な
く
「
基
本
指
令
」
(
資
料

つ
ま
り
、
前
述
の
「
基
本
指
令
」
の
中
に
わ
ね
け
る
旬
。
一
一

as…
〉

2
-
i
q
の
併
に
は
「
日
本
の
家

国
主
義
的
、
韓
関
家
主
義
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
資
布
及
び
議
伝
は
、
知
伺
な
る
形
態
に
お
い
て
も
禁
止
さ
れ
、
完
全
に
抑
止
さ
れ
る
。

連
合
軍
総
可
令
部
は
日
本
政
府
に
国
家
神
道
体
制
制
へ
の
財
政
的
、
そ
の
他
の
支
護
を
停
止
す
る
よ
う
要
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

?
〉
の
言
い
換
え
な
の
で
あ
る
。

アメリヌラの対日政策における2宗教概念をめぐって (r宇野}

と
い
う
文
言
が
あ
り
、
こ
れ
は
ラ
ジ
泳
放
送
の
内
容
と
ほ
と
ん
ど
一
致
し
て
お
り
、
毘
文
で
あ
る
‘
と
さ
え
い
え
る
。
で
あ
る
か
ら
、

こ
れ
は
「
議
本
指
令
い
の
言
い
換
え
で
あ
っ
た
と
権
第
で
き
る
。

ま
た
、
「
基
本
指
令
」
の
第
一
部
、
附
》
州
同
司
同
円
と
い
う
の
は
、
す
で
に
一
一
一
省
合
問
委
員
会
話
者

x
n
n
i国
務
省
・
睦
軍
省
・
海
軍

の
下
部
機
関
で
あ
る

S
F
R
〈
醸
東
小
委
員
会
)
と
、

J
C
S
(統
合
参
謀
本
部
)

筏
の
三
省
合
同
委
員
会
の
略
称
)

の
J
C
A
C

(
統
合
民
生
委
裁
会
}
と
が
共
同
で
作
成
し
た
も
の
で
あ
り
.
既
に

九
西
五
年
九
月

日
に
完
成
し
て
い
る
。
最
終
的
な
占
領
政

築
は

J
C
S
で
作
成
し
、
加
が
記
わ
れ
が
そ
れ
を
ゑ
認
す
る
形
を
と
っ
て
お
り

つ
ま
り

ω唱
辺
わ
れ
が
占
領
政
策
の
最
終
決
案
機

関
で
あ
っ
た
が
、

こ
の
「
碁
本
指
令
い
は
九
月
十
七
日
に
は
J
C
S
で
承
認
さ
れ
、
九
月
十
九
日
に
は
mw
司
x
n
n
文
欝
の
認
の
3

と
し
て
既
に
決
定
を
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、

月
一
日
に

ω者
沼
わ
れ
泣
の

7
と
い

う
文
警
と
し
て
決
定
さ
れ
、
あ
わ
せ
て
こ
の
「
藤
本
指
令
」
は
非
公
開
だ
と
い
う
事
も
決
窓
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
八

月
二
十
九
日
に
指
令
と
し
て
出
さ
れ
て
い
る
「
初
期
対
日
方
針
」
と
ほ
ぽ
問
時
期
に
あ
た
る
九
月
一
日
に
は
「
碁
本
指
令
」
も
…
応

一
部
付
加
さ
れ
た
り
し
た
後
、
最
終
的
に
十
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の
完
成
を
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
大
統
領
の
ゑ
認
を
正
式
に
受
け
た
数
少
な
い
対
日
政
策
文
書
の
一
つ
で
あ
る
「
初
期

対
日
方
針
」
を
基
本
原
則
と
し
、
更
に
そ
れ
を
実
施
し
て
い
く
為
の
細
婦
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、

こ
の
「
基
本
指
令
」
が
考
え
ら

れ
て
い
た
と
い
う
事
。
そ
の
両
者
が

い
わ
ば
一
体
と
な
っ
て
考
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
惑
が
開
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
非
公

鰐
で
あ
っ
た
為
に
、

ウ
ッ
ダ

i
ド
等
の
総
司
令
部
の
下
部
の
職
員
達
が
、
「
基
本
指
令
」
の
存
在
を
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
事
は
充

分
に
考
え
る
事
が
出
来
る
。
従
っ
て
、
こ
の
「
基
本
指
令
」
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
精
神
、
す
な
わ
ち
、

そ
の
言
い
換
え
で
あ

る
と
い
わ
れ
た
ヴ
ィ
ン
セ
ン
ト
の
国
家
神
道
に
対
す
る
厳
し
い
惑
震
は
、
こ
の
段
携
で
慨
に
確
定
し
て
い
た
と
み
な
寸
こ
と
が
出
来

る。
で
は
次
に

こ
の
「
器
本
指
令
」
の
原
則
と
い
う
も
の
は

い
つ
の
段
躍
で
出
来
て
い
た
も
の
で
あ
る
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

「
日
本
1

信
教
の
自
由
」
(
資
料
8
)
と
い
う
政
策
文
書
家
が
存
在
す
る
。
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
同
盟
務
街
戦
後
計
尚
委
員
会

(
P
W
C

日

刊

で

O
印
丹
者
間
〈
U
0
5
5
x
z
o
)
に
よ
っ
て

九
回
四
年
一
一
一
月
十
五
日
の
設
時
で
作
ら
れ
て
い
た
文
書
で
あ
る
。
こ
の
文
書
の
内
容

上
の
重
饗
な
点
は
、

日
本
の
軍
国
主
義
者
遣
は
、
無
害
で
扇
始
的
か
つ
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
な
オ
リ
ジ
ナ
ル
神
道
に
、
今
日
の
絞
信
的
で

愛
鴎
的
・
好
戦
的
な
日
本
を
形
成
す
る
為
に
、
漆
国
主
義
者
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
エ
ン
ペ
ラ

i
・
ウ

i
シ
ッ
ブ
・
カ
ル
ト

つ
ま
り
国
粋
主
義
的
天
皇
崇
拝
カ
ル
ト
と
い
う
も
の
を
、
そ
の
上
に
被
せ
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
し
て
い
る
点

で
あ
る
。
従
っ
て
、

こ
の
文
書
は
台
北
的
神
遂
(
〉
晃
一
伶
旦
∞
玄
認
。
)
ま
た
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
神
道
と
、
国
家
神
道
(
沼
何
回
立
。
口
弘

m
w
y
ルロ件。)

と
い
う
も
の
を
照
明
確
に
区
分
す
る
必
要
を
強
張
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
分
析
の
上
マ
、
提
言
の
部
分
に
お
い
て
は
神
道

を
一
二
つ
の
種
類
に
控
分
し
、
「
信
教
の
自
由
」
の
確
立
と
「
軍
国
主
義
」
の
排
除
と
い
う
点
領
自
擦
を
充
た
そ
う
と
し
て
い
る
。
第

一
は
大
学
の
古
く
か
ら
の
神
社
で
あ
り
‘
そ
れ
は
ロ

i
カ
ル
な
然
紙
で
み
り
、
厳
密
な
意
味
で
の
宗
教
的
神
社
で
あ
る
と
見
な
せ
る
。

第
二
は
伊
勢
神
宮
な
ど
の
よ
う
に
天
照
大
神
を
奉
る
古
代
か
ら
の
神
社
で
あ
り
、
こ
れ
は
同
家
主
義
的
な
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
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過
度
に
覆
わ
れ
て
は
い
る
が
、
古
代
か
ら
の
家
教
的
神
栓
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
ニ
糖
類
の
神
社
は
存
続
を
許
し
て
も
よ
い
、

提
案
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
三
番
自
が
関
顕
で
あ
り
、
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
靖
国
・
明
治
・
乃
木
・
東
締
神
社
な
ど
の
、
国
家
的
英

接
の
山
間
部
拝
を
自
指
し
て
近
年
建
て
ら
れ
た
神
社
で
あ
り
、
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
理
解
す
る
宗
教
概
念
に
お
け
る
宗
教
的
信
仰
の
場
で

は
な
く
、
ま
た
日
本
政
府
も
「
国
家
神
道
は
宗
教
に
あ
ら
ず
」
と
い
っ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
持
社
は
「
信
教
の
自
由
」
に
按
触

ず
る
事
な
く
閉
鎖
す
る
事
が
出
来
る
、

た
だ
し
強
制
約
に
隅
閉
鎖
す
る
必
要
は
必
ず
し
も
な
く
、

そ
の
代
わ

と
縫
案
し
た
。
そ
し
て
、

り
に
大
規
模
な
犠
式
や
示
威
行
為
や
集
会
な
ど
を
禁
止
し
、

ス
タ
ッ
フ
等
を
解
一
般
し
、
国
家
財
源
か
ら
い
か
な
る
支
払
い
も
受
け
て

は
な
ら
な
い
と
い
う
原
崩
を
確
立
す
れ
ば
よ
く
、
ま
た
こ
の
国
家
主
義
的
神
社
で
あ
っ
て
も
、
個
人
の
崇
拝
の
対
象
と
し
て
は
存
続

を
許
し
て
お
い
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
、

と
提
案
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

アメリカの対民正文言買における系教概念をめぐって(小野}

こ
の
文
警
に
は
、
関
家
主
義
的
神
社
で
あ
っ
て
も
強
制
約
に
閉
鎖
す
る
必
要
は
な
く
、
人
員
と
財
政
の
面
で
の
援
助
が
な
く
な
れ

語
、
す
な
わ
ち
、
神
道
を
閤
家
か
ら
分
離
す
れ
ば
、
繍
人
の
祭
捧
の
対
象
と
し
て
は
存
続
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
寧
間
主
義
の
逗

床
と
な
っ
た
国
家
と
天
皇
崇
持
と
神
道
の
結
合
物
と
い
う
講
造
は
解
体
し
、
危
険
は
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
、
他
の
文
書
に
較

べ
る
と
や
や
楽
観
的
な
ト

i
ン
が
存
在
す
る
こ
と
試
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
地
点
か
ら
も
う
一
変
ヴ
ィ
ン
セ
ン
ト
の
ラ
ジ
オ

放
送
ま
で
を
克
直
し
て
み
る
と

い
く
つ
か
の
点
で
政
策
上
の

致
点
が
か
な
り
認
め
ら
れ
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。

例
え
ば
、
細
入
の
信
仰
と
し
て
の
神
道
と
、
国
家
と
結
び
つ
い
た
神
道
と
を
反
射
し
、
そ
の
前
者
の
存
続
を
許
し
、

ヴ
ィ
ン
セ
ン

ト
等
が
主
張
す
る
よ
う
に
国
家
と
結
び
つ
い
た
神
道
は
出
馬
止
す
べ
急
だ
と
す
る
点
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、

そ
の
両
者
を
区
別
す
る
と

い
う
担
、
ぇ
方
。
ま
た
、
国
家
財
源
か
ら
の
援
助
の
停
止
を
し
支
援
し
て
い
る
点
な
ど
。
そ
こ
に
は
一
貫
し
た
も
の
が
あ
る
と
言
う
こ
と

が
出
来
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
ヴ
ィ
ン
セ
ン
ト
で
あ
る
が
、
彼
は
罰
務
省
案
の
段
携
で
す
で
に
ス
タ
ッ
フ
の
一
員
と
し
て
起
草

に
署
名
が
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
ト
肉
舗
政
策
の
最
終
決
定
機
爵
で
あ
っ
た
三
省
合
同
委
員
会
の
委
員
に
も
な
っ
て
い
た
。
そ
の
意
味
で
、 と
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人
民
と
し
て
も
こ
の
ヴ
ィ
ン
セ
ン
ト
が
一
雷
同
し
て
宗
教
政
棄
に
携
わ
っ
て
い
た
事
に
な
り
、

そ
れ
ら
の
点
を
考
え
て
み
る
な
ら
器
、

義
本
的
に
ア
メ
リ
カ
政
府
内
部
で
の
対
日
宗
教
政
策
と
い
う
も
の
は
国
務
後
戦
後
計
画
委
員
会
の
政
策
案
以
来
、

一
貫
性
の
存
在
す

る
政
策
で
あ
っ
た
と
い
う
事
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、

ゲ
イ
ン
セ
ン
ト
の
放
送
場
合
に
は
、
国
家
神
道
の
処
罰
的
廃
止
と
い
う

側
面
が
強
調
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

悶

こ
う
し
て

臼
本
に
対
す
る
態
度
辻

ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
が
一
悉
厳
し
く
、
一
一
一
省
合
同
問
委
員
会
、
同
四
務
省
と
、
細
棋
を
追
っ
て
よ
り
穂

や
か
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し

そ
れ
を
厳
舞
す
る

一
者
と
も
に
共
通
し
て
い
る
点
は

い
ず
れ
も
「
独
毅
約
な
政
治
形
態
」
と

「
哲
学
と
の
結
合
物
」
ま
た
、

そ
の
よ
う
な
哲
学
の
「
教
育
」
が
間
舗
と
さ
れ
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
れ
ら
の

「
構
造
的
解
体
」
と
「
視
線
」
と
い
う
方
針
は
、
初
期
か
ら
考
え
ら
れ
て
い
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

つ
ま
り
「
神
道
」
と

「
国
家
」
と
い
う
も
の
を
「
切
り
離
す
」
政
策
と
い
う
も
の
も
、

そ
の
基
本
的
な
方
針
か
ら
、
あ
る
題
で
必
然
的
に
導
き
出
さ
れ
た

政
棄
で
あ
っ
た
と
考
え
る
礁
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

劉
人
の
宗
教
と
し
て
の
神
道
と
国
家
神
道
と
の
明
確
な
区
別
。
鋼
人
の
宗
教
と
し
て
の
神
道
は
そ
の
存
続
を
許
し
、
後
者
の
み
を

間
同
盟
に
し
て
い
る
点
。
そ
れ
か
ら
公
的
財
源
に
よ
る
援
助
の
停
止
等
の
点
に
つ
い
て
も
、
印
刷
務
省
案
以
来
の
方
針
で
あ
っ
た
。
従
っ

て
、
パ
ン
ス
に
よ
る
「
神
道
指
令
」
の
内
容
は
、

ア
メ
リ
カ
政
府
の
政
策
と
、
基
本
的
に
は
論
理
的
な

質
性
を
伴
っ
て
お
り
、
現

場
サ
イ
ド
の
苦
肉
の
策
で
あ
る
と
か
、
懇
意
的
な
作
で
あ
る
と
は
必
ず
し
も
一
言
う
こ
と
は
出
来
な
い
。

し
か
も
、

こ
の
パ
ン
ス
の
「
神
道
指
令
」
は
、
厳
し
く
日
開
家
神
道
の
廃
絶
を
求
め
た
ヴ
ィ
ン
・
セ
ン
ト
の
放
滋
内
容
に
較
べ
る
と
、
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い
わ
ゆ
る
岡
家
神
道
的
神
社
で
為
っ
て
も
‘
私
的
な
宗
教
団
体
と
し
て
は
存
在
出
来
る
方
途
を
開
い
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
そ
の
点

で
は
日
間
務
答
案
の
擾
活
で
あ
る
と
さ
え
い
え
る
。

そ
し
て
そ
の
椴
拠
と
し
て
「
信
教
の
自
由
」
と
「
宗
教
の
法
の
下
で
の
平
等
」
と
を
う
た
い
、
そ
れ
を
保
読
し
、

か
つ
語
教
が
政

治
的
に
利
用
さ
れ
る
事
の
な
い
よ
う
に
「
政
教
分
離
の
原
出
」
を
明
織
に
打
ち
出
し
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
単
に
、
同
教
と
し
て

の
神
港
を
認
め
ず
と
い
う
、
国
家
と
神
道
と
い
う
特
定
の
宗
教
と
の
分
離
だ
け
で
は
な
く
、
宗
教
一
般
と
国
家
と
の
分
離
、
す
な
わ

ち
「
致
教
分
離
」
と
い
う
普
遍
的
漂
則
を
導
入
し
て
お
り
、
こ
の
点
は
一
ま
さ
に
パ
ン
ス
に
よ
る
所
が
大
き
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
に
こ
そ
パ
ン
ス
の
「
神
道
指
令
」
の
真
骨
頂
が
あ
る
の
で
あ
る
。

Eを

ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
に
よ
る
「
信
教
の
お
由
」
の
概
念
と
い
う
も
の
は
、
原
理
的
な
意
味
に
お
い
て
の
そ
れ
で
は
な
く
、
キ
リ

アメザカの対釘ま丈策における宗教相理念をめぐって{中野}

ス
ト
教
信
仰
の
自
由
に
逸
ぎ
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
り
、
そ
の
点

-e考
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
方
針
が
最
後
ま
で
設
業
と
し
て
貫
徹
さ
れ

マ
ッ
カ

l
サ
!
の
個
人
的
目
標

た
な
ら
ば
、

そ
の
帰
結
は
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
化
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
事
が
出
来
る
。

そ
の
よ
う
に
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
化
で
る
っ
た
世
帯
は
同
州
知
の
通
り
で
み
り
、
ま
た
、
総
按
令
部
の
資
料
を
見
て
い
く
と
、

の
一
つ
が
、

宣
教
師
の
出
入
額
に
関
す
る
詳
越
な
記
鋭
が
建
っ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
総
司
令
部
が
宣
教
簡
の
活
動
を
積
極
的
に
背
後
か
ら
支
援

し
て
い
た
と
い
う
事
が
あ
り
あ
り
と
判
る
。

国
務
省
案
に
よ
り
、
こ
の
「
揺
教
の
自
由
」
と
い
う
概
念
が

ル
i
ズ
ベ
ル
ト
的
な
意
味
お
け
る
「
々
リ
ス
ト
教
認
教
の
自
由
」

と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
よ
り
原
理
的
・
普
通
的
な
意
味
で
の
「
信
教
の
自
由
」
犠
愈
と
し
て
、
あ
る
意
味
で
は
正
し
く
組
み
込
ま

れ
た
と
一
漂
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
の
際
に
間
務
省
内
部
に
い
た
知
日
搾
と
呼
ば
れ
る
人
々
が
果
た
し
た
役
割
は
、
非
常
に

大
き
い
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
等
の
日
本
の
宗
教
的
伝
統
に
対
す
る
深
い
理
解
と
尊
重
の
態
度
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
普
遍

的
議
期
慌
の
導
入
と
い
う
事
誌
不
可
能
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
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そ
う
し
て
、

パ
ン
ス
も
そ
の

人
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
彼
は
ま
さ
に
鑓
務
省
案
に
見
ら
れ
る
日
本
の
京
教
的
伝
統
に
対
す
る
融

和
的
方
針
と
、
大
統
領
、
統
合
参
謀
本
部
、
特
に
マ
ッ
カ
1
サ
ー
の
ラ
イ
ン
に
お
け
る
神
道
へ
の
厳
し
い
方
針
と
、

そ
し
て
日
本
を

キ
リ
ス
ト
教
化
し
た
い
と
い
う
暗
黙
の
方
針
た
い
う
も
の
、

そ
れ
ら
尚
者
を
巧
み
に
止
揚
し
て
い
く
道
を
生
み
出
し
た
と
い
う
事
が

出
来
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り

パ
ン
ス
に
よ
る
「
神
道
指
令
」
に
よ
っ
て

い
わ
ば
そ
の
偶
者
の
遂
を
期
ざ
し
、
よ
り
普
遍
的
で
理

想
的
な
新
し
い
道
が
切
り
開
か
れ
た
の
で
あ
る
。
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