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宗
教
団
枠
内
部
扮
争
と
可
法
介
入
抑
制
の
法
理

法

性

祐(
蛸
鶴
谷
火
山
本
V

lま

め

と

従
来
、
我
が
弱
に
お
い
て
、
宗
教
健
体
内
部
紛
争
へ
の
湾
法
介
入
の
問
問
題
は
、
も
っ
ぱ
ら
可
法
犠
の
本
紫
と
結
社
の
自
由
の
観
点

か
ら
積
討
会
れ
、
「
憲
法
二

O
条
等
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
京
教
団
体
の
特
殊
性
」
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
考
慮
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た

主主教長導体内務紛争と司法介入幻滅のまま聖堂(法性)

よ
う
に
患
わ
れ
る
。
し
か
し
、
京
教
団
体
内
部
紛
争
へ
の
司
法
介
入
の
問
題
を
考
察
す
る
場
合
に
は
、
信
教
の
自
由
あ
る
い
は
設
教

分
離
原
隠
の
麗
点
か
ら
の
検
討
も
必
要
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

本
稿
で
は
ア
メ
リ
カ
で
宗
教
団
体
内
務
紛
争
に
適
用
さ
れ
て
き
た
判
例
理
論
を
検
討
す
る
こ
と
で
合
索
開
態
法
修
正
第
一
条

教
条
項
上
の
論
点
を
誇
き
彫
り
に
し
、
我
が
問
自
の
罰
題
を
考
察
す
る
上
で
の
手
掛
か
り
を
求
め
た
い
。

黙
一
本
信
託
理
論

(
H
8
1ぽ
円
山
ベ

za、
同
が
ゆ
え
て
)

「
黙
示
信
託

と
は
、
宗
教
団
体
の
場
産
は
特
定
の
教
義
の
維
持
の
た
め
存
夜
す
る
と
の
諦
捷
に
な
ち
、
た
と
え
特
定
の
教

義
の
維
持
の
た
め
に
信
託
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
示
す
る
規
定
が
存
在
し
な
く
て
も
、

そ
の
よ
う
な
黙
示
の
信
託
が
あ
る
と
み
な
す

宗教法君主手(1990)3 



特
例
理
論
で
あ
る
。

こ
の
「
額
一
不
信
託
環
論
」
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
「
黙
示
謡
託
理
論
い
を
母
体
と
し
て
い
る
。
イ
年
リ
ス
と
ア
メ
リ
カ
の
「
黙
一
不
信
託

理
論
」
を
区
別
す
る
特
教
は
、

ア
メ
リ
カ
で
は
「
教
義
逸
脱
審
査
」
{
含
宮
司
神
戸
畑
詰
吟
0
5
門
目
。
の
亘
書
門
氏
。
〉
が
併
用
さ
れ
て
い
た
こ

と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
仮
に
教
義
違
視
の
事
実
が
認
め
ら
れ
た
と
し
て
も
そ
れ
を
も
っ
て
蓋
ち
に
信
託
違
反
と
は
せ
ず
、
さ
ら
に
、

そ
の
逸
脱
祭
れ
た
教
義
が
宗
教
自
体
の
基
本
的
な
教
義
で
あ
り
、

か
つ
逸
脱
の
程
度
が
捜
本
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
燦
つ

て
教
義
逸
脱
と
み
な
す
審
査
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
厳
格
に
教
義
逸
脱
の
有
無
を
判
判
断
し
て
い
た
の
で
、
宗
教
団
体
の
教
義
展
開

の
自
由
を
著
し
く
臨
ん
透
す
る
弊
警
が
生
じ
て
い
た
が
、

ア
メ
リ
カ
で
は
爵
述
の
審
査
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
よ
う
な
弊
害

を
解
消
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
に
は
現
実
的
に
み
て
妥
当
性
に
欠
け
る
結
果
を
紹
く
虞
れ
が
あ
っ

他

m
w
e

、晶、

ψ
'
'
A
M
 

ア
メ
リ
カ
で
は
教
義
逸
脱
審
査
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
な
結
果
に
拙
い
る
こ
と
を
回
避
し
、
柔
軟
な
対
応
が
で

き
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
「
黙
示
信
託
理
論
」
の
下
で
は
、
裁
特
所
の
教
義
審
査
は
不
可
避
で
あ
っ
た
。

所
は
、
ぷ
開
示
一
一
日
間
前
理
論
」
は
穆
正
第
一
条
に
達
一
決
す
る
と
の
判
決
を
下
は
、
裁
判
所
の
教
義
審
査
に
は
、
「
宗
教
教
義
の
自
由
な
展

開
を
禁
止
し
、
純
粋
に
宗
教
上
の
事
項
に
世
悔
の
利
害
関
係
を
関
連
さ
せ
て
し
ま
、

f
抵
払
慢
性
が
内
在
す
る
こ
と
を
明
確
に
指
識
し

条
」
と
し
か
表
聾
さ
れ
て
お
ら
ず
、
具
体
的
に
信
教
の
自
由
条
項
あ
る
い
は
国
教
樹
立
禁

九
六
九
年
に
、
連
邦
最
高
裁
判

た
。
こ
の
判
決
で
は
、
単
に
「
修
正
第

止
条
項
と
関
連
し
た
記
述
は
な
い
が
、
当
務
、
信
教
の
自
由
条
項
は
会
頭
に
識
か
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
さ
ら
に
、
「
過
度
の
か

か
わ
り
合
い

(
Z
R∞
組
問
ぐ
ぬ

3
g
p肉
z
gき
同
ど
の
禁
止
を
も
示
唆
し
て
い
た
と
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
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II 

尊

説
(
り
え
常
命
ロ
の
め
り

0
2ユ
ロ
伶
)

巧
尽
き
叫
M

J

ア
旬
。
き
タ
∞
o
r
-
m
w
O
M
者
向
忌
・
)
町
三
回
芝
山
)
で
提
唱
さ
れ
た
「
尊
重
説
L

と
は
、
諜
教
団
体
内
部
紛
争
を
類
型
化
し

て
、
財
産
使
用
に
棚
慨
す
る
明
示
の
規
定
が
あ
る
場
合
に
は
そ
れ
に
従
い
、

照
明
示
の
規
窓
が
な
い
場
合
に
は
宗
教
団
体
の
経
緯
構
造
に

串
と
て
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
関
体
の
内
部
に
お
け
る
意
蕊
決
定
手
段
を
撮
っ
て
そ
の
決
定
に
裁
判
所
が
拘
束
さ
れ
る
と
す
る
判
例
理
論

で
あ
る
。
こ
の
「
尊
重
説
」
は
、
ま
ず
諜
教
語
体
内
部
紛
争
を
、
器
財
産
使
用
に
関
寸
る
明
不
の
規
定
が
あ
る
場
合
と
、
②
明
示
の

規
定
が
な
い
場
合
に
分
類
し
、
明
示
の
規
定
が
な
い
場
合
に
は
、
さ
ら
に
舎

i
i
パ
ブ
テ
ス
ト
教
会
な
ど
に
仕
表
さ
れ
る
会
衆
的

な
宗
教
匝
体
(
の
き
唱
諸
問
主

osrv誌
の
さ

の
場
合
と
、
争

i
H笠

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
な
ど
に
弐
表
さ
れ
る
臨
階
層
的
な
宗
教
間
体

絞殺図体内総紛争と司法介入抑制の法務量{法性)

〈

V
K
M
M
1
m
w吋
門
川
町
一
円
vm凶

-
n
v
c吋
nyv

の
場
合
に
類
別
す
る
。
会
衆
的
な
宗
教
関
体
の
場
合
に
は
紛
争
処
理
の
権
限
を
持
つ
と
さ
れ
て
い
る
役

識
者
が
あ
れ
ば
そ
の
決
定
に
裁
判
訴
は
従
い
、
も
し
や
仔
在
し
な
い
場
合
に
は
会
衆
の
多
数
決
に
裁
判
所
は
従
う
。
ま
た
、
階
態
的
な

京
教
団
体
の
場
合
に
は
、
宗
教
毘
体
内
部
の
最
高
審
判
接
関
の
決
定
に
裁
判
所
は
従
う
と
さ
れ
る
。

こ
の
ま
番
目
の
類
型
に
当
た
る
階
膳
的
な
宗
教
関
体
に
上
記
の
ア
プ
ロ

i
チ
を
適
用
す
る
理
出
と
し
て
一
二
つ
の
酬
明
山
闘
が
挙
げ
ら
れ

て
い
る
。
ま
ず
第

に
、
審
判
機
関
を
設
躍
す
る
権
利
そ
の
も
の
を
宗
教
団
体
の
認
教
の
自
由
と
し
て
探
擁
し
て
い
た
と
い
う
こ

と
。
第
ニ
に
、
宗
教
母
体
に
加
入
す
る
際
に
そ
の
構
成
員
は
宗
教
間
体
の
審
判
機
聞
の
決
定
に
従
う
と
い
う
吋
暗
黙
の
用
意
」

(EM--o
。2
5
S
C
を
与
え
た
と
す
る
機
能
を
な
し
、
そ
の
審
判
機
関
の
下
し
た
決
定
を
裁
判
所
が
援
す
こ
と
は
、
「
暗
黙
の
間

意
」
を
無
に
帰
せ
し
め
審
判
機
鵠
設
置
の
意
義
を
失
わ
せ
て
し
ま
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
第
三
に
、
宗
教
上
の
畑
山
越
に
関
す

る
裁
判
判
所
の
審
変
能
力
に
は
限
界
が
あ
る
と
の
自
覚
で
あ
る
。

言宗教、法事号 (990)5 



尊
重
説
の
特
徴
と
し
て
、
信
教
の
・
良
市
の
保
捧
の
観
点
に
基
づ
い
た
宗
教
団
体
の
意
忠
決
定
に
対
寸
る
裁
判
判
所

と
、
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
宗
教
団
体
へ
の
不
介
入
の
姿
勢
が
指
摘
で
き
る
。

の
態
度

尊
重
説
そ
厳
格
に
瀦
用
し
た
場
合
、
宗
教
鵠
体
の
葉
忠
訣
議
機
関
に
無
制
約
の
権
限
を
認
め
る
こ
と
に
な
り
、
ぞ
れ
は
国
教
樹
立

に
謀
議
す
る
虞
れ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
懸
念
が
あ
っ
た
。
ぞ
れ
ゆ
え
詞
匁
窓
口
挙
件
以
後
の
諸
制
判
決
は
、
裁
判
所
の
介
入

が
許
向
令
さ
れ
る
例
外
的
な
場
合
も
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
て
き
た
む
し
か
し
現
実
に
は
裁
判
所
が
介
入
し
た
事
僚
は
ほ
と
ん
ど
存
在

せ
て
ま
た
裁
判
所
の
審
査
が
許
容
さ
れ
る
場
合
と
し
て
詐
歎
{
守
主
忌
・
共
謀

(
h
o
-
-
5
5
3了
専
軒
玄
量
貫
主
主
的
U

一
ぶ
さ
れ
て
き
た
が
そ
の
具
体
的
な
内
容
の
説
明
は
A
1
8
ま
で
全
く
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

の
み
な
ら
ず
、

一
九
七
六
年
の

mU号
一
言

抑
制
同
部

Z
3
0
2
Y
C円山
C
M
盟
。
包
括
〈
-
E
C
D目
的
位
。
宮
呈
〈
♀

2
w
z
L
N。
ロ
戸
。
。
。
(
呂
呂
}
に
お
い
て
、
「
導
監
」
を
理
由
と
す
る
裁

と やi
い所
わの
れ介
て入
いは
るE禁
。止

さ
れ

残
り
グ〉

「
詐
欺
」
、
「
共
謀
」
に
つ
い
て
も
将
来
そ
れ
を
理
由
に
裁
判
所
が
介
入
す
る
可
能
性
は
少
な
い

以
上
の
概
観
か
ら
は
、
尊
重
説
が
適
用
さ
れ
た
事
例
に
お
い
て
、
連
邦
最
高
裁
は
宗
教
間
体
の
自
治
に
委
ね
る
べ

も
の
を
一
貫
し
て
拡
大
し
て
き
た
と
詰
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
宗
教
関
体
の
自
治
に
委
ね
ら
れ
る
べ

上
の
問
問
題
、
宗
教
上
の
懇
成
処
分
、
聖
職
者
の
任
命
、
教
関
持
政
(
芸
誌
の
y

き
め
吾
H
M

門
号
。
色
、
教
関
統
治

(nvcRV

て
、
…
信
部
・
教
義

{
C℃
ぬ
叫
が
な
C
P

教

団

、
教
鵠
組
組
織

(2) 

輸
相
緩
鋭
の
問
題
点

の
問
桝
絹
地
点
は
、
大
き
く

つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第

の
問
問
題
は
、

「
暗
黙
の
罰
意
」
に
関
す
る
問
題
点
で
あ
る
。
審
判
判
機
慰
問
の
下
し
た
宗
教
上
の
判
断
に
基
づ
い
て
紛
争
を
経
理

6 宗教法9号 (990)
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す
る
こ
と
は
審
判
機
関
の
訟
当
と
み
な
す
宗
教
を
凶
教
化
す
る
こ
と
に
は
か
な
ら
ず
、
審
判
機
関
と
対
点
す
る
信
者
の
い
信
教
の
自
由

を
侵
害
す
る
と
の
批
判
が
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
に
対
し
て
尊
重
読
は
、
紛
争
処
理

の
取
り
決
め

(
す
な

わ
ち
「
暗
黙
の
詞
意
」
)
に
裁
判
所
は
従
う
に
過
ぎ
ず
、
裁
判
所
が
自
ら
宗
教
ょ
の
問
題
を
判
断
す
る
の
で
は
な
い

の
「
暗
黙
の
弱
音
ご
の
存
在
が
、
尊
重
説
の
八
日
憲
性
の
論
拠
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
「
暗
黙
の
同
盟
蕊
」
に
対
す
る
批
判
は
大
き
く
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
一
番
目
に
、
「
暗
黙
の
月
間
意
」
は
絶
対

的
か
つ
鉱
山
条
件
な
も
の
で
は
な
く
、
限
窓
的
か
つ
条
件
付
き
の
も
の
で
あ
り
、
下
位
の
宗
教
団
体
に
一
定
の
範
密
で
自
律
権
が
付
与

さ
れ
て
い
る
場
合
も
少
な
く
な
い
こ
と
が
栄
げ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ら
、
日
常
的
な
活
動
や
財
産
処
理
、
も
し
く
は
下
位
宗
教
団

体
の
恕
一
職
者
の
選
任
権
は
多
く
の
場
合
、
下
伎
の
宗
教
問
問
体
に
与
え
ら
れ
て
い
る
挙
実
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、

そ
も
そ
も
上
位
の
審

判
機
関
に
は
権
援
が
存
し
な
い
事
項
も
あ
り
得
る
。
ま
た
審
判
例
議
鵠
が
内
部
規
則
に
遺
脱
し
た
決
案
を
下
し
た
場
合
ぞ
れ
泣
「
暗
黙

222教団体内総紛争と，t]法介入抑制の法E里(法性)

の
日
間
意
」
を
反
占
に
し
た
こ
と
に
な
り
、

そ
の
判
明
会
に
内
部
窺
制
約
に
反
寸
る
務
判
機
関
の
決
議
会
議
判
所
が
認
め
る
w

日
と
は
、

の
欄
の
宗
教
的
観
念
を
そ
れ
に
反
対
す
る
信
者
に
押
し
付
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
先
に
挙
げ
た
尊
家
説
に
対
す
る
批
判
を
免
れ
る

こ
と
は
で
き
な
い
。

「
時
繋
の
月
間
意
」
の
二
番
目
の
問
題
点
は
、
個
々
の
宗
教
詩
体
の
権
限
配
分
の
仕
方
の
多
様
牲
に
対
応
し
難
い
こ
と
で
あ
る
。
尊

の
類
務
先
は
宗
教
肉
体
の
組
織
構
造
に
感
じ
て
会
衆
的
な
宗
教
自
体
と
階
層
的
な
宗
教
毘
体
と
に
二
分
す
る
。
し
か
し
階
廊
的

な
宗
教
団
体
は
冬
ら
に
ロ
!
?
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
弐
表
さ
れ
る
監
督
的
な
組
織
構
造
(
喜
一
部
門
毛
色
円
vo--Q)
を
持
つ
も
の
と

る
教
会
会
議
も
し
く
は
連
合
的
な
総
織
構
造

2
3
0庄
内
乱
号
室
き
立
州
三
三
三
宮
宮
之
を
持
つ
も
の

に
分
類
す
る
の
が

般
的
で
あ
る
。

は
も
っ
と
織
か
な
宗
教
同
体
の
類
型
化
が
な
さ
れ
る
こ
と
会
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
尊
重

説
の
類
語
北
は
単
純
す
ぎ
て
現
実
の
権
限
配
分
を
反
納
税
し
な
い
場
合
も
十
分
一
予
想
さ
れ
る
。

w 

~時方
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に
対
す
る
二
番
目
の
批
判
は
、
「
過
度
の
か
か
わ
り
介
い
」
に
議
九
す
る
虞
れ
が
大
き
い
こ
と
で
あ
る
。
総
数
説
は
宗
教

関
体
の
組
織
構
迭
を
審
査
し
て
裁
判
所
の
従
う
べ
き
審
判
磯
関
そ
定
め
て
そ
の
判
定
を
確
認
す
る
た
め
、

-
{
一
不
相
続
・
慣
行
な
ど

の
事
項
に
議
く
立
ち
入
っ
た
審
査
を
余
犠
な
く
さ
れ
る
こ
と
も
少
を
く
な
い
。
持
に
傾
向
上
北
が
耐
難
な
宗
教
団
体
の
場
合

(
例
え
ば

ル
i
一
ア
ル
教
会
は
一
方
で
会
衆
的
な
宗
教
団
体
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
、
他
方
で
は
階
隊
約
な
宗
教
極
体
で
あ
る
と
認
定

さ
れ
る
な
ど
裁
判
所
に
よ
っ
て
か
な
り
判
断
が
異
な
っ
た
て

ぞ
れ
か

約
顕
者
に
な
る
。
ま
た
、
審
判
機
関
の
認
定
が
国
間
難
な
場

人
口
〈
当
引
事
者
間
で
審
判
刊
機
関
の
正
統
性
が
争
わ
れ
て
い
る
場
合
も
こ
れ
に
合
ま
れ
る
〉
も
同
様
の
問
磁
を
生
じ
得
る
。

I
 

I
 

I
 
中
立
説

(
Z
2
q弘
同
》
江
口
弘

1
2
三円、州ロヱ

j
 

1
 

(
 

傘
立
践
の
概
要

て
の
財
産
紛
争
に
連
用
さ
れ
る
べ
く
展
開
さ
れ
、
財
産
が
授
与
さ
れ
る

宗
教
茜
体
を
菌
教
と
し
て
樹
立
す
る
こ
と
な
く
通
期
で
き
る
」
判
街
理
論
と
し
て
雄
略
さ
れ
、
宗
教
連
体
を
他
の
去
益
団
体
と
関
等

中
立
説
は

九
六
九
年
に
前
述
の
民
三
士
事
件
で

に
扱
う
点
と
裁
判
所
は
宗
教
王
の
事
項
を
全
く
制
約
酷
し
て
は
い
け
な
い
と
寸
る
点
に
そ
の
特
徴
を
認
め
る
こ
と
が

ぞ
れ
ゆ

え
中
立
説
は

の
や
立
性
と

の
か
か
わ
り
合
い
」
の
凶
避
を
骨
子
と
す
る
も
の
と
一
言
い
得
る
。
中
立
説
で
は
、
礼
持
・

い
限
り
、
ど
の
よ
う
な
ア
プ
ロ

i
チ
を
選
択
し
て
も
良
い
と
さ
れ
る
。
絹
先

犠
式
・
教
義
な
ど
に
関
関
わ
る
開
銀
を
裁
判
所
が

在
ま
で
議
判
所
に
よ
っ
て
や
立
説
と
し
て
適
用
さ
れ
あ
る
い
は
言
及
さ
れ
た
ア
ブ

piチ
誌
、
以
下
の
閥
つ
で
あ
る
。

の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
前
述
の
尊
重
説
で
あ
る
。
た
だ
し
そ
の
域
別
が
許
さ
れ
る
の
は
、
教
義
縄
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
な
く
同
時

に
宗
教
親
機
へ
の
過
度
の
審
資
を
行
な
う
こ
と
な
く
し
か
る
べ
き
審
判
機
関
を
決
定
で
き
る
場
合
に
限
定
さ
れ
る
。

第
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第

の
選
択
肢
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
名
義
説

忠
一
行
問
。
内
山
む
の
件
。
岡
山
口
ぬ
)

で
あ
る
。
名
義
誌
は
、
捺
印
証
書
{
仏
語
ふ
)
、

護
婦
条
項
々
を
R
百
円
己
主
出
作
曲
}

の
夜
無
、
お
よ
び

体
の
財
産
の
保
有
に
関
す
る
規
定
を
審
査
し
、
財
産
の
所
有
名
義
保
持
者
を
確
定
し
て
そ
の
殺
に
則
的
議
の
帰
属
を
認
め
る
こ
と
に
よ

般
州
法
人
法
誌
芸
作
詩
目
的
門
ω符

n
o
G円
減
免
窓
口
紅
乏

の
定
め
る
京
教
罷

っ
て
紛
争
の
解
決
を
図
る
も
の
で
あ
り
、

一
般
に
中
立
説
と
い
う
場
合
こ
の
名
義
説
会
』
昔
、
つ
こ
と
も
あ
る
。

第

の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
特
訓
刑
法
を
定
め
て
宗
教
団
体
の
紛
争
を
解
決
す
る
方
法
で
あ
る
。
特
別
法
の
判
制
定
に
あ
た
っ
て
は
教
義

へ
の
剤
の
介
入
の
防
止
に
十
分
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
条
件
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て

A

時
w

いゆ
h
v
o

第
凶
の

「
多
数
派
代
表
の
推
定
」
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、

M
0
3
2
〈・

な一
w
m
M
-
諮
問
(
同
誌
記

で
初
め
て
適
用
冬
れ
、
宗
教

題
体
の
内
部
規
則
に
紛
争
解
決
に
関
す
る
規
定
が
存
複
し
な
い
場
合
に
は
、
宗
教
団
体
は
多
数
決
謀
略

議?孝文E主体内部紛争と湾法介入事i燃のまま王護{法性}

も
の
で
あ
る
。

以
上
の
四
つ
の
ア
ブ
ロ

i
チ
の
内
い
ず
れ
を
選
択
す
る
に
し
て
も
、
純
粋
に
世
俗
的
な
現
語
の
み
に
基
づ
い
て
篠
山
州
証
書
・
制

こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
財
産
所
有
権
等
の
法
律
上
の
問
問
題
に
つ
い
て
は
宗
教
団
体
が
予
め
自
己
の

望
む
解
決
方
法
を
法
的
に
ゑ
認
し
得
る
形
で
準
備
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
中
立
説
の
棋
底
に
あ
る
と
設
問
っ
て
良
い
。

(2) 

中
立
鋭
の
問
題
点

第
一
の
問
題
点
と
し
て
は
、
信
教
の
自
由
に
す
る
「
間
間
接
的
な
侵
索
開
」
が
考
え
ら
れ
る
。
中
立
説
に
お
い
て
は
、
裁
判
判
所
が
審
査

で
き
る
証
拠
が
限
定
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
、
宗
教
自
体
内
部
の
取
り
決
め
と
は
異
な
る
解
決
方
法
に
依
ら
ざ
る
を
得
な
い
場
合
が
生

じ
て
く
る
。
宗
教
団
体
内
部
の
取
り
決
め
と
は
異
な
る
解
決
方
法
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
た
結
論
が
、
内
部
の
取
り
決
め
か
ら
導
か
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れ
た
で
あ
ろ
う
結
論
と
異
な
る
場
合
、
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
間
内
閣
を
考
え
る
場
合
に
、
間
内
三
}
出
口
仏
教
授
の
「
厳
格
中
立
説
」
〈
印
仲
吋
町
立
窓
口
丹

g
z
q
内
甘
え
え
宮
阜
を
め
ぐ
る
議
論
が
参
考

に
な
る
。
間
ロ
ユ
き
仏
教
投
の
「
厳
格
ゃ
な
説
」
と
中
立
説
は
、

に
留
家
の
宗
教
的
中
立
候
を
強
講
し
、
宗
教
的
な
理
由
に
蒸
づ
く

い
か
な
る
政
府
の
活
動
も
禁
止
す
る
点
に
類
恨
性
が
認
め
ら
れ
る
。
「
厳
格
的
ヤ
立
説
」
で
は
‘
あ
る
特
定
の
規
制
が
繍
人
の
宗
教
活

動
に
制
約
を
課
し
た
と
し
て
も
、

そ
の
制
約
が
宗
教
上
の
理
出
に
慕
づ
く
も
の
で
な
い
限
り
、
信
教
の
自
自
に
不
利
利
益
な
結
果
が
生

じ
た
と
し
て
も
そ
れ
は
倒
ら
憲
法
上
の
偶
舗
を
生
じ
な
い
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
結
論
を
導
き
出
す
「
厳
格
中
立
説
」
は
、
信
教
の

自
由
へ
の
「
間
間
後
的
な
侵
害
」
を
審
議
守
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、

し
な
L

ア
メ
リ
カ
の
学
説
e

判
例
と
も
に
ほ
と
ん
ど
受
け
入
れ
ら
れ
て

こ
の
「
関
機
的
な
使
窓
口
」
の
具
体
的
事
例
と
し
て
、
前
述
の
「
多
数
派
代
表
の
推
定
」
を
適
用
し
た
守
口
命
的
〈
・
要
。
…
州
事
件
を

挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
o

M

C
詩
的
4
・
君
。
}
州
事
件
で
は
、
宗
派
か
ら
の
離
脱
を
め
ぐ
り
下
位
宗
教
団
体
内
部
で
分
裂
が
生
と
、
離
脱

に
賛
成
す
る
多
数
派
と
そ
れ
に
反
対
寸
る
少
数
派
の
い
ず
れ
が
下
位
宗
教
団
体

の
構
成
員
で
あ
る
か
と
い
う
開
認
が
争
わ
れ

た。

の
内
部
規
制
で
は
、
下
位
宗
教
毘
体

の
携
成
員
を
認
識
す
る
権
限
は
宗
泥
か
ら
諌
遺
さ
れ
た
委
員
会
に
あ
る
と
定
め

ら
れ
て
お
り
、
委
員
会
は
少
数
諜
が
奥
の
講
成
員
で
あ
る
と
の
認
定
を
下
し
て
い
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
』
C
詩
的
タ

A
T
J

可。山内

事
件
の
多
数
意
見
は
「
多
数
派
代
表
の
推
定
」
と
い
う
も
の
を
持
ち
出
し
事
件
を
差
し
戻
し
た
。
差
し
戻
し
審
で
は
、

少
数
派
が
下

位
宗
教
団
体

の
代
表
者
で
あ
る
と
認
定
し
た
委
員
会
の
決
定
は
「
宗
教
母
体
の
内
部
事
項
」
に
か
か
わ
る
決
定
な
の
で
裁
判
所

は
そ
れ
令
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
さ
れ
‘
結
局
、
「
多
数
派
代
表
の
推
定
」
に
基
づ
い
て
多
数
派
勝
訴
の
結
論
を
導
き
出
し

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
少
数
意
見
は
、

こ
の
よ
う
な
や
立
説
の
適
用
は
宗
教
団
体
内
部
の
京
教
上
の
紛
争
解
決
手
段
へ
の

「
間
接
的
な
介
入
」
で
あ
っ
て
許
さ
れ
な
い
と
し
た
。
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二
番
目
の
問
贈
点
は
、
名
義
説
罷
符
の
も
の
で
あ
る
。
名
畿
説
は
、
下
位
宗
教
間
体
と
上
性
宗
教
関
体
と
の
閣
の
財
産
紛
争
の
解

決
に
お
い
て
は
有
効
に
機
能
し
得
る
。
し
か
し
、
争
わ
れ
て
い
る
財
産
の
名
義
が
下
位
宗
教
団
体
で
あ
る
場
合
あ
る
い
は
役
襲
名
義

と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は

そ
の
窪
体
を
構
成
し
、
誰
が
役
鞍
に
就
任
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
さ
ら
に
判
断
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
名
義
説
で
は
も
は
や
こ
の
問
題
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
意
味
で
名
義
説
は
有

効
に
機
能
す
る
馬
頭
が
限
定
さ
れ
て
い
る
と
判
断
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
名
義
説
で
は
名
競
人
に
実
捺
以
上
の
権
威
を
与
え
る
こ

と
に
な
り
、
宗
教
上
の
権
或
が
あ
る
緯
度
損
な
わ
れ
て
し
ま
う
危
険
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

ニ
番
目
の
問
題
点
と
し
て
、
内
容
に
不
明
離
な
点
が
多
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
薦
述
の
剖
つ
の
ア
プ
ロ

i
チ
以

外
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
適
用
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
。
例
え
誌
、
宗
教
団
体
か
ら
懲
戒
処
分
を
受
け
た
聖
穣
者
が
そ
の
慾
戒
処
分

を
不
当
と
し
て
京
教
語
体
を
相
手
取
り
掛
害
賠
護
請
求
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
、
予
見
可
能
性
の
点
で
は
か
な
り
艇
湾

言宗義文f遺体内部紛争と前Ji去介入事言語IJの法理里(法性)

が
あ
る
の
で
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
第
一
一
め
問
問
題
と
し
て
各
ア
プ
ロ
ー
チ
鰐
の
選
択
基
準
が
未
確
立
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が

る
る
。
機
数
め
ア
プ
ロ
ー
チ
が
選
択
可
能
な
場
合
に
ど
の
ア
プ
ロ
ー
チ
そ
取
る
か
は
裁
判
所
の
裁
登
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ

と
は
裁
判
所
に
柔
軟
な
対
応
を
保
障
す
る
反
面
、
複
数
の
審
査
一
碁
準
の
い
ず
れ
を
適
用
す
る
か
で
そ
の
結
論
が
全
く
異
な
る
場
合
に

議
大
な
問
問
題
を
生
じ
る
と
の
批
判
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
第
三
の
悶
樹
脂
は
、
中
立
説
は
間
関
家
の
宗
教
的
中
立
性
を
基
本
と
し
、

か
ら
裁
判
所
の
ユ
ポ
教
上
の

へ
の
「
通
農
の
か
か
わ
り
合
い
」
の
部
避
を
重
視
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
立
説
に
お
い
て

も
そ
れ
が
貫
徹
し
難
い
こ
と
で
み
る
。

の
概
念
や
照
一
絡
を
多
期
す
る
京
態
・
京
焼
を
審
査
対
象
に
含
め
る
こ
と
自
体
、

度
の
か
か
わ
り
合
い
」
に
該
当
す
る
虞
れ
が
十
分
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
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(3) 

中
立
脱
と
尊
重
脱
の
関
係

ア
メ
リ
カ
で
は
一
時
期
中
立
説
と
尊
重
説
の
関
係
を
対
立
的
に
捉
ら
え
る
見
解
も
主
張
さ
れ
て
い
た
が
、
今
日
で
は
、
両
者
の
関

係
は
中
立
説
が
尊
重
説
を
包
括
す
る
関
係
に
あ
る
と
見
る
見
解
が
支
配
的
で
あ
る
。
た
だ
し
両
者
の
修
正
第
一
条
の
解
釈
に
は
根
本

的
な
相
違
が
あ
る
こ
と
は
見
逃
が
し
て
は
な
ら
な
い
。
尊
重
説
は
信
教
の
自
由
の
保
障
を
政
教
分
離
原
則
よ
り
も
優
先
さ
せ
て
い
る

と
認
め
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
中
立
説
で
は
国
家
の
宗
教
的
中
立
性
も
し
く
は
国
家
と
宗
教
の
「
過
度
の
か
か
わ
り
合
い
」
の
回
避

を
重
視
す
る
の
で
複
数
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
選
択
可
能
な
場
合
に
は
、

そ
の
差
が
特
に
表
面
化
し
て
結
果
に
重
要
な
影
響
を
及
ぽ
す
か

ら
で
あ
る
。

IV 

無
干
渉

(Eロ
色
。
民
)
説

無
干
渉
説
は
、
訴
訟
の
結
果
を
左
右
す
る
重
要
な
証
拠
が
修
正
第
一
条
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
る
裁
判
所
の
教
義
解
釈
等
を
抜

き
に
審
理
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
る
と
き
に
は
、
裁
判
所
は
そ
の
訴
訟
を
受
理
す
る
こ
と
な
く
当
事
者
聞
の
自
主

的
な
解
決
に
委
ね
る
べ
き
と
す
る
説
で
あ
る
。
こ
の
説
に
従
っ
た
場
合
に
は
、
常
に
原
告
側
の
敗
訴
と
な
り
、
現
状
維
持
の
効
果
を

持
つ
こ
と
に
な
る
。
我
が
国
の
最
高
裁
の
「
板
ま
ん
だ
ら
」
判
決
で
示
し
た
考
え
方
は
、
こ
の
説
に
近
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
無
干

渉
説
の
長
所
は
、
修
正
第
一
条
の
禁
ず
る
宗
教
紛
争
と
の
か
か
わ
り
合
い
を
完
全
に
回
避
で
き
る
点
に
あ
封
。
し
か
し
ア
メ
リ
カ
で

は
学
説
・
判
例
と
も
に
無
干
渉
説
に
対
し
て
全
く
消
極
的
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
平
等
な
法
律
保
護
の
必
要
性
と
実
力
行
使

の
防
止
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

12 宗教法 9号 0990l



V 

司
法
介
入
の
抑
制
と
繕
正
第

条

こ
れ
ま
で
は
、
個
々
の
判
例
環
論
な
ら
び
に
学
説
を
額
制
に
概
観
し

団
体
内
部
紛
争
へ
の
司
法
介
入
の
問
題
点
を
、
よ
り
総
合
約
に
論
ず
る
こ
と

こ
こ
で
は
、
修
正

条
と
の
関
連
で
住
じ
る
設
教

)
 

1
 

(
 

信
教
の
自
白
条
項
上
の
制
約
i
l国
家
の
介
入
字
、
の
出
閥
復
i
i
i

信
教
の
自
由
条
項
上
の
制
約
と
し
て
裁
判
所
は
宗
教
語
体
の
内
部
事
項
に
介
入
す
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
ぞ
京
教
間
体
の

に
委
ね
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
持
時
に
政
教
分
離
条
項
か
ら
も
要
請
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
裁
判
所
の
京
教
間
体
の

言さ孝IcE遺体内部紛争と治法介入抑制の法王里(法性)

内
部
事
項
へ
の
介
入
辻
、
そ
れ
が
宗
教
的
性
格
を
も
っ
事
項
で
あ
る
限
り
、
国
家
と
宗
教
の
「
過
度
の
か
か
わ
り
合
い
い
に
該
当
し
、

政
教
分
離
条
項
に
よ
っ
て
そ
れ
は
禁
止
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
信
教
の
自
由
へ
の
便
番
が
同
時
に
政
教
分
維
に
港
民

す
る
こ
と
に
な
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。

国
家
の
介
入
か
ら
の
自
由
が
宗
教
日
間
体
に
認
め
ら
れ
る
理
由
と
し
て
二
つ
考
え
ら
れ
る
。

一
つ
は
、
国
家
の
介
入
に
よ
っ
て
宗
教

間
体
の
宗
教
活
動
は
著
し
い
制
約
を
被
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
認
識
が
あ
る
こ
と
。
も
う
一
つ
は
、
宗
教
団
体
へ
の
参
加
は
全
く
個

人
の
島
発
牲
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
宗
教
団
体
内
部
の
紛
争
は
自
発
的
な
解
決
に
委
ね
る
べ
き
だ
と
い
う
考
え
方
が
根
底
に
存
在
し

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

宗
教
団
体
の
内
部
事
項
へ
の
題
家
の
不
介
入
に
憲
法
上
の
謀
障
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
「
宗
教
団
体
自
律
権
」
(
岳
号
岳
き
'

窓
口
。
器
三
と
し
て
提
ら
、
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
主
張
が
近
年
有
力
に
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
宗
教
団
体
自
律
権
」
は
、

宗教法苦労(l官官。}13 



単
な
る
個
人
の
信
教
の
自
由
の
集
会
と
は
輿
な
る
宗
教
関
体
固
有
の
権
利
と
さ
れ
、
政
娘
一
石
川
狩
と
は
関
係
し
な
い
事
柄
も
そ
の
保
障

の
範
囲
に
含
め
ら
れ
る
c

た
だ
、
そ
の
具
体
的
な
範
囲
に
つ
い
て
辻
、
館
一
論
上
、
宗
教
日
間
体
の
述
常
の
あ
ら
ゆ
る
給
面
に
拡
大
し
う

る
た
め
に
開
明
確
で
は
な
円
。
ま
た
、
「
宗
教
富
体
自
待
機
」
は
主
と
し
て
国
家
の

般
的
規
制
か
ら
の
宗
教
日
間
体
の
免
徐
と
い
う
局

販
の
中
で
展
開
さ
れ
る
所
説
で
あ
っ
て
、
宗
教
団
体
内
部
紛
争
へ
の
司
法
介
入
の
臨
ん
乏
を
考
察
す
る
場
合
と
は
智
子
異
な
る
点
は
欝

意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

信
教
の
自
由
条
頃
と
の
関
連
で
最
も
震
繋
か
っ
困
難
な
問
題
点
は
、
宗
教
民
体
の
自
治
に
委
ね
ら
れ
る
範
閥
の
確
定
に
関
す
る
問

題
点
で
あ
る
。

ま
ず
第
一
に
、
そ
の
範
囲
を
確
定
す
る
た
め
の
審
査
基
準
と
し
て
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
が
適
切
か
と
い
う
こ
と
が
問
問
題
に
な
る
。

個
人
の
信
教
の
自
由
の
保
絡
の
審
査
基
準
と
し
て
、
近
年
ア
メ
リ
カ
で
は
、

E
一
き
の
吉

m
z
a
が
適
用
さ
れ
て
き
た
が
、

そ
れ
を
宗

教
問
自
体
内
部
給
ゃ
に
お
い
て
適
用
す
る
こ
と
が
果
た
し
て
妥
%
で
あ
る
の
か
。

Z
E
M
M
n
gぬ
芯
∞
丹
で
は
、

に
義
務
を
免
れ
る
た
め

あ
る
い
は
如
何
ら
か
の
科
益
を
得
る
た
め
の
口
実
と
し
て
宗
教
を
用
い
て
い
な
い
と
い
う
意
味
で
の
誠
実
さ

(
訪
日

2
q
g、
)
と
、
あ
る

特
定
の
む
為
が
宗
教
教
義
上
中
心
的
な
位
置
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
か

(
の
き
件
円
巳
M
C、
〉
と
い
、
ヲ
二
つ
の
要
素
を
ま
ず
考
慮
ナ
る
が
、

側
人
め
場
合
に
は
そ
の
人
め
議
去
の
一
ゴ
一
回
数
で
あ
る
と
か
信
仰
活
動
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
そ
れ
ら
を
判
判
断

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
宗
教
関
体
の
場
合
に
は
、
料
開
じ
信
仰
を
持
つ
人
々
の
集
会
と
考
え
ら
れ
る
が
、
教
義
・
…
一
伯
郡
等
の
す

べ
て
の
点
で
完
全
に

致
寸
る
こ
と
は
稀
で
み
る
。
内
部
で
対
立
が
生
じ
て
い
る
場
合
や
、
あ
る
い
は
時
代
に
よ
っ
て
教
義
が
変
遷

す
る
場
合
も
当
然
考
、
手
り
れ
る
が
、

か
中
心
性
会
ど
の
よ
う
に
判
断
す
る
の
か
が

そ
の
よ
う
な
場
合
に
宗
教
団
体
の

szzzぬ
Z
え
を
適
用
す
る
際
に
、
間
同
開
閣
と
な
る
。

仮
に
ぴ
州
wg叫
M
n
g
m
gえ
の
適
用
が
許
さ
れ
る
と
し
て
も
、
問
。

2
2
5魚
川
ニ
ロ
沖
合
お
え
あ
る
い
は

2
5寝
込
一
吉
ぬ

S
Z詩
的
仲
と
し
て
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ど
う
い
っ
た
利
益
が
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
が
時
間
る
。
綴
人
の
生
命
、
身
体
の
安
全
お
よ
び
善
良
な
社
会
秩
序
の
維

持
が
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
ニ
と
に
関
し
て
は
輿
論
は
生
と
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
さ
ら
に

の
観
念
あ
る
い
は
適
正
予
読
き
の
保
障

も
含
ま
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
閉
し
て
は
、
議
論
の
余
地
が
あ
る
。
例
え
ば

ww
お
ロ
ロ
ωロ
裁
判
官
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
宗
教
上
の
決
定
は
、

そ
れ
が
八

Mmh的
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
客
観
的
な
基
準
を
持
っ
て
評
価
し
得
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ

う
と
い
結
締
の
問
題
と
し
て
到
達
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

そ
れ
を
一
信
部
の
問
題
と
し
て
受
け
入
れ
る
べ
き
こ
と
が
信
仰
の
本
震
な
の

で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
根
本
的
公
平

Q
S母
3
3
5
=
m守
口
伶
的
問
〉
あ
る
い
は
許
さ
れ
ざ
る
信
的
と
い
っ
た
世
俗
の
観
念
を
含
む
適

9

拙
}

の
師
範
と
ほ
と
ん
ど
隣
係
な
い
」
と
。

正
手
続
き
と
い
う
憲
法
上
の
概
念
は
、
お
の
宗
教
上
の

こ
の
見
解
は
極
端
す
ぎ
る
と
い
う
批
判
も
当
然
予
惣
さ
れ
る
が
、
た
と
え
州
W
2
5
2コ
裁
判
官
の
見
解
を
極
端
と
し
て
斥
け
た
と

し
て
も
、

そ
こ
か
ら
直
ち
に
、
宗
教
団
体
に
対
し
て
も
他
の
公
益
法
人
と
持
様
に
適
正
手
絞
き
あ
る
い
は
公
正
の
欄
概
念
が
要
求
さ
れ

宗教団体内部紛争と泳法介入抑制lの法理主{法役}

る
訳
で
は
な
い
こ
と
に
樫
窓
す
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
宗
教
関
体
を
他
の
公
縫
法
人
と
全
く
同
一
に
扱
う
こ
と
は
宗
教
団
体
の

も
つ
特
殊
性
に
対
す
る
配
慮
に
欠
け
る
う
ら
み
が
あ
る
と
怠
わ
れ
る
こ
と
に
加
え
て
、
宗
教
団
体
に
波
正
予
続
き
あ
る
い
は
公
正
の

観
念
と
い
っ
た
い
わ
ゆ
る
「
外
郊
の
理
論
」
を
押
し
つ
け
る
こ
と
に
よ
り
宗
教
個
体
の
自
律
的
な
内
部
規
範
形
成
を
侵
容
す
る
虞
れ

も
あ
る
こ
と
か
ら
、

司胸、幅

に
つ
い
て
は
憐
設
な
取
り
扱
い
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

三
番
昌
の
問
問
鰭
と
し
て
、
宗
教
団
体
の
活
動
を
紗
一
俗
的
か
宗
教
的
か
に
よ
っ
て
分
類
し
、

分
一
俗
的
な
も
の
に
対
し
て
は
裁
判
所
の

介
入
を
認
め
る
穣
論
が
最
近
ア
メ
リ
カ
で
主
張
さ
れ
て
い
る
が
、

附
一
俗
的
な
京
教
間
体
の
活
動
と
宗
教
的
な
宗
教
関
体
の
治
動
を
客

観
的
か
つ
明
確
に
分
類
す
る
こ
と
が
容
易
に
な
し
得
る
の
か
と
い
う
開
制
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
分
類
に
は
こ
つ
の
綾
部
が
あ
る
。

ま
ず
世
俗
的
か
宗
教
的
か
を
判
断
す
る
こ
と
に
関
し
て
、
外
部
の
評
価
と
宗
教
団
体
自
身
の
認
識
と
の
慌
に
ギ
ャ
ッ
プ
が
存
在
す
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

一
例
と
し
て
、
々
リ
ス
ト
教
系
の
宗
教
出
体
の
運
営
す
る
病
続
を
挙
げ
る
こ
と
が
で

2主;紋iJ.;9~;- (990) 15 



般
の
者
に
と
っ
て
援
醐
旅
行
為
は
全
く
世
俗
的
な
活
動
と
み
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
棋
院
を
運
営
す
る
大
部
分
の
宗
教
団

体
に
と
っ
て
、
ぞ
れ
は
そ
の
宗
教
団
体
の
伝
道
活
動
今
命
日
夜
一

0
5
g
g一
氏
。
乏
と
位
墨
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

長
d
'
h
v

。
次
に
、
宗
教
活
動
に
対
す
る
萎
縮
効
果
の
危
険
性
会
叩
弱
含
異
常
え
の
Y

芸
品
耳
目
荘
C
5
2
z
i守
)

が
み
る
の
で
は
な
い
か

と
い
う
瞬
間
関
が
生
じ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

h
c
G
c
g
z
cロ
え
℃
お
担
笹
口
ぬ
盟
昏
O
匂
〈
・
〉

g
c
p
ミ
?
何
円
四
・
詑

ω
お
(
凶
器
吋
)
で
指

摘
さ
れ
た
。
こ
の
創
作
決
は
、
宗
教
関
体
内
部
紛
争
に
関
す
る
事
併
で
は
な
く
、
援
用
に
お
い
て
宗
教
上
の
義
艇
を
禁
止
す
る
規
窓
の

宗
教
団
体
へ
の
適
用
を
免
除
寸
る
憶
の
競
艇
が
制
定
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
そ
の
合
憲
性
を
争
っ
た
事
例
で
あ
る
が
、
相
対
多
数
意
見

は
、
宗
教
団
体
の
活
動
が
宗
教
約
な
も
の
か
否
か
と
い
う
判
断
を
世
俗
的
な
裁
判
所
が
す
る
こ
と
自
体
問
題
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は

宗
教
団
体
に
対
し
て
宗
教
活
動
の
宗
教
性
を
否
定
さ
れ
た
場
合
の
予
防
措
盟
践
を
講
じ
る
負
担
を
課
す
る
こ
と
に
な
る
と
判
示
し
て
い

る
。
ま
た
、

MWBロ
mmロ
裁
判
官
は
関
意
意
見
の
中
で
、
宗
教
団
体
の
活
動
が
宗
教
的
な
も
の
か
世
俗
的
な
も
の
か
を
外
部
の
も
の

が
判
断
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
宗
教
活
動
に
対
す
る
萎
縮
効
樹
木
の
龍
険
性
の
問
題
を
生
と
せ
し
め
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

信
教
の
自
由
条
一
頃
上
の
制
約
の
問
問
舗
は
、
間
協
家
に
対
す
る
宗
教
岡
山
体
の
信
教
の
自
由
の
保
障
の
問
題
と
し
て
議
論
さ
れ
る
こ
と
が

多
い
が
、
宗
教
閉
体
の
信
教
の
自
由
の
保
障
の
問
題
と
し
て
の
み
把
握
す
る
こ
と
は
構
成
員
の
権
利
保
護
の
続
点
に
欠
汁
る
さ
ら
い

が
あ
る
。
構
成
設
の
機
利
保
識
の
問
題
は
崩
事
に
信
教
の
自
由
の
期
瞬
間
に
寵
ま
ら
ず
結
社
の
自
由
の
組
観
点
や
裁
判
を
受
け
る
権
制
刊
の
観

点
か
ら
も
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
。

(2) 

波
数
分
線
条
項
ょ
の
制
約
!
l
t
「
過
度
の
か
か
わ
り
合
い
」
の
回
避
;
|

政
教
分
離
条
項
も
語
教
の
自
由
粂
項
と
問
様
に
基
本
的
に
は
司
法
介
入
の
制
抑
制
を
要
請
す
る
と
一
言
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
政
教

分
離
条
項
は
司
法
介
入
を
要
請
す
る
担
拠
に
も
な
り
う
る
。
政
教
分
雛
条
項
に
基
づ
い
て
可
法
介
入
を
要
講
す
る
議
論
の
多
く
は
、
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へ
の
批
判
明
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。
部
述
の
と
お
り
尊
重
説
は
宗
教
自
体
内
部
で
の
意
思
決
定
に
対
し
て
例
外
的
に
し
か

審
査
を
行
わ
ず
多
く
の
場
合
そ
の
決
議
に
追
従
す
る
傾
向
が
あ
り
、
そ
の
結
果
、
特
に
階
層
的
な
宗
教
関
体
に
お
い
て
、

そ
の
意
思

決
定
機
撲
を
有
利
に
扱
う
結
果
を
生
じ
て
い
た
。
尊
重
説
を
批
判
す
る
論
者
は
、
宗
教
団
体
内
部
の
一
方
を
有
利
に
扱
う
こ
と
は
国

教
樹
立
に
該
当
し
、
あ
る
い
は
他
の
公
益
法
人
と
異
な
る
判
例
理
論
を
宗
教
話
体
に
の
み
適
用
す
る
こ
と
は
宗
教
を
理
由
と
す
る
悉

別
で
為
っ
て
、
そ
の
結
果
、
京
教
団
体
が
他
の
会
益
法
人
よ
り
も
有
利
に
扱
わ
れ
て
し
ま
う
場
合
、

そ
れ
は
政
教
分
離
条
項
に
違
反

す
る
と
主
張
す
る
。
こ
の
批
判
に
対
し
て
は
、
そ
れ
が
宗
教
関
体
の
特
殊
性
に
対
す
る
配
慮
を
欠
き
、
愈
法
典
に
宗
教
条
項
が
定
め

ら
れ
指
教
の
自
由
を
漆
蹄
す
る
慈
図
を
照
的
穫
に
し
て
い
る
こ
と
を
軽
視
し
た
も
の
で
あ
る
と
試
論
で
き
よ
う
。

宗
教
団
体
内
部
紛
争
へ
の
司
法
介
入
を
納
抑
制
す
る
政
教
分
離
条
項
上
の
鎖
約
の
や
心
は
、
「
過
度
の
か
か
わ
り
合
い
」
の
師
避
に

あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
こ
つ
め
関
越
点
が
残
さ
れ
て
い
る
。

ぷ孝支E費体内館紛争と商法介入停車IJc7)法理{法性}

ま
ず
ど
の
よ
う
な
審
査
が
「
過
度
の
か
か
わ
り
合
い
い
と
し
て
禁
止
さ
れ
る
の
か
、
そ
の
判
断
基
準
が
全
く
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

な
い
点
が
指
摘
で
き
る
。
特
に
、
宗
派
系
の
学
校
に
対
す
る
慰
政
援
助
の
問
輔
の
中
で
「
過
度
の
か
か
わ
り
合
い
」
が
論
じ
ら
れ
る

場
合
と
宗
教
関
体
内
部
紛
争
へ
の
司
法
介
入
と
い
う
場
合
と
で
、
「
過
度
の
か
か
わ
り
合
い
」
の
判
断
藤
準
が
奨
な
る
の
か
ど
う
か

と
い
う
こ
と
も
検
討
さ
れ
る
べ
き
課
題
で
は
な
い
か
と
怠
わ
れ
る
。

さ
ら
に
「
過
賓
の
か
か
わ
り
合
い
」
の
解
釈
の
厳
格
さ
と
信
教
の
自
由
の
保
持
の
度
合
い
は
必
ず
し
も
比
捌
し
な
い
点
に
も
留
意

す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
数
料
判
所
が
何
ら
か
の
司
法
審
査
を
行
う
場
合
に
該
当
す
る
議
論
で
あ
る
が
、
「
過
度
の
か
か
わ
り
合
い
」

の
弱
避
の
要
件
を
緩
く
解
釈
す
る
場
合
に
は
宗
教
団
体
に
保
障
さ
れ
る
自
治
の
範
囲
が
狭
ま
り
裁
判
所
の
介
入
の
恐
れ
が
増
大
す
る

の
で
、

般
的
に
は
、
厳
格
な
解
釈
を
す
る
こ
と
で
宗
教
関
体
の
一
信
教
の
自
由
は
よ
り
広
く
保
持
さ
れ
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
中

-
立
説
の
「
間
悼
情
的
な
侵
害
」
を
論
じ
た
際
に
接
接
し
た
よ
う
に
、
あ
ま
り
に
も
厳
絡
に
「
過
重
の
か
か
わ
り
合
い
」
の
回
避
の
要
件

2宗教法 9幸子 (]99の17 



を
解
釈
寸
る
こ
と
は
裁
判
所
が
宗
教
的
な
事
項
に
対
す
る
配
癒
を
ふ
や
み
く
す
る
、
〕
と
が
で
き
な
い
と
の
結
論
を
導
泰
、

か
え
っ
て
話
教

の
自
由
を
縫
害
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
迭
に
‘
尊
重
誌
は
、
「
過
度
の
か
か
わ
り
合
い
」
を
緩
や
か
に
解
釈
す
べ
き
だ
と
主
張

ぞ
れ
が
宗
教
団
体
に
加
保
障
す
る
信
教
の
白
阪
の
範
隣
は
、
他
の
判
併
理
論
と
比
較
し
た
場
合
、
最
も
広
い
と
い
え

る
。
「
過
度
の
か
か
わ
り
合
い
」
の
回
避
の
要
件
が
、
宗
教
団
体
の
信
教
の
自
由
の
保
障
に
関
し
て
二
耐
性
を
有
す
る
点
は
者
倣
さ

し
て
い
る
が
、

れ
る
べ
き
で
な
い
。

お

わ

り

以
上
、

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
宗
教
団
体
内
部
紛
争
に
適
用
さ
れ
て
き
た
判
例
理
論
を
概
観
し
、

者
干
の
検
討
を
加
え
て
き
た
。
こ

〕
で
第

ア
メ
リ
カ
で
は
宗
教
団
体
内
部
紛
争
へ
の
可
法
介
入
の
あ
り
方
が
修
正
第

に
確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
は
、

の
宗
教
条
項
上
の
鰐
題
と
し
て
議
論
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
宗
教
条
項
を
め
ぐ
る
様
々
な
間
舗
点
の
中
で
最
も
捜
本
的
で
援
要

な
論
点
は
、
信
教
の
自
由
と
政
教
分
離
販
制
約
が
対
立
す
る
場
合
に
両
者
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
か
と
い
う
問
題

で
あ
る
。
尊
重
設
と
や
立
説
の
い
ず
れ
を
適
用
す
べ
き
か
が
争
わ
れ
る
場
合
に
こ
の
問
題
は
表
面
化
し
て
く
る
。

ア
メ
リ
カ
の
判
刷
例
理
論
に
は
な
お
多
く
の
問
題
点
が
未
解
決
の
ま
ま
残
さ
れ
て
お

本
棋
で
の
検
討
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、

り
、
ま
た
ア
メ
リ
カ
と
日
本
で
は
問
問
蟻
状
況
も
輿
な
る
の
で
、

ア
メ
リ
カ
の
議
論
を
そ
の
ま
ま
日
本
で
適
用
し
う
る
訳
で
は
な
い
。

し
か
し
、
宗
教
図
的
体
内
部
粉
争
に
対
す
る
司
法
審
査
の
限
界
を
論
ず
る
場
合
、

日
本
に
お
い
て
も
、
信
教
の
自
由
お
よ
び
政
教
分
離

震
則
と
の
関
連
で
ど
の
よ
う
な
問
題
が
生
ず
る
の
か
を
考
察
す
る
必
要
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
検
討
に
醸
し
て
は
、
結
教
の

自
由
と
政
教
分
離
原
則
を
個
別
に
検
討
す
る
の
で
な
く
、
両
者
の
潤
係
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
ま
で
考
察
す
ぺ
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本
稿
は
第
一
七
附
宗
教
法
学
会
で
の
報
告
に
若
干
の
加
筆
・
修
正
を
し
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
稿
で
論
じ
た
ア
メ
リ
カ
の
判
例

法
学
一

巻

一
一
員
{

理
論
の
詳
総
に
つ
い
て
は
、
拙
縞
ぷ
主
税
関
体
内
部
紛
争
と
司
法
介
入
抑
制
の
法
哩

l
i合
衆
霞
憲
法
修
正
第
一
条
と
の
関
迭
で

1
1
4
龍
谷

九
八
八
年
}
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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