
教
問
組
織
と
法
制

j克

建

{
駒
沢
大
惨
}

iま

め

じ

時
聞
が
避
し
追
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
一
二
十
分
で
報
告
い
た
し
ま
す
。
ま
だ
光
分
魁
強
し
て
い
な
い
の
で
す
が
、

日
刑
制
感
じ
て
い

る
と
こ
ろ
を
潤
題
提
越
の
よ
う
な
静
で
申
し
上
げ
て
、
報
告
に
代
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

宗
教
団
体
の
組
織
に
関
わ
る
法
約
な
問
題
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
も
の
と
思
い
ま
す
が
、
宗
教
学
か
ら
の
ア
ブ
ロ

i
チ
も
必
要
な
の
で

誌
な
い
か
と
、

日
同
明
か
ら
気
に
か
か
っ
て
い
る
問
題
が
二
つ
ほ
ど
ご
ざ
い
ま
す
。
宗
教
諮
体
と
申
し
ま
し
た
が
、
こ
こ
で
は
験
校
関

体
と
忽
鰭
間
体
と
を
厳
密
に
…
規
制
せ
ず
に
、

か
な
り
い
い
加
減
に
使
わ
せ
て
も
ら
い
ま
す
。
私
が
問
題
を
惑
じ
て
い
る
と
い
い
ま
し

て
も
、

そ
れ
ほ
ど
語
新
し
い
問
題
と
い
う
わ
け
で
は
ご
ざ
い

つ
ま
り
宗
教
法

ん
。
そ
の
一
つ
は
、
宗
教
法
人
の
性
格
の
問
題
、

人
は
財
閥
な
の
か
、
社
団
な
の
か
と
い
う
開
懇
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
間
贈
は
す
で
に
多
く
の

が
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
令
さ
れ
て
お

り
、
前
回
の
学
会
で
も
矢
吹
先
生
か
ら
ど
報
告
の
あ
っ
た
問
贈
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
第
二
の
問
問
題
と
い
う
の
は
、
第
一
の
関
嬢

と
も
関
韻
し
て
き
ま
す
が
、
説
教
団
体
の
組
織
が
も
っ
て
い
る
宗
教
性
の
箆
緯
で
あ
り
ま
す
。
宗
教
団
体
の
組
織
は
ど
の
程
度
宗
教

上
の
事
項
を
含
ん
で
い
る
と
考
え
た
ら
良
い
の
か
、
言
葉
を
か
え
て
言
え
ば
、
世
俗
の
法
が
宗
教
団
体
の
組
織
や
、
組
織
に
鵠
速
す
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る
問
題
に
ど
の
位
介
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、

と
い
う
問
題
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
こ
の
学
会
で
安
武
先
生
が
度
々
ご
報
告
に

な
っ
て
い
る
問
題
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
問
題
は

い
ず
れ
も
そ
れ
自
体
と
し
て
は
あ
く
ま
で
法
律
上
の
問
題
で
あ
る
と
言
う
べ
き
で
し
ょ
う
が
、
宗
教
学
の
方
か
ら

も
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
を
含
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
と
、
前
か
ら
気
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

宗
教
法
人
の
性
格

学

脱

第
一
番
目
の
問
題
は
、
宗
教
法
人
は
財
団
か
、
社
団
か
と
い
う
問
題
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
問
題
は
、
井
上
恵
行
先
生
が
『
宗
教
法

人
法
の
基
礎
的
研
究
』

の
中
で
論
じ
ら
れ
て
か
ら
、
す
で
に
多
く
の
先
生
が
さ
ま
ざ
ま
に
論
じ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
井
上
先
生
は
、

い
ろ
い
ろ
検
討
さ
れ
た
結
果
、
結
論
と
し
て
は
宗
教
法
人
は
財
団
法
人
で
も
社
団
法
人
で
も
な
い
、
宗
教
法
人
は
あ
く
ま
で
宗
教
法

人
で
あ
っ
て
特
殊
法
人
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、

そ
れ
で
も
井
上
先
生
の
場
合
は
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
宗
教
団
体
を
財

団
的
な
も
の
と
お
考
え
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
:
:
・
、
そ
う
い
う
感
じ
が
い
た
し
ま
す
。

と
い
い
ま
す
の
も
、
宗
教
団
体
の

構
成
要
素
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
法
第
二
条
(
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
宗
教
団
体
」
と
は
、
宗
教
の
教
義
を
ひ
ろ
め
、

教団組織と法制(i先)

儀
式
行
事
を
行
い
、
及
ぴ
信
者
を
教
化
育
成
す
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
を
に
掲
げ
る
団
体
を
い
う
)
を
根
拠
に
、
宗
教
団
体

と
は
信
者
を
教
化
す
る
団
体
で
あ
る

こ
れ
を
構
成
し
て
い
る
の
は
礼
拝
の
施
設
と
い
う
物
的
要
素
と
、

「
能
化
者
」

つ
ま
り
「
教

え
を
説
く
」
聖
職
者
の
集
団
が
法
人
の
構
成
要
素
で
あ
っ
て
、
受
動
的
な
「
所
化
者
」
で
あ
る
信
者
は
構
成
要
素
で
は
な
い
と
論
じ

て
い
ま
す
。
井
上
先
生
の
信
者
「
常
素
論
」
は
有
名
で
す
が
、
信
者
は
そ
れ
が
な
く
て
は
宗
教
団
体
が
成
り
立
た
な
い
と
い
う
意
味
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で
は
、
団
体
の
常
素
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
病
院
に
お
け
る
患
者
や
、
学
校
の
生
徒
、
列
車
の
乗
客
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、

で
は
あ
る
が
要
素
で
は
な
い
と
い
う
の
が
そ
の
説
で
あ
り
ま
す
α

こ
の
よ
う
な
説
を
拝
見
し
ま
す
と
、
宗
教
法
人
は
財
団
で
も
社
関
で
も
な
い
と
桂
昌
つ
て
は
い
る
け
れ
ど
、

や
は
り
井
上
先
生
は
基

本
的
に
は
財
団
的
な
も
の
と
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
す
。
本
口
H

ご
報
告
の
あ
っ
た
古
賀
先
生
の
レ
ジ
デ
メ
の

最
後
の
参
考
文
献
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
阿
部
英
哉
先
生
の

の
論
文
で
指
摘
さ
れ
て
お
り
ま
す
よ
う
に
、
井
上
先
生
は

の
僧
籍
を
お
も
ち
で
し
た
。

で
す
か
ら
、
井
上
先
生
が
宗
教
団
体
を
考
え
る
と
き
に
、
典
型
的
な
宗
教
団
体
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て

思
い
浮
か
べ
ら
れ
て
い
た
の
は
、

お
そ
ら
く
天
台
宗
の
寺
院
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

は
日
本
の
伝
統
仏
教
京
誌
の

や
で
も
吉
い
も
の
で
、
あ
る
意
味
で
は
日
本
仏
教
の
母
胎
と
な
っ
た
宗
派
で
あ
り
、

そ
れ
だ
け
悶
家
と
の
結
び
つ
き
も
強
い

あ
り
ま
し
た
の
で
、

い
わ
ゆ
る
大
名
寺
の
多
い
宗
派
で
あ
り
ま
す
。
権
力
の
保
護
の
も
と
、
多
く
の
傍
偲
を
抑
え
る
大
寺
で
あ
り
な

般
の
檀
家
は
も
た
な
い
。
そ
の
よ
う
な
脊
誌
の
多
い
宗
派
の
僧
籍
を
も
っ
て
お
ら
れ
た
の
で
、
宗
教
師
間
体
を
考
え
る
場
合

に
、
部
輩
、
施
設
と
僧
侶
薬
問
を
中
心
と
す
る
宗
教
関
体
が
、
典
型
的
な
モ
デ
ル
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

カず

ら
れ
ま
す
。

し
か
し
、
実
際
に
は
宗
教
団
体
は
こ
の
よ
う
な
も
の
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
系
の
・
キ
リ
ス
ト
教
会
に
は
社

図
的
性
格
の
強
い
も
の
が
多
い
と
思
わ
れ
ま
す
し
、

ま
た
、
新
宗
教
に
も
社
密
約
性
格
の
教
閣
は
多
い
よ
う
に
忠
わ
れ
ま
す
。
新
京

教
に
は

そ
も
そ
も
「
能
化
者
」
と
「
所
化
省
ヘ
教
え
る
者
と
教
え
ら
れ
る

い
わ
ゆ
る
在
家
主
義
め
教
団
が
多
い
わ
け
で
し
て
、

者
と
を
明
確
に
区
別
す
る
こ
と
は

ぃ
、
信
者
の
相
互
研
修
を
主
た
る
活
動
に
し
て
い
る
教
団
が
多
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
し

た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
母
体
も
財
団
的
と
は
誇
え
な
い
、

ぞ
う
一
一
一
一
問
問
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
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法
人
法
の
規
定

そ
れ
で
は
宗
教
団
体
は
財
閥
な
の
か

の
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
財
団
で
あ
る
と
か
、
柱
団
で
あ
る
と
か

律
に
決
め

る
こ
と
は
無
理
な
の
だ
ろ
う
と
思
い

内
村
の
無
教
会
キ
リ
ス
ト
教
の
よ
う
に
射
義
的
婆
索
令
ま
っ
た
く
持
っ
て
い
な
く
て

も
、
宗
教
間
体
は
成
り
立
つ
わ
け
で
す
が
、
人
的
婆
議
を
欠
い
て
は
成
り
立
た
な
い
と
い
う
点
で
は
、
議
教
団
体
は
本
来
的
に
は
人

的
要
素
を
、
五
と
す
る
社
関
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
形
態
の
宗
教
が
で
て
く
る

の
は
、
歴
史
的
に
は
む
し
ろ
新
し
い
現
象
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
社
持
の
対
象
と
か
、

教
会
、
境
内
の
環
境
な
ど
、
財
藤

的
、
施
設
的
要
素
を
宗
教
に
と
っ
て
非
本
脚
質
的
な
も
の
と
断
定
す
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。

法
律
は
宗
教
法
人
の
性
格
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
る
の
か
と
考
え
ず
し
み
ま
す
と
、
宗
教
自
体
法
当
時
は
、
法
律
が
教
減
、

教
団
、
寺
院
、
教
会
と
い
う
よ
う
に
、
宗
教
母
体
を
鑓
お
に
分
け
て
そ
れ
ぞ
れ
に
規
定
し
て
い
た
わ
け
で
す
が
、
現
な
の
宗
教
法
人

法
は
、
単
位
団
体
と
包
括
団
体
を
区
到
す
る
だ
け
で
、

そ
の
規
制
約
の
作
り
方
も
管
理
の
原
則
も
両
者
に
共
通
の
規
定
を
お
い
て
お
り

ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
急
括
法
人
は
社
居
、
単
位
法
人
は
黙
時
間
と
見
る
の
も
正
し
く
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
取
位
間
体
で
は
礼
拝

の
施
設
を
有
す
る
こ
と
が
必
須
の
条
件
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
法
人
の
意
事
は
わ
ず
か
三
人
以
上
の
責
使
役
員
で
合
法
的
に
決
定
で

き
る
こ
と
を
ど
を
克
れ
ば
、
法
は
基
本
的
に
は
宗
教
日
間
体
を
財
毘
と
し
て
考
え
て
い
る
よ
う
に
も
受
け
取
れ
そ
う
で
す
が
、

一
方
寅

佐
役
員
会
以
外
に
決
議
機
関
、
諮
問
問
機
慰
問
、
監
査
機
関
な
ど
を
径
意
に
置
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
社
団
的
運
営
も

事支閲総織とまま伽iJ(i光)

可
能
に
な
っ
て
い
る
と
患
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
公
告
制
変
を
取
り
入
れ
た
こ
と
は
宗
教
団
体
の
社
団
的
性
格
を
予
想
し
て
い
る
よ
う

に
も
見
え
ま
す
。
立
法
当
時
は
、
任
意
の
法
人
機
関
を
置
く
の
辻
註
括
法
人
の
場
合
を
予
想
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

か
し
、
法
文
上
単
佼
盟
体
に
護
く
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
実
際
上
も
ほ
と
ん
ど
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会

で
は
単
校
教
会
で
も
総
会
を
決
議
機
関
関
と
し
て
設
置
し
て
お
り
ま
す
。
前
回
の
矢
吹
先
生
が
ご
報
告
の
中
で
、
「
宗
教
法
人
法
は
、 し
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宗
教
団
体
の
性
格
付
け
を
法
人
規
制
に
ゆ
だ
ね
て
い
る
L

と
ご
指
摘
に
な
ら
れ
ま
し
た
が
、
私
も
そ
う
理
解
す
る
の
が
正
し
い
と
思

っ
て
お
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
国
家
法
は
宗
教
団
体
の
基
本
的
な
性
格
付
け
も
、
各
宗
教
組
体
の
自
治
に
ゆ
だ
ね
て
国
家
は
こ
れ
に
関

与
し
な
い
と
い
う
精
神
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
「
あ
ら
ゆ
る
宗
教
を
正
確
に
悶
じ
法
約
基
礎
の
上
に
立
た
し
め

る
」
と
い
う
神
道
指
令
の
鱗
神
を
継
承
す
る
も
の
で
も
あ
る
と
患
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
宗
教
法
人
法
の
規
定
は
、
財
団
的
団
体
に
も
社
毘
的
理
体
に
も
、
ど
ち
ら
に
も
適
合
的
で
あ
る
、

し
か
し
そ
れ
故
に

か
な
り
媛
昧
で
、
不
畿
患
な
規
定
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
、

と
い
う
の
が
事
実
だ
と
忠
わ
れ
ま
す
。
そ
の
点
が
、
時
に
よ
不

教
法
人
法
は
、
宗
教
性
善
説
に
立
っ
て
い
る
」
と
か
、
「
ザ
ル
法
で
甘
い
」
と
か
の
世
間
の
批
判
を
受
け
る
こ
と
に
も
な
っ
て
い
る

も
の
と
患
わ
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
不
徹
底
惑
を
生
ず
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、

そ
の
成
立
過
程
に
関
係
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。

教
法
人
法
が
制
定
さ
れ
た
の
は
、
占
領
末
期
で
あ
り
ま
す
が
、

G
H
Q
の
宗
教
課
と
、
文
部
省
宗
務
課
、
ぞ
れ
と
宗
教
界
の
合
作
で

あ
る
こ
と
は
、
た
だ
今
古
賀
先
生
の
ご
報
告
に
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
日
本
側
を
代
表
し
た
の
は
、
当
時
宗
務
課
専
門
員
で

あ
っ
た
井
上
怒
行
先
生
で
す
が
、

G
H
Qを
代
表
し
た
の
が
、

W
-
p
-
ウ
ッ
ダ
l
ド
で
し
た
。
ウ
ッ
ダ

i
ド
は
組
合
教
会
の
宣
教

鱒
で
も
あ
っ
た
の
で
守
が
、
組
合
抵
は
キ
リ
ス
ト
教
の
中
で
も
、
す
べ
て
の
救
い
は
傭
別
教
会
に
お
い
て
完
結
す
る
と
い
う
理
意
を

持
っ
て
い
て
、
説
話
団
体
の
規
制
す
ら
杏
定
す
る
と
い
う
、
き
わ
め
て
社
団
的
性
格
の
強
い
教
派
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
ろ
し
い
か
と

患
い
ま
す
。
井
上
先
生
め
宗
教
理
解
に
お
け
る
典
型
的
モ
デ
ル
は
、
き
わ
め
て
財
盟
的
な
天
台
寺
院
で
あ
り
、

ウ
ッ
ダ
i
ド
の
イ
メ

i
ジ
す
る
宗
教
団
体
の
典
型
は
き
わ
め
て
社
図
的
な
コ
ン
グ
リ
ゲ

i
シ
滋
ナ
ル
・
チ
ャ

i
チ
で
あ
る
、
そ
の
轄
異
な
る
両
者
の
妥
協

の
上
に
宗
教
法
人
法
が
生
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
会
、
さ
き
ほ
ど
触
れ
た
阿
部
論
文
が
指
摘
し
て
い
ま
す
。
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法
人
法
の
柔
軟
性

こ
の
よ
う
な
法
人
法
の
牲
絡
は
、
甘
い
と
い
う
批
判
の
対
象
に
も
な
る
で
し
ょ
う
が
、
き
わ
め
て
柔
軟
性
に
富
む
が
放
に
、
各
宗

教
団
体
が
自
ら
の
抜
人
規
則
を
十
分
工
夫
す
れ
ば
、
富
家
法
に
よ
っ
て
各
宗
教
の
縮
性
が
制
約
さ
れ
る
こ
と
な
く
機
能
す
る
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
議
教
の
白
血
を
保
援
す
る
上
で
も
望
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。
た
と
え
ば
、
宗
教

鴎
体
法
で
は
「
寺
院
は
こ
れ
を
法
人
と
す
」
と
規
定
し
て
い
た
の
で
券
法
人
に
留
ま
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
現
行
法

で
は
単
佼
法
人
も
包
括
詰
人
も
す
べ
て
任
意
法
人
で
す
か
ら
、
無
教
会
キ
リ
ス
ト
教
の
よ
う
に

切
の
財
産
を
持
た
ず
、
法
人
化
す

る
メ
リ
ッ
ト
の
な
い
場
合
は
券
法
人
の
ま
ま
に
留
ま
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
ま
た
多
く
の
新
宗
教
で
は
、
持
稿
者
の
献
金
は
原
則
と
し

て
い
っ
た
ん
教
聞
本
部
に
入
っ
て
、
あ
ら
た
め
て
各
教
会
の
教
揮
に
給
与
が
支
給
さ
れ
る
な
ど
、
教
関
全
体
が
一
体
的
な
運
営
を
し

て
お
り
、
各
密
教
会
は
「
独
立
し
た
人
格
」
と
し
て
の
性
務
が
き
わ
め
て
希
薄
で
あ
る
の
で
、
創
価
学
会
の
よ
う
に
単
立
法
人
に
な

る
こ
と
も
検
討
さ
れ
て
良
い
の
で
は
な
い
か
と
患
わ
れ
ま
す
。
逆
に
、
各
樹
教
会
の
自
律
性
が
大
き
く
、
教
団
の
規
制
を
斑
認
す
る

組
合
教
会
の
場
合
や
、
教
団
の
規
制
が
宗
教
上
の
問
題
に
限
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
培
、
真
宗
木
辺
派
の
よ
う
に
包
括
罷
体

を
非
法
人
に
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
本
部
教
会
や
本
山
な
ど
は
、

般
の
教
会
や
末
寺
と
は
そ
の
性
格
が
異
な
る
こ

と
が
多
い
わ
け
で
す
が
、
も
し
可
能
な
ら
、
金
光
教
の
よ
う
に
本
部
広
前
は
教
罰
金
体
の
共
有
で
あ
る
と
し
て
、
本
部
教
会
を
包
搭

法
人
に
崎
収
合
併
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
。

葉支箆組織と法歯1I(i先}

こ
の
よ
う
に
現
行
法
は
、
き
わ
め
て
柔
軟
に
各
宗
教
の
自
治
を
前
畿
と
し
て
機
龍
す
る
よ
う
に
制
定
さ
れ
て
い
る
と
息
わ
れ
ま

す
。
し
た
が
っ
て
、
宗
教
団
体
詰
財
団
な
の
か
、
社
留
な
の
か
と
い
う
議
論
も
、
結
誌
は
各
宗
教
が
自
ら
の
僅
体
の
性
格
を
そ
の
埋

念
と
実
態
に
燕
ら
し
て
自
ら
決
議
し
、

そ
れ
を
法
人
規
制
約
で
規
定
す
ベ
急
問
題
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
す
。
た
と
え
ば
、
公

告
制
腕
変
に
し
て
も
、
法
の
上
で
は
公
告
す
れ
試
そ
れ
だ
け
で
合
法
で
あ
り
、
異
議
申
し
立
て
が
あ
っ
た
場
合
に
ど
う
処
理
す
る
か
に
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つ
い
て
は
、
情
の
規
定
も
み
り
ま
せ
ん
が

一
方
処
理
の
仕
方
を
法
人
規
制
に
定
め
て
は
い
け
な
い
と
い
う
規
定
も
な
い
の
で
す
か

ら
、
社
回
世
的
法
人
に
お
い
て
は
そ
の
よ
う
に
、
財
罰
的
法
人
に
お
い
て
も
そ
の
よ
う
に
、

ふ
さ
わ
し
い
処
理
方
法
を
指
摘
割
に
定
め
れ

ば
、
現
行
法
も
よ
く
機
能
し
て
ト
ラ
ブ
ル
も
か
な
り
解
消
す
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

現
状
は
必
ず
し
も
法
人
法
が
十
分
機
能
せ
ず
、
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
す
る
と
非
常
に
困
難
な
事
態
に
陥
る
こ
と
が
多
い
よ

う
で
す
。
法
制
制
度
の
方
の
開
題
点
と
し
て
は
、
現
行
法
が
多
段
階
包
絡
を
認
め
て
い
な
い
の
で
、
カ
ト
リ
ッ
ク
や

し
か
し
、

山
寺
院
の
よ
う

に
実
態
上
多
段
階
怠
措
鱗
係
を
持
っ
て
い
る
団
体
に
は
、

そ
の
法
的
表
現
が
む
ず
か
し
い
と
い
う
問
題
が
あ
り
そ
う
で
す
。
カ
ト
リ

ツ
ク
で
は
単
技
団
体
で
は
司
教
施
教
会
だ
け
を
法
人
北
し
、
こ
れ
が
司
教
は
悼
と
中
央
協
錨
会
、
同
問
者
と
の
関
に
二
議
包
括
関
係
を
結

ぶ
と
い
う
こ
と
で
切
り
抜
け
て
い
る
よ
う
で
す
。

山
寺
裁
の
一
一
例
と
し
て
、
善
光
寺
の
場
合
の
場
合
を
見
て
み
る
と
、
善
光
寺
白

体
参
同
単
立
法
人
と
し
、
塔
や
寺
簡
は
天
台
宗
・
ま
た
は
浄
土
宗
、

お
よ
び
善
光
寺
の
両
者
と
の
龍
で
や
は
り
二
議
に
包
括
関
係
を
持
つ

て
お
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
ト
ラ
ブ
ル
を
生
じ
た
ら
、
そ
の
法
律
織
内
孫
は
た
い
へ
ん
複
雑
な
こ
と
に
な
る
の
で

は
な
い
か
と
心
配
さ
れ
ま
す
。
ま
た
大
臣
一
昨
轄
の
宗
教
法
人
の
方
が
、
知
事
揖
轄
の
法
人
よ
り
も
権
威
が
あ
る
か
の
よ
う
な
世
間
の

認
識
も
、
事
実
上
一
体
化
し
て
い
る
教
関
の
業
立
法
人
化
を
接
げ
て
い
る
よ
う
で
す
し
、
行
政
上
の
取
扱
い
に
暗
殺
別
を
生
じ
る
事
例

一
例
を
あ
げ
て
み
る
と
、
外
国
の
護
教
師
が
日
本
に
赴
任
す
る
と
き
に
、
文
化
庁
が
出
し
て
い
る
『
告
示
教
年

の
宣
教
鮮
に
は
境
地
の
日
本
大
使
館
緩
り
で

も
あ
る
よ
う
で
す
。

鑑
』
に
教
陸
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
教
関
〈
大
在
所
轄
教
団
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
〉

ピ
ザ
が
発
給
さ
れ
る
の
に
、

そ
う
で
な
い
場
合
に
は
本
国
隈
合
の
扱
い
に
な
る
な
ど
の
差
別
が
あ
り
ま
し
た
。

祭
教
母
体
の
富
治
能
カ

し
か
し
、
法
が
十
分
機
能
し
な
い
最
大
の
羅
南
側
は
、

日
本
の
宗
教
団
体
自
体
に
自
治
法
競
合
制
定
す
る
能
・
刀
が
欠
如
し
て
お
り
、
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ま
た
そ
の
問
題
意
識
も
欠
如
脱
し
て
い
る
と
い
う
事
実
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
実
際
、
現
在
の
法
人
規
則
は
法
人
令
か
ら
法
人

法
に
改
正
さ
れ
た
と
き
に
、
宗
務
課
や
全
日
仏
な
ど
が
示
し
た
雛
型
に
諮
っ
て

山
地
合
法
的
規
尉
と
し
て
の
形
を
整
え
た
だ
け
で

そ
の
後
自
分
の
団
体
の
特
性
を
考
議
し
て
見
直
し
た
り
、
改
正
し
た
り
し
た
こ
と
は

度
も
な
い
と
い
う
社
寺
が
き
わ
め
て
多
い
よ

う
で
す
。
法
人
規
則
的
と
認
証
書
は
、
ど
こ
か
に
大
切
に
、

し
か
し
壌
を
か
ぶ
っ
て
し
ま
わ
れ
て
お
り
、

日
常
の
法
人
運
営
と
は
ま
っ

た
く
無
関
議
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
少
な
く
な
い
よ
う
で
す
。
こ
の
よ
う
な
規
制
と
実
態
が
ま
っ
た
く
恭
離
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

法
律
的
紛
争
が
鵡
こ
れ
ば
、
き
わ
め
て
怒
難
な
事
態
に
掠
る
こ
と
は
当
黙
で
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
な
事
実
が
宗
教
団
体
に
対
す
る
基

本
的
な
不
信
感
を
生
み
、
宗
教
法
人
の
非
課
税
に
対
す
る
不
公
平
論
も
生
ま
れ
て
き
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
す
。

宗
教
法
人
非
譲
税
に
対
す
る
不
公
平
論
は
、
非
諜
税
制
度
そ
の
も
の
が
不
公
平
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
法
人
の
収
入
が
一
部
の

幹
部
に
よ
っ
て
私
的
に
使
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
信
感
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
、

ア
メ
リ
カ
の
大
部
分
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
で
は
、
献
金
品
俗
で
あ
る
信
徒
の
代
表
が
疫
接
法
人
運
営
に
実
権
を
持
っ
て
お
り
ま
す

が
、
こ
の
よ
う
な
形
で
あ
れ
ば
信
徒
が
斡
税
済
み
の
お
金
の
中
か
ら
自
分
遠
の
宗
教
活
動
に
必
要
な
お
金
を
持
ち
寄
っ
て
教
会
を
運

営
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
は
っ
き
り
と
見
え
ま
す
か
ら
教
会
が
非
課
税
で
あ
っ
て
も
不
公
平
だ
と
い
う
感
じ
が
持
た
れ
る
こ
と

は
少
な
い
で
し
ょ
う
。

一
方
日
本
の
宗
教
で
は
寺
社
へ
の
献
金
は
神
仏
に
差
し
上
げ
た
も
の
と
い
う
感
覚
が

数
鈴
で
す
の
で
、

者
が
宗
教
弱
体
の
運
営
に
参
加
す
る
と
い
う
意
識
は
、
若
者
の
側
に
も
希
薄
で
す
。
神
仏
へ
の
喜
捨
と
い
う
こ
と
は
宗
教
上
の
銅
概
念

教団組織と法制(i先}

で
す
か
ら
、

そ
の
こ
と
自
体
の
是
非
を
外
部
か
ら
論
ず
べ
き
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
宗
教
法
人
繍
は
そ
の
よ
う
な
信
仰

上
の
事
実
を
ふ
ま
え
て
、
法
人
会
計
が
私
的
支
配
に
縮
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
お
棒
規
範
を
謹
立
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
法
人
規
制
に
そ
の
よ
う
な
工
夫
を
議
ら
す
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
必
婆
性
に
つ
い
て
の
問
問
題
意
識
す
ら
持

っ
て
い
な
い
団
体
が
多
い
の
が
、
実
態
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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そ
こ
で
、

日
本
の
宗
教
盟
休
で
は
、
な
ぜ
自
律
規
範
が
形
成
さ
れ
ず
、
機
内
た
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
問
が
生
ま
れ
て
く
る
の
で

あ
り
ま
す
。

宗
教
組
識
の
宗
教
性

酬
明
教
と
幾
範

前
に
、
平
野
先
生
が
本
轍
守
法
制
制
定
過
程
に
関
す
る
ご
報
告
を
さ
れ
ま
し
た
が
、
僧
揺
の
中
か
ら
寺
法
の
制
定
と
い
う
宗
教
性
の

強
い
問
題
に
政
府
が
介
入
す
る
こ
と
の
不
当
性
を
批
判
す
る
戸
が
関
こ
え
て
き
た
の
で
は
な
く
、
「
寺
法
栄
え
て
、
仏
法
哀
え
て
は

間
も
な
ら
な
い
」
と
い
う
批
判
の
声
が
あ
っ
た
と
い
う
お
話
を
興
味
深
く
開
か
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
意
識
は
、
今
日

で
も
日
本
の
宗
教
者
の

般
的
意
識
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

つ
ま
り
、
宗
教
団
体
の
組
織
や
、
運
営
規
則
の
問
題
は
宗
教
的

信
仰
と
は
次
元
の
違
う
も
の
、
大
切
な
の
は
信
仰
や
教
学
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
一
般
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

し
か
し
、
宗
教
間
体
の
組
織
や
秩
序
の
問
婚
は
、
本
来
は
き
わ
め
て
宗
教
的
な
鰐
麗
な
の
で
は
な
い
か
と
私
は
患
っ
て
お
り
ま
す
。

な
ぜ
な
ら
教
箆
秩
序
の
開
舗
は
規
範
の
問
題
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
す
か
ら
、

ウ
ェ

l
パ

i
を
山
引
き
合
い
に
畠
す
ま
で
も
な
く
、

れ
は
世
界
緩
や
人
間
観
、
領
値
観
と
密
着
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
す
。
そ
し
て
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
も
の
の
見
方
を
最
も

合
く
か
ら
人
類
に
捻
供
し
て
き
た
文
化
こ
そ
宗
教
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
す
。
だ
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
で
も
、
イ
ス
ラ
ム
教
で
も

一
神
教
の
世
界
で
は
、
教
会
法
や
イ
ス
ラ
ム
法
な
ど
が
、
神
学
の
重
要
な
…
部
と
し
て
発
達
し
て
き
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
で
は
、

な
ぜ
日
本
で
は
宗
教
団
体
の
自
治
法
細
川
が
育
た
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
ぞ
れ
が
私
の
問
題
意
識
な
の
で
す
が
、
あ
ま
り
に
大
き

な
問
題
で
す
か
ら
、
そ
の
答
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、

一
神
教
で
は
、

世
界
の
最
も
様
法
的
な
も
の
と
し
て
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人
格
的
神
を
立
て
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
人
聞
が
当
面
す
る
諸
々
の
問
題
は
神
と
入
簡
の
爵
係
に
お
い
て
、

つ
ま
り
、
倫
埋
的

間
報
と
し
て
と
ら
え
て
い
ま
す
。
持
の
定
め
た
舵
と
こ
れ
に
対
す
る
人
間
の
応
答
が
、
信
仰
W

の
間
離
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
し
た
が

っ
て
、
教
会
法
も
ま
た
神
の
義
の
問
題
と
し
て
、
神
学
的
関
掛
端
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
東
洋
の
宗
教
で
は
、

神
々
が
大
き
な
役
離
を
果
た
す
に
し
て
も
、
そ
の
さ
ら
に
競
え
に
宇
宙
そ
の
も
の
、
世
界
に
内
在
す
る
非
人
格
的
法
則
的
を
見
て
い
る

宗
教
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
東
洋
の
宗
教
も
人
聞
の
倫
喫
や
道
簡
を
説
か
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

教
的
な
救
い
の
問
穎
は
、
倫
理
や
選
態
と
は
少
し
次
元
の
巽
な
る
と
こ
ろ
に
、
あ
る
い
は
、
倫
理
や
遂
憶
を
越
え
た
と
こ
ろ
に
兇
て

い
る
も
の
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
日
本
で
教
団
の
自
治
規
範
が
発
達
し
な
か
っ
た
こ
と
に
は
、

い
ち
ば
ん
桜
本
的
な
と
こ
ろ

で
は
、
あ
る
い
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
も
関
係
し
て
い
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

仏
教
に
怠
け
る
徐

そ
れ
に
し
て
も
、

い
か
な
る
諜
教
も
伺
ら
か
の
世
界
銅
慨
を
待
っ
て
い
る
わ
け
で
す
し
、

そ
の
伎
界
秩
序
に
お
い
て
人
聞
の
問
鱒
を

と
ら
え
て
い
る
の
で
す
か
ら
、

そ
の
宗
教
に
独
自
の
秩
序
観
や
人
間
の
焼
範
や
集
団
の
規
律
に
つ
い
て
の
考
え
方
が
あ
っ
て
も
良
い

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
こ
で
仏
教
の
場
合
に
つ
い
て
、
少
し
考
え
て
み
た
い
と
患
い
ま
す
。

お
そ
ら
く
い
ち
ば
ん
最
初
に
着
目
さ
れ
た
の
は
、
愛
知
学
民
大
学
に
宗
教
法
制
制
研
究
所
を
設
立
さ
れ
た
小
野
講
一

こ
の
間
題
に
、

教関組殺と法IWiお

部
先
生
で
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
小
野
先
生
は
、
律
蔵
研
究
者
の
長
井
真
琴
先
生
と
共
著
で
昭
和
十
一
年
に
『
仏
教
の
法
律
思

想
恥
と
い
う
著
書
を
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
小
野
先
生
と
長
井
先
生
の
問
問
題
意
識
は
、
あ
ま
り
か
み
合
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま

す
が
、

そ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
弘
教
に
お
け
る
律
の
問
題
で
し
た
。
仏
教
規
範
の
根
本
と
し
て
、
徐
に
着
目
さ
れ
た

の
は
お
そ
ら
く
正
し
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
実
殿
、
悩
開
始
仏
教
・
部
派
仏
教
当
時
は
、
律
は
単
に
弘
教
者
の
欄
人
的
道
簿
と
し
て
誌
か
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り
で
な
く
、
仏
教
サ
ン
ガ

(
仏
教
者
の
集
団
)

の
自
律
規
範
と
し
て
作
用
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
規
律
違
反
者
に
対
す
る
懲
罰
規
定

も
持
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。
大
乗
の
伝
承
で
は
、

お
釈
迦
さ
ん
は
自
分
の
死
後
、

「
自
分
を
明
か
り
(
自
灯
明
)

と
し
、
法
を
明
か

り
(
法
灯
明
)
と
し
て
生
き
よ
」
と
言
わ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
部
派
時
代
に
は
釈
尊
が
定
め
ら
れ
た
仏
教
に
お
け
る
中
心

的
提
と
し
て
、
数
百
に
上
る
戒
律
の
遵
守
が
最
も
重
要
視
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
し
か
し
、
上
座
部
仏
教
の
形
式
主
義
に
対
す
る

反
動
も
あ
っ
た
と
さ
れ
る
大
乗
仏
教
で
は
、
戒
律
は
集
団
の
規
律
か
ら
個
人
的
道
徳
の
問
題
に
転
換
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
で

し
よ
う
か
。
大
乗
戒
と
さ
れ
る
「
党
網
戒
」
は
、
従
来
の
戒
律
を
十
ほ
ど
の
戒
(
十
善
戒
)
に
絞
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
長
井
先
生

lま

こ
れ
を
発
展
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
教
団
の
自
治
規
範
の
問
題
と
し
て
、

」
れ
は

そ
の
視
点
か
ら
み
れ
ば
、

つ
の
後
退
と
受
け
と
め
る
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
さ
ら
に
日
本
に
入
っ
て
き
ま
す
と
、
律
宗
の
戒
律
を
小
乗
戒
と
批

判
し
た
最
澄
が
天
台
の
大
乗
円
頓
戒
を
唱
え
ま
す
。
そ
れ
は
努
力
し
て
守
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
戒
律
は
真
の
大
乗
戒
で
は
な
く
、

自
己
の
内
に
あ
る
仏
性
に
本
来
備
わ
っ
て
い
て
、

無
作
為
に
し
て
自
ず
か
ら
守
ら
れ
る
の
が
本
当
の
大
乗
戒
(
自
性
本
具
無
作
戒
)

で
あ
る
と
い
う
も
の
で
し
た
。
さ
ら
に
真
宗
の
親
驚
に
お
い
て
は
、
戒
を
保
た
ず
、

罪
を
恥
じ
ず
、
煩
悩
を
捨
て
ず
(
破
戒
無
漸
煩

悩
具
足
)
に
救
わ
れ
る
道
さ
え
説
か
れ
る
に
い
た
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、

日
本
仏
教
で
は
戒
律
の
問
題
は
具
体

性
を
持
っ
た
集
団
の
自
治
法
規
と
し
て
の
性
格
を
ま
っ
た
く
失
っ
て
し
ま
っ
て
、
抽
象
的
思
想
の
次
元
の
問
題
に
転
化
し
て
し
ま
っ

た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

日
本
仏
教
史
上
の
自
律
規
範

し
か
し
、

日
本
仏
教
で
も
、

そ
こ
に
集
団
が
存
在
す
る
以
上
、
集
団
の
規
律
が
不
要
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
仏
教
の

戒
律
が
教
団
の
法
規
と
し
て
の
性
格
か
ら
思
想
の
問
題
に
転
化
し
た
と
し
て
も
、

」
れ
に
代
わ
る
何
ら
か
の
規
律
は
必
要
だ
っ
た
に
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遠
い
あ
り
ま
せ
ん
。
律
令
時
代
に
は
、
「
憎
号
令
」
な
ど
の
よ
う
に
摺
家
が

日
本
の
仏
教
史
上
に
も
指
教
が
屋
家
か
ら
制
相
対
的
に
独
立
し
て
、
自
立
性
を
獲
得
し
て
い
た
唯
一
の
時

(
仏
教
の
戒
律
令
考
悲
し
な
が
ら
}
外
か
ら
仏
教
を
続

制
し
て
い
た
よ
う
で
す
が
、

代
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
ぞ
れ
は
律
令
体
制
が
崩
壊
し
て
い
っ
た
輔
の
仏
教
で
あ
り
ま
し
て
、
単
に
そ
の
自
治
が
尊
麓
さ

れ
た
と
い
う
に
儲
ま
ら
ず
、
仏
教
教
聞
は
武
力
を
錆
え
た
技
会
的
勢
力
と
し
て
、
教
権
と
も
呼
ぶ
べ
き
機
力
集
部
で
あ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
鄭
輿
を
撮
り
か
ざ
し
て
強
訴
を
練
り
返
し
、

犯
罪
翁
が
逃
げ
込
ん
で
も
闘
家
の
司
重
の
手
が
勝
か
な
い
不
入
特
権
を

持
っ
て
い
た
当
時
の
比
叡
山
は
、
貴
族
の
権
門
家
と
並
ぶ
自
律
薬
開
マ
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
し
ょ
う
。
そ
の
当
時
の
延
暦
寺
の
自

治
規
範
で
あ
る
「
山
家
学
生
式
」
や
曹
洞
宗
の
本
山
に
お
い
て
穆
行
僧
が
守
る
べ
き
規
誌
で
あ
っ
た
「
永
平
大
清
規
」
な
ど
は
、
仏

教
理
念
に
器
づ
く
自
治
法
震
と
考
え
て
良
い
の
だ
ろ
う
と
患
い
ま
す
が
、
そ
の
世
俗
法
と
の
間
保
な
ど
が
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
の

か
、
ま
だ
私
に
は
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。

こ
の
時
代
に
は
天
台
を
や
心
と
す
る
「
王
仏
牛
角
論
ヘ
日
蓮
の
「
王
仏
興
会
論
」
な
ど
、
仏
教
者
側
か
ら
の
阿
国
家
論
も

数
多
く
治
さ
れ
て
お
り
、
鎌
倉
の
極
締
達
は
少
な
く
と
も
王
法
に
対
す
る
仏
教
の
優
設
性
、
「
仏
法
為
本
」
合
総
え
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、

王
法
と
仏
法
が
と
も
に
公
的
存
在
と
し
て
並
立
す
べ
き
こ
と
を
主
擬
す
る
「
王
弘
牛
角
論
い
は
、

マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ

l
の
「
留

家
・
教
会
一
一
統
治
説
」
を
連
想
さ
せ
ま
す
し
、
王
法
が
仏
法
に
帰
着
す
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
コ
+
中
弘
冥
合
議
」
は
、

ジ
ャ
ン
・
カ

ル
ヴ
ア
ン
の
「
梯
懇
政
治
」
を
思
い

こ
さ
せ
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
今
呂
の
政
教
分
離
下
に
お
い
て

こ
れ
ら
の
理
念
が
そ
の
ま
ま
通

華文E毒経織と法制(ijt:;)

関
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
忍
自
身
も
ま
だ
研
究
で
き
て
い
な
い
の
で
す
が
、
弘
教
団
体
の
自
治
規
範
が
い
か
に
あ
る
べ
券

か
を
考
、
え
る
上
で
、
こ
の
時
代
に
は
も
っ

ぺ
き
な
の
で
は
な
い
か
と
患
っ
て
お
り
ま
す
。
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ゑ

米

制

度

し
か
し
、
本
山
に
お
け
る
弘
教
的
自
治
が
確
保
さ
れ
て
い
た
と
患
わ
れ
る
そ
の
同
じ
持
弐
に
、
荘
園
制
度
の
形
成
と
並
ん
で
、
{
一
不

教
界
で
も
本
末
制
度
が
彩
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
自
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
ち
ら
の
方
は
、

し
て
仏
教
的
理
念
に
基
づ
く
製
更
で
あ
る
の
か
、
私
に
は
疑
問
問
に
思
え
ま
す
。
こ
れ
は
前
固
め
私
の
報
告
で
申
し
上
げ
た
と
こ
ろ
で

す
が
、
本
末
関
係
を
支
え
て
い
る
論
理
は
、
仏
教
に
由
来
す
る
と
い
う
よ
り
は
、

日
本
間
有
の
親
子
モ
デ
ル

選
的
理
念
、
さ
ら
に
儒
教
的
態
饗
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
〉

い
て
い
る
よ
う
に
忠
わ
れ
る
の
で
す
。
こ
の
点
、
仏
教
関
保
者

は
、
鈴
仰
上
の
牒
点
か

て
み
る
必
世
裂
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ぶ
米
関
係
は
、
最
初
は
こ
の
よ
う
に
自
然
発
生
的
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
徳
川
時
伐
に
入
っ
て
、
幕
府
に
よ
る
分

部
統
治
の
他
律
的
制
度
と
し
て
科
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
仏
教
富
体
の
国
{
永
か
ら
の
相
対
的
自
立
は
、
信
長
の
武
力
制
圧
に

よ
っ
て
患
の
棋
を
止
め
ら
れ
る
わ
け
で
す
が
、
石
山
本
願
寺
と
門
徒
衆
の
徹
底
抗
戦
に
教
訓
を
得
た
家
康
が
、
東
西
両
本
願
寺
を
分

裂
し
た
こ
と
は
有
名
で
す
が
、
同
様
に
浄
土
宗
は
智
恩
院
と
増
上
寺
に
、

天
台
宗
は
延
謄
寺
と
喜
多
践
に
、
曹
調
宗
は
永
平
寺
と
総

持
寺
に
、
と
い
う
よ
う
に
分
割
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
本
米
関
僚
を
摺
家
が
定
め
た
国
家
制
度
と
し
て
厳
格
に
制
度
化
し
ま
す
。
そ
し

て
弘
教
に
一
定
の
特
権
的
地
校
を
与
え
、
京
学
を
奨
励
し
ま
寸
が
、

を
立
て
る
こ
と
を
禁
じ
、
↓
高
棄
は
惑
い

方
で

の
で
す
が

せ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
寸
。
キ
リ
ス
ト
教
神
学
が
、
組
織
神
学
、
歴
史
神
学
、
牧
会

よ
そ
神
学
の
各
領
域
と
し
て
、
現
代
の
時
代
的
陪
罷
に
取
り
組
組
む
姿
勢
を
失
っ
て
い
な
い

(
効
果
的
に
機
能
し
て
い
る

か
溶
か
は
到
と
し
て
}

の
に
比
し
て
、
仏
教
宗
学
は
江
戸
時
代
を
通
じ
て
、
需
担
、
宗
祖
の
明
ら
か
に
し
た
真
理
を
追
求
す
る
こ
と

だ
け
が
宗
学
の
役
割
で
あ
り
、
時
代
の
問
問
題
や
組
織
の
問
題
は
程
度
の
抵
い
世
俗
の
事
柄
と
し
て
宗
学
の
領
域
か
ら
除
去
し
て
し
ま

っ
た
よ
う
に
患
わ
れ
ま
す
。
こ
う
し
て
簿
綿
一
二
百
年
の
聞
に
、
宗
教
罰
体
の
組
織
や
法
規
の
問
髄
は
、
宗
教
上
の
諜
犠
で
は
な
く
、
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外
か
ら
岡
山
ゑ
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
世
俗
的
問
題
で
あ
る
と
す
る
意
識
が
定
着
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
忍
わ
れ
ま
す
。
そ
し

て
、
近
代
仏
教
学
が
厳
密
な
文
献
学
の
手
法
を
取
り
入
れ
て
、
イ
ン
ド
以
来
の
仏
教
患
懇
の
麗
開
を
飛
躍
的
に
解
明
し
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
伝
統
は
依
黙
と
し
て
そ
の
跡
を
と
ど
め
て
い
て
、
現
代
の
諜
題
や
組
織
の
問
題
は
仏
教
学
の
テ

i
マ
で
は
な

い
と
す
る
意
識
が
る
る
よ
う
に
患
わ
れ
る
の
で
す
。

む
ろ
ん
、
本
来
調
係
は
今
日
で
は
仏
教
教
団
の
慣
習
法
に
な
っ
て
い
る
の

第

と
や
か
く
い
う
べ
き
協
の
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
仏
教
者
自
身
が
仏
教
規
範
が
如
倒
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
知
何
に
あ
る
べ
き
か
を
原
点
に
か
え
っ
て
考
察
す
る
姿

勢
が
な
け
れ
ば
、
教
路
島
治
を
荊
識
と
す
る
宗
教
法
人
法
も
十
分
機
能
し
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
わ
け
で
・
あ
り
ま

す
。
た
い
へ
ん
雑
駁
な
話
で
、
申
し
訳
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
以
上
で
私
の
報
告
を
終
わ
ら
せ
て
項
き
ま
す
。
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