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間
の
宗
教
的
中
立
性
(
ド
イ
ツ
)

清

水

望

(
阜
綴
密
大
学
)

は

め

じ

ド
イ
ツ
は
、

九
九

O
年
一

O
月
三
日
、
設
年
の
念
顕
で
あ
っ
た
統
一
を
達
成
し
た
が
、
出
西
ド
イ
ツ
の
悶
各
で
あ
る
ド
イ
ツ
連
邦

共
和
国
が
そ
の
ま
ま
捷
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
本
報
告
で
は
ド
イ
ツ
統
一
が
実
現
さ
れ
る
爵
の
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
岡
家
等
教
会
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関
孫
法
、
一
般
に
岡
家
教
会
法
(
望

g
g
r
w
n
y暗号
2
2こ
体
制
に
お
け
る
宗
教
的
中
立
性
が
山
中
心
に
な
る
。
旧
聞
ド
イ
ツ
で
は
、

福
音
主
義
教
会
の
議
徒
は
四
九
%
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
僧
徒
が
西
四
・
六
%
、
す
な
わ
ち
国
民
の
九
一
一
…
・
六
%
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
で

〈

1〉

あ
っ
た
が
、
そ
の
よ
う
な
京
教
事
情
を
背
鷲
に
し
て
考
察
を
す
す
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
他
方
、
福
音
主
義
教
会
の
信
徒
の
多
い

沼
東
ド
イ
ツ
が
、
旧
西
ド
イ
ツ
に
教
戦
・
合
併
さ
れ
、
状
援
が
変
わ
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
が
、

E留の宗教的中立役〈清水)

「
醸
の
京
教
的
中
立
性
」
と
い
う

が
連
成
さ
れ
た
後
の
関
家
菱
重
の
現

議
題
に
関
す
る
相
滑
り
基
本
的
な
変
化
は
み
ら
れ
な
い
。
こ
う
し
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
統

視
に
つ
い
て
も
饗
千
触
れ
る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
こ
で
い
わ
ゆ
る
ド
イ
ツ
冨
家
教
会
法
と
は
い
か
な
る
法
体
制
燃
で
あ
る
の
か
、
ま
ず
そ

の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
が
留
の
宗
教
法
人
法
に
よ
れ
ば
、
宗
教
団
体
に
は
単
な
る
宗
教
結
社
に
は
な
い
さ
ま

ざ
ま
な
保
護
・
特
典
が
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、
ぞ
れ
は
教
花
活
動
を
蓋
ん
に
し
よ
う
と
す
る
趣
旨
に
地
な
ら
な
い
。
し
か
し
同
法
が
単
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(
U
)
 

よ
っ
て
定
立
・
8
れ
た
教
会
員
を
拘
束
す
る
法
で
あ
る

一
大
教
会
で
あ
る
ロ
!
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
教
会

。
も
と
よ
り
ド
イ
ツ
の

誌
と
璽
欝
主
義
教
会
の
そ
れ
と
は
歴
史
的
に
も
そ
の
背
景
を
異
に
し
、

し
て
、
こ
の
よ
う
に
教
会
が
そ
の
国
有
の
事
犠
に
つ
い
て
教
会
法
を
定
立
し
う
る
こ
と
は
、
「
す
べ
て
の
人
に
適
用
さ
れ
る
法
律
の
制

(ロ)

砲
の
範
毘
市
内
」
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
教
会
の
由
民
律
性
が
保
障
さ
れ
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
も
こ
の
教
会
の
・
自
律
性

律
に
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
驚
異
は
と
も
か
く
と

時
層
強
化
さ
れ
て
い
る
。
い
わ
ん
や
君
主
制
時
代
に
対
比
す
る
と
一
回
層
強
化
さ
れ
て
き
た
。
隼
々
、

〈
日
)

基
本
法
の
も
と
で
法
治
摺
家
の
願
理
も
、
ワ
イ
マ

l
ル
憲
法
の
も
と
に
お
け
る
よ
り
も
明
確
に
強
調
さ
れ
た
。
現
狩
の
盟
家
教
会
法

体
系
下
で
、
教
会
の
自
律
性
と
法
治
国
家
の
騒
理
と
は
、
基
本
的
に
は
、
い
わ
ば
二
律
背
反
的
に
相
互
に
対
立
後
余
儀
な
く
さ
れ
て
い

〈
は
)

る
。

は
ワ
イ
マ

l
ル
憲
法
時
代
に
比
し
て

し
た
が
っ
て
ス
メ
ン
ト
お
よ
び
そ
の
響
響
を
受
け
た
識
者
た
ち
の
所
説
は
、
か
つ
て
ナ
チ
体
制
刺
の
も
と
で
「
教
会
調
争
の
或
果
を
ふ

64-

ま
え
て
、
教
会
の
患
家
機
カ
か
ら
の
自
由
お
よ
び
教
会
の
独
立
と
そ
の
公
共
的
差
務
の
策
認
会
要
請
し
た
」
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め

た
。
そ
し
て
現
行
体
制
制
に
継
承
さ
れ
た

ワ
イ
マ

1
ル
憲
法
に
お
け
る
教
会
条
寝
L

の
意
義
変
遷
論
を
顎
議
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
。
し
か
し
オ
ー
バ
ー
マ
イ
ヤ
l
は、

「
招
来
の
舗
と
教
会
と
の
欝
誌
を
焼
律
す
る
憲
法
調
範
の
い
わ
ゆ
る
意
義
変
壌
を
援
用
し

〈
何
日
〉

て
簡
と
教
会
と
の
分
離
〔
の
碁
盤
〕
を
連
携
的
な
同
格
の
躍
理
に
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
強
識
し
す
ぎ
る
」
こ
と
に
不
満
そ
隠
さ
な
か
っ

た
。
た
し
か
に

九
三
部
年
の
パ
ル
メ
ン
護
識
の
第
五
項
で
は
、
パ
ル
メ
ン
の
教
会
会
識
が
、
霞
は
教
会
内
の
秩
浮
に
介
入
す
る
こ
と

(係〉

つ
ま
り
教
会
援
と
苦
揺
権
と
の
間
務
性
が
主
張
さ
れ
た
。

を
さ
し
控
え
る
べ
き
こ
と
を
強
調
し
、
閣
と
教
会
と
の
対
立
問
間
接
、

(3l 

し
か
し
オ
ー
バ
ー
マ
イ
ヤ
1
の
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
大
教
会
が
そ
の
卓
越
し
た
歴
史
的
、
文
化
的
意
義
の
ゆ
え
に
宗
教
罰

体
の
な
か
で
も
特
別
な
範
騰
に
篤
す
る
性
格
安
も
っ
て
い
る
こ
と
、
し
か
も
現
実
に
大
教
会
の
有
す
る
諸
特
権
は
、
簡
の
宗
教
的
か
っ

{
げ
)

曹
界
観
的
中
立
牲
と
い
う
憲
法
的
義
務
と
ど
の
よ
う
に
合
致
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
も
問
題
な
し
と
し
な
い
。
す
で
に



〈
川
川
〉

触
れ
た
「
同
格
理
論
」
に
対
し
て
、
オ
i
パ
!
?
イ
ヤ
ー
は
あ
え
て
「
箆
盤
史
的
牽
靖
」
と
議
べ
た
が
、
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
る
。

被
の
立
場
に
た
て
ば
、
基
本
法
第
四
条
を
中
心
に
現
行
の
関
家
教
会
法
の
講
造
は
箆
謹
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
よ
り
徹
底
し

た
政
教
分
離
へ
の
試
み
と
も
解
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
「
同
格
理
論
」
が
撞
悲
し
た
「
政
教
分
離
い
の
原
理
と
は
殺
離
せ
ざ
る
を
え
な

い
側
面
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
一
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
カ
ン
ペ
ン
ハ
ウ
ゼ
ン
も
、
ア
メ
リ
カ
ま
た
は
フ
ラ
ン
ス
型
の
よ
れ
ヨ
撤
臨
し

た
分
離
と
は
註
別
さ
れ
る
「
不
完
全
な
分
離
」
〈

v
g
w
g含
円
、
司
円

2
2認
〉
盟
で
あ
る
こ
と
を
率
践
に
認
め
な
が
ら
も
、
伺
々
の
原
則

と
し
て
は
、
宗
教
〈
世
界
観
)
的
「
中
立
性
い
〈

Z
E守
田

E
r
〉
の
原
理
と
と
も
に
宗
派
「
問
権
」
お
よ
び

一
花
」
〈

zxzs

広
告
な

mw印
式
内
〉
ぴ
)
の
原
理
を
と
り
あ
げ
て
い
る
ζ

と
は
、
閣
慣
行
の
国
家
教
会
法
体
系
の
特
徴
告
知
る
?
え
で
は
重
饗
な
態
疎
を
も
っ

〈
山
間
〉

て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
ま
ず
基
本
権
と
し
て
の
宗
教
お
よ
び
世
界
援
告
白
の
臨
践
と
宗
教
(
世
界
観
〉
的
中
立
性
と
の
関

連
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
み
て
ゆ
き
た
い
。
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宗
教
お
よ
び
苦
界
観
告
告
と
悶
の
宗
教
的
・
世
界
的
中
立
性

(1) 

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
基
本
誌
は
、
そ
の
第
一
回

O
条
に
「
ワ
イ
マ
!
ル
憲
法
の
教
会
条
項
」
会
継
承
し
た
が
、
そ
の
第
四
条
一

国の宗教的中立役〈清水)

寝
に
お
い
て
「
信
仰
・
泉
心
の
自
由
並
び
に
宗
教
お
よ
び
世
界
観
の
告
告
は
、
不
可
橿
と
す
る
」
と
し
、
更
に
「
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
の

な
い
宗
教
行
事
は
保
障
さ
れ
る
。
」
〈

旨
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
謀
本
権
の
二
重
の
性
格
が
合
ま
れ
て
い
る
。
ま
ず
制
約

人
の
、
も
し
く
は
共
同
体
に
お
け
る
、
信
持
ま
た
は
俗
界
観
を
告
告
し
、
ぞ
れ
を
拒
否
し
、
ま
た
は
こ
れ
ら
両
者
に
つ
い
て
沈
黙
す
る

自
由
を
保
障
す
る
史
観
的
権
利
(
営
げ
な
W
C
Z
M
N
S
E
)
の
摂
識
が
保
聾
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
姑
響
か
ら
保
護
を
求
め
る
鏑
求

権
と
、
臨
接
間
接
を
関
わ
ず
、
い
か
な
る
信
仰
の
強
制
ま
た
は
世
界
観
告
自
の
強
制
制
も
行
わ
れ
な
い
こ
と
を
求
め
る
こ
と
を
棋
拠
づ
け
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(
初
)

て
い
る
。
す
な
わ
ち
信
仰
お
よ
び
世
界
観
告
白
の
自
由
の
不
可
侵
性
の
要
素
と
し
て
消
極
的
な
告
白
の
自
由
を
含
ん
で
い
る
。
信
仰
告

白
は
[
単
な
る
]
知
的
な
表
明
で
な
い
の
で
、
何
人
も
強
制
さ
れ
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
消
極
的
な
告
白
の
自
由
は
、
自
ら
の
宗
教
的
ま

(
幻
)

た
は
世
界
観
的
な
確
信
に
つ
い
て
沈
黙
を
ま
も
る
自
由
を
意
味
す
る
。

つ
い
で
へ
ッ
セ
の
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
民
主
的
か
つ
法
治
国
家
的
な
客
観
的
秩
序

(
O
Z由

r
t
g
o
E
E
Z
)
の
基
本
要
素

と
し
て
、
信
仰
・
告
白
お
よ
び
礼
拝
の
自
由
は
、
自
由
な
政
治
過
程
の
前
提
と
し
て
、
さ
ら
に
今
日
の
法
治
国
家
の
基
礎
と
し
て
の
国

(
幻
)

の
宗
教
的
お
よ
び
世
界
観
的
な
中
立
性
を
根
拠

e

つ
け
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
中
立
性
は
、
現
代
の
法
治
国
家
の
本
質
的
構
成
要
素

(
勾
)

に
な
っ
て
い
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
で
も
、

「
世
界
観
に
中
立
的
な
国
は
、
自
由
の
内
容
を
規
制
し
て
は
な
ら
な
い
し
、
ま
た
市
民

(
M
)
 

の
信
仰
ま
た
は
不
信
仰
を
評
価
し
て
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
固
に
よ
る
特
定
の
宗
派
の
特
権
化
も
禁
止
さ
れ
て
い
る
」
旨
が
判
示

さ
れ
て
い
る
。

へ
ッ
セ
の
言
う
よ
う
に
、
宗
教
や
世
界
観
の
正
当
性
に
関
す
る
決
定
権
を
有
す
る
の
は
、
た
と
え
誤
る
こ
と
が
あ
る
に
し
て
も
|
|

同
等
の
権
利
を
持
つ
|
|
個
人
に
限
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
論
理
か
ら
、
基
本
法
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
国
は
、
宗
教
お
よ
び
世
界
観

(
お
)

の
告
白
の
自
由
を
保
障
し
て
い
る
が
、
国
じ
し
ん
は
宗
教
的
に
も
世
界
観
的
に
も
中
立
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
カ
ン
ペ
ン
ハ
ウ

ゼ
ン
に
よ
れ
ば
、
国
は
、
中
立
性
の
原
則
に
よ
り
、
宗
教
的
な
い
し
世
界
観
的
な
問
題
に
つ
い
て
判
断
し
、
参
加
す
る
こ
と
を
抑
制
す

る
よ
う
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
国
は
往
々
に
し
て
宗
教
・
世
界
観
に
無
関
心
な
い
し
世
俗
的
不
寛
容
な
態
度
を
と
り
や
す
い
が
、
逆

に
正
当
と
は
い
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
国
は
、
そ
の
境
界
内
に
お
い
て
表
明
さ
れ
る
宗
教
お
よ
び
世
界
観
に
対
し
て
中
立
性
を
公

(
お
)

的
に
保
障
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
独
立
性
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
こ
こ
で
宗
教
的
要
因
が
国
か
ら
無
視
さ
れ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

(2) 

オ
ー
バ
ー
マ
イ
ヤ
1
は
、
そ
の
論
稿
に
お
い
て
、

「
こ
の
ワ
イ
マ

1
ル
憲
法
第
一
三
七
条
と
の
関
連
で
基
本
法
第
四
条
お
よ
び

-66-



第
一
回

O
条
に
お
い
て
含
ま
れ
て
い
る
国
と
教
会
と
の
関
係
の
際
問
規
定
が
論
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
、

「
最
終
的
に
大

と
し
、

教
会
の
法
待
上
の
特
権
が
ど
の
韓
度
認
め
ら
れ
る
か
と
い
う
問
題
が
検
討
さ
れ
る
」
べ
き
こ
と
接
続
い
た
。
設
は
、

「
ヘ
ッ
セ
ン
属
事

裁
判
判
断
が
有
名
な
一
九
六
五
年
一

O
克
二
七
日
の
学
校
祈
祷
事
件
判
決
に
お
い
て
主
張
し
た
よ
う
に
、
基
本
法
第
関
口
条
の
基
本
権
は
、

前
臨
家
的
か
つ
超
実
定
法
的
な
基
本
権
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
実
定
憲
法
に
規
定
さ
れ
て
は
じ
め
て
認
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
て
、
そ

〈

幻

〉

れ
に
先
立
つ
も
の
で
あ
る
」
い
う
立
場
に
た
っ
た
。
そ
し
て
「
般
仰
の
岳
岳
、
良
心
の
自
由
、
信
揮
告
白
の
自
由
は
、

〔
そ
の

を
〕
今
自
で
は
も
は
や
大
教
会
員
に
限
る
こ
と
は
で
き
な

と
し
、
こ
の
「
欝
却
の
自
由
、
良
心
の
岳
鹿
お
よ
び
信
仰
告
白
の
忠
告

〈
柑
持
〉

と
い
う
議
本
権
の
前
に
は
、
い
か
な
る
種
類
の
特
権
な
い
し
不
利
益
も
排
除
ぢ
れ
る
」
と
述
べ
た
。
さ
ら
に
間
年
窪
田
バ
二
八
日
の
ノ
ル

ト
ラ
イ
ン
・
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
!
レ
ン
掛
の
新
緒
子
持
教
会
の
手
数
料
免
議
に
関
す
る
事
件
で
も
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
そ
の
判
決
の
中

で、
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「
基
本
誌
の
臨
家
教
会
法
体
制
に
よ
れ
ば
、
酪
は
、
す
べ
て
の
市
民
の
講
師
お
よ
び
爆
弾
告
自
の
自
由
の
た
め
に
種
々
の
宗
教
お

よ
び
世
界
観
に
原
則
と
し
て
中
立
的
に
対
応
す
る
。
も
ち
ろ
ん
謀
本
法
は
昌
が
す
べ
て
宗
教
団
体
を
図
式
斡
に
同
様
に
扱
う
菌
家
教
会

〔
町
出
〉

法
を
要
求
し
て
い
な
い
。
む
し
ろ
鶴
々
の
宗
教
団
体
の
事
実
上
の
差
異
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
る
院
分
は
認
め
ら
れ
て
い
る
い
と
述

べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
。

患の宗教的中定性(潟水〉

闘
の
宗
教
的
〈
術
界
観
〉
的
中
立
性
の
探
離
は
灘
法
(
基
本
法
)
に
先
行
し
て
与
え
鳴
り
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
躍
と
宗
教
団
体

お
よ
び
世
界
観
団
体
と
の
関
孫
を
規
定
す
る
諸
条
瑛
は
基
本
法
の
他
の
条
項
に
も
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
器
部
お
よ
び
宗
教
的
見
解

。)に
関
す
る
平
等
条
現
〈
第
一
一
一
条
三
項
)
、
自
ら
の
子
換
を
そ
の
考
ゆ
え
に
従
い
宗
教
的
な
立
場
か
ら
教
育
を
行
う
が
、
い
ず
れ
の
京
教
に

、
宗
教
教
背
後
公
立
学
校
に
お
け
る
正
視
の
教
科
居
と
し
て
、
両
親

文
〉
;
;
国
は
宗
教
教
務
に
対
し
て

し
た
が
っ
て
行
う
か
を
決
定
す
る
両
議
の
権
利
(
第
六
条
一

ま
た
は
成
年
に
達
し
た
子
供
の
選
択
に
よ
っ
て
受
け
る
こ
と
安
保
障
す
る
こ
と
〈
第
七
条
三
項

監
督
権
を
も
っ
て
い
る
が
、
宗
教
団
体
の
教
義
に
殺
っ
て
行
わ
れ
る
〈
こ
れ
も
盟
(
掛
川
)
と
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
お
い
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て
お
器
包

R
E申
の
穏
掛
端
で
あ
る
)
i
i宗
派
の
学
校
お
よ
び
世
界
観
の
学
校
を
設
立
す
る
権
利
〈
第
七
条
五
項
)
、
京
教
上
の
詰
抑

告
白
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
な
く
公
務
に
就
く
こ
と
を
保
障
す
る
こ
と
、
お
よ
び
い
ず
れ
か
の
議
諮
ま
た
は
世
界
観
に
婦
罵
す
る
か
ど
う

か
に
よ
っ
て
不
利
益
を
蒙
る
ざ
る
令
得
な
い
よ
う
な
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と

4

(
叫
抑
〉

も
と
づ
き
宗
教
的
・
世
界
観
的
中
立
性
が
保
持
容
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

一
条
一
一
一
項
)
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
規
定
に

患
の
宗
教
的
・
曹
界
観
的
中
立
散
の
意
味

出
多
く
の
論
者
が
指
擁
し
て
い
る
よ
う
に
、
留
の
宗
教
的
、
世
界
観
的
中
立
性
は
、
今
日
の
民
主
詩
か
っ
法
治
関
家
的
な
客
観
法

秩
穿
の
基
本
的
要
素
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
基
本
法
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
欝
仰
・
告
岳
お
よ
び
礼
拝
の
自
患
が
、
自

出
な
政
治
的
か
つ
糟
神
的
過
程
ぞ
保
馳
押
す
る
こ
と
に
な
り
、
権
威
あ
る
髄
擁
錨
械
が
閣
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
な
く
形
諒
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
か
ら
に
患
な
ら
な
い
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
諮
仰
お
よ
び
告
自
の
保
障
は
、
用
自
に
よ
る
様
替
ま
た
は
教
会
に
よ
る
干
渉
を
防
ぐ
と

部

い
う
目
的
に
役
立
つ
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
そ
の
自
患
の
現
実
化
の
た
め
に
も
役
立
つ
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
保
陣

一
つ
の
儒
韓
ま
た
は
一
つ
の
慌
界
観
に
限
定
さ
れ
て
い
な
い
。
け
だ
し
一
信
仰
ま
た
は
情
景
観
は
、
愛
芯
的
に
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
の
み
、
憲
法
(
基
本
法
〉
が
問
題
に
し
て
い
る
自
由
な
政
治
的
か
つ
精
神
的
過
程
の
要
留
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で

〈幻〉
あ
る
。
と
こ
ろ
で
謀
本
法
第
二
回

O
条
に
継
承
さ
れ
た
「
ワ
イ
マ
!
ル
憲
法
の
教
会
条
羽
い
に
よ
っ
て
盟
と
宗
教
陸
体
〈
教
会
〉
の
鵠

揺
は
、
原
照
的
に
は
分
離
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
と
く
に
既
存
の
蕗
大
教
会

IlF論
議
主
義
教
会
と
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
ー
ー

は
合
法
上
の
囲
体
と
し
て
の
鳩
位
を
認
め
ら
れ
、
関
・
・
と
宗
教
団
体
と
の
関
諜
は
協
力
関
援
に
あ
る
。
こ
こ
で
は
凶
器
法
見
言
語
の
問

〈
刊
曲
)

織
を
後
一
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

iま



(2) 

基
本
法
第
一
路
O
条
に
よ
り
継
承
さ
れ
た
ワ
イ
マ

i
ル
憲
法
第
一
三
七
条
六
項
に
よ
り
、
合
法
上
の
団
体
で
あ
る
宗
教
富
体
、

と
く
に
教
会
は
、
各
州
の
市
民
租
税
台
帳
に
基
づ
き
、
剤
(
品
ノ
ン
ト
)
法
の
規
定
に
裁
っ
て
譲
税
・
徴
設
す
る
。
す
な
わ
ち
弱
〈
州
)

の
法
律
に
よ
り
諸
教
会
に
保
擁
さ
れ
た
高
権
に
も
と

e
つ
い
て
課
税
・
畿
何
伏
さ
れ
る
教
会
麓
に
関
し
て
、
教
会
と
国
(
掛
〉
と
は
協
力
し

(
問
山
〉

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
教
会
説
の
徴
収
に
よ
っ
て
教
会
は
、
そ
の
膨
大
な
資
金
を
基
盤
に
約
一
万
の
幼
稚
鰭
、
伺
千
も
の
彊
克

説
、
病
院
や
身
体
障
謀
者
施
設
、
老
人
ホ
i
ム
や
学
校
な
ど
を
灘
営
し
、
発
援
途
上
国
や
外
国
人
労
働
者
へ
の
援
助
を
強
力
に
行
う
な

〈

M
V

ど
少
な
く
と
も
留
民
の
生
活
に
と
り
、
も
は
や
と
っ
て
か
え
が
た
い
擾
繋
な
役
割
を
占
め
て
い
る
。
こ
こ
で
教
会
に
よ
っ
て
維
持
さ

れ
て
い
る
幼
稚
園
、
学
校
、
窮
腕
お
よ
び
老
人
ホ
ー
ム
な
ど

i
l相
当
多
く
の
菌
民
が
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
全
て
ま
た
は
部
分
的
に
か

か
わ
り
を
も
っ
て
い
る
!
ー
を
一
瞥
す
る
だ
け
で
も
、
こ
れ
ら
は
閣
の
誌
律
で
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
し
こ
れ

を
尊
重
し
な
い
で
京
教
的
な
立
場
を
無
視
し
、
中
立
性
の
票
制
に
対
臨
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
臨
は
欝
民
の
確
信
を
蔑
視
し
、

〈
お
)

極
端
な
場
合
に
謹
書
す
る
費
任
を
議
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
い
わ
ば
対
話

5
w
gえ
り
最
も
重
要
な
倒
的
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
場
合
、
教

会
税
の
謀
説
・
徴
授
に
よ
っ
て
個
人
の
議
教
的
信
条
が
車
用
者
な
ど
地
入
に
知
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
は
、
基
本
法
上
、
信
教
の
喜
由
、

(
お
)

・

8
ら
に
政
教
分
離
の
麗
期
と
い
っ
た
聞
か
ら
糊
問
題
な
し
と
し
な
い
。

ま
た
基
本
法
第
七
条
=
一
環
に
よ
れ
ば
、
宗
教
教
育
は
公
立
学
校
の
正
規
の
教
科
目
と
さ
れ
て
い
る
。
臨
は
、
宗
教
教
育
に
対
し
て
監

69 
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管
権
を
も
っ
て
い
る
が
、
宗
教
間
体
の
教
義
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
〈
た
だ
プ
レ
!
メ
ン
に
お
い
て
は
、
基
本
法
第
一
四

条
の
灘
間
mを

受
け
、
宗
教
教
育
は
、
学
校
外
の
教
会
で
行
わ
れ
る
)
。
こ
れ
も
露
(
州
)
と
教
会
が
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
問
題
だ
か
ら
で
あ

(
抑
制
〉

ゆ

A
V
C

盤
と
痕
教
母
体
〈
教
会
)
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
既
存
の
高
大
教
会
が
撲
史
的
に
果
た
し
て
き
た
役
割
は
き
わ
め
て
大
き
い
。

し
か
し
慕
本
語
第
四
条
の
趣
皆
に
よ
り
、
開
条
に
規
定
す
る
霧
本
権
全
部
に
は
い
か
な
る
種
類
の
特
権
な
い
し
不
利
識
も
排
除
す
べ
き

(3) 
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(
犯
)

だ
と
い
う
立
場
か
ら
、
固
と
教
会
と
の
関
係
は
、
よ
り
厳
格
に
解
釈
す
べ
き
だ
と
す
る
論
者
も
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
現
行
法
体
制

の
も
と
で
は
む
し
ろ
よ
り
緩
や
か
に
解
釈
す
べ
き
だ
と
す
る
見
解
が
有
力
で
あ
る
。

一
般
的
に
宗
教
団
体
な
い
し
教
会
に
対
す
る
国
の
助
成
に
つ
い
て
は
個
々
の
事
例
を
み
る
と
基
本
法
の
趣
旨
に
果
た
し
て
合
致
し
た

も
の
で
あ
る
か
否
か
、
根
本
的
な
点
に
お
い
て
意
見
の
対
立
が
み
ら
れ
る
。

一
方
の
立
場
に
た
て
ば
、
基
本
法
上
、
明
確
に
保
障
さ
れ

て
い
る
と
は
号
一
守
え
な
い
教
会
に
対
す
る
助
成
は
、
多
元
主
義
的
な
視
点
よ
り
み
て
、
妥
当
性
を
欠
く
教
会
の
側
に
有
利
に
解
釈
さ
れ
た

宗
教
の
特
権
化
に
つ
な
が
る
。
し
か
し
他
方
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
教
会
に
対
す
る
助
成
を
撤
廃
す
る
こ
と
へ
の
要
請
は
、
同
じ

(
拘
)

く
多
元
主
義
的
な
視
点
か
ら
み
て
、
妥
当
性
を
欠
く
教
会
の
[
実
質
的
]
差
別
に
つ
な
が
る
こ
と
に
な
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
こ
に
多
元
主
義
を
志
向
し
た
共
同
体
H

公
共
組
織
に
お
け
る
「
中
立
的
な
」
国
の
本
質
に
か
か
わ
る
基
本
問
題
が

提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。
国
に
自
ら
が
教
会
側
に
有
利
に
解
釈
さ
れ
た
宗
教
「
団
体
」
へ
の
助
成
を
控
え
る
場

-70一

合
に
こ
そ
宗
教
的
・
世
界
観
的
な
中
立
性
を
具
体
化
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
問
題
提
起
は
、
い
ず
れ
か
一
方

の
立
場
を
と
れ
ば
、
他
方
の
立
場
は
認
め
ら
れ
な
い
と
言
う
ジ
レ
ン
マ
に
陥
る
こ
と
に
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、
両
者
の
分
離
を
志
向
し

て
そ
の
関
係
を
よ
り
厳
格
に
解
釈
す
べ
き
だ
と
す
る
見
解
と
現
行
法
制
の
も
と
で
よ
り
緩
や
か
に
解
釈
す
べ
き
だ
と
す
る
見
解
が
対
立

(ω) 

し
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、

「
中
立
性
」
の
概
念
は
、
憲
法
上
の
多
く
の
概
念
と
同
じ
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
対
象
、

aaτ 

関
連
、
基
準
い
か
ん
に
か
か
わ
る
相
対
的
概
念
で
あ
る
。
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
国
と
教
会
と
の
関
係
は
「
不
完

(
H
U
)
 

全
な
分
離
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
既
存
の
教
会
が
公
法
上
の
団
体
と
地
位
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
国
の
任
務
と

し
て
の
宗
教
教
育
の
保
障
お
よ
び
国
の
宗
派
学
校
の
暗
黙
裡
の
認
容
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
国
が
宗
教
(
団
体
)
を
助
成
す
る
活
動
を

す
べ
て
拒
否
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
基
本
法
の
も
と
で
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
み
ら
れ
る
よ
う
に
、

「
宗
教
の
固
定
」



ハ
山
側
〉

(
閥
的
仲
間
在
日

7
2己
主
込
笠
0
3
)

の
一
般
的
禁
止
か
ら
出
発
す
る
こ
と
は
で
議
な
い
。
ド
イ
ツ
で
は
以
上
に
述
べ
た
語
動
は
こ
つ

の
異
体
的
な
規
定
に
お
い
て
線
界
が
み
ら
れ
る
。
∞
問
教
会
の
禁
止
(
基
本
法
第
一
四

O
条
に
継
議
さ
れ
た
ワ
イ
マ

i
ル
憲
法
第

七
条
一
項
)
争
議
仰
お
よ
び
良
心
の
自
由
(
基
本
語
第
四
条
一
項
〉
が
そ
れ
で
あ
る
。
た
だ
陸
教
会
の
禁
止
に
か
か
わ
ら
ず
、
現
実
に

ラ
ン
ト
教
会
制
の
後
一
冗
の
方
向
刊
が
み
ら
れ
る
罷
り
、
こ
の
規
定
の
実
効
性
を
失
い
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
媛
鵠
は
拭
い
き
れ

(
州
知
〉

な
い
。
そ
れ
で
も
基
本
法
第
四
条
一
嘆
に
醸
し
て
、
国
教
会
の
禁
ふ
ん
の
基
礎
に
あ
る
翠
の
宗
教
的
中
立
性
の
思
懇
は
依
紫
と
し

一
九
六
五
年
一
二
月
一
四
日
の
議
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
決
で
も
「
誰
彼
の
院
制
約
な
く

(
出

3
3己
主
仲
知
山
阿
部
門
言
語
仲
間
町
三
官
吋
〉
と
し
て
の
留
に
、
宗
教
的
・
習
界
接
的
中
立
の
義
務
を
課
し
て
い

〈

M
判
〉

る
L

こ
と
を
前
提
と
し
て
、
富
家
教
会
法
的
方
式
の
実
施
後
拒
み
、
特
定
の
宗
派
に
特
権
を
与
え
る
こ
と
を
差
し
控
え
て
い
る
L

と
判

示
し
て
い
る
。
ま
た
オ
!
パ
!
マ
イ
ヤ
?
の
言
う
よ
う
に
、
「
臨
の
[
宗
教
的
・
惜
界
観
的
〕
告
白
に
関
す
る
中
立
性
は
、
な
に
よ
り

〈

H
W〉

も
と
く
に
宗
教
的
・
世
界
側
鋭
的
な
緊
張
関
採
に
直
面
さ
せ
ら
れ
る
法
的
共
同
体
に
お
け
る
平
穂
(
静
櫨
〉
に
設
立
つ
」
も
の
と
い
え
よ

う
。
の
み
な
ら
ず
こ
の
「
闘
の
中
立
性
は
、
対
内
的
な
平
隷
〈
静
譲
〉
の
本
賞
的
前
提
条
件
で
あ
り
、
議
本
法
第
四
条
一
項
の
主
観
的

〈
川
崎
)

権
利
を
実
効
的
に
保
離
す
る
L

も
の
と
言
っ
て
よ
い
。

ハ
円
引
)

間
さ
ら
に
指
教
的
な
中
立
性
は
、
留
が
偶
人
的
な
不
可
知
論
な
い
し
無
関
、
官
乞
懇
意
す
る
こ
と
会
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。

効
性
ぞ
も
っ
て
い
る
と
解
し
て
よ
い
。

て

の
公
畏
の
安
詮
の
地
恥
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閣
の
中
立
性
は
、
シ
品
タ
ル
ク
も
一
世
一
口
う
よ
う
に
、
甘
撚
本
権
お
よ
び
国
家
教
会
法
的
な
態
法
(
慕
本
法
)
現
範
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
器

開
上
一
の
確
信
お
よ
び
宗
教
団
体
に
対
す
る
無
関
、
む
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
い
な
議
本
法
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
人
関
の
宗
教
的

(
時
間
〉

関
心
〔
の
尊
重
〕
は
、
国
を
も
拘
束
す
る
。
し
た
が
っ
て
臨
は
、
市
民
の
宗
教
的
決
定
を
尊
撒
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
園

は
島
民
の
社
会
的
お
よ
び
文
化
的
諸
関
採
そ
そ
の
諸
規
範
と
諸
制
捜
と
に
よ
っ
て
規
律
す
る
。
調
が
・
申
立
で
あ
ろ
う
と
す
る
場
合
、
公

法
と
向
じ
く
私
法
の
一
較
的
秩
序
は
、
市
民
に
品
即
時
葉
お
よ
び
丹
為
に
お
い
て
、
職
業
、
教
育
、
家
露
、
文
化
お
よ
び
社
会
的
な
接
触
の



空交教法行革ま(1ω2)

中
で
、
そ
の
謡
停
告
白
と
一
致
し
た
生
活
を
行
う
余
地
と
自
由
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
器
の
諸
制
度
は
、
そ
れ
ら
が
「
開
か
れ

た
」
〈
C
町
内
時
間
〉
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
中
立
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
宗
教
的
な
中
立
性
は
、

定
の
立
場
を
も
た
な
い
、

し
た
が
っ
て
世
界
観
的
に
空
白
状
態
と
い
っ
た
意
味
で
中
立
牲
の
命
題
を
と
り
あ
げ
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト

教
徒
会
中
立
牲
の
A
W
踏
の
も
と
に
公
然
と
ま
た
は
暗
黙
理
に
無
神
論
者
の
基
準
に
従
っ
て
測
る
こ
と
に
な
っ
て
し
奪
三
世
諮
的
な
鰭

人
の
増
設
の
短
観
に
お
い
て
、
憲
法
は
、
す
で
に
き
わ
め
て
簡
潔
に
密
拘
告
白
を
理
由
と
す
る
特
権
な
い
し
不
利
益
を
禁
止
し
て
い
る

(
基
本
法
第
三
条
コ
一
項
、

一
事
〉
。
市
民
は
、
自
ら
、
信
附
仰
を
伴
ゥ
た
精
神
生
活
を
自
由
に
選
び
う
る
も
の
と
解
し
て
い
る
。

こ
こ
で
中
立
性
は
、
菌
法
か
ら
宗
教
的
な
も
の
を
〔
皆
俗
忠
義
的
な
い
し
全
体
的
に
〕
無
視
す
る
こ
と
、
な
い
し
そ
の
範
朗
か
ら
操
外

す
る
こ
と
の
要
識
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
留
の
中
立
的
な
開
放
性
と
矛
騎
す
る
宗
教
的
な
絶
対
的
饗
摘
か
ら
の
独
立
性
を
意
味

〈

ω)
す
る
c

72-

自

宗
教
関
体
(
教
会
)
の
政
治
的
中
立
性

)
 

-
E
E
a
 

{
 

一
方
で
欝
の
宗
教
的
・
世
界
的
中
立
性
が
要
請
さ
れ
る
な
ら
ば
、
宗
教
〈
団
体
〉
も
ま
た
政
治
的
中
立
性
を
保
持
し
な
け
れ
ば

一
年
六
丹
に
当
時
の
ド
イ
ツ
福
音
主
義
教
会
内
部
に
お
い
て
、
公
的
に
つ
く
ら
れ
た

イ
ツ
的
キ
リ
ス
ト
者
」
欝
係
運
動
で
あ
る
。
こ
の
運
動
は
、
ラ
イ
い
い
教
会
お
よ
び
そ
の
監
督
職
の
設
量
を
主
張
し
、
「
教
会
と
富

家
の
強
制
的
問
費
化
」
を
麗
策
し
て
い
た
。
こ
の
護
動
の
指
導
者
ら
は
、
ナ
チ
党
と
国
家
の
援
助
を
・
つ
け
て
教
会
内
で
支
配
権
を
継
承

し
よ
う
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
連
動
の
組
織
は
、
教
会
の
政
治
的
お
よ
び

A
人
種
的

V
純
化
、

A4フ
イ
ヒ
総
監
督

V

の
も
と
で
の
指
導
者
隙
理
に
よ
る
教
会
の
中
央
集
権
牝
と
明
織
な
方
向
づ
け
、
お
よ
び
教
会
法
に
も
と
づ
く
教
会
内
の
合
議
機
関
の
全

な
ら
な
い
。
こ
こ
で
想
却
さ
れ
る
の
は
、



面
的
除
去
に
努
め
た
。
そ
れ
は
国
の
錯
か
ら
の
強
制
的
詞
鴛
化
政
策
に
呼
応
す
る
か
た
ち
で
行
わ
れ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
教
会
の
鶴
か

ら
の
「
教
会
と
国
家
の
強
制
制
的
障
費
化
」
へ
の
画
策
は
、
ナ
チ
鶴
か
ヨ
り
す
れ
ば
、

〈

ω〉

る
も
の
で
あ
っ
た
。

「
悶
家
と
教
会
の
強
制
制
約
間
質
化
」
政
策
に
つ
な
が

ニ
年
七
月
一
一
日
の
単
一
の
ド
イ
ツ
福
務
主
義
教
会
が
ド
イ
ツ
語
音
主
義
教
会
憲
法
の
整
択
に
よ
り
承

認
さ
れ
た
。

E
-
ヴ
ォ
ル
フ
が
震
う
よ
う
に
ナ
チ
的
な
指
導
者
関
躍
が
権
力
集
中
主
義
に
摂
ざ
す
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も

(引〉

な
い
。
そ
し
て
こ
の
教
会
内
で
全
体
に
対
し
監
聾
指
導
権
を
有
す
る
ラ
イ
レ
」
総
監
督
と
い
う
投
縄
戦
後
め
ぐ
っ
て
争
い
が
生
じ
た
。
そ

ζ

の
故
壌
の
も
と
に

の
後
、

L
・
ミ
品
ラ
ー
が
た
ト
ラ
ー
の
意
向
を
汲
ん
で
総
監
督
の
職
に
つ
き
、
入
教
会
と
間
出
家
の
緊
急
事
態
を
克
加
減
す
る
た
め
の
行
政

(
臼
}

命
令

V
を
強
拠
に
し
て
指
導
権
を
掌
握
し
た
。

「
ド
イ
ツ
的
ネ
リ
ス
ト
者
い
謡
仰
連
動
を
推
進
す
る
人
び
と
は
、

... 
国
家
、

民

一
教
会
」
を
主
議
し
、
ナ
チ
政
府
の
ア
?
リ
ア
入
条
嘆
の
教
会
へ
の
導
入
に
努
め
た
。
こ
の
よ
う
な
運
動
に
対
し
抵
抗
の
姿
勢
を

(

四

回

)

示
し
た
の
は
、

M
・

47メ
ラ

i
ら
を
指
導
者
・
・
'
と
す
る
人
々
で
あ
り
、
被
ら
を
中
ど
し
て
牧
師
緊
急
開
盟
が
結
成
さ
れ
、

~73← 

族

「
教
会

闘
争
」
が
農
間
容
れ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

(2) 

ナ
チ
政
府
は
、

一
九
三
詔
年
臨
月
以
持
、
さ
き
の
「
ド
イ
ツ
的
キ
リ
ス
ト
者
」
連
動
に
呼
応
し
て
、
撮
者
主
義
教
会
を
語
ら
の

国の家教的中3主役〈翁水)

統
鶴
下
に
お
き
、
こ
れ
を
従
構
せ
し
め
る
こ
と
そ
思
的
と
し
て
一
連
の
国
家
的
措
畿
を
講
じ
た
。
と
く
に
さ
き
の
牧
師
緊
急
悶
盟
に
対

す
る
刷
抑
制
刺
は
露
骨
な
か
た
ち
そ
と
っ
た
が
、
同
盟
側
も
こ
れ
に
頴
せ
ず
開
年
五
月
一
一
九
日
よ
り
一
一
一
一
日
に
か
け
て
パ
ル
メ
ン
で
第
一
呂

(

日

刊

}

告
白
会
議
を
開
き
、
神
学
上
の
震
替
を
発
表
し
た
。
こ
の
会
議
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
の
が
、
有
名
な
「
パ
ル
メ
で
あ
る
。

こ
の
パ
ル
メ
ン

つ
い
て
言
及
し
た
も
の
は
、
近
年
わ
が
国
で
ち
少
な
く
な
い
。
こ
の
「
パ
ル
メ
ン
宣
言
」
は
ヒ
ト
ラ
!
の
指
導

者
原
理
に
批
判
的
な
立
場
を
表
明
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
第
五
項
は
と
く
に
関
家
と
教
会
の
分
離
に
抜
拠
し
た
も
の
と
し
て
注
目

さ
れ
る
。
間
墳
の
敷
え
ん
で
は
、
ま
ず
「
岡
家
が
そ
の
特
別
な
黍
託
を
超
え
て
、
人
需
生
活
の
唯
一
に
し
て
全
体
的
な
秩
序
と
な
り
、



宗教法1l~苦(1号92)

し
た
が
っ
て
教
会
の
箆
命
を
菓
た
す
べ
き
で
あ
る
と
か
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
誤
っ
た
教
え
を
退
け
る
」

と
し
た
う
え
で
、
「
教
会
が
そ
の
特
別
な
委
託
を
超
え
て
悶
家
的
性
絡
、
富
家
的
課
錦
、
関
家
的
偏
値
を
獲
得
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ

(

日

出

)

で
自
ら
国
家
の
一
機
関
と
な
る
べ
き
で
あ
る
と
か
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
誤
っ
た
教
え
を
退
け
る
」
旨
が

表
明
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
議
一
一
夜
間
の
表
明
後
、
ラ
イ
-
V
M

福
音
主
義
教
会
と
そ
の
監
督
は
露
骨
な
干
渉
を
操
り
返
し
た
。

一
O
R
一
九
日
よ
り
ニ

O
Bに

か
け
て
ダ
!
レ
ム
で
第
二
回
告
白
金
識
が
鵠
か
れ
、
い
わ
ゆ
る
パ
ル
メ
ン
日
ダ
i
レ
ム
路
線
が
確
立
さ
れ
、
皆
吉
教
会
が
成
立
し
た
。

〈
は
山
)

こ
う
し
た
状
況
の
も
と
で

L
・
ミ
品
ラ
ー
は
窺
に
統
制
力
を
失
っ
た
。
教
会
内
部
に
お
け
る
「
ド
イ
ツ
的
キ
リ
ス
ト
者
」
信
仰
灘
動

が
、
政
治
的
に
ナ
チ
体
制
に
適
合
し
、
中
立
性
を
故
棄
し
た
こ
と
が
、
閣
の
命
運
に
い
か
に
大
き
な
響
響
を
及
ぼ
し
た
か
を
端
的
に
一
本

し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

…
較
に
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
識
の
菌
家
教
会
体
制
の
も
と
で
園
と
宗
教
関
体
〈
教
会
)
の
関
係
は
友
野
的
・
連

(
幻
)

の
も
つ
意
義
・
影
響
が
大
き
い
こ
と
は
設
問
忘
れ
て
よ
い

c

ド
イ
ツ
播
音

-74 

講
的
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
だ
け
に
、

「
パ
ル
メ

主
義
教
蚕
基
本
誌
第
一
条
に
お
い
て

イ
ツ
福
音
主
義
教
ム
棋
は
、
そ
の
傘
下
教
会
と
と
も
に
第
一
回
パ
ル
メ
ン
富
蔀
告
白
会
織
の
決

一
文
)
の
立
場
ぞ
と
っ
て
い
る
が
、
ド
イ
ツ
福
音
主
義
教
会
が
パ
ル
メ
ン
宣
言
を
そ
の
基
盤
と
し
て
い
る
こ

(
路
)

と
は
、
毘
の
が
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

織
を
肯
定
す
る
」

〆州、

お

わ

り

は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、

一
九
九

O
年
秋
、
ド
イ
ツ
は
統
一
そ
連
成
し
た
が
、
手
続
的
に
基
本
語
第
二
一
一
一
条
の
適
用
に
よ
っ
て
陪

(
問
問
〉

獲
ド
イ
ツ
が
悶
西
ド
イ
ツ
に
吸
収
・
合
併
さ
れ
る
か
た
ち
を
と
っ
た
。
沼
東
ド
イ
ツ
の
「
平
和
的
革
命
」
に
お
い
て
、
大
き
な
役
割



を
は
た
し
た
の
は
、
謡
音
主
義
〈
ラ
ン
ト
〉
教
会
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
統
一
以
前
に
は
、
撞
音
主
義
教
会
の
牧
師
の

〈

ω〉

中
に
は
教
会
税
の
課
税
・
畿
収
に
反
す
る
論
者
も
い
た
が
、
結
馬
、
両
ド
イ
ツ
に
よ
っ
て
締
結
さ
れ
た
統
一
条
約
に
依
拠
し
て
、
教
会

〈引制〉

税
の
諜
税
・
徴
収
は
既
定
の
事
実
に
な
っ
た
。
と
く
に
旧
東
ド
イ
ツ
掲
阪
で
は
失
業
問
題
が
、
部
制
的
花
し
て
い
る
掛
か
ら
、
開
題
な

し
と
し
な
い
α

し
か
し
出
東
ド
イ
ツ
で
は
、
そ
の
地
位
を
剥
奪
さ
れ
た
教
会
に
統
一
条
約
に
よ
り
、
再
び
公
法
上
の
間
体
の
地
位
が
認

め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
リ
ュ
フ
ナ
i
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
再
生
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
は
、
ナ
チ
体
制
と
も
共
臆
主
義
体
制
料

(mw〉

と
も
異
な
っ
て
い
る
。
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
教
会
〈
宗
教
団
体
〉
は
、
閣
と
の
関
係
で
は
、
現
実
に
は
「
厳
格
な
分
離
」
と
い
う

よ
り
も
連
携
的
・
友
詩
的
関
係
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
た
だ
康
史
的
に
既
存
の
大
教
会
が
栗
た
し
て
き
た
役
割
が
、
大
き
か
っ
た
だ

け
に
、
そ
の
役
観
を
強
調
し
過
ぎ
る
と
自
ず
か
ら
そ
の
特
権
化
に
つ
な
が
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
特
権
花
に
と
っ
て
絶
対
的
な

「
壁
」
に
な
る
も
の
は
、
基
本
法
第
四
条
に
定
め
る
長
心
・
器
仰
告
自
の
自
由
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
か
ら
生
ず
る
患
部
的
な

い
し
宗
教
的
中
立
性
を
保
持
す
る
こ
と
が
、
間
酬
の
責
務
で
あ
る
と
す
る
晃
解
も
根
強
い
も
の
が
あ
る
。

一 75

般の宗教的中立被(清水)

〈

1〉

M
W
b
h
な
と
詩
宮
、
出
雲
母
義
語
デ
回
世
界
三
一
mnyomp}
ち
ろ
E
Y
】
遺
∞
乞
『
《
止
の
ま
足
。
m
g
宮
ず
出
r
M曲

8
・
ma家宅

〈2
)
わ
が
闘
の
宗
教
関
徐
法
は
一
九
三
八
年
に
伎
作
札
、
翌
四

O
俸
に
施
行
さ
れ
た
。
同
法
つ
い
て
は
、
井
上
憲
行
『
宗
教
法
人
法
の
線
総
的
研
究
』
〈
第
…
書
階
的
・

昭
和
五
五
年
〉
一
一
三
九

i
m
O頁
参
照
。

〈3
)

当
時
の
臨
時
革
命
政
府
の
採
っ
た
宗
教
政
策
は
徹
底
し
た
波
数
分
離
を
め
ぎ
す
も
の
で
為
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
ぶ
に
つ
い
て
は
筏
水
翠
『
国
家
と
宗
教
』
〈
問
中

額
回
大
学
総
綴
部
・
一
九
九
一
年
)
六
…
災
以
下
参
照
。

〈

4
)

~dh寄
匂
R
N

《
世
話

-
g
g言
語
戸

3
8
"
的・
m
m
y
戸
な
お
ぶ
ル
ラ
ー
は
、
「
国
家
教
会
法
の
法
源
と
し
て
、
と
り
わ
け
釜
法
、
法
然
お
よ
び
滋
〈
州
)
と
教
会

と
の
間
の
条
約
が
問
題
に
な
る
」

(
P
N
h

る
〉
ヌ
ゴ
y
g
g
F
d
y
-
-
M拍

8
.
出
窓
〉
と
し
て
い
る
。

清
水
・
前
掲
簿
一
一
八
頁
。

(
5
)
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