
日
本
国
憲
法
上
の

三一小一教〕

の
意
味

贋

瀬

籍

一

〈
骨
岡
山
高
校
)

iま

と

め

宗
教
に
関
わ
る
法
的
問
題
、
と
り
わ
け
政
教
分
離
に
つ
い
て
論
じ
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
日
本
塁
憲
法
上
の
之
邪
教
」
(
以
下
、

sm
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の
C
H
M由
け
い
け
い
け
い

C

U

C
同

向

9
M
U
B
H戸

の
宗
教
の
意
で

宮
水
教
C
J〕
と
い
う
)
と
は
何
か
と
い
う
関
舗
を
避
け
て
通
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
か
し
、
従
来
[
宗
教
C
J〕
の
意
味
の
提
え
方
に
は
、
多
分
に
論
理
的
唆
妹
さ
が
あ
っ
た
。
本
報
告
で
は
宗
教
学
の
提
示
す
る
多
義

a本国憲法上の「宗教Jの意味(庚議〉

的
な
議
教
概
念
を
整
理
し
て
憲
法
論
へ
の
適
用
の
可
能
性
を
探
り
、
新
し
い
聾
点
で

2
一小教
C
J
]
の
意
味
の
闘
定
を
試
み
る
。

人
権
の
根
拠
と
そ
の
宗
教
性

先
ず
、
人
権
理
論
を
強
閣
に
鍛
え
る
た
め
の
原
理
的
民
省
と
し
て
、
憲
法
の
中
核
で
あ
る
人
権
の
正
当
性
の
根
拠
を
問
い
草
し
、
広

義
の
宗
教
概
念
を
適
用
す
る
な
ら
ぜ
世
界
観
・
価
値
観
は
こ
と
C
と
く
宗
教
で
あ
り
、
人
権
の
潔
念
も
宗
教
的
性
格
を
持
つ
こ
と
を
明

ら
か
に
す
る
。
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(
1
}
人
類
だ
け
の
特
権
と
し
て
の
人
権
の
根
拠

今
日
、
人
権
尊
撃
は
普
遍
的
理
念
と
し
て
そ
の
正
当
性
が
自
明
視
さ
れ
て
い
る
が
、
人
類
だ
け
の
特
権
と
し
て
の
人
権
は
正
当
化
し

得
る
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
は
動
・
植
物
の
自
由
を
奪
い
、
生
命
を
奪
い
、
こ
れ
を
捧
覆
し
て
生
き
て
い
る
。
獣
に
も
烏
に
も
痛
み
が
あ

り
、
悲
し
み
が
み
の
り
、
カ
ン
ト
〈
関
係
m
F
F
)
が
「
尊
厳
」
の
根
艶
と
す
る
臨
律
殺
さ
え
認
め
ら
れ
る
。
「
一
体
何
が
、

(i) 

物
を
利
用
す
る
資
格
を
我
々
に
与
え
る
の
か
」
と
い
う
ノ
i
ジ
ッ
ク

(
2
0
江口

F
戸
〉
の
問
問
い
か
け
の
意
味
は
難
い
。
し
か
し
、

そ
も
そ
も
動般

に
動
積
物
の
権
利
が
欄
例
議
に
さ
れ
る
こ
と
は
、
ま
ず
な
い
。
こ
れ
は
い
わ
ば
「
人
類
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」
で
あ
り
、
我
々
は
「
人
権
の
普
遍

性
と
い
う
考
え
方
に
箆
っ
て
、
白
人
と
黒
人
の
関
に
線
を
引
く
の
を
や
め
た
が
、
今
度
は
、
人
権
の
名
の
も
と
に
、
人
類
と
そ
れ
以
外

{2) 

の
動
物
と
の
関
に
太
い
線
を
引
い
て
し
ま
っ
た
」
の
で
あ
る
。
生
物
進
化
論
‘
を
奉
ず
る
と
す
れ
誌
、
人
類
だ
け
を
他
の
生
物
と
鼠
別

す
べ
き
絶
対
的
差
異
を
訴
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
ぞ
れ
が
高
等
・
下
等
と
い
う
相
対
的
差
異
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
下
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等
な
生
物
の
搾
取
を
正
当
化
す
る
論
理
は
、
同
じ
人
類
の
な
か
で
も
能
力
の
劣
る
も
の
を
差
別
す
る
窓
携
を
根
本
的
に
批
判
し
得
な
い

こ
と
に
な
る
。
こ
の
挙
実
を
直
読
す
る
と
き
、
人
類
だ
け
の
特
権
と
し
て
の
人
権
を
蕊
当
化
し
、
根
拠
づ
け
る
こ
と
が
避
け
難
い

的
議
題
と
な
る
。

歴
史
的
に
こ
の
役
割
を
控
っ
て
き
た
の
は
自
黙
法
思
想
・
語
然
権
論
で
あ
っ
た
。
近
代
自
熱
法
論
の
典
型
で
あ
る
ロ
ッ
ク

F
2
W
0・

戸
〉
の
「
市
民
政
府
論
い
(
一
六
八
九
)
は
、
人
聞
が
生
命
・
健
康
・
自
由
等
を
奪
わ
れ
な
い
権
利
を
持
っ
て
い
る
の
は
、
人
情
が
す
べ

て
全
知
全
能
な
る
創
造
業
の
作
品
で
あ
り
、
神
の
僕
で
あ
り
、
そ
の
命
に
よ
り
、
そ
の
事
業
の
た
め
に
こ
の
世
に
送
ら
れ
て
き
た
も
の

だ
か
ら
で
あ
る
と
い
ろ
。
こ
の
ロ
ッ
ク
の
原
理
を
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
採
り
入
れ
た
ア
メ
リ
カ
の
独
立
笈
鴛
(
一
七
七
六
〉
も
、
「
わ

れ
わ
れ
は
、
器
開
怖
の
真
理
と
し
て
、
す
べ
て
の
入
は
平
等
に
幾
ら
れ
、
造
物
主
に
よ
っ
て
、

一
定
の
奪
い
が
た
い
天
賦
の
権
利
を
付
与

さ
れ
、
そ
の
な
か
に
生
命
、
自
由
お
よ
び
幸
福
の
漉
求
の
含
ま
れ
る
こ
と
を
提
ず
る
」
と
す
る
。
す
な
わ
ち
人
類
だ
け
の
特
権
と
し
て



の
人
擦
は
「
創
造
主
」
「
漉
物
主
」
「
神
」
等
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
、
「
闘
明
」
の
権
利
と
し
て
正
当
化
さ
れ
て
ゑ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
神
学
的
性
格
を
も
っ
自
然
法
思
想
・
自
然
様
識
は
四
世
紀
に
更
っ
て
功
利
主
義
、
法
実
証
主
義
、
社
会
主
義
な
ど
に
よ
っ

て
批
判
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
思
想
も
、
な
ぜ
納
悼
の
動
物
と
異
な
り
人
類
だ
け
が
か
か
る
特
権
を
有
す
る
の
か
を
説
明
し
得
る
も
の
で

は
な
い
。
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
よ
う
な
開
題
意
識
そ
の
も
の
そ
欠
い
て
い
る
。
か
く
し
て
、
自
然
権
論
は
第
一
一
次
世
界
大
戦
後
に
後

活
す
る
。
た
と
え
ば
、
マ
リ
タ
ン
〈
宮
尾
広
9
5・
h
・
〉
は
、
人
聞
は
袴
の
似
楽
で
あ
る
か
ら
被
造
物
の
中
で
も
特
権
的
地
殺
を
与
え
ら

れ
て
お
り
、
そ
れ
が
人
権
の
究
極
的
基
礎
で
あ
る
と
い
う
主
人
権
と
騒
熱
法
』

一
九
密
間
ー
そ
の
後
、
人
擦
の
根
拠
を
問
う
姿
勢
自

体
を
放
棄
す
る
法
実
藍
主
義
へ
の
ゆ
り
も
ど
し
を
経
な
が
ら
も
、
人
権
の
根
拠
と
正
当
性
を
説
明
し
得
る
喰
一
の
理
論
と
し
て
自
然
権

論
は
伏
流
し
続
け
、
ロ
ッ
ク
の
原
理
は
表
代
を
支
配
す
る
基
本
的
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
一
つ
と
な
っ
た
。

一
方
、
哲
学
的
難
点
か
ら
い
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
人
擦
の
正
当
性
・
根
拠
の
問
題
は
皆
口

g
と
し
て
の
線
鶴
判
断
を
含
む
道
徳
論
、
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正
義
論
と
深
く
か
か
わ
ら
ぎ
る
を
得
ず
、

F
Z
と
し
て
の
事
実
判
断
の
繁
積
か
ら
客
接
的
に
検
援
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
性
賞
の
も

の
で
あ
る
。
理
論
理
伎
の
開
限
界
内
に
と
ど
ま
る
隈
り
、
人
類
・
を
そ
れ
以
外
の
動
物
と
決
窓
約
に
陸
部
し
て
特
権
合
与
え
る
べ
き
論
拠
は

8本国型筆法上の「宗教jの滋味{庚瀬)

見
い
だ
せ
な
い
し
、
物
質
と
し
て
の
人
関
に
は
苦
痛
も
悲
し
み
も
諮
髄
の
特
定
の
反
応
で
し
か
あ
り
え
な
い
か
ら
、
人
権
尊
議
と
い
う

道
範
的
錨
値
が
入
り
込
む
余
地
は
全
く
な
い
。
ぞ
れ
ゆ
え
、
人
権
と
、
そ
の
基
盤
で
あ
る
道
徳
律
の
存
在
を
蔚
援
す
る
な
ら
ば
、
カ
ン

ト
の
い
う
よ
う
に
理
論
理
性
の
限
界
を
超
え
る
「
自
由
」
吋
議
魂
不
滅
」
「
神
の
実
在
」
が
実
践
理
性
の
MMoa己
主
(
要
請
〉
と
し
て
登

場
せ
が
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
る
。

(2) 

的
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
し
て
の
人
権
理
念

こ
の
よ
う
に
、
人
権
の
前
提
に
あ
る
神
は
、
哲
学
的
に
は
な
0
2己
主
(
要
請
)
の
神
い
と
表
現
し
得
ょ
う
が
、
謄
史
的
に
は
明
ら
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か
に
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
的
な
護
欝
の
神
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
ダ
ム
と
エ
パ
を
始
祖
と
し
、
動
物
と
は
一
一
線
を
画
し
て
人
類
を

造
り
だ
し
た
神
で
あ
る
。
こ
の
聖
書
に
基
づ
く
宗
教
的
信
念
こ
そ
が
、
現
実
世
界
に
お
い
て
は
人
間
を
特
権
鵠
に
環
点
に
据
え
て
他
の

動
植
物
や
自
然
を
こ
れ
に
従
属
さ
せ
る
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
正
当
化
し
得
た
。
こ
れ
こ
そ
が
西
洋
的
発
想
の
母
斑
で
あ
る
こ
と
を
い
ち
早

く
指
摘
し
た
の
は
、
リ
ン
・
ホ
ワ
イ
ト
(
巧

E
F
「
〉
二
世
の
論
文
「
現
代
の
生
態
学
的
危
機
の
臆
史
的
被
源
」
で
あ
る
α

彼
に
よ

れ
ば
、
「
キ
リ
ス
ト
教
の
、
と
く
に
そ
の
蕗
方
的
な
形
式
は
、
世
界
が
こ
れ
ま
で
知
っ
て
い
る
な
か
で
も
も
っ
と
も
入
期
中
心
的
な
鶏

教
」
で
あ
り
、
「
古
代
の
異
教
や
ア
ジ
ア
の
宗
教
〈
お
そ
ら
く
ゾ
ロ
ア
ス
タ
i
教
は
別
と
し
て
)
と
ま
っ
た
く
正
反
対
に
、
人
と
自
然

の
二
元
論
を
う
ち
た
て
た
だ
け
で
は
な
く
、
人
が
閥
分
の
た
め
に
闘
黙
を
搾
薮
す
る
こ
と
が
神
の
意
志
で
あ
る
と
主
譲
し
た
の
で
あ
っ

(4) 

ホ
ワ
イ
ト
は
、
現
代
の
生
態
学
的
愈
撲
を
諮
い
た
科
学
技
術
文
明
を
生
み
出
し
た
元
訟
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
を
告
発
し
た
の
で
あ
る
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が
、
入
と
自
然
の
二
元
論
に
基
づ
い
て
人
権
思
想
を
生
み
出
し
た
の
も
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
的
原
理
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
お
け
る

博
愛
の
対
象
は
、
人
類
社
会
だ
け
に
摂
ら
れ
た
「
携
入
愛
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
傍
教
は
、
人
聞
と
他
の
動
植
物
・
自
然
と
の
問

に
境
界
線
を
引
く
こ
と
な
く
平
等
規
し
、
今
宮
誌
に
い
え
ば
人
聞
を
生
態
系
の
中
に
位
穣
づ
け
る
。
存
在
の
実
相
は
鼠
来
待
に
依
拠
し

た
「
縁
起
説
」
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
、
難
建
主
と
し
て
の
神
は
措
期
さ
れ
な
い
。
そ
こ
に
お
け
る
博
畿
の
対
象
は
、
人
懇
社
会
の
枠
念

競
え
た
生
き
と
し
生
け
る
も
の
へ
の
「
動
燃
悲
」
で
あ
る
。
ぞ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
か
ら
は
人
類
だ
け
の
特
権
と
し
て
の
人
様
と
い
う
発
想
は

生
ま
れ
に
く
い
。
し
か
し
、
科
学
的
尺
度
か
ら
み
て
普
灘
的
で
あ
る
の
は
、
皮
肉
な
こ
と
に
キ
リ
ス
ト
教
的
発
想
で
は
な
く
、
傍
教
的

発
想
で
あ
る
。
人
権
の
理
念
は
決
し
て
自
明
的
に
普
遍
牲
を
持
っ
と
は
蓄
え
な
い
の
で
あ
る
。

聖
書
的
世
界
観
に
コ
ミ
ッ
ト
し
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
人
類
だ
け
の
特
権
と
し
て
の
人
権
の
主
張
は
、
あ
く
ま
で
動
植
物
等
を
搾
思

す
る
社
会
を
正
当
化
し
た
い
と
い
う
自
然
界
の
支
配
階
級
と
し
て
の
人
類
の
顕
望
一
・
務
己
的
関
心
に
由
来
す
る
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な



る
。
す
な
わ
ち
、
無
神
論
的
・
実
誌
主
義
的
思
考
を
貫
く
と
き
、
入
額
だ
け
の
特
権
と
し
て
の
人
権
は
、

rgで
も
∞
O
H
M
S
マ
も
な

く
、
巧
O
H
M
g
(
願
望
)
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
ο

そ
れ
で
は
い
か
に
も
収
ま
り
が
よ
く
な
い
。
か
く
し
て
究
極
に
お
い
て
無

持
論
は
放
鄭
さ
れ
「
神
」
が

H
u
c
a
d
-
5
(要
請
)
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
地
平
に
立
ち
至
る
の
だ
が
、
論
理
を
一
貫
で
き
な
い
フ
ラ
ス

ト
レ

i
シ
ヨ
ン
は
そ
の
「
神
」
を
忘
却
す
る
と
い
う
防
衛
機
艇
を
働
か
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
消
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実

を
夜
捜
し
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
上
に
築
か
れ
た
論
理
は
す
べ
て
虚
構
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
。

(3)
人
権
教
と
市
民
宗
教

こ
の
よ
う
に
人
権
思
想
を
棺
対
ル
出
し
て
眺
め
る
と
き
、
そ
れ
自
体
が
特
定
家
教
と
不
可
分
の
、
い
わ
認
「
人
権
教
」
で
あ
る
と
い
う

意
外
な
嵐
驚
と
出
会
う
こ
と
に
な
る
。
人
権
教
は
、
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
の
正
嫡
で
あ
る
ぜ
か
り
で
な
く
、
そ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
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の
構
造
が
稽
仰
と
問
責
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
も
き
わ
め
て
宗
教
的
で
あ
る
。
笹
滞
豊
は
、
「
根
拠
が
あ
い
ま
い
で
、
そ
の
正

当
性
を
開
明
確
な
論
理
に
よ
っ
て
は
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
に
、
だ
れ
か
ら
も
正
し
い
と
み
な
さ
れ
て
い
る
思
想
、
そ
れ
が
〈
権
創
刊
〉

日本国型車法上の「祭教jQ)~味Oli瀬)

の
思
想
で
あ
る
」
と
し
た
上
で
、
「
根
拠
の
あ
い
ま
い
な
思
想
を
正
し
い
と
み
な
す
こ
と
は
、
信
仰
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
私
自

〈

5
)

身
も
含
め
て
、
我
々
は
皆
〈
権
特
〉
教
の
信
者
な
の
で
あ
る
」
と
い
う
。
笹
滞
の
「
〈
権
利
〉
教
」
に
、
人
類
だ
け
の
特
権
の
神
に
よ

る
正
当
化
と
い
う
実
態
を
併
せ
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
人
権
教
と
幡
町
ぶ
こ
と
が
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
。
す
な
わ
ち
、
人
権
教
は
神
の
諦

提
と
、
信
抑
の
構
造
と
い
う
こ
震
の
意
味
に
お
い
て
宗
教
的
な
の
で
あ
る
。

関
家
神
議
と
人
権
教
を
対
比
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
一
一
撃
の
窓
味
の
祭
教
性
が
両
者
に
共
通
す
る
特
徴
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
明
治
憲

正法
当下
化の
す国
J.)家
り神
詰道
z が
五E天
5 患
の主

帯構
聖正
書当
の化
神す
をる
前記
提紀
すの

モ翌
まあ
宍挙
自言
明提
視し
き た
れよ
たう
所に
F否 、

の現
鶴代
値爵
嘗家
糸の
に人
対格
す教
るは
集人
菌類
的だ
コけ
ミ の
ツ繁忌

ト 権
メを
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ン
ト
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
持
者
は
携
強
的
に
全
く
一
致
す
る
。
そ
し
て
、
わ
が
閣
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
一
種
の
鎗
郵
は
、
そ
の
信

仰
の
対
象
が
寵
き
換
え
ら
れ
た
だ
け
で
、
戦
前
戦
後
、
継
続
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
ベ
ラ
i
(切
色
色
f

H

N

・
Z
・
}
の
い
う

R
4即日円仲間

mts〈
市
民
宗
教
}
の
一
形
態
で
あ
り
、
ル
ッ
ク
マ
ン

(
F
5
W
H
M
S
F
H
)

の
「
見
え
な
い
宗
教
」
や
、
パ
ー
が

i
〈
∞
部
品
向
精
M
M
-

「
)
の
「
聖
な
る
天
蓋
」
な
ど
宗
教
社
会
学
者
の
議
定
す
る
概
念
と
も
符
合
す

る
。
こ
の
口
Z
H
H
d
-
P
笠
8
2
g
Z
F
n
g
z
m
F
O
D〉
は
、
我
々
が
無
意
識
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
公
的
農
範
体
系
な
い
し
人
工
の
文
化
的
字

宙
観
で
あ
り
、

2
5
n
g虫
色
o
m
〈
宗
教
集
問
・
教
採
儀
礼
の
形
で
「
見
え
る
宗
教
」
)
や
む
O
B認
童
話
口
柱
。
ロ
(
民
間
箔
仰
・
世
俗

柏
町
習
俗
〉
に
対
す
る
宗
教
概
念
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
み
る
な
ら
ば
、
現
代
の
日
本
に
も
あ
る
意
味
で
「
盟
教
」
が
蒋
在
す

る
と
い
え
る
o
m
Z乙
円
。
円
高
吉
ロ
と
し
て
の
人
権
教
、
そ
れ
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
江
4
ロ
湾
問
包

S
概
念
を
そ
の
ま
ま
{
宗
教
C
J〕
{
呂
本
国
憲
法
上
の
法
然
教
」
)
と
降
一
視
し
、
宗
教
の
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自
由
や
政
教
分
離
を
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ぞ
れ
は
、
人
権
尊
重
を
標
携
し
政
教
分
離
を
謡
う
憲
法
理
念
自
体
が
[
宗
教
C

J〕

で
あ
る
、
と
い
う
途
方
も
な
い
背
理
に
路
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
岡
家
神
道
と
の
構
造
上
の
酷
似
か
ら
藍
ち
に
人
権
教
は
[
宗
教
C

J
〕
で
あ
る
、
と
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
少
な
く
と
も
人
権
教
を
ベ
ー
ス
と
す
る
蕊
本
国
憲
法
ニ

O
条
等
の
制
定
議
程
で
、
戦
前
の

菌
家
神
道
体
制
へ
の
反
省
が
重
要
な
ウ
ェ
イ
ト
を
'
占
め
て
い
た
こ
と
は
疑
い
得
な
い
の
で
あ
り
、
富
家
神
道
と
人
権
教
を
隠
列
に
議
、
っ

こ
と
は
お
よ
そ
立
法
者
意
思
の
予
定
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
す
れ
誌
、
園
教
的
存
在
と
し
て
の
人
権
教
の
も
と
で
の

宗
教
の
露
出
や
政
教
分
離
と
い
う
問
題
を
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て
ゆ
け
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

宗
教
の
岳
由
-
を
尊
重
す
る
近
代
患
家
に
お
け
る
顕
家
と
宗
教
(
教
会
〉
の
関
係
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
な
ど
の
よ
う
な
臣
教
鶴
、
ド
イ

ツ
な
ど
の
よ
う
な
公
認
教
会
制
の
閥
々
が
あ
る
一
方
、
ア
メ
リ
カ
・
フ
ラ
ン
ス
・
日
本
な
ど
は
政
教
分
離
制
を
採
っ
て
い
る
こ
と
は
周

知
の
通
り
で
あ
る
。
箆
家
と
教
会
と
を
支
脱
す
る
主
体
が
同

で
あ
る
問
教
制
約
や
、
関
家
が
特
定
数
会
に
特
権
を
与
え
る
公
認
教
会
制
約



の
も
と
で
は
、
国
家
に
よ
る
宗
教
・
価
値
観
の
公
定
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
他
の
宗
教
の
信
者
の
宗
教
的
自
由
に
は
一
定
の
制
約

が
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
し
か
し
、
人
権
教
自
体
が
聖
書
的
有
神
論
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
・
フ
ラ
ン

ス
・
日
本
な
ど
の
政
教
分
離
を
採
る
国
々
に
も
宗
教
・
価
値
観
の
公
定
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
顕
在
的
必
定
で
あ
る
か
、
潜
在
的
公
定

で
あ
る
か
の
違
い
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
国
家
が
自
ら
の
非
宗
教
性
を
標
携
す
る
態
度
よ
り
も
、
イ
ギ
リ
ス
の
よ
う
に
公

然
と
聖
書
信
仰
に
基
づ
く
国
教
制
を
採
る
態
度
の
方
が
、
人
類
だ
け
の
特
権
と
し
て
の
人
権
、
ひ
い
て
は
宗
教
の
自
由
を
尊
重
す
る
こ

と
と
の
論
理
的
整
合
性
を
保
ち
得
る
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
ま
さ
か
我
が
国
が
い
ま
さ
ら
イ
ギ
リ
ス
の
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
教
を
国
教

と
す
る
と
い
う
訳
に
も
い
か
な
い
。

我
が
固
に
お
い
て
宗
教
の
自
由
と
政
教
分
離
の
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
先
ず
ク
リ
ア
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
根
源
的
課
題
が

こ
こ
に
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
的
文
化
土
壌
に
は
な
か
っ
た
我
が
国
が
、
い
わ
ば
原
理
的
無
知
の
状
態
の
ま
ま
人
権
教
を
国
家
理
念
に
奉

じ
た
こ
と
に
起
因
す
る
論
理
的
不
整
合
を
い
か
に
取
り
繕
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
の
基
礎
的
作
業
と
し
て
、
[
宗
教

C
J
]
の
意
味
を
吟
味
画
定
す
る
こ
と
が
ど
う
し
て
も
必
要
と
な
る
。

日本国憲法上の「宗教」の意味(庚瀬)

日
本
国
憲
法
上
の
「
宗
教
」
(
[
宗
教
C
J
]
)
の
意
味
の
画
定

宗
教
の
定
義
は
宗
教
学
者
の
数
ほ
ど
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
、

一
般
的
に
は
三
類
型
に
大
別
さ
れ
る
。

A
、
超
自
然
的
・
超
人
間
的
本
質
の
存
在
を
前
提
と
す
る
有
神
論
的
定
義

B
、
「
究
極
的
関
心
」
の
視
点
で
と
ら
え
る
形
式
的
・
機
能
的
定
義

c、
俗
と
区
別
さ
れ
た
「
聖
」
の
観
念
の
存
在
を
指
標
と
す
る
情
緒
的
定
義

-237-
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易
に
ク
リ
ア
す
る
。
す
な
わ
ち
超
越
的
存
在
を
た
て
な
い
傍
教
に
お
い
て
も
、
そ
の
出
家
遣
は
在
家
・
世
俗
か
ら
分
離
さ
れ
た
も
の
と

し
て
聾
的
で
あ
り
、
四
諦
を
踏
塑
諦
と
も
呼
ぶ
よ
う
に
、
裂
な
る
真
理
へ
の
帰
依
、
議
な
る
実
暁
と
い
う
矧
概
念
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ

ゆ
え
非
有
神
論
的
傍
教
も
典
型
的
な
宗
教
の
一
つ
で
あ
り
、
当
然
に
{
宗
教
C
J〕
で
あ
る
。
一
方
、
入
務
教
は
一
畿
の
教
義
・
教
団
・

儀
礼
を
有
し
、
形
式
的
に
は
き
わ
め
て
宗
教
的
な
外
観
を
呈
す
る
が
、
前
提
と
な
っ
た
神
を
忘
却
す
る
と
い
う
論
理
的
過
失
に
よ
っ
て

情
緒
面
に
お
い
て
整
の
観
念
を
有
し
な
い
。
た
だ
こ
の
一
点
に
よ
っ
て
人
権
教
は
宗
教
と
し
て
要
件
を
欠
き
、
〔
宗
教
C

J〕
で
は
な

い
と
為
し
得
る
の
で
あ
る
。
と
れ
は
ゼ

i
デ
ル
プ
ロ
ム
〈
訟
帝
与
宮
内
P

2
・
)
が
、
た
と
え
神
臨
概
念
が
あ
っ
て
も
そ
れ
を
「
神
繋
」
と

感
じ
得
な
い
場
合
に
は
宗
教
で
は
な
い
と
し
た
〈
『
神
信
仰
の
生
成
』

一
九
一
五
〉
こ
と
と
も
符
合
す
る
。

A
類
型
の
陥
る
ジ
レ
ン
マ

を
よ
そ
に
、

C
類
欝
か
ら
は
大
き
な
論
漫
的
展
撃
が
周
か
れ
て
く
る
。

こ
の
指
標
に
依
拠
す
る
な
ら
ば
、
多
神
教
・
一
神
教
か
ら
神
を
立
て
な
い
宗
教
ま
で
、
畠
然
宗
教
と
創
唱
宗
教
を
問
わ
ず
、
個
人
索
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教
・
部
族
宗
教
・
民
族
宗
教
e

世
界
宗
教
を
も
関
わ
ず
、
米
商
宗
教
・
歴
史
的
宗
教
か
ら
新
興
宗
教
に
至
る
ま
で
、
総
て
〔
曲
家
紋
C
J〕

に
一
該
当
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、

般
常
識
的
に
議
教
的
行
為
と
醗
念
さ
れ
る
祭
・
儀
式
・
礼
拝
・
折

h
7
坐
禅
な
ど
も

〔告示教
C
J〕
的
行
為
と
見
倣
す
こ
と
が
で
き
、
逆
に
人
権
教
や
、
疑
似
宗
教
と
も
一
言
わ
れ
る
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
、
宗
教
社
会
学
者
の
措

定
す
る
シ
ピ
ル
・
レ
リ
ジ
ョ
ン
概
念
な
ど
、
常
識
的
宗
教
イ
メ
ー
ジ
と
摘
た
り
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
[
宗
教
C
J〕
に
当
た
ら
な

い
と
説
明
し
得
ょ
う
。
こ
の
よ
う
に

C
類
型
は
論
理
的
に
最
も
有
効
で
あ
る
が
、
技
術
的
に
は
聖
と
俗
の
匹
闘
に
際
し
て
情
緒
的
綬
験

に
立
ち
入
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
客
観
性
を
探
ち
難
い
と
い
う
問
題
が
残
る
。

〈4
)
「
ヌ
ミ
ノ
!
ゼ
」
の
指
標
の
導
入

こ
の
問
題
が
残
る
と
し
て
も
、

C
類
型
を
精
線
化
し
て
実
用
的
な
指
標
と
す
る
以
外
に
残
さ
れ
れ
議
は
な
い
。
デ
ユ
ル
ケ
ム
は
タ
ブ
i



そ
伴
う
非
自
営
性
に
よ
っ
て
譲
と
俗
と
を
区
別
し
た
が
、
獲
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
竣
味
き
が
残
る
の
は
、
裂
を
俗
に
還
元
し
て
説
明
し
ょ

う
と
す
る
合
理
的
思
考
の
摂
界
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
聾
は
俗
に
還
元
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
数
自
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
こ
と

を
主
張
し
た
の
が
オ
ッ
ト
i

〈

0
2
0
1お
い
で
あ
る
ο
(
宗
教
C

J〕
の
意
味
を
甑
定
す
る
指
標
と
し
て
の
聖
は
、
オ
ツ
ト

i
の
い
う

「
非
合
理
的
な
も
の
」
を
決
め
手
と
し
て
把
捉
す
る
必
要
が
あ
る
。

オ
ッ
ト
!
の
主
著
「
重
な
る
も
の
い

(
bま
同
時
に
釘
F

一
九
一
七
〉
に
は
「
袴
的
な
る
も
の
と
い
う
理
念
に
お
け
る
非
合
理
的
な
も
の

と
、
ぞ
れ
の
合
理
的
な
も
の
に
対
す
る
関
係
に
つ
い
て
零
時
可
宮
古
さ
き
さ
お
号
撃
さ
較
的
色
料
江
主
お
お
喜
久
的

3
5
1
Eぎ
な

(
H
H〉

是
認
均
良
芯
き
な
と
い
と
い
う
副
麓
が
つ
い
て
い
る
。
こ
こ
で
「
合
理
的
な
も
の
」
と
い
う
の
は
、
理
性
に
よ
っ
て
諮
握
で
き
、
開
明

機
判
明
な
概
念
で
叙
述
し
、
定
義
可
能
な
も
の
明
、
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
非
合
理
的
な
も
の
」
は
、
そ
の
よ
う
な
概
念
鵠
叙
述
や
定

義
が
不
可
能
な
も
の
で
あ
り
、
理
性
に
よ
っ
て
は
把
握
で
き
ず
、
感
情
に
よ
っ
て
捉
え
得
る
も
の
で
あ
る
。
ぞ
れ
は
ま
た
不
合
理
と
も
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異
な
る
。
不
合
理
は
理
性
の
範
嗣
内
で
理
性
に
反
す
る
こ
と
を
い
う
が
、
「
非
合
理
」
は
理
性
の
範
揮
を
越
え
、
理
性
が
及
ば
な
い
こ

と
を
い
う
。
た
と
え
ば
梅
の
花
の
香
り
の
体
験
は
「
非
合
理
」
で
あ
り
、
体
験
の
な
い
者
に
理
性
的
概
念
で
説
明
を
試
み
る
な
ら
ば
、

日本国愈法上のf宗教Jの意味(燦調書)

百
万
語
そ
費
や
し
て
も
正
確
に
は
表
現
怯
達
し
得
な
い
。
梅
の
花
の
放
っ
成
分
を
化
学
的
に
分
析
し
、
こ
れ
と
爵
じ
物
質
を
人
工
的
に

作
り
出
し
た
と
し
て
も
、
な
お
、
そ
の
香
り
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
は
、
感
覚
的
経
験
を
媒
介
に
し
な
け
れ
ば
了
解
し
得
な
い
の

で
あ
る
。

オ
ツ
ト
ー
が
強
調
す
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
「
非
合
理
的
な
も
の
」
こ
そ
が
あ
ら
ゆ
る
京
教
の
本
来
的
・
本
紫
的
要
紫
で
あ
り
、
こ

れ
に
様
々
な
「
合
理
的
な
も
の
」
が
付
加
さ
れ
、
「
非
合
理
的
な
も
の
」
司
令
包
み
込
む
影
を
と
っ
て
諸
宗
教
が
成
り
立
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
「
猿
な
る
も
の
」
と
い
う
鰭
も
本
来
は
「
非
合
理
的
な
も
の
」
を
意
味
し
た
の
だ
が
、
次
第
に
道
徳
的
要
素
・
「
合
理

的
」
要
素
が
取
り
込
ま
れ
、
本
来
的
意
味
は
覆
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
カ
ン
ト
は
義
務
的
動
機
か
ら
道
徳
律
に
服
従
す
る
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意
志
を
聖
な
る
意
志
と
呼
ん
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
意
味
に
漂
い
る
の
は
「
聖
な
る
も
の
」
の
本
螺
的
用
誌
で
は
な
い
。
そ
こ
で
オ
ッ
ト
l

は
道
標
的
意
味
内
容
を
包
有
し
た
今
日
的
語
感
に
お
け
る
「
聖
な
る
も
の
」
か
ら
、
道
徳
的
「
合
理
的
」
要
素

〈
叩
凶
)

「
非
合
理
的
」
な
中
核
を
抽
出
し
、
「
ヌ
ミ
ノ
i
ゼい

2
2
Z
U
5
5
2
0
)
と
い
う
名
称
を
与
え
た
。
こ
の
新
遭
難
に
よ
っ
て
「
非
合
理
」

般
を
マ
イ
ナ
ス
し
て

な
本
源
的
意
味
に
お
け
る
「
裂
な
る
も
の
」
の
カ
テ
ゴ
リ
i
が
確
保
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
ヌ
ミ
ノ
l
ぜ
を
以
て
吉
原
教
C
J〕
の
意
味
画
識
の
指
標
と
な
す
と
い
う
の
は
、
ヌ
ミ
ノ
l
ぞ
の
み
が
〔
宗
教
C
J
]
で
あ

る
と
の
意
で
は
な
い
。
演
実
の
宗
教
は
ヌ
ミ
ノ
l
ぞ
と
そ
れ
か
ら
派
生
し
た
「
合
理
的
な
も
の
い
の
複
合
し
た
体
系
で
あ
り
〔
宗
教
C

J
]
に
お
い
て
も
「
合
運
的
な
も
の
」
が
大
き
な
ウ
ェ
イ
ト
を
占
め
る
が
、
そ
こ
に
「
非
合
理
性
」
が
皆
無
マ
あ
る
な
ら
ば
そ
れ
は
も

は
や
忠
一
小
教
C
J
]
と
は
い
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
美
女
で
あ
る
か
否
か
を
判
定
す
る
に
あ
た
っ
て
、
顔
の
輪
郭
、
聞
や
口
の

大
き
さ
e

形
・
幾
何
学
的
伎
薩
関
係
で
あ
る
と
か
、
身
体
各
部
の
サ
イ
ズ
な
ど
の
「
合
議
的
」
な
指
標
を
設
定
し
て
テ
ス
ト
す
る
な
ら

244-

ば
、
実
際
的
に
は
か
な
り
妥
当
な
判
定
を
為
し
得
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
ら
の
指
標
は
具
体
的
な
美
女
体
験
そ
分
析
し
た
も
の
に
す
ぎ

な
い
。
そ
の
体
験
場
簡
で
美
女
で
あ
る
と
い
う
判
断
を
導
い
た
も
の
は
、
替
、
つ
に
言
わ
れ
ぬ
妖
し
げ
な
感
情
で
あ
り
、
こ
の
感
情
を
伴

わ
な
い
な
ら
ば
館
伺
に
厳
格
な
「
合
理
的
い
テ
ス
ト
を
パ
ス
し
て
い
よ
う
と
も
、
美
女
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
こ
こ
に
於
い
て
「
非

会
埋
的
い
体
験
は
「
合
理
的
い
指
標
に
先
立
つ
の
で
あ
り
、
客
観
的
な
理
性
で
は
な
く
主
観
的
な
感
情
こ
そ
が
美
女
そ
判
定
す
る
唯
一

の
審
査
員
で
あ
る
。
円
宗
教
C
J〕
の
画
定
揖
様
で
あ
る
ヌ
ミ
ノ
l
ぞ
も
、
美
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
や
性
的
衝
動
と
間
同
じ
く
、

義
釣
な
概

念
で
定
義
で
き
な
い
「
非
合
理
的
な
も
の
」
で
あ
る
こ
ど
を
先
ず
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

懇
法
上
の
宗
教
条
項
の
解
釈



(
1
)
 

一O
条
と
一
九
'

条
等
の
有
意
義

ニO
条
の
「
信
教
の
自
由
い
は
、

一
般
に
次
の
三
つ
の
内
容
を
包
含
す
る
と
さ
れ
る
。

〈
イ
)
内
面
的
犠
悔
の
告
白
、
(
ロ
)
京
教
的
行
為
の
自
由
、
〈
ハ
)
宗
教
的
結
社
の
自
由

こ
の
う
ち
、
〈
イ
)
は
一
九
条
で
保
隊
さ
れ
る
「
思
想
・
良
心
の
告
白
」
の
宗
教
的
側
詣
で
あ
り
、
〈
ロ
〉
は
一
二
条
で
保
脇
博
さ
れ
る

{
時
〉

「
表
現
の
自
由
」
の
、
(
ハ
)
は
関
じ
く
一
二
条
で
保
障
さ
れ
る
「
結
社
の
自
由
い
の
宗
教
的
側
面
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
と
す
る

な
ら
ば
、
自
由
行
使
条
項
と
し
て
の
語
教
の
自
由
に
関
す
る
霞
り
、
そ
の
傑
揮
は
一
九
条
、

一
条
さ
ら
に
は
一
一
一
二
条
の
「
学
聞
の
自

出
関
い
な
ど
に
よ
る
も
の
で
足
る
こ
と
に
な
り
、
重
複
し
て
こ

O
条
に
あ
え
て
信
教
の
高
自
の
保
障
を
規
定
す
る
こ
と
は
無
意
味
で
は
な

い
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ

O
条
の
自
由
者
使
条
項
の
掛
自
性
は
政
教
分
離
条
項
と
の
関
わ
り
で
理
論
的
に
絃
讃
づ

け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
思
想
・
良
心
、
儒
教
、
集
会
・
結
社
・
表
現
、
学
識
な
ど
の
諸
島
由
を
、
こ
れ
に
対
し
て
雷

家
の
中
立
性
を
要
請
し
得
る
か
と
い
う
観
点
で
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
信
教
の
自
由
の
独
自
の
存
在
意
義
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ

る

お本震憲法上の「言宗教jの意味Olt瀬)

一
九
条
に
欝
し
て
い
え
ば
、

般
的
に
富
家
は
「
思
想
・
良
心
」
と
の
関
わ
り
を
絶
つ
こ
と
は
で
き
な
い
。
夜
警
国
家
・
消
援
問
問
家

に
あ
っ
て
さ
え
、
治
安
や
顕
紡
は
一
つ
の
価
健
鏡
、
「
思
想
・
良
心
い

い
て
遂
行
さ
れ
る
。
現
代
の
福
祉
極
家
、
積
極
国
家
に

あ
っ
て
は
、
い
よ
い
よ
多
棟
な
価
値
観
、
思
想
と
関
わ
り
ム
口
、
つ
こ
と
に
な
る
。
財
政
・
経
済
施
策
、
福
祉
政
策
、
外
交
政
策
な
ど
い
ず

れ
も
了
定
の
思
想
、
価
値
観
に
基
づ
い
て
遂
行
さ
れ
、
関
家
に
よ
っ
て
公
定
さ
れ
た
「
思
想
・
良
心
」
が
符
裂
す
る
。
ま
た
、

と
二
三
条
に
関
し
て
い
え
ば
、
問
問
家
は
そ
の
理
念
・
価
傭
観
に
基
づ
い
て

活
動
を
展
開
し
、
保
護
・
助
成
・
援
助
活
動
等
を

過
し
て
特
定
の
「
結
社
」
「
学
鰐
」
と
関
わ
り
合
う
こ
と
も
日
常
的
で
あ
る
。
従
っ
て
富
家
の
護
条
的
中
立
性
の
襲
鏑
は
、
個
人
の
患

懇
・
良
心
・
信
条
a

学
問
等
に
対
す
る
窓
側
倒
的
・
強
制
腕
的
な
働
き
か
け
を
排
除
し
得
る
に
と
ど
ま
り
、
間
家
に
よ
る
鐸
値
観
の
公
定
や

-245-
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特
定
の
額
蓋
穣
の
優
遇
を
す
べ
て
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
。
国
間
家
が
い
か
な
る
嬬
値
観
・
思
想
・
良
心
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
か
は
、
問
符

主
的
手
緩
き
ゃ
缶
統
等
の
開
題
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
特
定
の
「
悪
懇
・
良
心
い
「
学
問
問
い
等
と
閲
家
が
関
わ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
懇

法
条
文
で
産
婆
に
禁
止
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

と
こ
ろ
が
「
信
教
」
に
関
す
る
事
柄
に
関
し
て
は
、
こ
れ
と
問
問
家
が
襲
わ
り
合
う
こ
と
が
簸
法
条
文
で
臨
接
に
禁
止
さ
れ
て
い
る
。

一一

O
条
〈
お
よ
び
八
九
条
〉
の
い
わ
ゆ
る
政
教
分
離
条
墳
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
思
想
・
良
心
の
自
耐
(

九
条
)
、
表
現
の
自

自
・
結
社
の
ぬ
口
忠
〈

条
〉
、
学
問
の
自
闘
〈
一
一
一
二
条
〉
等
に
広
く
程
合
さ
れ
る
讃
域
の
う
ち
、
同
家
と
の
関
わ
り
が
無
条
件
に
禁

-
比
さ
れ
て
い
る
領
域
を
特
内
滅
す
る
の
が
ニ

O
条
の
独
自
の
存
・
在
意
義
で
あ
る
と
解
し
得
る
。
ぞ
う
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、

O
条
の
号
館
が
、
一
九
条
二
二
条
等
の
自
由
と
は
別
舗
の
条
文
に
鑑
定

L
m、
強
自
の
意
義
を
持
つ
も
の
と
し
て
取
り
譲
わ
れ

る
べ
き
翠
患
を
示
し
得
る
こ
と
に
な
る
。

〈
時
〉

現
実
の
宗
教
を
構
或
す
る
も
の
は
「
教
義
」
「
儀
礼
」
「
教
団
」
お
よ
び
「
そ
れ
ら
の
背
後
に
あ
る
宗
教
体
験
」
で
あ
る
。
こ
の
う

ち
、
教
義
は
主
と
し
て
一
九
条
の
「
思
想
・
良
心
」
の
領
域
で
あ
り
、
儀
礼
は
主
と
し
て
一
二
条
の
「
表
現
」
の
領
域
で
あ
り
、
教
関

は
主
と
し
て
跨
じ
く
一
二
条
の
「
結
社
」
の
額
域
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
背
後
に
あ
る
宗
教
体
験
こ
そ
が
一

。
条
の

「
信
教
」
の
領
域
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
教
義
、
儀
礼
、
教
団
の
三
つ
の
要
素
は
宗
教
で
あ
る
た
め
の
必
要
条
件
で
は
な
く
、
多

く
の
宗
教
現
象
に
縫
伴
す
る
側
面
で
あ
る
と
い
え
る
に
と
ど
ま
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
背
後
に
あ
る
嬬
教
体
験
は
、
こ
れ
を
欠
く
な

ら
ば
も
は
や
宗
教
で
あ
る
と
は
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
教
義
、
儀
礼
、
教
団
と
い
う
外
観
だ
け
で
形
式

的
に
判
断
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
議
教
と
非
宗
教
と
の
ほ
別
は
為
し
得
な
い
。
制
問
え
る
な
ら
誌
、
学
校
教
育
の
営
み
も

種
の
教
義

〈
教
育
課
程
・
内
容
〉
、
儀
礼
〈
学
校
持
事
}
、
教
団
〈
戦
闘
・
生
徒
集
問
〉
で
構
成
さ
れ
る
と
さ
え
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
外
見
的

に
は
宗
教
の
営
み
と
関
様
の
構
逮
そ
有
す
る
学
校
教
宵
の
営
み
が
、
議
教
の
営
み
と
は
異
な
る
の
は
、
宗
教
体
験
H
ヌ
ミ
ノ
l
ゼ
体
験
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を
内
包
し
な
い
と
い
う
一
点
に
よ
っ
て
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
宗
教
と
非
議
教
と
を
決
定
的
に
区
附
加
す
る
も
の
は
背
後
に
あ
る
宗
教
体
験
の
有
無
な
の
で
あ
り
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
ヌ
ミ

ノ
i
ゼ
体
験
の
有
無
な
の
で
あ
る
。
以
上
の
考
察
か
ら
開
明
ら
か
な
よ
う
に
、
あ
え
て

九
条

一
一
条
と
射
簡
に
規
定
さ
れ
て
い
る

。
条
の
「
橋
教
」
ひ
い
て
は
{
宗
教
C
J〕
の
意
味
は
、
「
聖
」
の
核
心
で
あ
る
ヌ
ミ
ノ
i
ゼ
を
指
標
に
一
樹
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

〈

2
〉
「
信
教
の
自
由
」
と
「
宗
教
の
自
由
」

ニ
Q
条
の
「
密
教
の
自
由
」
と
い
う
文
一
言
に
つ
い
て
宮
沢
俊
義
は
、
議
教
の
鹿
由
と
開
義
で
あ
る
と
し
、
「
明
治
憲
法
が
議
教
の
自

〈
間
四
)

自
を
怠
同
教
ノ
自
由
』
と
呼
ん
だ
の
で
、
こ
こ
明
、
も
そ
れ
に
な
ら
っ
た
の
で
あ
る
」
と
い
う
。
マ
ツ
カ
i
サ
i
事
案
で
は
守
m
mふ

O
B

え
富
山
い
阻
む
ロ
で
あ
っ
た
か
ら
事
実
は
そ
う
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
単
に
「
館
教
」
を
宗
教
一
一
般
と
同
義
で
あ
る
と
す
る
だ
け
で
は
、

九
・
二
一
条
と
異
な
る
こ

O
条
の
自
由
行
使
条
項
の
独
自
の
存
者
意
義
を
説
窮
す
る
こ
と
は
展
難
に
な
る
。
そ
こ
で
、
愈
法
学
に
お
い

て
宗
教
を
論
ず
る
際
に
は
、
二

0
・
八
九
条
の
条
文
の
文
震
と
し
て
の
狭
義
の

2
京教」

un

「
信
教
」
と
、

九

条
等
の
自
由

日本留費量淡上のr~宗教jの1意味(草壁瀬)

の
内
容
に
包
摂
さ
れ
る
誌
義
の
宗
教
と
を
区
別
し
て
か
か
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

品
約
者
は
す
な
わ
ち
〔
宗
教
C

J〕
で
あ
る
。
詩
本
国
憲
法
の
中
で
は
、
こ
の
〔
議
教
C

J〕
に
お
た
る
の
が
、

。
条
の
「
信
教
」

お
よ
び
問
条
で
四
度
用
い
ら
れ
る
「
宗
教
・
:
」
と
い
う
文
言
、
八
九
条
で
一
度
用
い
ら
れ
る
「
宗
教
:
ふ
の
文
書
で
あ
る
。
こ
れ
に
対

し
て
後
者
は
、

一
九
・
二

O
e

…
一
・
二
六
条
等
の
諸
条
規
の
前
提
と
し
て
存
悲
す
る
議
教
的
忠
商
を
念
頭
に
讃
い
た
広
い
意

味
の
宗
教
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
宗
教
的
鶴
自
は
、
日
本
国
憲
法
上
の
文
震
で
は
な
く
、
い
わ
認
憲
法
の
法
畿
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ

の
意
味
の
宗
教
は
さ
し
あ
た
っ
て
限
定
的
な
定
義
を
必
要
と
し
な
い
。
究
極
的
関
心
で
あ
れ
、
神
信
仰
で
あ
れ
、
聖
な
る
も
の
で
あ
れ
、

ま
た
派
生
し
た
教
義
・
没
界
観
・
神
学
で
み
れ
、
儀
礼
・
糊
闘
俗
・
結
社
で
あ
れ
、
お
よ
そ
宗
教
と
主
張
し
得
る
も
の
、
宗
教
的
と
み
な
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し
得
る
も
の
は
す
べ
て
包
摂
し
て
よ
い
。
本
報
告
で
は
、
こ
の
意
味
の

京
教
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
{

〕
等
を
付
さ
ず
、
単
に
、
宗
教
、
あ

る
い
は
、
広
義
の
宗
教
、
な
ど
と
適
笈
表
現
す
る
。
二

0
・
八
九
条
の

し
て
の
「
宗
教
」
は
、
必
ず
宗
一
小
数
C

J〕
と
表
現
し
て
援
部

す
る
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
こ
こ
で
は
吋
信
教
の
自
由
」
と
「
宗
教
の

自
由
」
と
を
部
門
義
に
は
取
り
扱
わ
な
い
。
近
代
憲
法
の
法
滋
で
あ
り
、

日
本
国
懇
法
上
の
文
設
で
は
な
い
が
一
九
・
一
一

O

一. 
一一一一一. 
一一

六
条
等
の
諸
条
規
で
保
障
さ
れ
る
広
い
意
味
に
お
け
る
吋
宗
教
の
良
市
聞
い

辺
一
本
紙
的
自
由
」
の
概
念
‘
を
想
定
す
る
一
方
、
こ
の
う
ち
特
に
一
一

O
条
の

内
容
だ
け
を
指
す
と
き
に
「
健
教
の
白
出
」
と
い
う
(
図
参
熊
〉
。

(

3

)

{

宗
教
C

J〕
の
爾
定
指
標
と
判
定
基
準

と
こ
ろ
で
、
こ
の
ヌ
ミ
ノ
i
ゼ
体
験
は
国
家
と
分
離
さ
れ
る
〔
宗
教

C
J〕
の
意
味
を
嗣
定
す
る
指
様
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
決
し
て
基
準
で

は
な
い
。
た
と
え
ば
選
抜
試
験
に
お
い
て
、
そ
の
人
物
の
学
力
を
み
る

べ
き
か
、
身
長
・
体
震
を
み
る
べ
き
か
、
人
柄
を
み
る
べ
き
か
は
指
標

の
決
定
の
縄
問
題
で
あ
る
。
仮
に
学
力
・
令
指
標
に
し
た
と
き
、
数
学
の
何

点
以
上
を
合
絡
と
す
る
か
は
基
準
の
設
定
の
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
、

{劉]民本国憲法における宗教の自由の構造

宗教の自由

(華字分費量領減}

信約面思想，良心の自由19条

行的教e-
ノ、自自の現21条

結
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(合緩約要素)

的教
徒三ァ

万言由自の結社21条



画
定
指
標
が
理
論
の
掛
問
題
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
判
定
基
準
は
現
実
り
実
識
的
・
技
務
的
問
題
と
し
て
の
性
格
が
強
い
。
本
報
告
は
、

画
定
指
標
に
つ
い
て
の
理
論
的
研
究
を
中
心
】
ア
i
マ
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
判
定
暴
準
の
間
態
に
つ
い
て
は
、
以
下
、
衝
短
に
触

れ
る
に
と
ど
め
る
が
、
あ
る
意
味
で
は
こ
れ
は
指
標
の
決
定
以
上
に
関
難
な
湾
露
で
あ
る
。
一
劉
定
指
擦
が
糠
論
的
に
明
示
さ
れ
た
こ
と

に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
判
定
基
準
の
設
定
の
技
術
的
関
難
牲
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。
あ
た
か
も
結
婚
相
手

を
選
ぶ
に
あ
た
っ
て
、

I
Q
(知
龍
指
数
〉
を
指
標
に
す
れ
ば
見
る
と
患
う
聞
は
、
判
定
基
準
の
設
定
は
容
議
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る

が
、
性
格
人
績
を
指
標
に
す
べ
き
で
あ
る
と
観
念
し
た
議
論
に
、
判
定
基
準
の
設
定
は
容
易
な
ら
ざ
る
こ
と
が
開
明
ら
か
に
な
る
よ
う
な

-
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
判
定
が
菌
難
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
特
定
の
容
易
な
誤
っ
た
指
標
に
逆
戻
り
す
る
こ
と
は
、
も
は
や
で
き
ま

v' 
0 

実
際
、
強
弱
様
々
の
ヌ
ミ
ノ

i
ゼ
体
験
の
ど
こ
に
境
界
線
を
引
く
か
は
な
か
な
か
厄
介
な
関
離
で
あ
る
。
撃
と
俗
と
を
分
け
る
基
準
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と
な
る
も
の
は
夢
物
の
や
に
内
在
す
る
性
質
に
よ
る
の
で
は
な
く
社
会
的
な
も
の
に
よ
っ
て
決
ま
る
商
が
あ
り
、
例
え
ば
あ
る
人
々
に

a本E霊祭法上の「宗教Jの意味{塁軽減}

と
っ
て
は
強
い
ヌ
ミ
ノ
i
ゼ
体
験
を
惹
起
す
る
神
繋
な
白
石
が
、
異
な
る
文
先
を
も
っ
人
々
に
と
っ
て
は
単
な
る
花
山
例
措
の
塊
に
す
ぎ

な
い
、
と
い
う
こ
と
が
魁
こ
る
。
ま
た
そ
れ
は
個
人
的
な
も
の
に
よ
っ
て
決
ま
る
爾
も
あ
り
、
閉
じ
祈
祷
の
符
為
が
、
あ
る
人
に
は
ヌ

ミ
ノ
!
ゼ
体
験
を
高
揚
さ
せ
る
場
謡
と
な
る
が
、
あ
る
人
に
と
っ
て
は
形
式
的
で
選
詔
な
場
酉
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
こ
と
に

も
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
関
家
か
ら
分
離
す
る
こ
と
を
要
請
さ
れ
て
い
る
〔
宗
教
C

J
〕
よ
の
行
為
等
で
あ
る
か
氷
河
か
は
、
ヌ
ミ
ノ
!
ゼ

体
験
を
指
標
と
し
つ
つ
、
こ
れ
に
レ
モ
ン
・
テ
ス
ト
を
応
用
し
た
基
準
な
ど
を
当
て
て
、
個
々
の
ケ
i
ス
ご
と
に
判
定
し
て
ゆ
く
こ
と

に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
当
該
国
家
行
為
の
自
的
が
ヌ
ミ
ノ
!
ゼ
体
験
を
指
向
し
て
い
な
い
か
、
そ
の
主
要
な
効
薬
が
ヌ
ミ
ノ

i
ゼ
体

験
を
捉
進
・
抑
服
し
て
い
な
い
か
、
そ
し
て
そ
れ
が
臨
家
と
ヌ
ミ
ノ
!
ゼ
体
験
の
議
度
の
関
わ
り
を
も
た
ら
さ
な
い
か
、
な
ど
の
判
定

基
準
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
碁
準
を
二

O
条
、
八
九
条
の
条
文
の
文
一
穫
に
適
用
す
る
な
ら
ば
、
と
り
あ
え
ず
次
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
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で
き
る
で
あ
ろ
う
。

(b) (a) 

一一

O
条

項
の
「
信
教
」
は
、
[
宗
教
C
J〕
と
同
義
で
あ
り
、
「
ヌ
ミ
ノ
i
ゼ
体
験
」
を
指
す
。

ニ
O
条
一
項
の
「
宗
教
団
体
」
、
お
よ
び
人
九
条
の
「
宗
教
上
の
組
織
若
し
く
は
語
体
い
と
は
、
「
ヌ
ミ
ノ
i
ゼ
体
鞍
献
を
指
向
・

促
進
も
し
く
は
有
す
る
組
融
・
団
体
」
で
あ
る
o

p
h
 

二

O
条
一
一
環
の
「
宗
教
上
の
行
為
、
祝
典
、
儀
式
ま
た
は
行
事
い
と
は
、
「
ヌ
ミ
ノ
;
ゼ
体
験
を
指
向
・
根
選
も
し
く
は
こ
れ

に
直
接
関
わ
る
行
為
・
儀
礼
い
で
あ
る
。

同
一
一

O
条
一
一
一
項
の

2
京
教
教
育
」
「
宗
教
的
活
動
」
と
は
、
「
ヌ
ミ
ノ
1
ゼ
体
験
を
指
向
・
程
進
も
し
く
は
こ
れ
に
藍
接
関
わ
る
教

育
・
鴻
動
」
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
判
定
基
準
に
つ
い
て
は
未
だ
精
級
化
が
不
十
分
で
あ
り
、
と
く
に
こ
れ
を
ど
の
程
変
厳
格
に
、
成
い
は
緩
や
か
に
適
用
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す
る
か
に
つ
い
て
流
動
的
な
要
素
を
多
分
に
残
す
が
、
こ
こ
で
は
立
ち
入
ら
ず
、
詳
細
な
検
討
は
他
寝
を
期
し
た
い
。
も
ち
ろ
ん
、
桜

に
そ
の
判
定
基
準
を
十
分
に
繕
制
緩
先
し
得
た
と
し
て
も
、
ヌ
ミ
ノ
l
ぞ
と
い
う
情
緒
的
経
験
に
立
ち
入
る
際
の
客
観
性
の
椅
鶏
は
、
依

黙
と
し
て
残
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
築
隙
的
・
技
術
的
側
問
題
点
が
残
る
と
し
て
も
、
こ
れ
ま
で
の
検
討
か
ら
、
以
下
に
み
る
よ
う

-
T
M

、
i
 

等
を
考
え
る

つ
の
新
し
い
説
座
を
議
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
4
)
「
神
戸
高
専
事
件
」
へ
の
適
用

「
エ
ホ
バ
の
証
人
」
信
者
の
学
生
が
、
格
闘
技
を
禁
ず
る
教
義
に
従
っ
て
必
修
の
剣
道
実
技
を
拒
苔
し
て
留
年
・
瀧
学
処
分
を
受
け

た
「
神
戸
高
専
事
件
」
の
司
法
判
断
の
中
に
、
信
者
に
便
宜
を
は
か
つ
て
単
位
を
認
定
す
る
こ
と
は
、

の
理
由
に
器
づ
い
て
有

科
な
境
教
い
を
す
る
こ
と
に
な
り
、
公
教
育
に
饗
求
さ
れ
て
い
る
宗
教
的
中
立
性
会
損
な
い
、
政
教
分
離
原
制
織
に
抵
触
す
る
と
い
う
内



(総〉

容
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
[
宗
教
C

J〕
の
意
味
の
吟
味
を
欠
い
た
論
で
あ
ゐ
。
剣
道
実
技
の
援
部
は
概
念
的
に
表
現
さ
れ
た

「
合
理
的
」
な
倫
理
観
で
あ
っ
て
、
「
非
合
理
}
的
」
な
ヌ
ミ
ノ
l
ぜ
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
派
生
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
と
え

ば
人
橋
理
念
も
、
殺
す
な
か
れ
・
盗
む
な
か
れ
と
い
う
規
範
も
ヌ
ミ
ノ
1
ゼ
か
ら
抵
生
し
て
お
り
、
議
教
の
教
義
に
基
づ
く
確
彊
を
前

提
し
な
け
れ
ば
正
当
化
で
き
な
い
も
の
だ
が
、
思
家
は
こ
れ
ら
に
コ
ミ
ッ
ト
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
れ
ら
の
「
合
理
的
」
倫
理
観
は
宗

教
的
で
は
あ
る
が
、
翻
家
と
分
離
す
る
こ
と
を
要
請
さ
れ
る
{
宗
教
C
J〕
と
問
一
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
鎖
道
実
技
躯
首
は
「
宗
教
の
自
由
い
(
一
九
条
〉
の
詩
題
で
は
あ
る
が
、
必
ず
し
も
「
信
教
の
自
由
い
〈
二

O
条
〉
の
跨
題

で
は
な
い
。
二

O
条
の
際
競
ど
し
て
挺
え
る
譲
り
「
信
教
の
自
由
と
政
教
分
離
原
則
州
の
対
立
」
と
い
う
ア
ポ
リ
ア
か
ら
抜
け
出
す
こ
と

が
で
き
な
い
が
、

一
九
条
の
問
問
題
と
し
て
扱
う
な
ら
ば
、
国
家
は
思
想
・
晶
、
心
に
は
関
わ
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
学
校
側

が
側
議
控
否
者
に
単
位
を
認
定
す
る
配
躍
を
す
る
こ
と
は
教
育
的
裁
量
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
り
、
宗
教
的
中
立
性
や
政
教
分
離
と
は
関

251-

わ
り
の
な
い
行
為
で
あ
る
と
い
い
う
る
。
避
に
、
配
慮
を
し
な
い
こ
と
も
可
能
だ
が
、
ぞ
れ
は
簸
法
二
六
条
の
「
教
育
を
受
け
る
権
利
」

の
閥
問
題
と
し
て
、
学
校
・
教
育
内
容
の
選
択
の
余
地
に
乏
し
い
現
状
に
於
い
て
は
、
実
鎖
的
な
学
習
機
の
保
障
と
い
う
観
点
か
ら
瀧
訣

日2宇宙策法上の[安害救Jの怠総{贋瀬)

と
な
ろ
、
っ
。

わ

お

り

「
聖
」
を
き
め
て
と
し
て
宗
教
を
定
義
す
る
こ
と
に
は
宗
教
学
者
の
閉
で

定
の
合
意
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
憲
法
論

に
適
用
す
る
試
み
は
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
為
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
デ
ユ
ル
ケ
ム
的
な
聖
俗
論
の
適
揺
の
余
地
に
つ
い
て
も
検
討
の
余
地

が
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
さ
ら
に
一
歩
踏
み
こ
ん
マ
オ
ッ
ト
i
の
ヌ
ミ
ノ
1
ゼ
理
論
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
懇
法
理
論
に
新
た
な



地
平
が
ひ
ら
か
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
た
。
本
報
告
の
考
え
方
を
前
謹
に
す
る
な
ら
ば
、
上
一
記
試
外
の
諸
事
件
、
問
題
や
、

祭数法害事14聖子(1995)

教
育
基
本
法
九
条
の
解
釈
等
に
関
し
で
も
新
し
い
視
{
肢
を
発
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
識
る
こ
と

(幻〉

に
す
る
。

〈1
〉

j
l
ジ
ツ
タ
/
織
権
時
終
訳
『
ア
ナ
i
キ
i
・
問
問
家
・
ユ
!
ト
ピ
ア
』
氷
川
聞
社
、
一
九
九
二
、
五
大
賞
。

(2v

内
野
主
宰
『
人
携
の
オ
モ
テ
と
ウ
ラ
i
不
利
な
笈
場
の
人
々
の
鵠
百
点
i
』
開
明
石
世
智
内
柏
、
ブ
九
九
二
、
一
一
一
一
ニ
賞
。

(3)

者
玄
仲
夕
刊
テ
・
ミ
お
h
F
S
Q
2
N
V器輸、吋州出

v
h
3
H
u
g
m
m
-
V向
傍
若
票
日

Mg免
p
g
g
-
青
木
第
三
部
帆
吋
機
械
と
持
』
み
す
ず
世
帯
…
潟
、
一
九
七
二
所
収
、
人
中
M
i
入

人
頁
。

(
4
〉
参
随
一
、
村
上
揚
一
郎
「
近
代
文
明
と
キ
リ
ス
ト
教
」
吋
謝
例
代
感
惣
一
一
一
巻
五
号
』
一
九
九
三
、
八
l
一
五
頁
。

〈5
)

後
湾
愈
宍
権
利
〉
の
選
択
』
時
期
慈
幾
媛
、
一
九
九
一
二
、
二
ニ
策
勿

〈8
)

「
行
致
事
件
口
氏
家
輯
鋭
利
麟
間
集
二
二
巻
五
且
H

仏
大
人
O
賞。

(7}

吋
税
制
四
時
報
一

O
一一一六且
H
d
M

一一

O
賞。

(S)

た
と
え
ば
、
伊
厳
正
己
『
憲
法
〈
新
級
以
弘
文
堂
、
一
九
九
て
二
六
一
一
一
賞
。
小
林
重
機
会
新
版
)
憲
法
講
義
・
上
』
東
京
大
学
街
路
棋
会
、
一
九
人
。
、

六
九
百
H
o

佐
藤
功
吋
門
口
広
間
出
世
憲
法
概
説
(
余
計
制
輸
用
問
絞
〉
』
学
陽
書
一
房
一
、
一
九
九
て
一
八
五
頁
。
佐
渡
ゆ
郡
宇
治
吋
懲
法
(
新
飯
)
』
習
林
幾
除
、
一
九
九

O
、四一一一

五
演
。
猿
谷
春
洋
「
信
教
の
出
同
・
闘
い
芦
柿
部
品
市
喜
編
『
憲
法
E
人
権

(
1
)
」
有
斐
問
、
一
九
公
八
、
一
四
一
一
一
一
一
一
員
。
橋
本
公
一
…
銭
吋
日
本
箆
憲
法
』
有
曲
賞
醐
閥
、
一
九
八

O
、

二
三
一
一
一
一
策
。
般
口
陽
一
ほ
か
『
注
釈

g
本
関
織
法
・
上
巻
』
背
骨
特
骨
密
後
新
社
、
一
九
八
回
、
問
。
。
官
民
{
浦
郡
法
論
徳
執
議
}
な
ど
。

〈9
}

熊
本
英
夫
『
宗
教
学
い
大
開
明
堂
、
一
九
六
一
‘
一
令
官
H
o

な
お
「
宗
教
に
は
、
そ
の
い
と
な
み
と
の
関
速
に
お
い
て
、
神
韻
概
念
や
神
襲
伎
を
然
、
7
場
合
が
多
い
」

と
い
う
相
陣
容
が
あ
る
。

〈m
m
)

粕
谷
友
ム
百
二
祭
教
的
』
行
為
の
意
味
」
柑
抑
制
時
信
事
・
清
水
賎
編
叫
{
後
輩
庸
時
制
古
稀
)
日
本
間
同
憲
法
の
凝
議
い
有
斐
陽
、
一
九
八
六
、
一
一
一
一
一
一
一
一
l
一一六
O
賞
。
土

康
英
雄
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
鑓
憲
法
と
"
宗
教
“

i
連
邦
級
官
側
議
判
決
を
や
心
と
し
て
l
」
司
社
会
科
学
齢
出
発
一
一
口
一
一
毅
一
品
h

d

M

(

早
稲
滋
大
学
〉
一
九
八
七
、
二
四
一

l

一
一
七
六
官
民
a

小
林
筋
「
ア
メ
リ
カ
幾
後
に
お
け
る
な
布
教
恥
概
念
」
「
法
学
研
究
六
二
職
場
二
号
M

〈
獲
療
義
塾
大
学
)
九
八
九
、

}
i
一
一
二
賞
。
ぉ
比
野
動
「
懇

252-
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淡
に
お
け
る
宗
教
の
概
念
i
ア
メ
リ
カ
合
衆
留
に
お
け
る
綾
部
離
を
素
材
と
し
て
i
い
吋
公
法
研
究
五
二
号
』
一
九
九
O
、
一
二
一
l
一
二
五
一
策
。

{
日
)
参
照
、
粕
谷
・
前
掲
議
文
、
二
四
二
l
ニ
間
間
三
賞
。

(
ロ
)
阪
本
問
時
淡
吋
織
法
理
論
E
』
成
文
覚
、
…
九
九
三
、
三
二
五
一
然
。

(
お
)
デ
品
ル
ケ
ム
/
士
口
野
清
人
訳
吋
融
公
杭
生
活
の
原
初
彩
懇
膨
上
場
町
袋
波
文
書
庫
、
一
九
殴
て
八
六
!
人
七
頁
e

〈
M
3
2
5二
お
よ
り
ま
均
一
氏
靴
型
、
吋
イ
号
室
号
待
。

sn誇
-
H
W
「

a
E明
日
喧
戸
山
谷
酬
明
答
釈
「
聖
な
る
も
の
』
胤
制
緩
文
湾
、
一
九
六
人
。

(
お
)
ラ
テ
ン
簡
の

g
g惑
を
も
と
に
し
た
オ
ッ
ト
!
の
造
盟
問
。
。
草
原
川
口
広
防
護
と
も
α

オ
ッ
ト
!
は
き
ミ
ノ

I
ゼ
体
験
の
特
殊
な
感
情
の
鰭
婆
索
を
「
戦
線
す
べ

き
制
密
韓
親
〈
渓

3
g江戸
MHM
け
言
語

gnUHPど
「
馳
聴
す
る
も
の
(
り
霊
安
誇
宣
告
伽
)
」
「
崇
高
な
る
も
の
〈
り
ま
〉
G
恒
国
什
日
開
〉
い
な
ど
の
イ
ヂ
オ
グ
ラ
ム
〈

k
g問
自
岡
田
銀
、

淡
慾
記
号
)
で
指
示
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

〈
日
開
〉
参
照
、
日
比
野
・
前
倒
欄
諭
文
、
二
三
頁
な
ど
。

(
げ
)
こ
れ
に
隠
し
て
、
「
諸
外
国
の
憲
法
に
お
い
て
は
、
信
仰
の
商
品
聞
な
い
し
掛
指
数
{
宗
教
)
の

84僚
や
鴛
諭
・
表
漢
の
宮
砲
の
保
線
規
定
と
別
箇
の
条
文
で
間
都
銀
'

由
良
心
の
出
制
闘
を
傑
酪
揮
す
る
例
は
、
{
一
九
八
七
年
大
韓
国
災
図
鑑
脇
仲
間
、
一
九
七
二
年
パ
ン
グ
ラ
デ
フ
シ
ユ
人
民
共
和
周
憲
法
な
ピ
)
ご
、
一
ニ
の
憲
法
を
除
い
て
は
ほ

と
ん
ど
見
あ
た
ら
な
い
(
湾
総
僑
饗
「
内
蛮
釣
務
神
活
動
の
街
路
」
「
法
学
教
家
一
段
笈
珍
町
一
九
九
二
、
九
三
演
と
の
で
あ
る
。

〈um)

参
照
、
輸
脚
本
平
協
辺
部
品
棋
の
本
質
と
そ
の
端
情
途
い
吋
日
本
「
宗
教
」
総
数
』
新
人
物
往
来
社
、
一
九
九
一
、
二
五
一
一
二
五
五
美
な
ど
。

(
笠
宮
沢
俊
輔
概
吋
法
律
学
体
系
コ
ン
メ
ン
タ
1
1
N
S本
国
憲
法
』
日
本
終
総
社
、
一
九
五
五
、
二
一
一
一
九
賞
。

(
語
大
阪
官
開
設
平
滋
・
一

0
・
~
五
決
定
(
「
判
例
待
相
報
一
沼
間
関
大
惨
い
殴
九
頁
)
、
神
戸
総
数
字
五
・
二
・
二
二
特
後
二
制
判
例
タ
イ
ム
ズ
入
一
一
一
一
号
』
…
…
一
一
回
一
員
)

な
ど
。
な
お
、
学
会
報
馳
悶
の
際
は
本
事
件
に
つ
い
て
も
う
少
し
詳
し
く
扱
っ
た
が
、
そ
の
後
、
「
高
等
躍
聞
は
剣
滋
災
後
に
代
わ
る
代
替
援
畿
を
と
る
必
要
が
あ
っ

た
」
な
ど
と
し
て
緩
和
や
・
退
学
処
分
を
逮
法
と
す
る
嵐
告
逆
伝
勝
訴
の
闘
棚
倒
的
な
祭
器
砕
審
判
決
〈
大
飯
総
裁
平
六
・
一
二
、
コ
ニ
判
決
、
言
明
細
持
タ
イ
ム
ズ
人
七

三
号
同
大
八
爽
〉
が
あ
っ
て
状
況
が
変
化
し
て
き
て
お
り
、
十
串
柿
機
で
は
幽
閣
制
盟
に
触
れ
る
に
と
ど
め
た
。

な
お
、
参
加
問
一
、
拙
論
「
公
鮎
戦
端
聞
に
お
け
る
宗
教
の
取
緩
い
に
附
捕
す
る
選
論
的
研
究
」
{
よ
抽
輔
教
育
大
学
大
学
骨
院
修
会
論
文
)
一
九
九
限
。

253-
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