
宗
教
法
人
法
の
沿
革

洗

建

崎
明
細
神
大
学
〉

京
教
法
人
法
の
制
定
ま
で
(
嬉
史
)

湖
知
の
通
り
、
宗
教
法
人
法
は
民
法
第
二
一
四
条
の
特
別
法
と
い
う
関
係
に
あ
り
、
民
法
が
宗
教
法
人
法
の
基
礎
法
で
あ
る
。
民
法
第

四
条
は

-1 

祭
龍
、
宗
教
、

学
術
、
技
芸
其
他
公
益
ニ
関
ス
ル
柱
部
又
ハ
跡
的
問
山
ニ
シ
テ
営
利
ヲ
段
的
ト
セ
サ
ル
モ
ノ
ハ
主
務
官
庁
ノ
許

可
ヲ
得
テ
之
持
ノ
法
人
ト
為
ス
コ
ト

と
鑑
定
し
、
宗
教
面
体
が
会
話
法
人
に
な
り
う
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
明
治
政
府
は
、
宗
教
団
体
が
こ
の
条
文
の
規
定
に

よ
っ
て
慰
問
法
人
ま
た
は
社
語
法
人
に
な
る
こ
と
は
、
そ
の
特
性
か
ら
見
て
相
応
し
く
な
い
も
の
と
考
え
た
ら
し
く
、
民
法
と
階
特
に

祭事主主主人法のi仕草(洗)

続
{
滅
さ
れ
た
罰
法
施
行
法
〈
出
〉
第
二
八
条
に

民
法
中
法
人
ニ
関
ス
ル
規
定
ハ
翁
分
ノ
市
内
神
社
、

…
腕
字
及
ヒ
仏
堂
ニ
ハ

ヲ
適
用
セ
ス

と
規
定
し
、
宗
教
団
体
が
民
法
に
よ
っ
て
法
人
に
な
る
道
を
閉
ざ
し
た
。
ち
な
み
に
、
一
桝
字
と
は
教
派
神
道
の
礼
拝
の
施
設
の
こ
と
で

あ
り
、
仏
堂
と
は
寺
院
の
境
内
、
境
外
に
あ
る
地
蔵
堂
、
観
音
堂
な
ど
の
仏
教
施
設
で
あ
る
。
明
治
政
府
は
、
宗
教
語
体
に
備
し
で
は
、
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長
法
に
よ
っ
て
法
人
格
を
賦
与
す
る
の
で
は
な
く
、
特
別
総
法
を
制
約
定
し
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
法
人
化
の
滋
を
開
く
と
い
う
意
関
を
、
そ

の
当
初
か
ら
持
っ
て
い
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

事
実
、
開
明
治
二

一
年
に
は
繁
一
次
宗
教
法
案
が
、
帝
霞
議
会
に
提
出
さ
れ
た
が
、
宗
教
界
(
特
に
仏
教
界
〉
の
殺
を
受
け
た
議
会
の

強
い
一
反
対
に
あ
っ
て
、
こ
の
法
案
は
成
立
し
な
か
っ
た
。
そ
の
後
か
な
り
の
鶏
問
、
政
府
は
法
案
提
出
を
あ
き
ら
め
て
い
た
か
の
よ
う

で
あ
る
が
、
大
正
期
に
第

次
大
本
事
件
が
あ
っ
た
り
、
次
第
に
思
想
統
制
を
強
め
て
い
く
時
代
背
景
の
中
で
、
昭
和
二
年
に
第
…
一
次

宗
教
法
案
を
楠
流
出
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
宗
教
界
の
強
い
長
対
に
あ
っ
て
不
成
立
と
な
っ
た
た
め
、

の
思
懇
内
容
に
触
れ
な
い

法
律
と
し
て
、
昭
和
鰐
年
に
は
第

次
宗
教
自
体
法
案
を
提
案
し
、
昭
和

。
年
に
は
宗
教
間
体
法
箪
案
が
検
討
さ
れ
た
が
、
い
ず
れ

も
成
立
ゃ
し
な
か
っ
た
。
各
法
案
の
内
容
に
関
し
て
は
、
時
間
の
関
係
も
あ
り
省
略
す
る
。
こ
の
間
の
宗
教
行
政
は
、
も
っ
ぱ
ら
雑
多
な

政
府
通
達
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
。
戦
時
体
制
が
進
み
、
国
民
精
神
の
総
動
員
が
叫
ば
れ
る
中
で
、
昭
和

悶
年
に
よ
う
や
く
宗
教

2-

開
体
法
が
成
立
し
、
こ
れ
が
我
が
留
に
お
け
る
宗
教
に
関
す
る
最
初
の
統

的
法
規
と
な
っ
た
。
関
家
禅
譲
体
制
は
す
で
に
成
立
し
て

い
た
の
で
、
神
社
は
宗
教
で
は
な
い
も
の
と
さ
れ
、
こ
の
法
律
の
対
象
外
と
さ
れ
て
い
た
の
で
、
宗
教
凶
体
全
般
の
統
一
法
規
と
呼
ぶ

い
と
に
は
問
題
が
あ
る
が
、

一
応
宗
教
団
体
の
法
律
上
の
地
設
、
法
人
格
の
養
護
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
ο

し
か
し
、
第
一
一
次
大
戦
の
激
戦
後
、

G
H
Q
-は
昭
和

一
O
月
、
い
わ
ゆ
る
人
権
指
令
に
よ
り
、
治
安
維
持
法
、
刑
法
の
不
敬

罪
規
定
な
ど
、
盤
民
の
務
神
的
自
由
を
抑
ま
す
る
諸
法
規
の
廃
止
を
命
じ
た
が
、
そ
の
や
に
宗
教
関
体
法
も
蝉
正
法
設
と
し
て
そ
の
様

止
命
令
が
含
ま
れ
て
い
た
。
日
本
政
府
は
、
治
安
維
持
法
な
ど
と
違
っ
て
、
宗
教
関
体
法
を
廃
止
す
れ
ば

八
万
に
の
ぼ
る
我
が
聞
の

宗
教
出
体
の
法
人
格
の
慕
礎
が
失
わ
れ
る
と
し
て
め
ず
ら
し
く
抵
抗
し
た
が
、
結
局
は
昭
和
二

O
年

一
月
、
こ
れ
を
廃
止
し
て
ポ
ツ

ダ
ム
緊
急
勅
令
の
形
で
宗
教
法
人
令
を
公
布
、
施
行
し
、
昭
和
一
一
六
年
の
宗
教
法
人
法
成
立
ま
で
の
薦
、
こ
れ
に
よ
る
宗
教
行
設
が
行

わ
れ
た
。
宗
教
は
間
家
が
こ
れ
を
管
理
、
統
制
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
し
て
、
文
部
雀
宗
教
課
そ
の
も
の
も
磁
止
さ
れ
か
か
っ
た
が
、



危
機
感
を
抱
い
た
同
課
は
宗
教
界
に
手
を
回
し
、

G
H
Qに
宗
教
団
体
か
ら
間
諜
の
存
続
を
講
願
さ
せ
、
宗
教
そ
の
も
の
に
は
関
与
せ

ず
、
も
っ
ぱ
ら
訣
人
事
務
の
み
を
所
管
す
る
官
庁
と
し
て
、
名
称
も
宗
教
諜
か
ら
宗
務
課
に
変
更
し
て
、
か
ろ
、
つ
じ
て
生
き
残
る
こ
と

に
な
っ
た
。
宗
教
法
人
法
は
、
部
宗
教
法
人
令
が
騒
け
出
制
の
白
出
設
立
で
あ
っ
た
た
め
、
常
利
語
体
が
税
の
減
免
を
狙
っ
て
宗
教
法

人
を
設
立
す
る
な
ど
の
弊
答
が
あ
り
、
こ
れ
に
対
す
る
社
会
の
批
判
が
大
き
か
っ
た
こ
と
、
舎
ポ
ツ
ダ
ム
勅
令
は
い
白
額
の
終
了
に
よ
っ

て
、
そ
の
効
力
を
失
う
可
能
性
が
あ
っ
た
こ
と
、
部
開
会
審
議
を
経
て
い
な
い
宗
教
法
人
令
は
「
法
律
に
よ
ら
ざ
れ
ば
法
人
を
設
立
で

き
な
い
」
と
の
良
法
の
規
定
と
整
合
牲
が
な
い
こ
と
、
④
宗
教
界
か
ら
は
、
占
領
終
了
後
に
官
僚
主
導
で
恒
久
的
法
律
を
制
定
し
た
の

で
は
、
得
、
び
統
制
的
法
律
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
の
戸
が
大
き
か
っ
た
こ
と
、
な
ど
の
理
由
守
占
領
末
期
に
制
定
さ
れ
た
α

宗
教
法
人
法
の
精
神

3-

今
回
出
の
諜
教
法
人
法
「
改
正
」
を
披
し
進
め
た
人
た
ち
の
関
に
は
、
宗
教
屈
体
法
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
弾
…
泳
法
規
で
は
な
い
ど
の
意

見
が
あ
る
。
戦
前
、
戦
中
の
宗
教
弾
圧
は
、
あ
る
い
は
荊
法
、
あ
る
い
は
治
安
維
持
法
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
宗
教
団
体

法
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
こ
れ
を
弾
任
法
規
と
見
る
の
は

G
H
Qに
よ
る
一
方
的
な
押
し
つ
け
解
釈
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
宗
教
制
滞
在
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
も
よ
る
が
、
宗
教
団
体
法
の
も
と
で
文
部
省
は
所
管
の
宗
教
窪
体
の
思
態
安
調
査
し
、
こ

宗教法人法の沿滋{淡}

れ
に
干
渉
し
、
自
治
を
抑
正
し
て
き
た
こ
と
は
歴
史
的
事
実
で
あ
る
。
日
本
の
官
庁
が
、
自
ら
の
所
管
す
る
賎
体
を
保
護
し
よ
う
と
す

る
体
紫
は
、
今
も
昔
も
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
自
ら
認
可
し
、
所
轄
し
て
い
る
宗
教
関
体
が
、
不
敬
罪
な
ど
で
特
高
警
察

に
検
挙
さ
れ
た
り
、
殺
の
指
弾
を
受
け
た
り
す
る
こ
と
の
無
い
よ
う
に
と
い
う
動
機
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
文
器
省
宗
教
局
の
調

本
品
官
た
ち
は
、
毎
日
宗
教
語
体
の
教
義
、
教
典
や
開
祖
の
遺
文
な
ど
を
読
み
、
間
体
の
思
想
に
挺
す
る
も
の
が
な
い
か
ど
う
か
を
謁
ベ
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る
こ
と
が
、
そ
の
仕
事
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
国
体
の
思
想
に
反
す
る
と
判
断
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
ぞ
れ
が
歴
史

的
文
書
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
改
変
、
削
除
を
強
制
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
認
す
る
と
こ
ろ
は
、
保
護
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、

結
果
的
に
は
そ
れ
が
宗
教
釣
告
白
に
対
す
る
干
渉
、
弾
在
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
吾
定
で
き
な
い
。

し
た
が
っ
て
、

G
H
aが
宗
教
団
体
法
を
閥
民
の
自
闘
を
抑
制
す
る
弾
圧
法
幾
と
み
な
し
、
こ
れ
の
廃
止
そ
命
じ
た
こ
と
に
は
、
ま

当
な
理
由
が
あ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
経
緯
に
よ
っ
て
立
法
さ
れ
た
宗
教
法
人
法
は
、
民
法
の
特
別

法
と
い
う
関
係
に
あ
る
に
は
違
い
な
い
が
、
そ
の
精
神
は
む
し
ろ
信
教
の
白
患
の
保
障
、
政
教
分
離
と
い
う
憲
法
の
原
則
に
、
直
接
蒸

づ
い
て
立
法
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
宗
教
法
人
法
に
お
い
て
は
、
法
人
設
立
に
際
し
て
法
人
令
の
準
則
主
義
か
ら

認
証
制
約
に
移
行
し
た
と
は
い
っ
て
も
、
こ
れ
は
所
轄
庁
が
法
人
格
を
賦
与
す
る
の
で
は
な
く
、
宗
教
間
体
が
法
に
蒸
づ
い
て
法
人
格
を

「
取
得
」
す
る
の
で
あ
っ
て
、
所
轄
庁
に
は
そ
の
際
に
当
該
団
体
が
法
の
規
定
を
満
た
し
て
い
る
か
否
か
を
審
査
し
、
確
認
す
る
権
限

4-

が
与
え
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
法
人
法
が
法
人
成
立
の
時
期
に
つ
い
て
、
認
証
惑
の
交
付
に
よ
っ
て
成
立
す
る
の
で
は

な
く
、
笠
記
に
よ
っ
て
成
立
す
る
と
定
め
た
の
は
、
そ
の
関
の
事
情
を
物
語
っ
て
い
る
。
今
自
の
法
改
正
に
当
た
っ
て
、
認
証
し
た
所

轄
庁
と
し
て
の
寮
粧
を
果
た
す
よ
で
必
要
最
抵
限
の
改
正
を
行
う
も
の
で
あ
る
旨
が
強
諾
さ
れ
た
が
、
認
誌
の
糞
任
と
は
当
該
閲
体
が

法
の
規
定
に
合
致
し
て
い
る
か
否
か
を
遼
正
に
審
査
し
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
法
人
が
ど
の
よ
う

な
活
動
を
し
て
い
る
の
か
は
も
ち
ろ
ん
、
法
人
法
を
瀬
守
し
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
さ
え
、
所
轄
庁
の
実
経
ぞ
は
な
い
の
で

あ
る
。
穣
か
に
、
法
人
法
に
は
第
七
九
条
、
第
八

O
条
に
所
轄
庁
に
認
鉦
以
外
の
権
限
に
関
す
る
規
定
が
あ
る
に
は
違
い
な
い
が
、
こ

れ
は
立
法
当
時
の
社
会
情
勢
を
反
殺
し
て
紛
れ
込
ん
だ
例
外
規
定
と
い
う
べ
く
、
全
八
九
条
か
ら
成
る
法
文
全
体
の
甘
堅
調
か
ら
い
え
ば
、

所
轄
庁
の
権
援
は
簡
単
燃
と
し
て
認
証
の
み
に
と
ど
め
る
と
い
う
の
が
、
法
の
精
神
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

宗
教
法
人
を
所
轄
庁
の
管
理
の
も
と
に
聾
く
と
と
が
法
の
日
的
で
は
な
い
。
雄
総
法
の
信
教
の
自
由
の
保
障
に
よ
っ
て
、
州
出
体
を
結
成



す
る
こ
と
、
宗
教
自
体
と
し
て
宗
教
活
動
を
行
う
こ
と
自
体
に
つ
い
て
は
、
何
の
脇
け
出
も
、
許
可
も
長
婆
な
く
こ
れ
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
、
宗
教
出
体
の
結
成
そ
の
も
の
は
、

の
で
あ
る
。
す
で
に
京
教
団
体
が
社
会
的
に
存
在
し
て
い
る
以
上
、
こ
れ

当
該
溜
体
の
使
{
え
を
罷
る
た
め
に
も
、
ま
た
社
会
的
な
取
引
の
安
全
に
資
す
る
た
め
に
も
、

法
人
格
が
あ
る
方
が
好
ま
し
い
の
で
、
こ
れ
に
法
律
上
の
詑
力
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
が
法
人
法
の
唯
一
の
目
的
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
所
轄
庁
が
宗
教
法
人
を
指
導
、
監
督
す
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
法
の
規
定
に
対
し
て
、
宗
教
法
人
法
は
「
{
一
一
小
教
性
善
説
」
に
立
つ

も
の
で
、
宗
教
部
体
は
悪
事
を
働
か
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
何
の
震
観
も
行
わ
な
い
ザ
ル
法
で
あ
る
と
か
、
宗
教
法
人
を
野
放
し
に

し
て
い
る
と
か
の
批
判
の
声
が
あ
る
。
し
か
し
、
法
人
法
は
「
法
人
誌
に
よ
る
規
制
の
な
い

こ
と
を
野
教
し
状
態
と
は
考
え
て
い
な

い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
宗
教
法
人
と
い
え
ど
も
、
決
し
て
治
外
法
権
が
与
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
創
出
法
も
民
法
も
、
そ
の

他
の
法
律
も
す
べ
て
通
用
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
宗
教
法
人
の
違
法
行
為
、
発
罪
行
為
は
そ
れ
ぞ
れ

に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
る

-5-

の
で
あ
る
か
ら
、

一
般
市
誌
が
法
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
る

そ
れ
で
十
分
な
の
で
あ
る
。
宗
教
法
人
で
あ
る
が
ゆ
え

般
市
民
と
は
異
な
る
特
お
な
規
制
を
加
え
た
り
、
…
的
特
庁
の
慾
意
的
裁
畿
で
規
制
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
は
、

の
も
の
に
な
り
か
ね
な
い
。
宗
教
法
人
の
み
に
適
用
さ
れ
る
法
人
法
に
「
独
自
の
競
耕
規
定
」
を
お
か
な
い
の

は
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
立
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

宗教法人法の沿革(洗}

民
法
と
宗
教
法
人
法

こ
の
よ
う
な
宗
教
法
人
法
の
考
え
方
を
、
員
法
と
の
関
係
に
お
い

、
確
か

の
簡
に
は
、

そ
の
考
え
方
に
剛
断
が
あ
り
、
整
会
牲
を
欠
く
と
こ
ろ
が
あ
り
、
そ
の
い
ね
…
で
は
か
つ
て

の
方
が
民
法
と
総
統
合
殻
を
持
つ
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て
い
る
と
い
え
よ
う
。
民
法
、
宗
教
出
体
法
、
宗
教
法
人
法
会
い
く
つ
か
の

に
つ
い
て
比
較
す
る
と
、
次
の
淡
の
よ
う
に
な
る
。

護

長

宗
教
団
体
法

教
法
人
法

法

自

許
可
制

認
可
制
約

認
可
制

認
可
制

認
証
誤

認
託
制
約

原
倒
的
認
証
の
み

裁
判
所

(
一
一
条
)

〈
三
条
)

(
一
八
条

(
一
四
条
)

(
二
八
条
)

{
八
一
条
〉

設
立
に
関
し
て
は
、
民
法
は
所
轄
庁
の
裁
最
権
を
認
め
る
許
可
制
、
宗
教
岡
山
体
法
で
は
認
可
縦
で
あ
る
が
、
ど

で
も
出
申
請
す
れ
ば
認
可
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
教
派
(
教
派
神
道
)
、
宗
派
(
仏
教
)
、
教
盗
(
キ
リ
ス
ト
教
そ
の
他
て
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(
仏
教
〉
、
教
会
(
教
派
神
道
、
仏
教
、
キ
リ
ス
ト
教
そ
の
他
)
と
?
っ
5
撞
類
の
団
体
が
法
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
う
ち
寺
設
は
法
人

ぞ
れ
以
外
の
ト
ナ
記
間
体
は
認
可
に
よ
り
法
人
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
さ
れ
た
。
間
体
法
に
定
義
さ
れ
て

2

t
、
為

し
ゃ
れ

o
b

し
て
胤
け
山
山
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
届
け
出
に
よ
っ
て
法
人
格
が
賦
与
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、

税
制
と
の
特
典
も
与
え
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
，
定
期
間
内
に
掻
け
お
な
い
も
の

こ
と
に
な
っ
て
お
り
、

教
毘
体
へ
の
道
が
開
か
れ
た
と
い
う
意
味
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
む
し
ろ
無
描
け

、勝

、“

と
を
規
制
す
る
と
い
う
取
り
締
ま
り
的
意
味
合
い
の
強
い
法
律
に
な
っ
て
い
た
。
明
治
議
法
の

の
自
由
の
規
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

国
家
が
認
め
な
い
宗
教
に
は
活
動
さ
せ
な
い
と
い
う
、
明
治
当
初
か
ら
の
宗
教
に
対
す
る
公
認
主
義
は
こ
の
法
律
に
お
い
て
も
震
か
れ

て
い
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
所
轄
庁
の
強
い
統
制
の
も
と
に
撞
く
と
い
う
点
で
は
、
民
法
と
整
合
的
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
れ
に
対
し

て、

、
政
教
分
離
の
原
則
に
従
っ
て
、
所
轄
庁
の
裁
脳
裏
や
介
入
を
否
定
し
て
い
る
。
国
家
の
法
人
に
対
す



る
能
川
護
と
い
う
こ
と
で
は
、
宗
教
法
人
法
は
民
法
や
宗
教
間
体
法
と
異
な
っ
て
い
る
も
の
と
怒
わ
れ
る
。

規
則
変
一
更
に
関
し
て
も
、

(
社
罰
法
人
の
場
合
)
や
宗
教
富
体
法
は
認
可
制
で
あ
る
が
、
法
人
法
は
認
証
制
約
で
あ
る
。
法
人
に

対
す
る
所
轄
庁
の
権
限
と
し
て
、
民
法
も
語
体
法
も
鋸
査
権
や

般
的
監
督
権
を
与
え
て
い
る
が
、
法
人
法
で
は
所
轄
庁
に
事
業
の
停

止
命
令
(
七
九
条
)

の
取
り
消
し
(
八

O
条
)
な
ど
の
腕
外
的
権
限
を
与
え
る
規
定
が
あ
る
と
は
い
え
、
そ
の
た
め
の
識
変
機

も
与
、
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、

一
般
的
な
調
査
、

謁
停
な
ど
の
介
入
は
こ
れ
を
禁
止
す
る
規
定
が
数
多
く
お
か
れ
て
い

る
。
法
人
の
解
数
に
つ
い
て
も
、
民
法
と
間
体
法
で
は
、
所
轄
庁
の
認
可
柄
引
り
消
し
に
よ
っ
て
法
人
を
解
散
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
訣
人
法
で
は
所
轄
庁
が
裁
判
所
に
法
人
の
解
散
を
議
求
で
さ
る
こ
と
に
は
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ

は
所
轄
庁
に
照
存
の
権
限
で
は
な
く
、
検
察
宮
も
、
ま
た

般
の
利
謀
関
係
人
も
解
放
請
求
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
解
散
命
令

そ
の
も
の
は
あ
く
ま
で
裁
判
所
が
法
と
証
拠
に
築
づ
い
て
、
こ
れ
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
諸
点
か
ら
晃
れ
ば
、
宗
教
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法
人
法
の
諸
規
定
に
お
け
る
関
家
の
法
人
に
対
す
る
態
度
は
、
民
法
や
岡
山
体
法
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
宗
教
法
人
法
は
、
そ
の
蒸
礎
法
で
あ
る
民
法
と
の
問
で
整
合
性
を
欠
く
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
う
べ
き
な
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
、
す
で
に
見
て
き
た
と
お
り
、
宗
教
法
人
造
制
定
に
至
る
義
史
的
経
緯
を
考
え
る
な
ら
ば
、

概
に
民
法
の
諸
規
定
と
整
合
性

を
持
た
せ
る
よ
う
に
法
人
法
を
、
改
正
す
べ
き
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
民
法
や
宗
教
毘
体
法
の
諸
規
定
に
み
ら
れ
る
国
家
の
態
度
や

一
行
政
の
悲
り
方
は
、
宗
教
の
思
想
や
活
動
に
国
家
の
介
入
、
抑
迂
を
揺
く
と
い
う
こ
と
が
、

の
教
え
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
の
で
あ

宗教法人主去の沿革{決〉

る
。
そ
う
し
た
こ
と
へ
の
反
省
に
立
ち
、
現
一
行
憲
法
の
精
神
に
立
脚
し
て
制
判
定
さ
れ
た
の
が
、
宗
教
法
人
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
考

え
れ
ば
、
法
人
法
と
民
法
と
の
聞
の
不
整
合
と
い
う
問
題
は
、
む
し
ろ
民
法
の
方
に
問
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

民
法
が
法
人
令
営
利
法
人
と
公
益
法
人
に
分
け
た
と
い
う
こ
と
白
体
、
非
営
利
杓
・
非
公
授
の
社
団
に
対
し
て
法
人
先
の
選
を
閉
ざ
し

て
い
る
点
で
、
欧
米
の
民
法
と
比
較
し
て
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
民
法
の
大
家
、
我
奏
先
生
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
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そ
も
そ
も
、
公
益
、
非
会
援
を
関
わ
ず
、
民
間
の
社
態
が
弐
聞
の
資
金
で
民
間
間
の
意
隠
に
よ
る
非
常
利
自
的
の
活
動
を
し
よ
う
と
す
る

と
き
、
何
故
に
法
人
格
を
与
え
る
こ
と
に
抑
制
約
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
法
人
格
の
賦
与
に
極
め
て
抑
制
約
な
民
法
の
規
定
に

は
い
か
な
る
根
拠
が
あ
る
の
か
、
大
い
に
疑
問
問
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
間
関
民
主
権
を
定
め
る
現
行
憲
法
の
精
神
か
ら
い
え
ば
、
制
由
民

の
活
動
の
自
由
は
慰
霊
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
民
法
法
人
の
設
立
も
も
っ
と
白
出
仕
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
。
も
ち
ろ
ん
、
非
営

利
法
人
設
立
自
由
化
の
陪
題
に
は
、
税
と
の
関
係
の
問
題
は
あ
る
。
税
法
の
規
定
が
現
行
の
ま
ま
マ
、
非
常
科
社
出
の
設
立
自
由
化
を

進
め
れ
ば
、
税
の
減
免
を
求
め
て
営
科
間
体
が
非
営
利
法
人
を
乱
京
さ
せ
る
抵
険
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
、
そ
こ
は
た
と
え

非
営
利
法
人
で
あ
っ
て
も
営
利
活
動
を
行
う
繰
り
、
こ
れ
に
伴
う
収
益
に
は
営
利
法
人
と
問
等
の
課
税
を
す
る
な
ど
、
税
法
上
の

を
す
れ
ば
解
決
で
き
な
い
問
題
で
は
な
い
。

純
粋
に
法
人
格
の
取
得
と
い
う
観
点
に
限
っ
て
い
え
ば
、
非
常
制
約
の
社
団
で
法
人
と
な
り
得
る
も
の
を
公
益
目
的
の
も
の
に
限
定
し
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
合
理
的
理
由
は
考
え
ら
れ
な
い
。
我
が
国
の
員
法
は
、
ド
イ
ツ
記
法
を
夜
訳
に
近
い
形
で
導
入
し
た
も
の
と
い
わ

れ
る
が
、
そ
の
当
時
の
ド
イ
ツ
も
日
本
も
主
権
者
を
君
主
と
す
る
君
主
制
国
家
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
樹
氏
の

L

白
白
な
活
動
は
好
ま
し

く
な
い
も
の
、

っ
て
危
険
な
も
の
と

L

ず
る
思
想
が
、
そ
の
規
定
の
背
景
、
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

任
意
の
関
体
と
違
っ
て
法
人
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
国
家
の
体
制
に
組
み
込
ま
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
な
り
の
規
制
が
あ
る

の
は
当
然
…
で
あ
る
な
ど
と
、
今
岱
の
改
正
を
進
め
た
政
治
家
な
ど
が
主
張
し
、
法
人
に
な
る
こ
と
が
何
か
特
別
の
こ
と
?
も
あ
る
か
の

よ
う
に
い
う
が
、
任
意
団
体
で
あ
っ
て
も
国
家
体
制
の
外
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
開
明
ら
か
な
の
で
あ
り
、
法
人
化
と
い
う
こ
と

の
純
粋
な
法
律
上
の
効
果
と
い
う
点
で
は
、
団
体
が
法
律
上
の
機
科
能
力
を
取
得
す
る
と
い
う
こ
と
以
外
に
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ

れ
以
上
で
も
、
そ
れ
以
下
で
も
な
い
。
本
来
は
法
人
で
あ
る
か
ら
在
意
担
体
よ
り
も
信
用
で
き
る
間
体
で
あ
る
な
ど
と
い
う
意
味
が
あ

る
も
の
で
も
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
実
に
は
公
益
法
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
信
用
で
き
る
岡
山
体
と
い
う
印
象
を
与
え
る



と
い
う
、
非
法
律
的
、
社
会
的
効
果
を
生
み
だ
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
効
果
は
、
民
法
の
規
定
す
る
法
人
に
対
す
る
語
家
の
態
度
に

由
来
す
る
も
の
と
態
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
法
人
北
の
道
が
持
続
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
容
易
に
法
人
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
逆
に

法
人
に
な
る
こ
と
が
で
き
た
団
体
は
間
家
が
お
墨
付
急
を
与
え
た
盟
体
で
あ
る
、
償
頼
し
て
も
間
違
い
の
な
い
窪
体
で
あ
る
と
の
印
象

を
社
会
的
に
生
み
出
品
亨
結
果
と
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
自
由
に
法
人
設
立
が
認
め
ら
れ
て
い
れ
誌
、
法
人
で
あ
る
と
い
う

こ
と
だ
吟
で
、
信
用
で
き
る
と
い
う
印
象
を
持
つ
こ
と
は
な
い
に
違
い
な
い
。
本
当
に
信
頼
で
き
る
団
体
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と

は
、
そ
の
団
体
の
活
動
実
績
な
ど
を
晃
て
、
間
民
が
自
ら
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ぞ
れ
は
国
民
に
と
っ

て
負
胞
の
大
き
い
こ
と
の
よ
う
に
も
昆
え
る
が
、
し
か
し
、
自
由
社
会
で
は
本
来
そ
う
で
あ
る
べ
き
な
の
で
は
な
い
か
。

宗
教
法
人
法
は
、
占
領
の
末
期
に

G
H
守
と
日
本
の
官
庁
の
合
作
で
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

G
H
Q餓
の
担
当
者
で
あ
っ
た

ウ
ツ
ダ

i
ド
は
、

い
か
に
も
ア
メ
リ
カ
人
ら
し
く

、
そ
の
適
用
を
受
け
る
者
に
は
意
見
を
述
べ
る
資
格
が
あ
る
」
と
い
う
考

え
方
で
、
そ
の
家
案
の
段
搭
か
ら
日
本
の
主
立
っ
た
宗
教
岡
山
体
全
部
を
飽
り
、
各
条
文
に
つ
い
て
意
見
を
臨
取
し
、
こ
れ
を
法
案
に
反

映
さ
せ
て
い
っ
た
と
い
う
経
過
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
法
律
が
G
H
aの
一
方
的
押
し
つ
け
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
と
い
う
の

は
事
実
に
反
す
る
の
で
あ
り
、

G
H
Qと
日
本
の
官
僚
と
、
そ
し
て
宗
教
界
の
合
作
で
あ
る
と
い
う
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
る
の
そ
こ

に
は
そ
れ
ぞ
れ
の

い
が
あ
り
、
妥
協
の
結
果
か
ら
生
じ
る
不
徹
底
さ
や
、
吉
日
冶

貫
性
を
欠
く
点
な
ど
も
見
ら
れ
る
が
、
し

2宗教法人淡の沿革(洗)

か
し
、
日
本
の
法
律
と
し
て
は
類
例
の
な
い
、
官
、
主
導
で
制
定
さ
れ
た
も
の
で
な
か
っ
た
と
い
う
貴
震
な
意
味
を
も
持
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
絶
対
に
改
ま
し
で
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
が
、
そ
の
意
味
で
も
改
正
に
当
た
っ
て
は
慎
重
な
配
慮
が
求
め
ら
れ
る

も
の
と
思
わ
れ
る
。間

法
改
正
の
動
向

-9 
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持
ち
待
問
が
切
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
昭
和

に
一
不
す
に
止
め
る
。
結
論
の
み
を
い
え
ば
、
前
聞
の
格
取
も
、

の
改
正
も
、

、
今
回
の
(
平
成
七
年
〉
の
改
正
点
の
異
同
に
つ
い
て
は
、
表

を
歪
曲
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
と
に
今
関
は
、
オ
ウ
ム
真
理
教
の
特
異
な
詫
努
事
件
を
契
機
に
、

の
権
限
拡
大
を
本
掬
す
る
も
の
で
、
法
の
精
神

感
情
的
に
な
り
、
冷
静
さ
を
失
っ
て
い
る
中
で
、
政
治
家
の
党
利
、
党
略
の
思
惑
が
絡
み
、
こ
れ
に
便
乗
す
る
形
で
官
僚
の
権
限
拡
大

が
諮
ら
れ
た
w

〕
ど
は
、

所!項;

庁

報
告
義
務

構
報
開
示

務

権

議そ

の

他

こ
と
で
あ
っ
た
。

自

知
事
所
轄
の
説
話
法
人
を
大
臣
の
所
轄
に
移
動
ナ
る

財
産
処
分
の
公
告
要
旨
の
届
け
出
を
義
務
づ
け
る

九
U
F
1
v

業
務
、
事
業
に
対
す
る
報
告
の
請
求
権
、
議
査
権
を
所

部
刺
殺
を
す
る

-
宗
教
活
動
を
定
義
す
る

・
法
人
北
で
き
る
団
体
の
碁
準
を
作
る

-
設
立
取
り
消
し
が
で
き
る
期
聞
を
延
長
す
る

.
事
業
停
止
命
令
の
期
間
を
無
制
限
と
す
る

-
そ
の
飽

10 

一
平
成
七
年

に
わ
た
り
札
祥
の
施
設
を
有
す
る
法

人
は
、
大
肢
の
所
轄
と
L

ず
る

備
え
付
け
帳
簿
類
の
報
告
を
義
務
づ
け
る

信
者
そ
の
他
の
科
害
関
係
人
に
閲
覧
請
求
権
を
与
え
る

七
九
、
八

O
、
八
一
条
違
反
の
疑
い
あ
る
場
合
、
報
告

請
求
権
を
所
轄
庁
に
与
え
る

定
員
を
ご

O
名
以
内
に
増
員
し
、
宗
教
界
以
外
の
委
員

を
増
や
す


