
宗
教
団
体
の
政
治
活
動
と
そ
の
限
界

百

地

支

iま

め

1争

奪、"

じ

「
政
教
分
離
」
と
い
う
場
合
、
従
来
、
わ
が
国
で
問
題
と
さ
れ
、
関
心
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
の
は
、
専
ら
出
家
が
宗
教
と
ど
こ
ま
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で
関
わ
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
側
面
で
あ
っ
た
。
ぞ
れ
ゆ
え
、
宗
教
団
体
が
ど
こ
ま
で
政
治
と
か
か
わ
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い

う
逆
の
ベ
ク
ト
ル
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
研
究
も
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
宗
教
の
政
治
へ
の
介
入
や
宗
教
に
よ
る
政
治
支
配
の
可
否
と

宗教団体の政治活動とその練学界(省地}

い
っ
た
開
題
は
、
未
解
決
の
ま
ま
で
あ
る
。

勿
論
、
政
治
と
宗
教
の
関
係
を
め
ぐ
る
様
々
な
研
究
は
、
政
治
学
、
宗
教
学
等
の
各
分
野
で
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、

宗
教
団
体
が
ど
こ
ま
で
政
治
と
か
か
わ
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
問
題
を
、
現
行
憲
法
の
政
教
分
離
滋
射
、
端
的
に
い
え
ば
憲
法
一

。
条
一
環
後
段
に
却
し
て
詳
細
に
論
じ
た
論
文
は
、
昨
年
辺
り
ま
で
に
限
っ
て
い
え
ば
、
ほ
ほ
皆
無
と
い
っ
て
も
過
…
…
設
で
は
な
く
、
慈

法
の
教
科
書
や
コ
ン
メ
ン
タ

i
t
M
な
ど
の
多
く
も
、
せ
い
ぜ
い
憲
法
改
正
議
会
(
第
九

O
回
帝
閣
議
会
〉
以
来
の
政
府
見
解
を
支
持
す

(
i〉

る
と
い
っ
た
程
度
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。

政
府
見
解
は
、
後
述
の
如
く
、
こ
の
条
文
を
も
っ
て
「
宗
教
団
体
が
国
か
ら
統
治
権
を
授
け
ら
れ
、
行
使
す
る
こ
と
を
禁
止
し
た
も
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の
」
と
解
し
、
「
宗
教
箆
体
の
政
治
活
動
は
禁
止
さ
れ
な
い
」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
乍
ら
、
わ
が
聞
の
よ
う
な
政
教
分
離
国
に
お
い

て
、
私
法
人
に
す
ぎ
な
い
宗
教
関
体
が
国
か
ら
統
治
権
を
授
け
ら
れ
て
行
使
寸
る
な
ど
と
い
っ

お
よ
そ
考
え
ら
れ
な
い
こ
と

で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
の
み
を
禁
止
し
た
も
の
と
解
す
る
政
府
見
解
は
余
り
に
非
現
実
的
で
は
な
か
ろ
う
か
。
又
、
宗
教
盟
体
に

よ
る
政
治
活
動
は
禁
止
さ
れ
な
い
と
し
て
も
、
「
統
治
権
の
行
使
」
に
当
ら
な
い
限
り
、

い
か
な
る
政
治
活
動
も
許
さ
れ
る
と
み
る
の

も
疑
問
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
本
報
告
で
は
、
慈
法
二

O
条
一
項
後
段
の
解
釈
を
中
心
に
、
宗
教
関
体
の
段
治
活
動
の
限
界
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
と

す
る
。そ

の
際
、
政
府
見
解
を
積
極
的
に
支
持
守
る
論
者
や
政
党
の
中
に
は
、
そ
も
そ
も
憲
法
の
政
教
分
離
は
「
四
回
家
の
宗
教
へ
の
介
入
」

を
禁
止
し
た
も
の
で
あ
り
、
「
宗
教
(
団
体
)
の
政
治
へ
の
介
入
ま
で
は
禁
止
さ
れ
な
い

-156-

と
い
っ
た
主
張
を
な
す
も
の
が
あ
る
こ
と

か
ら
、
そ
の
当
否
を
も
含
め
て
検
討
を
・
加
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。

〈
1
)
但
し
、
本
年
(
平
成
八
年
)
ぷ
入
っ
て
か
ら
は
、
小
林
拙
即
吋
祭
教
は
政
治
参
加
の
機
創
刊
を
持
つ
!
!
憲
法
二
十
条
の
涼
し
い
柑
試
み
方

i
i』
手
成
八
年
一
一
一
月
)
、

奥
村
文
磁
力
「
懇
法
一
一

O
条
一
墳
の
吋
政
協
上
の
権
力
い
の
意
味
に
つ
い
て
」
吋
憲
法
論
難
』
幾
三
号
(
平
成
八
年
六
月
て
五
一
一
…
頁
以
下
、
桐
ケ
谷
議
『
宗
教
間
体

の
政
治
活
動
」
〈
乎
成
八
年
八
月
〉
等
が
公
判
さ
れ
て
い
る
し
、
搬
稿
「
政
治
と
宗
教
宗
教
法
人
法
改
正
が
糾
ば
れ
る
や
で
」
吋
月
議
評
論
』
〈
平
成
七
年
十
一
月

十
五
日
号
)
も
小
論
で
は
あ
る
が
、
昨
年
秋
軸
執
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
に
は
、
政
府
見
解
を
支
持
し
た
、
嗣
刑
ケ
谷
帯
平
可
鵡
脚
m
出
向
例
制
州
、
持
櫨
噛
伴
徽
吋
島
出
品
棋
の

由
民
潟
を
考
え
る
い
(
第
七
家
叶
政
教
分
離
舶
の
問
問
界
と
宗
教
団
体
の
政
リ
府
議
動
〉
(
一
平
成
六
年
一
一
一
同
月
)
な
ど
が
あ
る
c

日
本
国
憲
法
下
の
政
教
分
離



)
京
義
と
狭
義
の
政
教
分
離

命
日
本
国
憲
訟
で
の
政
教
分
離
を
め
ぐ
っ
て
は
、
そ
の
定
義
一
つ
を
と
っ
て
み
て
も
辺
国
家
と
宗
教
の
分
離
汁
「
関
家
と
教
会

教
団
体
)
の
分
離
」
さ
ら
に
は
「
政
治
と
宗
教
の
分
離
」
と
い
う
よ
う
に
様
々
で
あ
り
、
解
釈
も
紛
糾
し
て
い
る
。
そ
こ
で
散
米
各
留

(
具
体
的
に
は
イ
ギ
リ
ス
、
(
忠
商
)
ド
イ
ツ
、
ア
メ
リ
カ
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
)
の
政
教
関
係
を
概
観
し
、
「
政
教
分
離
」

の
意
味
を
改

め
て
考
察
し
た
結
果
、
得
ら
れ
た
結
論
が
、
拙
著
吋
憲
法
と
政
教
分
離
』
で
触
れ
た
「
正
義
の
政
教
分
離
」
と
「
狭
義
の
政
教
分
離
」

に
分
け
て
孝
え
る
方
法
で
あ
っ
(
む
。
そ
し
て
こ
れ
に
よ
り
、
イ
ギ
リ
ス
や
(
話
回
〉
ド
イ
ツ
は
そ
れ
ぞ
れ
「
同
教
制
二
公
認
教
制
」

を
採
用
し
て
お
り
、
狭
義
の
「
政
教
分
離
斜
」
と
は
い
え
な
い
も
の
の
、
「
広
義
の
政
教
分
離
凶
」
と
み
る
こ
と
が
可
誌
と
な
る
。
又
、

こ
の
よ
う
な
分
類
に
よ
り
、
樹
、
ぇ
ぱ
イ
v
f
リ
ス
令
政
教
分
離
隠
と
み
て
よ
い
か
否
か
と
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
も
、

一
応
の
結
着
が
得

ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

」
の
点
、
日
本
国
憲
法
は
、
右
の
分
類
に
従
う
な
ら
ば

の
政
教
分
離
」
を
前
竣
と
し
た
上
で
「
狭
義
の
政
教
分
離
制
的
」
を

採
用
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

宗教団体の政治機動とその線旅(首級)

期
ち
、
「
広
義
の
政
教
分
離
」
と
は
「
政
治
と
宗
教
の
分
離
」
つ
ま
り
「
政
治
と
宗
教
の
経
務
、
役
割
を
分
離
し
、
相
互
の
介
入
必

よ
び
干
渉
を
禁
止
す
る
も
の
」
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
の
「
政
教
分
離
」
は
、
今
託
、
商
故
担
近
代
国
家
に
お
い
て
は
、
ほ
ほ
絶
対
的
、

普
通
的
な
原
院
と
い
い
う
る
。
他
方

の
政
教
分
離
帥
」
と
は
、
「
広
義
の
政
教
分
離
」
を
前
誌
と
し
た
上
で
、
「
出
家
」
と

教

会
〈
宗
教
毘
体
と
の
か
か
わ
り
方
に
着
目
し
、
日
出
教
制
」
、
「
公
認
教
判
別
」
、
「
政
教
分
離
制
」
の
二
一
類
型
に
分
類
し
た
場
合
の
、
「
政

教
分
離
制
」
を
指
す
ο

し
か
し
て

g
本
笥
憲
法
は

の
政
教
分
離
」
を
前
提
と
し
、
ぞ
れ
を
具
体
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
「
狭
義
の
政
教
分

雛
」
を
採
用
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
ょ
う
。
そ
し
て
憲
法
が

の
政
教
分
離
」
を
故
読
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
後
述
の
如



祭教法参事16~手(1997)

く
、
憲
法
改
正
議
会
で
の
政
府
答
弁
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
現
行
憲
法
の
政
教
分
離
が
「
政
治
と
宗
教
の
相
互
介
入
」

を
禁
止
し
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
政
治
の
担
い
手
た
る
「
関
家
」
の
宗
教
へ
の
介
入
令
禁
止
し
た
だ
け
マ
な
く
、
宗
教
の
相
い
手
た
る

「
啓
一
小
教
屈
体
」
の
政
治
へ
の
介
入
を
も
禁
止
し
た
と
解
す
べ
き
は
、
当
然
と
い
え
よ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
従
来
わ
が
崩
で
は
、
政

教
分
離
と
い
う
場
合
、
関
心
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
の
は
専
ら
「
関
家
が
宗
教
と
ど
こ
ま
で
か
か
わ
る
こ
と
が
で
き
る
か
」
と
い
う
側

閣
の
み
で
あ
り
、

2
一
小
教
師
体
が
政
治
と
ど
こ
ま
で
か
か
わ
る
こ
と
が
で
き
る
か
」
と
い
う
問
題
は
、
不
問
仰
に
付
さ
れ
て
き
た
。
そ
の

た
め
も
あ
っ
て
か
、
宗
教
団
体
の
政
治
へ
の
介
入
に
対
し
て
は
、
ほ
と
ん
ど
無
警
戒
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

告
ち
な
み
に
、
こ
の
「
広
義
の
政
教
分
離
」
は
、
近
代
国
家
の
幕
一
本
原
則
別
で
あ
り
、
今
日
で
は
、
ほ
ほ
絶
対
的
、
普
遜
的
と
も
い
う

ベ
き
理
念
で
あ
っ
て
、
単
な
る
手
段
で
は
な
い
。
他
方
、
吋
狭
義
の
政
教
分
離
」
は
、
信
教
の
自
自
を
保
障
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
り
、

例
え
ば
刑
務
所
で
の
教
議
に
み
ら
れ
る
ご
と
く
、
受
剤
者
の
信
教
の
自
由
安
保
障
す
る
た
め
に
は
、
政
教
分
離
が
緩
和
さ
れ
る
こ
と
は
、

(2) 

当
然
あ
り
う
る
。
従
っ
て
一
向
者
を
説
月
刊
す
べ
き
で
は
な
い
。

158-

こ
の
点
、
「
政
教
分
離
は
手
段
で
あ
り
そ
れ
が
目
的
で
な
い
こ
と
を
は
っ
き
り
と
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の

B
的
は

(3) 

教
の
自
由
」
の
保
障
な
の
で
あ
る
」
と
し
、
政
教
分
離
の
名
の
も
と
に
宗
教
賠
体
の
政
治
活
動
を
制
制
限
な
い
し
禁
止
す
る
の
は
信
教 円借

の
閥
自
の
を
定
で
あ
っ
て
、
許
さ
れ
な
い
と
す
る
主
強
も
み
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
は
両
者
の
混
関
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、

宗
教
国
体
の
政
治
活
動
の
限
界
は
、
本
費
的
に
「
広
義
の
政
教
分
離
」
に
白
楽
す
る
も
の
で
あ
る
。
説
っ
て
、
宗
教
出
体
の
政
治
活
動

が
…
定
の
制
限
を
受
け
る
こ
と
は
当
然
で
あ
っ
て
、
右
主
張
は
、
近
代
罰
家
の
基
本
原
剥
そ
の
も
の
の
否
定
に
つ
な
が
る
と
い
う
べ
き

で
あ
ろ
う
。



士
一
〉
政
教
分
離
の
二
つ
の
「
側
面
」

以
上
述
べ
た
と
お
り
、
「
政
教
分
離
」
と
い
う
場
合
、
こ
れ
を
厳
努
に
解
す
れ
ば
、
「
広
義
」
と
「
狭
義
」
の
一
一
つ
の
「
次
元
」
を
呉

に
す
る
「
政
教
分
離
」
が
存
症
す
る
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

こ
の
う
ち
「
広
義
の
政
教
分
離
」
は
、
「
政
治
と
宗
教
の
相
互
介
入
を
禁
止
」
す
る
も
の
で
あ
り
、
政
治
の
控
い
手
た
る
「
臨
家
の

宗
教
へ
の
介
入
」
だ
け
で
な
く
、
宗
教
の
抱
い
手
た
る
「
宗
教
団
体
の
政
治
へ
の
介
入
」
を
も
禁
止
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ

の
「
成
義
の
政
教
分
離
」
は
、
近
代
附
問
中
氷
の
基
本
原
射
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
「
政
治
と
宗
教
の
相
互
介
入
の
禁
止
〕
は
、

今
日
、
絶
対
的
で
普
遍
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
て
、
こ
の
「
広
義
の
政
教
分
離
」
合
条
文
化
し
、
具
体
化
し
た
の
が
憲
法

ニ
O
条
一
項
の
「
信
教
の
自
由
〕
と
「
宗
教
理
体
に
よ
る
政
治
上
の
権
力
の
行
使
の
禁
止
」
と
考
え
ら
れ
る
(
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

後
で
触
れ
る
)
。

n
w
u
 

t
d
 

主主教民体IJ)政治i番勤とその限界(苔地)

こ
れ
に
対
し
「
狭
義
の
政
教
分
離
い
は
、
間
家
と
宗
教
の
「
か
か
わ
り
方
」
に
つ
き
限
界
を
定
め
た
も
の
で
あ
り
、
国
に
よ
っ
て
異

な
る
相
対
的
な
も
の
と
い
え
る
が
、
こ
の
場
合
も
、
当
然
、
「
国
は
ど
こ
ま
で
宗
教
と
か
か
わ
る
こ
と
が
で
き
る
か
」
と
い
う
「
側
面
」

と
、
「
宗
教
自
体
は
に
ど
こ
ま
で
政
治
と
か
か
わ
る
こ
と
が
で
き
る
か
」
と
い
う
「
側
面
」
の
、

つ
の
側
揺
が
問
題
と
な
り
う
る
わ

け
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
前
者
に
つ
い
て
定
め
た
の
が
、
憲
法
二

O
条
三
項
の
「
屈
の
宗
教
的
活
動
の
禁
止
」
、
八
九
条
の

に
よ

る
宗
教
間
体
へ
の
財
政
援
助
の
禁
止
〕
お
よ
び
二

O
条
一
項
の
「
宗
教
団
体
へ
の
特
権
付
与
の
禁
止
」
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
の
う
ち
、
前
者
の
「
摺
の
宗
教
的
活
動
の
限
界
」
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
二
年
の
津
地
鎮
祭
訴
訟
最
高
裁
判
決
以
来
、
判
明
例
の
蓄

積
が
あ
り
、
解
釈
の

は
す
で
に
確
立
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
後
者
の
「
告
示
教
岡
山
体
の
政
治
活
動
の
限
界
」
に
つ
い
て
は
、
判
部
が
な
く
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
わ
ず
か
に
之
示
教

開
山
体
が
、
間
際
や
地
方
公
共
団
体
に
独
占
さ
れ
て
い
る
統
治
権
の

部
を
嗣
か
ら
正
式
に
捜
け
ら
れ
て
、
こ
れ
を
行
使
す
る
こ
と
を
禁
止
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し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
宗
教
師
体
の
政
治
活
動
ま
で
禁
止
し
た
も
の
で
は
な
い
」
と
す
る
憲
法
改
正
議
会
以
来
の
政
府
見
解
が
存
在
す

る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
見
解
は
、
余
り
に
非
現
実
的

L

す
ぎ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
次
に
、
右
政
府
見
解
と
そ
れ
を
支
持
寸
る
学
説
(
通
説
)
や
そ
の
他
の
学
説
(
少
数
説
〉
の
問
問
題
点
宏
明
ら
か
に
す
る
こ
と

に
し
よ
う
。

〈i
)

油
齢
制
細
は
、
輔
加
箸
『
憲
法
と
政
教
分
離
』
〈
平
成
ニ
一
年
)
…
一
一
一
奥
i
A
ハ
九
一
典
参
陥
mc
な
お
、
欧
米
各
閉
闘
の
放
齢
相
関
係
に
つ
い
て
は
、
不
十
分
な
が
ら
蛸
制
緩
「
欧
米
各
国

に
み
る
政
教
関
係
」
・
大
原
康
男
・
否
総
意
・
阪
本
是
丸
『
隣
家
と
宗
教
の
胸
間
』
(
平
成
一
一
一
年
)
一

C
一
二
一
員
以
下
も
参
問
問
…
。

(
2
)

錦
織
「
政
教
分
離
と
然
教
の
腐
御
一
円
八
ム
法
研
究
第
五
一
一
号
〈
一
平
成
一
一
年
〉
九
二
世
良
以
下
参
照
。

〈3
)

小
件
件
続
・
前
掲
骨
骨
〈
盤
情
…
箪
波

ω〉
間
関
一
?
員
。
な
お
酬
例
ケ
谷
品
戦
後
も
「
逆
に
、
司
政
教
分
機
』
と
い
う
剖
刷
出
濯
を
絶
対
視
し
て
、
『
措
同
教
の
白
岡
山
闘
い
が
蹴
問
答
さ
れ
る

よ
う
な
給
融
市
に
な
る
と
し
た
ら
も
そ
れ
こ
そ
主
客
転
倒
聞
も
甘
密
だ
し
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
」
と
主
議
し
て
お
ら
れ
る
(
病
ヶ
谷
・
滋
掲
警
〈
第
一
章
淀
川
)
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混
入
資
)
。

宗
教
団
体
に
よ
る
「
政
治
上
の
権
力
の
行
使
」

(
二
学
説
と
そ
の
問
題
点

①
統
治
権
力
説
(
通
説
)
と
そ
の
問
題
点

統
治
権
力
説
は
、
後
で
見
る
政
府
見
解
と
向
勉
営
の
も
の
で
あ
り
、
例
え
ば
そ
の
代
表
者
宮
沢
教
授
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ

る
。
立
政
治
上
の
権
力
」
と
は
、
現
主
は
国
ま
た
は
地
方
公
共
団
体
に
独
占
さ
れ
て
い
る
統
治
的
権
力
を
い
う
。
立
法
権
・
課
税
権
・

裁
判
権
・
去
務
員
の
任
免
権
な
ど
は
、
こ
れ
に
属
す
る
。
古
く
は
ど
こ
の
間
明
、
も
、
教
会
や
寺
院
が
「
政
治
上
の
権
力
』
を
行
使
し
た



-

〈

i

)

こ
と
が
あ
る
が
、
現
代
の
百
本
に
は
、
そ
の
例
は
な
い
よ

(
傍
点
・
引
用
者
)

後
で
一
持
ぴ
触
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
通
説
に
対
し
て
は
、
現
行
憲
法
下
で
、
宗
教
団
体
が
国
か
ら
「
統
治
的
権
力
」
を
付
与
さ
れ
、
そ

れ
を
行
使
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
ま
り
に
非
現
実
的
す
ぎ
る
と
の
批
判
が
可
能
で
あ
る
。
事
案
、
こ
の
こ
と
は
通
説
自
身
も
認
め

る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
宮
沢
教
授
も
わ
ざ
わ
ざ
「
現
代
の
日
本
に
は
、
そ
の
椀
は
な
い
」
と
一
一
…
日
…
出
及
し
て
お
ら
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
し
か
し

こ
の
よ
う
な
批
判
に
対
し
て
は
、
通
説
を
支
持
す
る
学
説
か
ら
反
論
が
な
さ
れ
て
お
り
、
例
え
ば
芦
部
教
援
は
「
し
か
し
、
現
代
に
お

い
て
も
、
宗
教
団
体
が
課
税
権
を
保
有
し
て
い
る
著
名
な
例
も
あ
り
〔
ち
な
み
に
、
こ
れ
は
ド
イ
ツ
の
こ
と
そ
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ

る
l
引
用
者
て
立
法
権
・
課
税
権
・
裁
判
権
な
ど
の
統
治
的
権
力
が
宗
教
団
体
に
な
い
こ
と
そ
確
認
す
る
こ
と
も
決
し
て
無
意
味
で

は
な
い
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
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た
だ
、
ド
イ
ツ
は
「
公
認
教
制
」
を
採
用
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
・
福
音
、
京
義
教
会
・
ユ
ダ
ヤ
教
会
な
ど
の
主
要
な
宗
教
団
体
が
い

宗教団体の紋治活動とその限界(宮地)

ず
れ
も
「
公
法
人
」
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
固
で
あ
っ
て
、
「
狭
義
の
政
教
分
離
制
」
を
採
用
す
る
わ
が
国
と
は
政
教
関
係
が
大
き
く

〈

3
)

異
な
る
。
ぞ
れ
故
、
こ
の
よ
う
な
例
を
あ
げ
た
だ
け
で
は
、
「
非
現
実
的
」
と
の
批
判
に
対
す
る
有
効
な
反
論
と
な
り
え
な
い
で
あ
ろ

、っ
'oこ

の
説
は
、
・
も
と
も
と
、
今
日
の
わ
が
国
で
は
宗
教
間
体
が
統
治
的
権
力
行
使
す
る
よ
う
な
事
態
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
を
自
覚
し

つ
つ
、
か
と
い
っ
て
有
力
な
少
数
説
で
あ
る
政
治
活
動
説
が
い
う
よ
う
に
、
宗
教
由
体
の
政
治
活
動
が
全
て
禁
止
さ
れ
る
と
み
た
り
、

あ
る
い
は
政
治
的
権
威
説
を
採
用
す
る
の
は
そ
れ
以
上
に
問
題
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
消
極
的
な
い
し
治
去
法
的
に
政
府
克
解
を
支
持
し

〈

4
)

て
い
る
と
こ
ろ
に
そ
の
特
色
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

確
か
に
、
願
次
考
察
す
る
よ
う
に
、
以
下
の
少
数
説
(
③
i
争
)
に
は
そ
れ
ぞ
れ
難
点
が
あ
り
、
ぞ
れ
ら
を
直
ち
に
支
持
す
る
こ
と
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は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
か
と
い
っ
て
、
宗
教
罰
体
の
政
治
活
動
の
中
に
も
、
当
然
許
さ
れ
る
も
の
か
ら
、
政
治
へ
の
介
入
に
お
一
る
よ

う
な
、
広
義
の
政
教
分
離
に
照
ら
し
て
許
き
れ
な
い
は
ず
の
政
治
活
動
ま
で
、
様
々
な
段
階
の
も
の
が
存
す
る
は
ず
で
あ
る
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
そ
の
検
討
を
放
棄
し
た
ま
ま
、
最
も
梅
端
で
非
現
実
的
な
、
宗
教
関
山
体
に
よ
る
統
治
的
権
力
の
行
使
の
み
を
禁
止
し
た
も

の
と
結
論
づ
け
る
の
は
、
論
理
的
で
な
く
、
説
得
力
に
も
欠
く
。

「
政
教
分
離
の
涼

尉
』
は
、
間
関
家
〈
政
治
権
力
)
が
宗
教
活
動
を
す
る
こ
と
を
排
除
す
る
こ
と
に
こ
れ
ま
で
重
点
が
霞
か
れ
て
き
た
、
だ
か
ら
逆
に
、
宗

教
関
体
が
政
治
に
介
入
し
て
い
く
点
は
十
分
つ
き
つ
め
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
今
後
は
宗
教
留
体
が
政
治
活
動
を
し
て
い
く
場
合
、
宗

教
の
本
来
の
性
格
か
ら
逸
脱
し
た
と
き
は
食
業
な
ど
営
利
法
人
の
政
治
活
動
と
同
じ
よ
う
に
厳
格
に
考
え
る
べ
き
だ
」
(
傍
点
引
用
者
)

と
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
従
っ
て
、

こ
の
間
の
事
情
は
、
芦
部
教
授
の
最
近
の
発
言
か
ら
も
窮
え
よ
う
り
教
授
は
、
「
日
本
間
関
憲
法
二

O
条
で
定
め
た
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こ
の
発
尋
問
か
ら
も
、
通
説
が
こ
れ
ま
で

「
政
治
上
の
権
力
の
行
使
」

の
意
味
を
十
分
検
討
し
な

い
ま
ま
、
問
題
の
多
い
政
府
見
解
を
い
わ
ば
消
去
法
的
に
支
持
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
か
ろ
う
。

こ
の
点
、
奥
村
教
授
も
、
通
説
が
あ
ま
り
に
非
現
実
的
で
あ
り
、
「
ほ
と
ん
ど
沿
掌
的
意
味
し
か
持
た
な
い
こ
と
」
か
ら
、
こ
れ
で

(S) 

は
も
は
や
「
死
文
化
」
し
た
に
等
し
い
と
し
て
、
厳
し
く
批
判
し
て
お
ら
れ
る
。

@
政
治
活
動
説
(
田
上
説
〉
と
そ
の
問
題
点

田
上
教
設
は
、
宗
教
関
体
に
よ
る
「
政
治
上
の
権
力
の
行
使
」
の
禁
止
を
も
っ
て
、
「
議
教
団
体
が
積
極
的
な
政
治
活
動
に
よ
っ
て

政
治
に
強
い
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
禁
止
し
た
も
の
」
〈
傍
点
引
用
者
)
と
解
し
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
吏
に
続
け
て
三
京
教
団
体
が

〈

7
)

政
治
活
動
を
す
る
こ
と
も
、
政
教
分
離
の
原
射
に
反
し
て
違
憲
と
な
る
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
か
ら
、
結
局
、
宗
教
屈
体
と
し
て
は

一
切
の
政
治
活
動
が
禁
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

宗
教
関
体
に
よ
る
政
治
活
動
が
禁
止
さ
れ
る
理
由
と
し
て
、
教
授
は
「
同
じ
倍
仰
に
よ
っ
て
結
集
し
た
宗
教
出
体
の
政
治
活
動
は
、



他
の
政
治
間
体
が
そ
の
信
仰
に
帰
依
し
な
い
限
り
、
容
易
に
妥
協
会
許
き
な
い
性
格
を
も
つ
か
ら
、
民
主
政
治
が
ム
自
由
な
討
議
に
よ
っ

向
の
の
凶

致
点
を
見
出
し
、
採
決
に
お
い
て
少
数
意
見
が
多
数
窓
見
に
根
す
る
た
め
の
前
提
と
し
て
の
、
防
費
性
に
反
す
る
」
こ
と
を
あ

てげ
て
お
ら
れ
る
。

し
か
し
、
宗
教
態
体
と
い
え
ど
も
、
社
会
的
存
殺
で
あ
り
、
憲
法

条
の
表
現
の
告
白
が
保
障
さ
れ
て
い
る
以
上
、
政
治
的
発
言

を
行
っ
た
り
、
あ
る
い
は
一
定
の
政
治
活
動
を
行
う
こ
と
は
当
M

黙
許
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
従
っ
て
、
宗
教
団
体
に
は

切
政
治
活
動

は
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
政
治
活
動
説
は
、
疑
問
で
あ
る
。
又
、
仮
に
、
禁
止
さ
れ
る
政
治
活
動
を
吋
積
極
的
な
政
治
活
動
」
で
「
政

治
に
強
い
影
響
力
を
行
使
す
る
」
場
合
に
限
定
す
る
と
し
て
も
、
吋
積
桜
抽
出
」
と
か
「
強
い
影
響
力
い
と
い
う
の
が
具
体
的
に
い
か
な

る
政
治
活
動
を
搬
す
の
か
不
明
確
で
あ
る
。
従
っ
て
、
宗
教
陪
体
に
は
許
き
れ
な
い
政
治
活
動
の
限
界
を
一
幽
す
る
築
準
と
し
て
は
、
こ

れ
は
問
題
が
あ
る
。
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争
政
治
的
権
威
説
(
佐
藤
功
説
)
と
そ
の
問
題
点

祭委主(if]体の政治j番重治とその!漢字手(百地}

佐
藤
功
教
授
は
、
宗
教
関
山
体
に
よ
る
「
政
治
上
の
権
力
の
行
使
」
の
禁
止
め
意
味
を
、

2
一
市
教
団
体
が
、
政
治
的
権
威
の
機
能
を
常

〈き〉

ん
で
は
な
ら
な
い
と
い
う
趣
旨
」
で
あ
る
と
解
釈
し
て
お
ら
れ
る
。

確
か
に
、
憲
法
二

O
条

項
後
設
の
英
訳
に
は
、

4
0阿佐
SH
芸
評
。
ュ
ミ
ョ
と
あ
る

い
う
よ
り
も
、
後
で
触
れ
る
と
お
り
、

G
H
Qで
起
草
さ
れ
た
英
文
慈
案
で
は
、

d
o日
狂
的
色

2
5
0
2
qョ
と
な
っ
て
い
た
〉
か
ら
、
こ
れ
を
「
政
治
的
権
威
」
と
解
す
る

の
は
、
そ
れ
な
り
に
ま
当
性
が
あ
る
。
し
か
し
教
按
の
説
明
に
あ
る
よ
う
に
、
宗
教
器
体
が
「
政
治
的
権
威
の
機
能
を
営
む
」
と
い
う

の
は
、
日
本
語
と
し
て
も
や
は
り
わ
か
り
に
く
く
、
峻
味
で
あ
る
。
教
授
は
、
そ
の
例
と
し
て
吋
過
去
に
お
け
る
患
家
神
道
が
政
治
と

〈

M
M
)

等
の
名
に
お
け
る
軍
国
主
義
政
策
の
宗
教
的
義
礁
付
け
等
の
機
能
を
営
ん
だ
」
こ
と
を
あ
げ

結
び
つ
き
、
た
と
え
ば
「
八
紘

て
お
ら
れ
る
。
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し
か
し
今
日
、
わ
が
聞
に
お
い
て
、
宗
教
団
体
が
凶
政
上
の
基
本
方
針
や
留
の
築
本
政
策
に
蒸
礎
づ
け
を
与
え
る
な
ど
と
い
う
こ
と

は
、
考
え
に
く
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
勿
論
、
個
々
の
政
策
課
題
(
例
え
ば
人
工
妊
娠
中
絶
、
脳
死
判
定
や
臓
器
移
縫
等
の
是
非
)

に
つ
き
、
宗
教
阻
体
が
様
々
な
捷
一
言
を
行
い
、
そ
れ
を
受
け
て
政
党
が
政
策
決
定
を
行
う
と
い
っ
た
事
態
は
、
十
分
予
態
さ
れ
う
る
こ

と
で
あ
り
、
こ
れ
は

肉
差
支
え
あ
る
ま
い
。
し
か
し
部
え
ば
イ
ラ
ン
な
ど
で
み
ら
れ
る
よ
、
つ
に
、
開
放
そ
の
も
の
が
宗
教
に
よ
っ
て

友
右
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
神
政
政
治
な
い
し
政
教

致
は
、
わ
が
憶
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
「
宗
教
関

体
が
政
治
的
権
威
の
機
能
を
営
む
こ
と
を
禁
止
し
た
と
み
る
間
説
も
、
通
説
と
馬
様
、
非
現
実
的
な
感
じ
が
し
な
い
で
も
な
い
c

争
政
治
的
影
響
力
説
(
奥
村
説
)

以
上
の
…
一
一
説
を
批
判
的
に
検
許
し
た
上
で
、
新
た
に
「
政
治
上
の
権
力
」
を
も
っ
て
弓
統
治
権
力
』
よ
り
は
広
く
、
且
つ

吋
政
治

的
活
動
」
よ
り
は
狭
く
解
す
る
の
が
最
も
妥
当
で
は
な
か
予
っ
か
」
と
主
張
さ
れ
る
の
が
、
奥
村
教
授
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
教
授
は
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宗
教
団
体
が
「
政
治
上
の
権
力
」
を
行
使
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
「
宗
教
毘
体
が
政
治
に
対
し
て
決
定
的
な
影
響
力
を
行

使
す
る
こ
と
を
禁
と
る
趣
旨
い
で
あ
る
と
し
、

2
一
小
教
出
体
が
『
統
治
権
力
」
を
寵
接
的
に
行
使
で
き
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
な
い
我
が

閣
に
あ
っ
て
は
、
宗
教
団
体
が
そ
の
恋
倒
的
な
力
に
よ
り
、
政
治
的
支
配
力
を
及
ほ
し
、
そ
の
結
樹
木
、
間
接
的
に
国
政
あ
る
い
は
地
方

政
治
に
お
い
て
自
己
の
意
図
を
実
現
で
き
る
場
合
に
は
、
こ
こ
で
い
う
『
政
治
上
の
権
力
」
の
行
使
が
あ
っ
た
と
認
定
で
き
る
の
で
は

(
H
U
)
 

な
か
ろ
う
か
」
と
結
論
づ
け
て
お
ら
れ
る
。

{
一
一
)
政
府
見
解
と
そ
の
問
題
点

①
政
府
見
解

次
に
、
遜
説
の
も
と
と
な
っ
た
政
府
見
解
を
検
討
す
る
σ



政
府
見
解
は
、
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
O

L

す
な
わ
ち
宗
教
盟
体
に
よ
る
「
政
治
上
の
権
力
」
の
行
使
と
は
、
「
宗
教
団
体
が
、

屈
や
地
方
公
共
国
体
に
よ
っ
て
独
占
さ
れ
て
い
る
統
治
権
(
例
え
、
は
立
法
権
、
裁
判
権
、
課
税
権
、
瞥
察
権
等
〉
を
属
や
地
方
自
治
体

か
ら
正
式
に
設
け
ら
れ
て
、
こ
れ
を
行
使
す
る
、

で
あ
り
、
憲
法
ニ

G
条

壊
後
段
は
、
右
の
よ
う
な
行
為
を
禁
止
し
た
も
の
で

あ
る
、
と
。
そ
の
ポ
イ
ン
ト
は
一
一
点
あ
る
。
第
一
点
は
、
「
政
治
上
の
権
力
」
を
も
っ
て
「
統
治
権
」
に
限
定
し
て
い
る
こ
と
、
第
ニ

点
は
、
宗
教
関
体
が
統
治
権
を
「
閣
や
地
方
自
治
体
か
ら
正
式
に
授
け
ら
れ
て
」
行
使
す
る
こ
と
を
禁
止
し
た
も
の
と
解
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。

以
下
、
政
府
見
解
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

同
金
森
間
務
大
臣
は
、
周
知
の
と
お
り
、
第
九

O
酪
帝
国
議
会
に
お
い
て
、
憲
法
一
一

O
条
一
環
後
段
の
意
味
に
つ
き
、
次
の
よ
う

に
答
弁
し
て
い
る
。
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「
こ
の
権
力
会
行
使
す
る
と
云
う
の
は
、
政
治
上
の
運
動
を
す
る
こ
と
を
直
接
に
止
め
た
意
味
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
翻
か
ら

〈
ば
}

授
け
ら
れ
て
、
正
式
な
意
味
に
於
て
政
治
上
の
権
力
を
~
行
使
し
て
は
な
ら
ぬ
。
察
、
つ
一
去
、
つ
風
に
患
っ
て
居
り
ま
す

(
傍
点
、
引

持等教団体の政治的童書とその限界{苔総)

用
者
。
以
下
持
と
)

こ
こ
で
は
藍
接
「
統
治
権
」
と
い
う
こ
と
ば
は
山
似
て
こ
な
い
が
、
国
か
ら
正
式
に
按
け
ら
れ
て
行
使
す
る
の
が
「
政
治
上
の
権
力
」

と
考
え
ら
れ
て
い
る
以
上
、
そ
れ
は
統
治
権
に
外
な
ら
な
い
。
宮
沢
説
は
、
こ
の
政
府
見
解
を
踏
ま
え
た
も
の
と
み
て
間
違
い
な
か
ろ

、っ。
そ
れ
で
は
統
治
権
の
行
使
に
宝
ら
な
い
務
理
の
宗
教
語
体
の
政
治
活
動
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

「
宗
教
関
体
そ
の
も
の
が
政
党
に
加
わ
る
と
云
う
こ
と
が
あ
り
得
る
か
ど
う
か
は
、
議
か
に
紙
一
一
説
出
如
水
ま
せ
ぬ
け
れ
ど
も
、
政
党

人
目
μ〉

と
し
て
そ
の
関
係
者
が
政
治
上
の
行
動
を
す
る
と
云
う
こ
と
を
禁
止
す
る
趣
設
で
は
ご
ぢ
い
ま
せ
ぬ
」
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と
の
務
弁
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
先
の
答
弁
と
係
わ
せ
て
も
、
宗
教
団
体
が
「
政
治
上
の
連
動
」
や
吋
政
治
上
の
行
動
」
を

す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
な
い
と
い
う
だ
け
で
あ
っ
て
、
少
く
と
も
「
統
治
権
の
行
使
」
に
当
り
さ
え
し
な
け
れ
、
は
、
宗
教
間
体
に
よ
る

「
政
治
支
配
」
や
「
政
治
介
入
」
は
自
由
で
あ
る
と
い
っ
た
意
味
ま
で
読
み
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
以
下

の
金
森
答
弁
と
併
わ
せ
て
考
え
る
な
ら
、
は
、

明
ら
か
で
あ
る
。

「
今
回
の
憲
法
を
起
草
致
し
ま
す
る
時
に
当
っ
て
は
、

理
念
と
し
て
は

絶
対
的
に
宗
教
と
政
治
と
伝
う
も
の
を
分
離
し
た
い
と

云
う
考
え
を
持
っ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。
」

〔
政
治
組
識
の
発
達
に
よ
り
、
古
代
の
祭
政
一
致
の
思
想
に
も
変
形
が
加
え
ら
れ
、
こ
の
憲
法
で
は
、
)
ぞ
れ
が
宗
教
と
政
治

と
の
根
本
的
分
離
と
云
う
形
を
以
て
現
わ
れ
て
来
て
語
り
ま
す
。
こ
の
憲
法
は
宗
教
の
世
界
と
政
治
の
世
界
と
歪
別
し
て
二
者
お
友

(
H
H
)
 

い
に
併
立
し
て
行
く
と
い
う
建
前
で
出
来
て
居
り
ま
す
。
」
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こ
れ
は
、
売
に
述
べ
た
「
広
義
の
政
教
分
離
」
の
宣
言
に
外
な
ら
な
い
。
従
っ
て
憲
法
の
理
念
は
「
政
治
と
宗
教
の
分
離
」
で
あ

り
、
「
政
治
と
説
教
の
相
立
介
入
を
禁
止
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
れ
故
、
憲
法
の
政
教
分
離
は

2
ホ
教
〈
岡
山
体
)

の
凶
家
へ
の
介
入
」
ま
で
禁
止
し
た
も
の
で
は
な
い
と
か
、
「
統
治
権
の
行
使
」
に
当
り
さ
え
し
な
け
れ
ば
、
宗
教
団
体
に
よ
る
政

治
介
入
は
お
由
で
あ
る
と
か
い
っ
た
合
意
を
金
森
国
務
大
臣
の
務
弁
か
ら
引
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

出
昭
和
問
五
年
の
政
府
答
弁
替

昭
和
盟
五
年
に
は
、
春
5

挙
議
員
に
よ
っ
て
、
「
宗
教
関
体
の
政
治
的
中
立
性
の
確
保
等
に
関
す
る
繋
問
主
意
審
」
が
提
出
さ
れ

た
。
そ
の
費
問
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
「
憲
法
の
政
教
分
離
の
原
則
の
真
義
い
は
「
同
家
お
よ
び
そ
の
機
関
が
臨
接
た
る
と
間
接
た
る
と
を

と
わ
ず
、
宗
教
的
活
動
を
す
る
こ
と
を
排
除
す
る
と
問
時
に
、
宗
教
関
体
ま
た
は
宗
教
団
体
が
事
実
上
支
配
す
る
団
体
が
、
そ
の
教
義

く
政
治
支
配
を
全
開
す
る
が
ご
と
き
政
治
活
動
を
す
る
こ
と
を
も
厳
に
排
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
競
合
い
の
も
の
で
あ
る
」



(
傍
点
引
用
者
。
以
下
両
じ
)
と
考
え
る
が
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
す
る
政
府
の
「
答
弁
警
」
は
、
先
の
金
森

答
弁
を
引
用
し
、
「
政
府
と
し
て
は
、
現
在
で
も
こ
の
解
釈
を
変
え
て
い
な
い
」
と
し
た
上
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
政
府
と
し
て
は
、
憲
法
の
定
め
る
政
教
分
難
の
原
則
は
、
憲
詰
ニ
十
条
第
二
羽
前
段
に
規
定
す
る
語
教
の
自
由
の
保
障
を
実
質

的
な
も
の
に
す
る
た
め
、
閤
そ
の
他
の
公
の
機
関
が
、
問
問
機
行
使
の
場
面
に
お
い
て
、
京
教
に
介
入
し
、
ま
た
は
関
与
す
る
こ
と
を

排
除
す
る
趣
設
で
あ
る
と
解
し
て
お
り
、
ぞ
れ
を
こ
え
て
、
宗
教
団
体
又
は
宗
教
初
体
が
事
実
上
支
配
す
る
間
体
が
、
政
治
的
活
動

を
す
る
こ
と
を
も
排
除
し
て
い
る
趣
留
で
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。
」
(
間
昭
和
四
五
・
一
二
・
一
九
)

」
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
「
国
家
の
宗
教
へ
の
介
入
は
許
さ
れ
な
い
」
こ
と
、

お
よ
び

万立

教
自
体
の
紋
治

「活
宗・動
教・は
t'fl.禁
体・止
の・さ

れ
な
い
」
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
っ
て

Q
ぞ
れ
を
こ
え
て
」
な
る
意
味
不
明
な
こ
と
ば
が
あ
る
が
て
そ
れ
以
上
に
、

政
治
介
入
」
で
あ
れ
ば
許
さ
れ
る
な
ど
と
い
っ
た
説
明
は
み
ら
れ
な
い
。
又
、
春
日
議
員
の
質
問
の
主
設
は
、
宗
教
団
体
が
「
そ
の
教

義
に
基
づ
く
政
治
支
配
安
全
岡
山
す
る
が
ご
と
き
政
治
的
活
動
」
を
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
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が
、
容
弁
書
は
こ
れ
に
正
面
か
ら
響
え
て
い
・
な
い
。

宗教関体の政治活動とその様界(百地)

争
政
府
見
解
の
開
鶴
自
…

以
上
の
と
お
り
、
政
府
見
解
は
「
政
治
上
の
権
力
」
を
も
っ
て
「
統
治
権
」
と
解
し
、
京
教
団
体
が
回
や
地
方
公
共
間
体
か
ら
正
式

に
統
治
権
合
授
け
ら
れ
て
こ
れ
を
行
使
す
る
こ
と
を
禁
止
し
た
の
が
、
憲
法
一
一

O
条
一
壊
後
段
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
右
政
府
見
解
に
対
し
て
は
、
多
く
の
疑
問
が
あ
る
。
そ
こ
で
す
で
に
設
及
し
た
こ
と
も
含
め
、
改
め
て
疑
問
点
を

間
列
挙
し
て
み
よ
う
。

第
一
に
、
わ
が
屈
で
は
、
「
会
誌
教
制
」
を
採
悶
刑
し
て
い
た
明
治
憲
法
下
で
さ
え
、
公
法
人
た
る
神
社
が
統
治
権
を
一
行
使
し
た
こ
と

は
な
か
っ
た
。
「
公
認
教
制
」
と
い
え
ば
、
特
定
の
宗
教
団
体
に
「
公
法
人
」
と
し
て
の
地
位
を
認
め
、
こ
れ
を
闘
が
保
護
す
る
樹
皮



主宗教法務16iま(1997)

で
あ
る
。
現
に
ド
イ
ツ
で
は
、
こ
の
制
症
の
下
、
公
法
人
た
る
教
会
に
「
教
会
税
」
の
課
税
権
を
認
め
、
教
会
が
公
立
学
校
に
お
け
る

宗
教
教
育
も
担
当
し
て
い
る
c

し
か
し
開
じ
「
公
認
教
制
」
を
採
用
し
な
が
ら
、
戦
前
の
わ
が
国
で
は
公
法
人
た
る
神
社
に
課
税
権
な

ど
の
統
治
権
を
与
え
た
り
す
る
こ
と
は
一
切
な
か
っ
た
の
と
す
れ
ば
、
「
公
認
教
制
」
を
否
定
し
、
「
教
義
の
政
教
分
離
制
約
」
を
採
用
し

た
現
行
憲
法
の
下
で
、
私
法
人
に
す
ぎ
な
い
宗
教
盟
体
が
、
国
か
ら
統
治
権
を
授
け
ら
れ
て
こ
れ
を
行
使
す
る
な
ど
と
い
っ
た
こ
と
は
、

到
底
考
え
ら
れ
な
い
。
従
っ
て
、
過
去
に
も
な
く
、
現
夜
、
将
来
共
に
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
事
態
を
憲
法
が
予
想
し
て
こ
れ
を
禁
止

し
た
も
の
と
解
す
る
政
府
見
解
は
、
あ
ま
り
に
非
現
実
的
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
か
へ
こ
れ
と
同
様
の
批
判
は
、
す
で
に
通
説
に
対
し

て
加
え
た
と
お
り
で
あ
る
コ

こ
の
点
、
学
説
の
・
中
に
は
、
わ
ざ
わ
ざ
江
戸
時
代
の
「
$
寸
請
け
制
度
」
を
引
き
合
い
に
出
し
、
国
が
宗
教
国
体
に
統
治
権
を
与
え
た

(
ぱ
山
)

例
は
吋
過
去
に
も
な
か
っ
た
」
と
い
う
の
は
正
し
く
な
い
と
一
反
論
寸
る
者
も
い
る

9

し
か
し
こ
こ
で
問
題
と
し
て
い
る
の
は
、
当
然

一168

の
こ
と
な
が
ら
、
近
代
期
家
成
立
以
降
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
ぞ
れ
以
前
は
問
題
と
な
ら
な
い
。

第
二
に
、
「
政
治
上
の
権
力
」
〈
英
文
原
文
も
、
現
在
の
公
定
訳
も
共
に

dc-F甘
い
の
h

に
き
多
記
去
、
)
を
な
ぜ
「
統
治
権
」
に
間
限
定
す

る
の
か
、
そ
の
説
明
も
な
く
疑
問
で
あ
る
。

第
一
一
一
に
、
仮
に
政
府
見
解
の
い
う
よ
う
に
、
「
関
か
ら
正
式
に
授
け
ら
れ
た
統
治
権
の
行
使
の
み
を
禁
止
し
た
も
の
」
と
解
し
た
場

入
山
口
、
正
式
の
授
権
に
基
づ
か
な
い
事
実
上
の
政
治
支
配
は
全
て
許
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
倒
え
ば
宗
教
団
体
な
い
し
宗
教
団
体
と
事

実
上
一
体
の
政
党
が
、
議
会
で
多
数
派
を
占
め
た
り
、
キ
ヤ
ス
テ
イ
ン
グ
・
ポ
ー
ト
を
撮
る
こ
と
に
よ
っ
て
議
会
を
支
配
し
た
り
、
あ

る
い
は
政
府
を
意
の
ま
ま
に
支
配
し
た
り
し
て
も
、
憲
法
上
拘
ら
問
題
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

第
四
に
、
従
来
の
政
府
見
解
は
、
宗
教
出
体
が
自
ら
政
党
を
結
成
し
た
り
、
宗
教
間
体
と
事
実
上
…
体
の
政
党
が
国
政
を
支
配
し
た

り
ふ
?
る
と
い
っ
た
李
総
仰
の
出
現
を
、
必
ず
し
も
現
実
的
な
も
の
と
し
て
は
想
定
し
て
い
な
い
。
と
い
う
の
は
、
憲
法
改
正
議
会
に
お
け



る
金
森
答
弁
に
し
て
も
、

2
一
小
教
問
出
体
そ
の
も
の
が
政
党
に
加
わ
る
と
去
、
つ
こ
と
が
あ
り
得
る
か
ど
う
か
は
、
遜
か
に
断
言
出
来
ま
せ

ぬ
け
れ
ど
も
、
政
党
と
し
て
そ
の
〔
宗
教
団
体
の
〕
関
係
者
が
政
治
上
の
行
動
を
す
る
と
云
う
こ
と
を
禁
止
す
る
趣
旨
で
は
ご
ぎ
い
ま

せ
ぬ
よ
と
い
う
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
想
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
宗
教
団
体
の
関
係
者
が
、
特
定
の

政
党
に
・
加
わ
り
政
治
活
動
を
す
る
と
い
っ
た
レ
ベ
ル
の
こ
と
で
あ
り
、
宗
教
政
党
の
出
現
や
宗
教
政
党
に
よ
る
政
治
支
配
な
ど
と
い
っ

た
事
態
は
、
少
く
と
も
現
実
的
な
問
題
と
し
て
は
考
え
て
も
い
な
か
っ
た
と
解
さ
れ
る
。

従
っ
て
、
今
日
で
は
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
の
前
提
そ
の
も
の
が
崩
壊
し
て
し
ま
っ
て
い
る
以
上
、
新
た
な
実
態
に
適
切
に
対
応
で
き

(
げ
}

る
よ
う
な
現
実
的
な
解
釈
が
望
ま
れ
よ
う
。

第
五
に
、
昭
和
四
五
年
の
政
府
答
弁
察
で
あ
る
が
、
こ
の
終
弁
欝
で
は
「
国
家
の
宗
教
へ
の
介
入
は
許
き
れ
な

と
明
言
し
な
が

ら
、
設
問
問
の
主
意
で
あ
る
「
宗
教
団
体
の
政
治
へ
の
介
入
」
に
つ
い
て
は
、
何
も
答
え
て
い
な
い
。
そ
し
て
い
わ
、
ず
も
が
な
の
「
宗
教

一 169-

団
体
の
政
治
活
動
は
禁
止
さ
れ
な
い

と
の
終
弁
を
繰
り
返
す
の
み
で
あ
る
。

宗教団体の政治t言動とその限界{沼地〉

(i)

宮
沢
俊
幾
・
務
総
信
務
「
金
釘
日
本
間
憲
法
」
三
九
七
九
年
)

(
2〉
芦
鍛
剛
健
審
「
政
教
分
篠
原
則
到
の
市
内
務
j

信
教
の
白
鴎
凶
」
内
法
学
教
室
』
九
九
一
二
年
五
月
間
診
、
一

O
七
資
。

(3)

仙
拙
務
署
紛
掃
情
〈
第
二
綾
法
制
)
五
O
甫

H
l
笈
開
問
一
員
、
大
師
今
一
段
地
・
阪
本
・
品
約
憎
情
勢
(
第
一
一
議
注
山
山
)
一
段
ム
ハ
頁
1
一五一二百円忠世昭一。

(
4
〉
油
開
口
開
楠
…
・
佐
藤
量
宇
治
・
中
村
陸
努
・
浦
部
時
広
抽
偲
吋
憲
絞
1
〔
雨
前
文
・
第
一
条
;
第
二

O
条
〕
』
{
泌
部
執
筆
)
〈
一
九
九
六
年
)
、
二
一
九
七
吋
隊
参
照
。

〈5
)

朝
包
新
脇
町
平
成
七
・
五
・
一
一
凶
夕
刊
。

(6)
奥
村
・
劫
削
掴
持
論
文
(
第
一
潅
法
制
)
五
八
一
興
。

(
7
)
m
m
上
抽
犠
リ
山
崎
「
家
教
に
糊
閉
す
る
憲
法
上
の
原
則
」
消
径
四
郎
・
佐
藤
功
吋
筆
法
翁
座
2
』
(
照
初
回
一
…
年
)

{
喜
)
お
よ
・
前
街
地
欄
文
〈
法
的
)
一
一
ニ
九
頁
か
ら
↑
股
O
E
H
O

一回
O
賞
。

三
九
1
一
問
。
頁
。
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ポ
ケ
ッ
ト
注
釈
金
書
い
(
間
的
和
五

O
年
)

〈9
)

佐
藤
功
『
憲
法

(
ぬ
)
開
門
右
。

〈竹
μ
)

奥
村
・

4

例
措
情
論
文
(
第
…
家
浅
川
川
)
ム
ハ
一
一
氏
。
な
お
、
北
野
教
授
も
、
「
政
治
上
の
機
カ
」
安
「
政
治
的
影
響
力
」
の
家
臨
時
に
渡
解
す
べ
き
で
あ
る
と
牛
ゃ
ん
開
閉
し
て

お
ら
れ
る
〈
北
野
弘
久
「
家
教
法
人
法
の
改
正
問
題
の
沿
い
白
川
」
『
法
学
セ
ミ
ナ
!
』
一
九
九
六
年
一
一
月
号
、
四
百
品
質
。

(
担
清
水
仙
押
恒
輔
車
制
叫
逐
条
n
E
本
間
関
憲
法
審
議
総
〔
抽
噌
油
開
奴
)
第
二
品
悟
』
〈
問
問
和
五
一
年
)
凶
二
開
問
実
!
閲
二
五
演
。

(
お
)
開
閉
宿
‘
m
出一一州出資。

〈
日
比
)
附
問
名
。

m
g
O策
、
開
閉
一
一

O
賞
i
開
閉
ニ
一
一
災
。

(
お
〉
山
内
一
夫
'
浅
野
一
郎
編
集
代
表
吋
閉
会
の
懲
法
払
制
緩
Z
い
(
間
的
和
玄
九
年
)
一
一
一

O
五
嫌
。

(
吋
叫
)
淡
俊
二
時
国
教
の
自
由
』
を
狙
い
怒
っ
府
市
教
法
人
法
立
は
衣
い
業
〕
な
芭
(
一
九
九
六
年
一
月
号
)
一
一
一
一
一
一
一
興
c

(
げ
)
小
山
繁
雄
参
議
院
議
輿
の
意
見
骨
骨
叶
憲
法
二
十
条
政
協
同
解
釈
の
得
険
制
引
に
慈
む
」
(
平
成
七
年
て
都
世
間
随
一
c

凶ムハ一災。

鴎

宗
教
団
体
の
政
治
活
動
の
限
界
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(
二
宗
教
国
体
の
政
治
活
動
の
制
限
と
そ
の
根
拠

以
上
述
べ
た
、
政
府
見
解
に
対
す
る
批
判
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
宗
教
団
体
の
政
治
活
動
に
つ
い
て
は
、
「
統
治
権
の
行
使
」
に

主
ら
な
い
場
合
で
も
、
当
然
二
廷
の
限
界
が
存
す
る
と
患
わ
れ
る
。
そ
こ
で
本
館
で
は
、
ま
ず
宗
教
関
体
の
政
治
活
動
が
制
限
さ
れ
る

根
拠
を
、
付
広
義
の
政
教
分
離
、
判
憲
法
二

O
条

項
後
段
、
お
よ
び
臼
宗
教
法
人
法
に
求
め
、
順
次
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

①
広
義
の
政
教
分
離
に
義
づ
く
制
限

政
治
と
宗
教
の
任
務
と
役
割
を
一
区
別
し
、
友
い
に
介
入
、
干
渉
し
な
い
と
い
う
「
広
義
の
政
教
分
離
」
は
、
現
行
関
本
国
憲
法
に
内

荘
す
る
甘
察
本
原
割
問
の
…
つ
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
先
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
憲
法
改
正
議
会
に
お
け
る
金
森
国
務
大
臣
の
答
弁
に
示



さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
っ
た
。
金
森
国
務
大
臣
は
、
今
聞
の
憲
法
起
草
に
当
つ
て
は
、
「
理
念
と
し
て
は
、
絶
対
的
に
宗
教
と
政
治

と
一
五
、
つ
も
の
を
分
離
し
た
い
」
と
い
う
考
え
を
持
っ
て
い
る
こ
と
、
又
、
現
行
憲
法
は
宗
一
小
教
と
政
治
と
の
根
本
的
分
離
」
と
い
う
形

を
と
っ
て
お
り
、
「
宗
教
の
世
界
と
政
治
の
世
界
と
反
問
し
て
二
者
お
瓦
い
に
併
立
し
て
行
く
と
い
う
建
前
」
で
あ
る
こ
と
を
明
脅
し

て
い
た
。

こ
れ
は
庇
し
く
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
流
の
政
教
分
離
で
あ
り
、
筆
者
の
い
う
「
広
義
の
政
教
分
離
」
に
他
な
ら
な
い
。
と
す
れ
ば
、
憲

法
の
政
教
分
離
は
、
問
問
家
の
宗
教
へ
の
介
入
の
み
な
ら
ず
、
宗
教
(
語
体
〉
の
政
治
へ
の
介
入
を
も
禁
止
す
る
も
の
で
あ

U
、
宗
教

毘
体
の
政
治
活
動
に
つ
い
て
は
、
ぞ
れ
が
「
政
治
へ
の
介
入
」
に
わ
た
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
当
然
と
い
え
よ
う
。

ぞ
れ
ゆ
え
、
伺
が
こ
の
「
政
治
へ
の
介
入
」
に
当
る
か
は
、
節
を
改
め
て
検
討
す
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
宗
教
担
体
の
政
治
活
動
に
つ

い
て
は
、
広
義
の
政
教
分
離
か
ら
く
る
限
界
が
存
在
す
る
こ
と
を
再
確
認
し
て
お
く
に
と
ど
め
る
。

噌

a
i

η
1
 ・1

A

②
憲
法
一

O 
条

項
後
段
に
よ
る
制
限

以
上
の
限
界
は
、
現
行
憲
法
に
内
在
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
条
文
化
し
、
具
体
化
し
た
の
が
懇
法
ニ

O
条
一
環
後
段
の
吋
い

宗教団体の政治j活動とその限界(8地〉

か
な
る
宗
教
団
体
も
、
・

:
i政
治
上
の
権
力
を
行
使
し
て
は
な
ら
な
い
」
で
あ
る
と
い
え
よ
う
c

又
、
同
条
一
環
前
段
が
、
「
信
教
の

告
白
は
、
何
人
に
対
し
て
も
こ
れ
を
保
際
す
る
」
と
規
窓
し
て
い
る
の
は
、
車
接
的
に
は
人
権
と
し
て
の
信
教
の
自
由
を
保
障
し
た
も

の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
間
同
時
に
、
関
家
権
力
と
い
え
ど
も
侵
す
こ
と
の
で
き
な
い
信
仰
の
領
域
が
存
す
る
こ
と
を
承

認
し
た
も
の
マ
あ
っ
て
、

い
わ
ば
属
家
の
宗
教
へ
の
介
入
を
禁
止
し
た
規
定
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
、
憲
法
ニ

O
条
一

項
は
、
広
義
の
政
教
分
離
の
二
側
面
(
「
政
治
め
宗
教
へ
の
介
入
の
禁
止
」
と

2
一
小
教
の
政
治
へ
の
介
入
の
禁
止
」
)
を
、
そ
れ
ぞ
れ
前

段
と
後
段
に
お
い
て
具
体
化
さ
せ
、
設
費
さ
せ
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

さ
て
、
そ
の
憲
法
二

O
条

項
後
段
で
あ
る
が
、
先
ず
文
理
解
釈
上
、
〔
政
治
上
の
権
力
い
会
政
府
見
解
の
い
う
よ
う
に
「
統
治
権
」



宗教法第16号(1997)

に
限
定
す
る
の
は
、
言
葉
の
上
か
ら
い
っ
て
も
不
自
然
で
あ
ろ
う
。
又
、
何
を
根
拠
に
「
政
治
上
の
権
力
」
を
「
統
治
権
」
と
読
み
替

え
る
の
か
、
政
府
見
解
に
は
説
明
も
何
も
な
い
。
誕
っ
て
、
文
理
解
釈
か
ら
す
れ
ば
、
「
統
治
権
」
の
行
使
に
当
ら
な
い
場
合
で
あ
っ

て
も
、
「
政
治
上
の
権
力
」
の
行
使
に
な
る
こ
と
が
あ
り
う
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。

次
に
、
論
理
解
釈
と
し
て
、
問
項
は
、
右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
前
段
に
お
い
て
国
家
権
力
の
宗
教
へ
の
介
入
を
禁
止
し
、
後
段
に
お

い
て
宗
教
凶
体
の
政
治
へ
の
介
入
を
禁
止
し
た
も
の
と
解
す
る
の
か
合
理
的
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
後
段
は
ヱ
ホ
教
団
体
い
が
政
治

上
の
権
力
を
行
使
し
て
は
な
ら
な
い
と
明
記
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
憲
法
の
政
教
分
離
は
「
踏
家
の
宗
教
へ
の
介
入
」
の
み
を
禁
止

し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
ヱ
一
小
一
教
(
岡
山
体
〉
の
政
治
へ
の
介
入
」
ま
で
は
禁
止
さ
れ
な
い
と
す
る
主
騒
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
は
、
条
文
か

ら
も
開
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

又
、
問
項
は
、
宗
教
団
体
が
「
出
か
ら
特
権
を
受
け
」
た
り
「
政
治
上
の
権
力
を
行
使
」
し
た
り
し
て
は
い
け
な
い
と
規
定
し
て
い

-172-

る
わ
け
で
あ
っ
て
、
し
か
も
「
統
治
権
の
付
与
い
・
な
ど
「
特
権
」
の
最
た
る
も
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
問
項
が
吋
特
権
の
付
与
」
と

は
別
に
「
政
治
上
の
権
力
の
行
使
」
を
禁
止
し
て
い
る
以
上
、
こ
れ
を
政
府
見
解
の
い
う
よ
う
に
「
国
か
ら
正
式
に
統
治
権
を
授
け
ら

れ
て
、
こ
れ
を
行
使
す
る
こ
と
」
と
み
る
の
は
、
い
か
に
も
不
自
然
で
あ
り
、
「
統
治
権
の
行
使
」
に
歪
ら
な
い
何
ら
か
の
政
治
活
動

を
も
禁
止
し
た
も
の
と
解
す
る
の
が
妥
当
と
い
え
よ
う
。

さ
ら
に
、
史
料
約
に
は
不
十
分
な
が
ら
、
懲
法
一
一

O
条
一
項
後
段
の
成
立
選
程
か
ら
み
た
場
合
、
次
の
こ
と
が
い
い
う
る
。

先
ず

G
H
Qの
側
か
ら
箆
た
場
合
で
あ
る
が
、
現
行
憲
法
の
第
一
次
試
案
に
は
、
す
べ
て
の
聖
職
考
は
い
か
な
る
種
類
の
政
治
的
活

動
に
も
従
事
し
て
は
な
ら
な
い
旨
の
規
定
が
境
か
れ
て
お
り
、
聖
識
者
個
人
の
政
治
活
動
ま
で
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
こ
れ
は
襲

撃
E
対
し
て
誉
論
、
出
版
の
自
由
を
吾
定
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
の
反
対
が
あ
り
、
後
に
削
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
が
よ

こ
れ
に
代
っ
て
規
定
さ
れ
た
の
が
、
第
二
次
試
案
の
「
い
か
な
る
宗
教
団
体
も
、
出
か
ら
特
別
の
特
権
を
受
け
、
ま
た
は
政
治
的
機



威
を
行
使
し
て
は
な
ら
な
い
つ

t
o
g
-在
0
5
0晶
S
F
S丘
S
ち
と

M
5
2
Z
2宮
内
ル
と
開
設
三
阿
部
m
Z同

2
5
Sえ
w
S
F
H
5
2凶
器
円
三
話

相
万
円
い

H
H
n
m
w
M
防

丘

町

2
U
1
と
で
あ
る
。
こ
の
経
緯
に
つ
き
、
『
日
本
の
政
治
的
再
編
成
]
は
、
「
宗
教
関
体
が
行
な
う
政
治
活
動
の
禁
止

規
定
は
、
政
府
に
介
入
す
る
権
利
を
与
え
る
お
…
で
抵
険
で
あ
る
と
し
て
削
除
さ
れ
た
」
と
記
述
し
、
高
柳
賢
一
二
教
授
ら
は
、
「
聖
識
者

な
い
し
宗
教
屈
体
の
行
な
う
政
治
活
動
に
つ
い
て
は
禁
止
規
定
を
設
け
る
べ
き
で
は
な
い
が
、
宗
教
団
体
が
政
治
的
権
威
を
お
び
、
こ

(
3〉

れ
を
行
使
す
る
こ
と
は
禁
止
し
て
お
く
の
が
よ
い
と
考
え
ら
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
と
4

評
価
し
て
お
ら
れ
る
。

吏
に
マ
ッ
カ
!
サ
!
草
案
(
十
九
条
一
項
後
段
)
で
も
「
如
何
ナ
ル
宗
教
団
体
モ
国
家
ヨ
リ
特
権
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
無
カ
ル
ヘ
ク
又
政

治
上
ノ
権
限
ヲ
行
使
ス
ル
コ
ト
ナ
カ
ル
ヘ
シ
つ

2
0
2
z
m
F
0
5
c
mきい
E
けい
OHHmg-ご
2
3
2
明
。
母
訂
正
司
守
口
持
母
え
さ
日
岳
部
∞

g
F

区
市
防
昨
凶
伝
言
民
間

3

ご
と
さ
れ
、
宗
教
団
体
が
政
治
上
の
権
践
を
行
使
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ

れ
に
つ
き
、
ウ
ィ
リ
ア
ム

-
P
・
ウ
ツ
ダ
i
ド
は
「
彼
ら
〔
起
草
者
た
ち
〕
は
、
神
道
を
出
家
か
ら
追
放
す
る
こ
と
を
意
開
削
し
て
、
こ

ロ
{
〉
吋
出
un叩
吋
合
同
目
印

-173-

宗教BlH本の政協治動とその限界(8地)

「
八
九
条
に
か

ん
し
て
は
、
当
該
文
書
の
当
該
部
分
の
起
草
を
控
当
し
た
将
校
の
一
人
が
、
大
変
率
直
に
、
「
わ
れ
わ
れ
は
、
た
だ
宗
教
を
国
家
か
ら

{
4
)
 

分
離
し
た
い
と
思
っ
た
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
し
か
な
か
っ
た
の
だ
。
(
略
〉
」
と
述
懐
し
て
い
る
」
(
傍
点
、
引
用
者
)
己
保
述
べ
て

の
よ
う
な
政
策
の
結
来
何
が
超
こ
る
か
に
つ
い
て
患
い
を
め
ぐ
ら
す
こ
と
な
く
、
完
全
な
分
離
の
線
を
切
り
倒
い

、ー、
J
o

a
U
V
2弓そ

こ
で
次
に
、
日
本
備
の
対
応
を
み
て
み
よ
う
。
先
ず
、
最
初
の
自
本
側
案
で
あ
る
つ
一
一
丹
二
日
案
」
明
、
あ
る
が
、
第
十
八
条
ニ
墳

に
は
ヱ
一
小
川
枝
問
体
ハ
政
治
ニ
干
与
シ
又
ハ
鼠
ヨ
リ
特
権
ヲ
付
与
セ
ラ
ル
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
」
と
あ
り
、
こ
こ
で
は
宗
教
出
体
の
政
治
へ
の

(
「
関
与
」
と
同
義
で
あ
り
、
干
渉
と
い
っ
た
意
味
は
な
い
が
)
ま
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
悶
案
で
は
、

「
政
治
へ
の
干
与
の

(
援
の
「
政
治
上
の
権
力
の
行
使
の
禁
止
」
)
は
、
明
ら
か
に
「
特
権
の
村
与
」
と
は
加
の
も
の
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。



宗教務第16号れおの

次
の
「
憲
法
改
正
草
案
要
綱
桝
」
に
な
る
と
、
第
十
八
条
一
項
後
段
は
「
如
何
ナ
ル
宗
教
自
体
モ
間
関
家
ヨ
リ
特
権
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ナ
ク

立
政
治
上
ノ
権
力
ヲ
行
使
ス
ル
コ
ト
ナ
カ
ル
ベ
牛
コ
ト
」
と
し
、
宗
教
毘
体
が
「
政
治
上
ノ
権
力
」
を
行
使
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
規

定
と
な
っ
た
。
こ
の
点
、
英
文
で
は
第
二
次
試
案
よ
り
一
貫
し
て

d
o
H
E白色

2
p
cユ
ぞ
ョ
と
・
あ
り
、
な
ぜ
わ
が
揺
が
こ
れ
を
「
政
治

よ
ノ
権
力
」
と
訳
し
た
か
は
不
明
で
あ
る
。

ぞ
れ
は
と
も
か
く
、
以
上
の
経
過
か
ら
い
え
る
こ
と
は
、
憲
法
一
一

O
条
一
一
環
後
設
は
、
什
宗
教
家
個
人
の
政
治
活
動
を
禁
止
す
る
も

の
で
は
な
く
、

ω宗
教
間
体
の
政
治
話
動
そ
の
も
の
も
禁
止
し
て
い
な
い
こ
と
、
し
か
し
な
が
ら
、
白
宗
教
団
体
の
政
治
活
動
に
つ
い

て
は
自
ず
か
ら
一
定
の
限
界
が
あ
る
と
解
さ
れ
る
こ
と
〈
第

次
試
案
を
修
正
し
た
結
果
、
第
ニ
次
試
案
で
は
「
宗
教
団
体
の
政
治
活

動
は
禁
止
さ
れ
な
い
が
、
宗
教
間
体
が
政
治
的
権
威
を
お
び
、
こ
れ
を
行
慢
す
る
こ
と
は
禁
止
」
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
み
る
高
柳

教
授
ら
の
評
価
て
さ
ら
に
慨
憲
法
の
起
草
者
た
ち
は
「
政
治
の
宗
教
へ
の
介
入
」
だ
け
で
な
く
、
吋
宗
教
の
政
治
へ
の
介
入
」
を
も
禁
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止
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
た
と
解
さ
れ
る
こ
と
{
ウ
ッ
ダ
i
ド
、
一
二
淀
川
二
日
案
、
金
森
国
務
大
裂
の
答
弁
)
、
同
起
革
者
た
ち
は
「
政

リ
治
上
の
権
力
の
行
使
」
と
「
特
権
の
付
与
」
と
は
別
範
轄
の
も
の
と
考
え
、
条
文
上
も
は
っ
き
り
敢
闘
き
分
け
て
い
た
と
解
さ
れ
る
こ
と

(
特
に
マ
ッ
カ
!
サ

i
草
案
、

一
月
二
円
口
案
、
懲
法
改
正
撃
案
要
綱
〉
で
あ
る
。

〕
の
よ
う
に
、
憲
法
二

O
条

項
後
段
は
、
文
理
解
釈
お
よ
び
論
理
解
釈
上
の
み
な
ら
ず
、
成
立
退
程
に
照
ら
し
て
も
、
政
府
見
解

お
よ
び
通
説
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
と
は
別
義
の
も
の
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
ぞ
れ
ゆ
え
河
項
は
、
宗
教
盟
体
の
政
治
活
動
の
限

界
と
し
て
、
「
統
治
権
の
行
使
」
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
に
歪
ら
な
い
段
階
で
の
…
定
の
政
治
活
動
を
も
禁
止
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

告
宗
教
法
人
法
に
よ
る
制
限

更
に
、
法
人
格
を
取
得
し
た
宗
教
間
体
に
限
っ
て
い
え
ば
、
宗
教
関
体
の
政
治
活
動
に
つ
い
て
は
、
宗
教
法
人
法
上
も
、
「
宗
教
関



体
の
自
的
を
著
し
く
逸
脱
」
し
な
い
限
り
で
と
い
う
限
界
が
存
す
る
(
第
八

条
一
項
参
照
)
。

(
二
)
宗
教
団
体
の
政
治
活
動
の
磁
界

合
こ
の
よ
う
に
、
宗
教
節
体
の
政
治
活
動
に
つ
い
て
は
、
ハ
門
広
義
の
政
教
分
離
か
ら
く
る
限
界
、

M
W
憲
法
二
つ
条
…
項
後
段
に
よ
る

限
界
、
さ
ら
に
日
宗
教
法
人
法
に
よ
る
制
娘
、
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
は
、
宗
教
団
体
に
は
許
き
れ
な
い
政
治
活
動
と

は
何
か
。

母
こ
の
点
、
興
味
深
い
の
が
ア
メ
リ
カ
の
ケ
i
ス
で
あ
る
。
石
村
教
授
に
よ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
で
は
免
税
団
体
と
し
て
の
京
教
団
体

に
つ
い
て
は
、
あ
く
ま
で
免
税
措
誼
と
の
関
係
で
は
あ
る
が
、
「
信
仰
等
に
基
づ
く
活
動
の
自
由
と
政
治
と
宗
教
の
分
離
と
を
い
か
に

(5) 

確
保
す
る
か
」
と
い
う
点
に
つ
き
、
法
制
上
、

二
廷
の
恭
準
が
擁
立
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
の
内
閣
歳
入
法
典
五

O
一
条

(
C
)

〈
3
〉
は
、
宗
教
閤
体
を
含
む
公
益
慈
善
団
体
の
平
沼
動
の
実
質
的
部

同
条

(
h
)
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
き
、
法
律
制
定
に
影
響
を
及
ぼ
す
た
め
の
宣
怯
活
動
、
若
し
く
は
そ
れ
を
試
み
よ
う
と

す
る
こ
と
に
な
い
こ
と
、
又
は
会
戦
へ
の
候
補
者
の
た
め
に
政
治
活
動
へ
の
参
加
若
し
く
は
介
在
(
声
明
の
公
表
苦
し
く
は
領
お
を
合

す
な
わ
ち
、

ト
官
、

ぶ
ん
A
M

宗教間体の政治治動とその限界(s地)

む
)
す
る
こ
と
に
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
〈
傍
点
引
用
者
)
と
規
定
し
て
お
り
、
そ
の
活
動
が
「
実
費
的
に

(
S
Z
S
2
5
5」
政
治

(S) 

間
体
に
近
い
形
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
免
税
団
体
と
し
て
の
地
位
を
授
失
す
る
と
と
に
な
る
。

〈

7
)

つ
ま
り
、
「
実
質
的
に
政
治
活
動
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
」
わ
け
で
あ
る
が
、
と
の
実
質
的
な
政
治
活
動
と
は
、
右
法
典
に
示
さ
れ
て

、占陵、
Mnu.
、、

i
v
E
qふ
M唱
P

J

、

…
つ
は
「
選
挙
活
動
」
〈
公
職
へ
の
候
補
者
の
た
め
の
政
治
活
動
て
も
う
一
つ
が
「
立
法
活
動
」
〈
法
律
制
定
に
髭
響
を

及
ぼ
す
た
め
の
宣
伝
活
動
)
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
、
「
選
挙
活
動
な
Z
2
5志
向
島
ロ
m

刊
に
と
は
、
特
定
の
候
補
者
支
援
の
た
め
の
献
金
や
葉
集
め
等
を
指
し
て
い
る
が
、
こ

〈

8
)

の
選
挙
活
動
に
つ
い
て
は
、
厳
し
く
禁
じ
る
方
針
を
と
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
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③
次
に
、
わ
が
国
に
お
け
る
宗
教
自
体
の
政
治
活
動
に
つ
い
て
考
え
た
場
合
、
そ
も
そ
も
政
治
活
動
の
内
容
は
き
わ
め
て
多
種
、
多

様
で
あ
り
、
思
い
つ
く
ま
ま
に
そ
の
開
を
あ
げ
る
な
ら
ば
例
え
ば
い
け
「
選
挙
活
動
」
や
「
政
党
の
結
成
」
さ
ら
に
は
「
政
党
を
通
じ
て

直
接
政
治
を
動
か
す
」
よ
う
な
場
合
も
あ
れ
ば
、

ω政
治
上
の
主
義
、
主
張
の
広
報
、
宣
伝
活
動
、
具
体
的
に
は
出
版
、
意
見
広
告
、

街
頭
情
宜
、
集
会
、
デ
モ
行
進
と
い
っ
た
類
い
の
も
の
も
あ
り
、
更
に
日
間
開
会
や
地
方
議
会
に
対
す
る
陳
情
、
請
願
、
あ
る
い
は
条
例

の
制
定
、
改
廃
の
請
求
等
の
政
治
活
動
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
政
治
活
動
を
全
て
縞
羅
し
た
上
で
宗
教
団
体
の
政
治
活

動
の
限
界
を
定
め
る
な
ど
と
い
っ
た
こ
と
は
、
到
底
不
可
能
で
あ
る
。

そ
こ
で
先
の
ア
メ
リ
カ
の
倒
を
一
つ
の
参
考
に
し
て
考
え
た
場
合
、
ハ
刊
の
選
挙
活
動
や
政
党
結
成
仙
寺
は
ア
メ
リ
カ
の
「
選
挙
活
動
」
、

口
の
政
治
上
の
主
義
、
主
張
の
笈
信
等
や
川
口
の
盟
会
へ
の
陳
情
請
願
等
は
「
立
法
活
動
」
と
重
一
な
る
部
分
が
多
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の

う
ち
、

ωに
つ
い
て
は
、
宗
教
間
体
に
も
表
現
の
自
由
が
保
障
さ
れ
て
お
り
、
わ
が
慢
で
は
基
本
的
に
問
題
は
な
か
ろ
う
。
又
、
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つ
い
て
も
、
憲
法
の
保
障
す
る
請
殿
様
や
地
方
自
治
法
の
保
障
す
る
条
例
の
制
定
改
廃
議
求
権
等
の
行
使
に
あ
た
り
、
当
然
、
宗
教
間

体
に
も
保
障
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

問
題
は
け
の
ケ

i
ス
で
あ
る
が
、
わ
が
罰
で
は
も
ち
ろ
ん
、
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
に
公
職
へ
の
候
補
者
の
支
援
活
動
そ
の
も
の
が
禁
止

さ
れ
る
な
ど
と
い
っ
た
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
し
か
し
「
選
挙
活
動
」
と
い
う
場
合
に
も
、
様
々
な
形
態
が
あ
り
う
る
し
、
宗
教
団

体
に
よ
る
「
政
党
の
結
成
」
さ
ら
に
は
「
そ
の
政
党
を
通
じ
て
の
宗
教
団
体
に
よ
る
政
治
支
配
」
な
ど
と
い
っ
た
事
態
も
想
定
す
る
な

ら
ぱ
、
「
広
義
の
政
教
分
離
」
や
「
憲
法
ニ

O
条
一
一
環
後
段
」
さ
ら
に
は
「
宗
教
法
人
法
」
に
よ
る
樹
限
等
が
当
然
考
え
ら
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

ぞ
れ
故
、
以
下
の
よ
う
に
、
問
題
と
な
り
う
る
宗
教
毘
体
の
政
治
活
動
を
、
い
さ
さ
か
大
胆
で
は
あ
る
が
、
統
治
過
程
へ
の
直
接
参

商
に
限
定
し
た
よ
、
五
段
階
に
分
類
し
、
各
段
階
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。



川
内
山
泳
教
語
体
の
構
成
員
た
る
傭
人
の
政
治
活
動

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
勿
論
、
何
ら
間
観
は
存
し
な
い
。
と
い
う
よ
り
も
、
正
確
に
い
え
ば
、
こ
れ
は
「
宗
教
菌
体
」
と
し
て
の
政
治

活
動
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
閏
民
側
人
の
政
治
活
動
で
あ
る
か
ら
、
政
教
分
離
と
も
宗
教
法
人
法
と
も
無
関
係
で
あ
る
。

〈

9
)

ち
な
み
に
、
憲
法
は
宗
教
を
尊
重
す
る
立
場
に
立
っ
て
お
り
、
政
治
の
倫
遊
性
を
高
め
、
政
治
に
理
想
と
皆
様
を
与
え
る
た
め
に

も
、
政
治
家
億
人
が
諜
教
的
信
仰
や
信
念
を
も
っ
て
政
治
に
当
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
望
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

制
宗
教
郎
体
に
よ
る
組
織
的
な
選
挙
活
動

選
挙
活
動
に
つ
い
て
は
、
表
現
の
自
由
や
参
政
権
等
の
関
係
か
ら
、
宗
教
関
体
に
も
一
定
の
活
動
は
保
障
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
例
え
ば
、
宗
教
出
体
が
特
定
候
補
を
披
襲
、
支
持
し
た
り
す
る
程
疫
の
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ
と
は
異
な
り
、
他
の
各
線
利
議
開
体

と
降
様
、
宗
教
団
体
に
も
認
め
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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た
だ
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
広
義
の
政
教
分
離
か
ら
く
る
限
界
が
あ
り
う
る
は
ず
で
あ
り
、
単
に
利
益
代
表
令
送
る
程
設
の
「
政
治

参
加
」
で
あ
れ
ば
と
も
か
く
、
宗
教
関
体
と
し
て
の
本
来
の
隠
的
安
逸
脱
し
、
「
政
治
へ
の
介
入
」
に
当
る
よ
う
な
組
経
的
な
選
挙
活

安芸教団体!l)政治活動とその淑界o主総)

動
は
、
阿
波
間
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

料
宗
教
関
体
に
よ
る
政
党
の
結
成

こ
れ
に
つ
い
て
も
、
結
社
の
自
由
や
表
現
の
自
由
と
広
義
の
政
教
分
離
と
の
関
係
か
ら
、
議
論
の
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

先
ず
、
宗
教
語
体
の
構
成
長
た
る
個
々
人
が
主
体
ど
な
っ
て
、
告
発
的
に
、
宗
教
団
体
と
は
別
に
政
治
結
社
や
政
党
を
結
成
す
る
こ

と
は
、
当
然
可
能
で
あ
る
。

こ
の
点
、
確
か
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
限
っ
て
み
て
も
、
宗
教
名
を
寂
し
た
政
党
は
い
く
つ
も
存
寵
す
る
。
た
と
え
ば
、
良
く
判
引
き
合
い

に
出
さ
れ
る
ド
イ
ツ
の

リ
ス
ト
数
民
主
同
盟
・
社
会
詞
盟
」
を
初
め
と
し
て
、
イ
タ
リ
ア
の
「
キ
リ
ス
ト
教
民
主
党
」
や
ベ
ル
ギ
ー
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の
「
キ
リ
ス
ト
教
社
会
党
」
な
ど
、
西
歌
諸
闘
に
限
っ
て
み
て
も
、
有
力
な
宗
教
政
党
が
存
在
す
る
の
は
事
実
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
国
々
は
、

い
ず
れ
も
「
公
認
教
制
」
に
属
し
(
イ
タ
リ
ア
は
つ
い
先
年
ま
で
出
教
制
で
あ
っ
た
て

キ

リ
ス
ト
教
会
が
公
法
人
と
し
て
崩
か
ら
保
護
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
剥
々
で
あ
る
か
ら
、
わ
が
関
と
は
事
情
も
背
景
も
全
く
異
な
る
。
現

に
、
我
が
間
関
と
同
じ
「
狭
義
の
政
教
分
離
制
」
の
悶
々
に
限
っ
て
云
え
ば
、
例
え
ば
ア
メ
リ
カ
に
は
宗
教
政
党
は
存
在
し
な
い
し
、

フ

ラ
ン
ス
に
も
か
つ
て
キ
リ
ス
ト
教
民
、
主
党
が
存
在
し
た
こ
と
も
あ
る
が
、
一
九
六
七
年
に
は
畏
主
中
立
派
へ
吸
収
さ
れ
、
今
日
で
は

(mw) 

数
政
党
は
事
在
し
な
い
。
従
っ
て
、
狭
義
の
政
教
分
離
闘
で
は
、
宗
教
政
党
の
存
在
は
ほ
と
ん
ど
考
え
ら
れ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う

か
更
に
、

(日〉

一
口
に
宗
教
政
党
と
は
い
っ
て
も
、
そ
の
実
態
は
様
々
で
あ
る
。
そ
こ
で
河
烏
教
援
の
論
穏
を
も
と
に
、

ド
イ
ツ
の
キ
リ

ス
ト
教
民
主
同
盟
e

社
会
開
盟
の
場
合
を
み
て
み
よ
う
。
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ナ
チ
ス
と
先
の
大
戦
に
よ
っ
て
徹
底
的
に
説
家
が
破
壊
さ
れ
、
人
心
も
荒
廃
の
様
に
逮
し
た
敗
戦
開
(
旧
西
)
ド
イ
ツ
で
は
、
戦
後
、

キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
に
よ
っ
て
出
家
を
再
建
す
る
た
め
に
、
現
在
の
与
党
で
も
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
躍

(
C
D
じ
て

キ
リ
ス
ト

教
社
会
開
盟

(
C
S
U
〉
と
い
っ
た
政
党
が
宗
派
を
超
え
て
結
成
さ
れ
、
戦
後
の
属
政
令
拐
っ
て
き
た
。

初
期
郊
の

C
P
む
/
C
S
U
は
、
特
に
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
指
導
的
撃
戦
者
に
よ
っ
て
強
く
支
持
さ
れ
、
ア
デ
ナ
ウ
ア
!
政
権
時
代
に

は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
選
挙
の
た
び
に

C
D
U
/
C
S
Uを
支
接
し
た
。
投
票
日
の
直
前
に
説
教
墳
か
ら
司
教
の
共
問
教
番
が
朗
読

(
刊
川
)

さ
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
的
秩
序
を
実
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
候
補
者
の
み
に
投
棄
す
る
よ
う
訴
え
て
き
た
と
い
う
。
そ
し
て
こ
れ
に
蕗

ぇ
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
の
多
く
も

C
D
U
/
C
S
む
を
支
持
し
て
き
た
。

し
か
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と

C
D
む
/
C
S
む
が

体
か
と
い
え
ば
、
決
し
て
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
実
態
は

逆
で
あ
る
。
あ
る
研
究
報
告
に
よ
れ
ば
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
で

C
D
U
に
投
票
し
た
人
の
割
合
は
、

九
州
間
三
年
で
四
五
・
一
一
一
パ

i
セ



ン
ト
、

一
九
八

O
年
で
五

-
ニ
パ

i
セ
ン
ト
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
又
、
こ
れ
を
裏
付
け
る
よ
う
に
、
別
の
研
究
報
告
で
も
、
戦
後

三
0
年
間
三
九
五
一
二
年
j
八
一
一
一
年
〉
の
、
カ
ト
リ
ッ
ク
選
挙
誌
の

C
D
U
へ
の
平
均
投
票
率
は
約
六
O
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
と
い

一
九
限
九
年
以
来
一
四
年
間
に
わ
た
っ
て
宰
相
の
座
に
あ
っ
た
ア
デ
ナ
ウ
ア
!
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
で
あ
っ
た
が
、
彼
は

(uv 

戦
後
期
ず
く
か
ら
、
政
党
は
「
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
遊
間
体
で
は
な
い
」
(
傍
点
、
引
用
者
)
と
強
調
し
て
い
た
。

ぅ
。
又
、

吏
に
今
日
で
は
、
選
挙
夜
前
に
キ
リ
ス
ト
教
会
の
説
教
墳
か
ら
あ
か
ら
さ
ま
な
政
治
説
教
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
カ
ト
リ
ッ

ク
信
徒
の
中
に
さ
え
拒
絶
反
応
が
韮
倒
的
に
強
く
、

C
D
U
/
C
S
U
の
鱗
領
、
教
会
と
の
関
係
、
党
員
構
成
や
支
持
層
と
い
う
点
で

も、

C
D
U
/
C
S
Uを
も
っ
ぱ
ら
キ
リ
ス
ト
教
会
、
と
く
に
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
「
政
治
的
行
動
部
隊
」
と
み
な
す
こ
と
は
正
確
で

-
(
M時
)

は
な
い
、
と
河
島
教
授
は
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
、
こ
れ
が

C
D
U
/
C
S
U
の
実
態
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
宗
教
政
党
と
は
い
つ
で
も
、
教
会
(
宗
教
団
体
)
と
政
党
と
は
決
し
て
一
体
で
は
な
く
、
形
式
的
に
も
実
費
約
に
も

(

刊

日

)

明
確
に
分
離
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
事
実
こ
そ
、
会
認
教
制
の
儲
で
も
広
義
の
政
教
分
離
が
行
わ
れ
て
い
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る
こ
と
を
実
証
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
ぞ
れ
故
、
狭
義
の
政
教
分
離
国
で
あ
る
わ
が
樹
で
は
、
宗
教
関
体
に
よ
る
政
党
の
結
成
は
疑

問
で
あ
り
、
と
り
わ
け
宗
教
関
体
と
政
党
が
組
織
的
、
人
事
的
に
事
実
上
一
体
と
な
っ
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
広
義
の
政
教
分
離

{
民
)

か
ら
み
て
違
憲
の
疑
い
が
強
い
と
思
わ
れ
る
。

似
宗
教
国
体
な
い
し
宗
教
出
体
と
事
実
上
一
体
の
政
党
に
よ
る
政
治
支
配
な
い
し
政
治
介
入

こ
の
よ
う
な
場
合
は
、
広
義
の
政
教
分
離
か
ら
し
て
も
、
憲
法
二

O
条
一
項
後
段
の
解
釈
か
ら
し
て
も
、
憲
法
違
反
の
疑
い
は
濃
厚

と
み
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
の

こ
の
点
、
す
で
に
連
べ
た
よ
う
に
、
宗
教
国
体
に
よ
る
政
党
の
結
成
自
体
、
広
義
の
政
教
分
離
か
ら
み
て
疑
義
が
あ
る
と
こ
ろ
で
あ

り
、
仮
に
結
成
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
少
く
と
も
宗
教
団
体
と
政
党
と
は
形
式
的
に
も
実
費
的
に
も
明
確
に
分
離
さ
れ
な
け
れ
ば
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な
ら
な
か
っ
た
り
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
宗
教
盟
体
と
政
党
と
が
事
実
ト
二
日
俸
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
違
憲
の
疑
い
は
強
い
も
の
と
な

る
。
加
え
て
、
そ
の
よ
う
な
宗
教
政
党
に
よ
っ
て
現
実
に
韻
致
が
捜
断
さ
れ
る
よ
う
な
事
態
が
生
ず
れ
ば
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
「
宗
教

に
よ
る
政
治
支
配
な
い
し
政
治
介
入
」
で
あ
っ
て
、
近
代
国
家
の
基
本
原
則
に
反
す
る
の
み
な
ら
ず
、
憲
法
二

O
条
一
項
後
設
の
「
政

治
上
の
権
力
の
行
使
」
に
当
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
は
、
財
界
や
農
業
団
体
な
ど
の
政
治
介
入
は
認
め
な
が
ら
、
宗
教
師
体
の
政
治
介
入
を
禁
止
す
る
の
は
問
題
で
は
な

い
か
、
と
い
っ
た
反
論
も
関
か
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
反
論
は
見
当
違
い
も
蓄
し
い
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
も
そ
も
政
教
分

離
の
何
た
る
か
を
理
解
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
く
る
も
の
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
れ
と
も
、
現
行
憲
法
は
、
財
界
、
農
業
団
体
、

労
働
組
合
な
ど
の
政
治
介
入
を
禁
止
し
、
そ
れ
ら
と
政
治
と
の
分
離
を
定
め
て
い
る
と
怖
に
も
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

判
宗
教
団
体
に
よ
る
「
統
治
権
」
の
一
行
使
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こ
れ
は
非
現
実
的
な
事
態
で
あ
ろ
う
が
、
政
府
見
解
も
認
め
る
よ
う
に
、
当
然
違
憲
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
上
、
宗
教
頴
体
の
政
治
活
動
に
つ
き
、
選
挙
運
動
か
ら
政
党
の
結
成
さ
ら
に
は
宗
教
政
党
に
よ
る
政
治
支
配
・
介
入
と
い
う
よ
う

に
、
段
階
を
追
っ
て
検
討
を
試
み
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
け
っ
し
て
網
羅
的
な
も
の
で
は
な
い
し
、

各
段
階
に
つ
い
て
も
違
憲
か
合
憲
か
の
判
断
が
難
し
い
ケ
i
ス
も
多
い
。
し
か
し
少
く
と
も
似
か
ら
似
の
段
階
は
グ
レ
イ
・
ゾ

i
ン
と

で
も
い
う
べ
く
、
憲
法
上
許
き
れ
な
い
も
の
も
当
然
含
ま
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
従
来
、
辺
郡
教
組
体
の
政
治

活
動
は
禁
止
さ
れ
な
い
」
と
の
政
府
見
解
を
も
と
に
、
あ
た
か
も
「
統
治
権
の
行
使
」
に
至
ら
な
け
れ
ば
、
宗
教
酷
体
の
い
か
な
る
政

治
活
動
も
、
さ
ら
に
は
・
政
治
支
配
政
治
介
入
で
さ
え
許
さ
れ
る
か
の
如
き
解
釈
が
一
部
の
人
々
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し

こ
れ
は
、
極
め
て
接
関
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
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〈2
)

艇
眠
中
本
数
掛
慨
も
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
「
政
教
分
厳
は
、
関
家
が
宗
教
団
体
の
活
動
に
干
渉
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
だ
け
で
な
く
、
宗
教
閉
山
体
が
富
家

統
治
け
い
子
渉
す
る
こ
と
を
も
警
惜
賦
し
て
い
る
の
で
あ
る
J

と
。
ち
な
み
に
、
教
授
も
「
政
教
分
離
原
則
と
は
『
固
な
ど
の
宗
教
へ
の
介
入
、
関
与
を
務
徐
す
る
鍾

愛
マ
あ
号
、
噌
ホ
晶
税
関
関
体
が
数
治
活
動
を
排
除
す
る
趣
旨
刊
に
は
な
い
』
と
理
解
し
て
き
た
内
閣
法
制
局
の
公
式
見
解
は
、
再
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
、
三

期
慨
し
て
お
ら
れ
る
〈
荻
本
塁
或
「
信
教
の
自
由
」
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
-
九
九
六
年
五
月
一
日
十
五
日
号
、
一
九
六
頁
)
。

又
、
持
品
鰐
制
品
税
峰
慌
も
‘
日
本
題
憲
法
は
「
政
治
の
宗
教
へ
の
介
入
の
禁
止
」
と
「
宗
教
の
政
治
へ
の
支
配
へ
の
禁
止
一
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
た
上
、
「
後

者
に
つ
い
て
は
十
分
に
箆
誕
糊
さ
れ
て
い
な
い
き
ら
い
が
あ
る
。
い
ま
、
日
本
で
問
題
に
す
べ
き
政
教
分
離
原
則
は
後
者
で
あ
る
」
と
指
織
し
て
お
ら
れ
る
(
北
野
・

前
相
持
論
文
(
第
三
家
没
鈴
)
開
閉
五
一
員
)
。

〈2
〉
官
商
務
賢
三
・
大
友
一
郎
・

8
中
英
夫
「
日
本
国
出
憲
法
制
定
の
過
程
I
原
文
と
翻
訳
』
(
一
九
九
五
年
)
二

O
一一員。

〈3
)

開
門
『
自
本
間
関
憲
法
制
軒
{
廷
の
遜
程
E
解
説
』
(
一
九
九
五
年
)
一
六
二
頁
。

〈4
〉
ウ
ィ
リ
ア
ム

-
p
'
ウ
ア
ダ
i
ド
、
前
門
部
美
談
訳
『
天
皇
と
神
道
事

G
H
n
Q
の
宗
教
政
策
」
(
一
九
八
八
年
)
八
六
頁
。

〈5
)

石
村
耕
治
『
ア
メ
ワ
カ
達
制
時
税
財
政
法
の
構
造
』
(
平
成
七
年
)
一
一
一
七
二
頁
。

(S)

問
「
公
益
法
人
課
税
の
現
状
と
談
窓
(
九
)
」
「
勾
列
国
税
解
説
速
報
』
(
昭
和
六
O
年
六
月
二
八
日
)
一
一

O
頁。

{7)

問
「
問
問
右
(
八
)
」
『
田
門
右
』
(
間
昭
和
ム
ハ
O
年
六
月
八
日
)
一
六
頁
。

(8)

日
ウ
前
掲
害
(
本
章
注
山
川
)
一
二
七
二
実
。

(9)

相
沢
久
『
現
代
毘
家
に
お
け
る
宗
教
と
放
治
」
(
一
九
七
七
年
)
一
七
三
官
員
参
照
。

(
凶

)
G
-
サ
ル
ト
1
リ
、
関
沢
喜
恵
美
、
山
野
秀
之
訳
「
輯
明
代
政
党
学
〔
紙
袋
綴
こ
(
一
九
九
二
年
)
二
三
し
八
策
、
二
七
O
一政渉開一。

(
日
)
河
島
幸
夫
「
〈
宗
教
政
党
V

と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
鐙
a

校
会
部
門
箆
L

宮
坂
キ
ヲ
ス
ト
教
セ
ン
タ

i
総
司
戦
後
ド
イ
ツ
の
光
と
影
い
〈
一
九
九
波
町
十
)
一

一
八
頁
以
下
。

(
ロ
〉
同
門
布
、
二
二
一
一
員
。

(
日
〉
問
拐
、
一
一
一
七
真
c

(M)

向
布
、
問
一
世
良
c

(
お
)
例
え
ば
フ
ラ
ン
ス
の
叶
人
民
共
和
派
」
に
つ
い
て
、
総
沢
教
授
は
次
の
よ
う
に
閣
総
べ
て
お
ら
れ
る
。
「
渓
代
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
を
表
翁
板
に

-181-
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し
て
い
る
政
党
は
「
人
民
共
和
刊
派
』
〈

M
R
P
)
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
問
党
は
カ
ト
リ
ッ
ク
系
政
治
勢
力
を
終
合
す
る
と
い
う
B
標
を
か
か
げ
て
い
る
。
そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
こ
で
も
教
会
が
党
員
を
指
命
す
る
と
い
う
棚
関
係
も
な
い
し
、
ま
た
何
と
い
っ
て
も
日
間
党
は
少
数
党
に
す
ぎ
な
い
。
一
(
傍
点
、
引
開
用
者
)
(
稲
沢
・

前
掲
舎
)
{
設
〈
き
)
)
一
九
七
頁
。

(
凶
)
こ
の
点
、
奥
村
教
授
は
「
宗
教
団
体
に
よ
る
政
党
支
配
」
を
も
っ
て
「
政
治
上
の
織
力
の
行
俊
一
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ

る
。
「
殺
国
の
よ
う
に
、
出
品
党
の
意
向
を
抜
き
に
し
て
は
政
策
決
定
の
な
し
え
な
い
政
党
問
家
に
あ
っ
て
は
、
政
党
自
体
が
機
カ
の
…
糊
興
を
絞
っ
て
い
る
と
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
し
、
す
〈
、
政
党
助
成
淡
に
よ
り
政
党
に
は
後
党
交
付
金
が
助
成
さ
れ
て
必
り
、
時
以
党
は
持
以
前
約
に
も
八
ム
仙
約
九
袖
官
仲
筏
で
あ
る
e

従
ヮ
て
、
掛
紙
交
を
支
依

す
る
こ
と
を
も
っ
て
、
吋
政
治
上
の
織
力
い
の
行
僚
と
制
概
念
ず
る
こ
と
は
十
分
可
能
で
あ
ろ
う
J
〈
悶
門
・
後
織
論
文
〈
第
一
爺
淀
川
)
六
一
二
頁
〉
。

五

お

わ

り

こ
の
よ
う
に
、
憲
法
二
つ
条
一
項
後
段
の
、
宗
教
国
体
に
よ
る
「
政
治
上
の
権
力
の
行
使
い
の
禁
止
に
つ
い
て
の
政
府
見
解
は
、
き
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わ
め
て
疑
問
の
多
い
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ぞ
れ
故
、
政
府
見
解
の
見
護
し
は
不
可
欠
で
あ
り
、
先
の
似
か
ら
ω間
で
連
ベ
た
グ
レ
イ
a

ゾ
i
ン
の
う
ち
、
明
ら
か
に
「
宗
教
出
体

に
よ
る
政
治
文
配
な
い
し
政
治
介
入
い
に
当
る
よ
う
な
政
治
活
動
は
、
当
熱
禁
止
さ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
(
仮
に
「
政
治
支
配
・
介

と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
可
少
く
と
も
、
「
統
治
権
の
行
使
」
に
歪
ら
な
い
段
階
で
も
、
宗
教
富
体
の
政
治
活
動
の
中
に
は
憲
法
上

許
き
れ
な
い
も
の
が
あ
り
、
決
し
て
無
制
限
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
を
田
明
言
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

〔
追
記
〕
詳
し
く
は
、
拙
著
司
政
教
分
離
惜
の
維
持
組
』
(
近
刊
)
を
御
参
照
穎
い
た
い
。


