
ド
イ
ヅ
の
宗
教
団
体
の
自
律
性
(
自
己
決
定
権
〉

滑

水

譲

早
稲
回
大
学
名
誉
教
授
)

は

め

じ

ワ
イ
マ

i
i
N
憲
法
の

条
項
は
、
ボ
ン
基
本
法
第
一
題
。
条
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
た
が
、
宗
教
団
体
は
、

て
の
人
に

適
用
さ
れ
る
法
律
の
制
限
の
範
頭
市
内
〕
で
自
ら
{
菌
有
の

事
項
を
独
立
に
処
殺
し
、
管
理
す
る
」

権
利

一
一
一
七
条
一
一
一
項
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を
有
し
、
さ
ら
に
ヱ
一
小
教
盟
体
は
、
閉
ま
た
は
〔
市
長
治
〕
市
町
村
の
協
力
な
し
に
役
殺
を
授
与
す
る
い
〈

権
利
を
有
す
る
。

ドイツの宗教凶体の関手整役{自己決定権)(i毒水j

こ
の
規
定
に
よ
っ
て
、
名
宗
教
団
体
、
と
く
に
教
会
は
、
い
わ
ゆ
る
「
自
己
決
定
権
」
宏
保
障
さ
れ
て
い
る
。

(1) 

隠
さ
れ
た
「
自
己
決
定
機
」
の
重
要
な
事
鰐
で
あ
る
。
こ
の

文
も

一
般
的
に
保

を
め
ぐ
る
問
題
は
多
岐
に
わ
た
り
、

さ
ま
ざ
ま
な
論

議
が
繰
関
さ
れ
て
き
た
。
ド
イ
ツ
の
主
要
な
宗
教
間
体
で
あ
る
福
音
主
義
教
会
お
よ
び
ロ

i
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
、

い
ず
れ
も

「
毘
有

の
裁
判
権
が
語
め
ら
れ
て
い
る
。
も
と
よ
り
ロ

i
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
、
歴
史
的
に
連
続
と
し
て
続
い
て
き
た
長
い

伝
統
を
も
っ
て
い
る
が
、
福
音
主
義
教
会
の
歴
史
は
辻
較
的
に
浅
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
教
会
の
と
っ
た
法
的
行
為
に
つ
い
て
、
附
到
の
裁

〈

2
〉

判
所
が
「
言
法
的
」
解
決
を
は
か
る
ま
え
に
、
ま
ず
そ
の
先
決
問
問
題
と
し
て
、
教
会
法
上
の
問
題
と
し
て
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
教
会
内
部
で
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
教
会
に
は

の
」
事
項
を
独
自
に
形
成
す
る
こ
と
が
保
慨
さ
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
他
方
、
「
す
べ
て
の
入
に
適
用
さ
れ

を
尊
重
す
る
よ
う
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
。
教
会
と
い
え
ど
も
世
俗
的
世
界
に
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営
為
す
る
存
在
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
た
め
教
会
の
事
項
に
関
す
る
韻
の
数
料
利
権
の
範
覇
に
つ
い
て
も
争
わ
れ
て
き
た
。
「
教
会

の
自
律
性
」
を
保
持
す
る
う
え
で
、
役
職
の
授
与
が
保
際
怒
れ
て
い
る
が
、
投
融
機
衰
の
態
務
関
係
に
係
わ
る
争
訟
が
践
に
委
譲
さ
れ
た

事
例
が
あ
る
が
、
教
会
の
裁
判
権
と
閣
の
裁
判
権
と
が
競
合
す
る
可
能
性
は
現
殺
の
と
こ
ろ
議
か
明
、
あ
る
。
用
問
の
裁
判
権
が
教
会
の
職

{
3〉

権
に
対
し
、
少
な
か
ら
ず
自
制
し
て
い
る
か
ら
当
然
の
こ
と
と
い
え
る
。

A
・
F
・
v
・
カ
ン
ベ
ン
ハ
ウ
ゼ
ン
〉
H
a
m
d
t吋・〈

2
・ハ
U
出
'
H
M
M
M
M

幸町
M
m
w
M
M

窓口

お
よ
び

会
の
分
離
」
と
と
も
に
教
会
、
と
く
に
「
宗
教
団
体
の
患
己
決
定
機
」
は
、
〈
ド
イ
ツ
関
家
教
会
法
秩
序

V
の
第
一

(4) 

要
祝
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
、

M
・
ヘ
ッ
ケ
ル
記
号
付
い
お
広
告
宮
山
の
一
言
葉
安
則
引
用
し
て
、

の
国
家
教
会
法
の
ニ
認
吋
命
的
3
a
一は、

(
5〉

ワ
イ
マ

l
ル
[
ラ
イ
ヒ
」
憲
法
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
教
会
政
策
体
系
の
核
で
あ
り
、
中
心
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
本
報
告
の
テ
l

マ
は
、
「
宗
教
団
体
の
自
律
性
」
で
あ
る
が
、

j
a
リ
ス
ト
ル
向
。
加
さ
Y

T
広
三
お
よ
び

D
・
ピ
ア
ソ
ン
ロ
肝
伯
仲
吋
仲
谷
市
町

mg
編
著
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「
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
間
家
教
会
法
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』
第
一
巻
(
一
九
九
留
年
・
改
訂
第
二
課
〉
{
以
下
、
単
に
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
と
い
う
〕

の
な
か
で
、

ヘ
ツ
セ
が
そ
の
論
考
「
教
会
お
よ
び
宗
教
富
体
の
自
己
決
定
権
」
で
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
自
律
性
」
(
〉
口
付
O

M

M

O

B

芝

と
い
う
周
一
請
は
、
か
つ
て
裁
判
所
で
用
い
ら
れ
た
こ
と
も
あ
る
が
、

〈

5
)

な
る
用
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
教
会
、
と
り
わ
け
宗
教
団
体
の
自
己
決
定
権
は
、

一
般
に
は
「

B
己
決
定
権
」
(
ロ

2
F
F
a
r
a
t
g
g
s
m
m
g
n
y
c

一
八
四
八
年
プ
ロ
イ
セ
ン
憲
法
第

条

に
規
定
さ
れ
て
以
来
、
ド
イ
ツ
国
家
教
会
詮
の
〈
確
窟
た
る
構
成
要
素
〉
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
法
規
は
現
在
、
国
家
と
教
会
な
い

(7) 

し
宗
教
賠
体
の
照
関
係
の
法
的
秩
序
の
基
本
要
素
の
一
つ
で
あ
る
。
二
文
に
つ
い
て
は
、
少
し
く
触
れ
た
が
、
問
題
が
多
岐
に
わ
た
り
、

そ
の
全
貌
を
開
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
隈
難
で
あ
る
。
本
報
告
で
は
一
文
を
中
心
に
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

ド
イ
ツ
に
お
け
る
家
教
生
活
の
変
北



第
二
次
大
戦
後
、
ま
ず
宗
教
生
坊
に
多
様
な
変
化
が
み
ら
れ
た
。
ぞ
れ
は
宗
教
人
口
の
変
先
に
み
ら
れ
る
。
一
九
六

〈

S
)

邦
共
和
国
(
旧
西
ド
イ
ツ
)
住
民
の
九
悶
・
六
%
が
搭
膏
主
幾
教
会
も
し
く
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
属
し
て
い
た
。

年
当
時
の
連

一
九
六
七
年
に

開
催
さ
れ
た
ブ
ラ
ン
ク
ブ
ル
ト
の
国
法
学
者
大
会
で
は
、
明

、
竹
基
本
法
の
も
と
に
お
け
る
教
会
」
を
テ
1

マ
に
し
て
、

M
・
ヘ
ッ
ケ
ル
と

A
-
ホ
ラ
i
バ
ッ
ハ

っ
て
い
る
。
ぞ
の
際
、
人
口
の
九
五
%

〉
阿
部
M
mお
ロ
ハ
阿
部
吋

(g〉

が
二
つ
の
大
教
会
の
い
ず
れ
か
に
属
し
て
い
る
こ
と
が
爵
援
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
ヘ
ッ
セ
は
、

「
現
夜
の

社
会
的
変
革
の
推
移
の
過
程
で
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
お
よ
び
教
会
生
揺
は
、
特
定
の
勢
力
に
よ
り
総
人
的
か
っ

〈

mw)

ま
し
く
な
い
影
響
を
受
け
て
い
る
」
こ
と
を
明
確
に
し
た
。
す
で

っ
て
好

ヘ
ッ
セ
は
、

K
-
ラ
1
ナ
j
州
内
削
W

吋
川
河
隣
町
川
口
叩
吋
と
と
も
に

ド
イ
ツ
で
「
キ
リ
ス
ト
教
的
過
去
と
キ
リ
ス
ト
教
的
な
弁
護
者
」
と
と
も
に
〈
異
教
者
集
問
〉
と

〈
彼
ら
の
中

〈

竹

川

〉

に
は
「
若
者
セ
ク
ト
」
な
い
し
「
若
者
宗
教
」
と
呼
ば
れ
る
集
語
も
い
る
)
の
台
頭
を
認
め
ぎ
る
を
得
な
か
ワ
た
。
こ
の
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教
者
集
団
の
台
頭
に
た
い
し
、
既
存
の
キ
リ
ス
ト
教
社
会
は
、
そ
の
中
核
を
な
す
表
者
の
心
を
十
分
に
挺
え
き
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ

ろ
う
。
と
も
あ
れ
当
時
の
教
会
の
状
況
に
若
者
が
不
満
を
指
き
、
少
な
か
ら
ず
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
こ
と
は
相
像
に
難
く
な
い
。
し

か
し
そ
れ
が
伝
統
的
な
キ
リ
ス
ト
教
社
会
を
根
底
か
ら
揺
る
が
す
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
既
成
教
会
の
状
況
に
欝
醒

を
促
す
程
度
に
と
ど
ま
っ
た
の
か
、
逆
に
、
彼
ら
は
キ
リ
ス
ト
教
の
社
会
的
評
価
を
適
切
に
理
解
し
て
い
た
と
昔
、
え
る
で
あ
ろ
う
か
、

〈ロ)

論
議
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ぞ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
ヘ
ッ
セ
が
描
い
た
シ
ナ
リ
オ
が
次
第
に
現
実
味
を
帯
び
て
き
た
。

九
九
一
一
年
一
二
晃
一
一
一
一
告
に
、
氾
連
邦
の
諸
ラ
ン
ト
(
ベ
ル
リ
ン
を
除
く
)
で
、
人
口
の
八
一
%
が
両
大
教
会
の
一
つ
に
属
し
て

(
臼
)

い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

一
般
人
の
日
々
に
と
っ
て
教
会
の
意
義
お
よ
び
そ
の
説
教
を
と
お
し
て
の
宣
教
活
動

は
、
新
ド
イ
ツ
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
教
会
的
な
社
会
秩
序
の
受
容
は
、
紛
れ
も
な
く
後
退
し
て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
生
活
領
域
で
八
世

(
M
H〉

俗
化

V
が
急
連
に
進
め
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る

c
Aキ
リ
ス
ト
教
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

V
は
重
要
性
を
失
っ
て
き
た
。
人
々
の
巨
常
生
活
に
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た
い
す
る
教
会
の
拘
束
力
は
緩
め
ら
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
及
び
教
会
に
対
す
る
あ
か
ら
さ
ま
な
敵
意
に
、
往
々
に
し
て
屈
し
て
し
ま
う
か

(
お
)

の
よ
う
な
状
況
が
呈
せ
ら
れ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
職
者
の
み
な
ら
ず
、

般
信
徒
に
と
っ
て

i
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
た
る
と
カ
ト

リ
ッ
ク
た
る
を
関
わ
ず

i
l
l
、
由
々
し
き
事
態
が
見
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
状
訟
が
、

…
九
九

O
年、

イ
ツ
憎
の

に
よ
っ
て

促
進
さ
れ
た
こ
と
は
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
。

統
計
年
報
に
よ
る
と
、
全
ド
イ
ツ
で
一
九
九
四
年
現
在
、

(
は
山
)

こ
の
間
に
柱
む
人
々
の
お
お
よ
そ
七
台
%
が
、
一
関
大
教
会
の
い
ず
れ
か
一
方
の
教
会
に
属
し
て
い
る
こ
と
が
照
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
震

開
ド
イ
ツ
の
統

ン
ノf

の
福
音
主
義
教
会
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
影
響
力
に
は
若
干
の
陰
り
が
み
ら
れ
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
、
統
計
上
の
数
字
も
社
会

状
況
の
推
移
に
敏
惑
に
反
応
し
、
可
変
的
で
あ
る
。
七
O
%
と
い
う
数
字
を
い
か
に
評
閣
す
る
か
、
今
後
そ
の
動
向
内
を
慎
重
に
見
守
る

必
要
が
あ
る
が
、

い
ず
れ
に
し
て
も
か
な
り
の
数
字
で
あ
る
。

ヘ
ッ
セ
が
、
そ
の
論
考
で
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
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己
決
定
権
い
は
、
罷
家
教
会
法
上
、
依
熱
と
し
て
重
要
な
意
味
合
も
っ
て
い
る

〕
れ
に
魚
、
っ
と
こ
ろ
大
で
あ
る
)
。

決
定
機
い
じ
し
ん
南
大
教
会
に
き
わ
め
て
有
制
に
作
潟
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
た
う
え
で
考
察
を
進
め
る
こ
と
に

し
た
い
。

宗
教
国
体
の
「
昌
己
決
定
権
」
の
法
的
基
盤

I 

碁
本
法
上
の
保
様

ボ
ン
総
本
法
第

忠
一
小
教
団
体
」
条
壌
は

一
般
に
み
ら
れ
な
い
鏡
続
方
法
を
と
っ
た

mm
ハ
〉
条
に
編
入
さ
れ
た
ワ
イ
マ

i
t
N

{げ〉

i
|藤
本
法
審
議
会
の
妥
協
の
所
産
で
あ
る

l
ー
ー
が
完
全
に
〈
実
効
的
な
憲
法

V
で
あ
る
。
地
の
基
本
法
の
条
項
と
比
較
し
て
次
元



(
川
崎
)

の
低
い
段
階
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
他
の
基
本
法
の
保
障
と
い
く
ら
か
競
合
し
、
部
分
的
に
重
層
し
合
う
諸
開
問
題
は
、
段
階
付
け
の

問
題
と
し
て
理
解
さ
れ
、
解
決
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
の
鰐
緩
は
、
む
し
ろ
一
方
で
は
、
こ
の
保
療
の
範
聞
に
実
費
的

(
政
)

一
項
に
係
わ
る
問
問
題
で
も
あ
る
。

に
係
わ
る
関
題
で
あ
り
、
他
方
で
は
、

ワ
イ
マ
j

ル
憲
法
第

一

(
1
)
 
廿
梅
本
法
第
九
条
一
一
項
〈
結
社
の
自
由
)
と
の
関
係

教
会
と
宗
教
富
体
の
多
く
は
、
伝
統
的
に
合
法
上
の
団
体
で
あ
る
限
り
、
公
法
上
の
間
体
の
地
誌
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
福
音
主
義

教
会
と
ロ

i
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
、
こ
の
留
に
伝
統
的
に
強
力
な
彰
響
力
を
及
ほ
し
て
き
た
。
近
年
清
子
陰
り
を
み
せ
て
い
る
と

は
一
一
笛
え
、
問
教
会
が
歴
史
的
に
大
き
な
特
権
を
享
受
し
て
き
た
こ
と
は
安
定
で
き
な
い
。
公
法
上
の
間
関
体
で
あ
る
宗
教
師
体
は
、
市
民

報
税
台
帳
に
基
づ
き
ラ
ン
ト
の
法
の
規
準
に
し
た
が
っ
て
課
税
す
る
権
利
を
有
す
る
〈
基
本
法
第
一
四

O
条
に
継
受
さ
れ
た
ワ
イ
マ

i

ル
憲
法
第

一
一
一
七
条
六
項
)
た
め
、
両
大
教
会
の
教
会
税
の
課
税
・
徴
収
権
に
よ
っ
て
そ
の
財
政
的
基
織
は
膨
大
な
も
の
が
あ
っ
た
。
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国
家
と
教
会
は
原
則
別
的
に
分
離
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
教
会
と
鴎
〈
州
)
は
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

、
m
g
H
S
ロ
Z叩

(
お
)

を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
も
あ
れ
国
(
然
)
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
教
会
税
は
簡
と
教
会
と
の
共
通
の
事
項
に
な
っ
て
い
る
。

も
と
よ
り
教
会
と
宗
教
頭
体
の
目
的
な
い
し
任
務
は
、
世
俗
的
共
同
体
の
民
的
と
任
務
の
彼
岸
に
存
す
る
こ
と
の
ゆ
え
に
、

一
般
的

な
結
社
の
地
位
は
こ
れ
に
松
山
泌
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
歴
史
的
な
検
討
の
紡
糸
、
こ
の
こ
と
が
明
ら
か
な
も
の
で
あ
る

と
す
れ
ば
、
ド
イ
ツ
爵
家
教
会
法
で
は
、
「
教
会
」
と
「
家
教
間
体
」
が
、

般
的
な
私
的
結
社
で
出
版
さ
れ
、
指
示
さ
れ
る
こ
と
は

な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
ワ
イ
マ

i
t
w
憲
法
も
、
第
三

O
条
に
お
け
る
政
府
案
に
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
、
自
ら
の
教
会
条
項
の
な
か
で

(幻〉

こ
の
よ
う
な
ぞ
デ
ル
令
掠
択
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
由
か
ら
、
リ
ス
ト
ル
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
骨
格
本
法
務

(辺〉

墳
が
、
夜
接
的
に
も
、
間
接
的
に
も
「
教
会
」
と
「
宗
教
団
体
」
に
瀦
慰
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
と
も
あ
れ
基
本
法

九
条

第
九
条
に
保
障
さ
れ
た
「
結
社
の
自
由
」
の
枯
渇
訟
を
与
え
ら
れ
た
間
体
と
異
な
っ
て
い
る
。
「
自
己
決
定
権
」
の
慾
法
的
基
盤

i
i
i
場
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合
に
よ
っ
て
、
補
完
的
に

l
iと
し
て
、
基
本
法
第
九
条

〈
幻
)

項
が
考
議
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
す
る
説
が
有
力
で
あ
る
。

(
2
)
 
基
本
法
第
四
条
一
項
と

一
項
〈
信
教
の
自
由
〉
と
の
関
係

「
信
教
の
自
由
い
は
、
今
日
広
い
意
味
で
、
教
会
と
宗
教
思
体
の

の
宗
教
的
「
核
心
」
を
確
保
寸
る
も
の
で
あ
る
。

自
ら
の
「
昂
有
の
事
項
」
を
白
か
ら
強
立
し
て
自
由
に
可
処
理
」
し
、
「
管
理
す
る
」
保
障
は
、
教
会
、
と
り
わ
け
「
宗
教
団
体
」

の

宗
教
生
活
と
活
動
の
自
自
(
基
本
法
第
西
条
ニ
項
)
の
校
務
を
遂
行
す
る
う
え
で
、
不
可
欠
な
、
組
識
や
規
制
の
定
立
、
管
理
の
規
制

を
認
め
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
、
法
的
に
独
自
の
保
障
と
し
て
「
語
教
の
自
由
」
の
確
保
を
完
全
な
も
の
に
し
て
い
る
。

一
九
六
五
年

一
O
月
四
日
の
逮
邦
憲
法
裁
判
所
第

部
判
決
で
も
、
本
条
は

一
般
的
な
信
教
の
自
由
と
し
て
見
な
さ
れ
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
、

団
体
の
権
利
と
し
て
も
信
卵
、
倍
加
押
告
白
お
よ
び
祭
儀
挙
一
行
の
保
護
の
み
な
ら
ず
、
団
体
の
基
本
篠
と
し
て
説
教
毘
体
の
任
務
に
薮
接
、

間
接
に
有
用
な
活
動
(
宗
教
団
体
結
成
の
自
由
を
食
む
)
を
ね
窓
口
す
る
ふ
仰
と
解
す
る
。
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こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、
さ
さ
引
用
し
た

九
六
七
年
に
開
催
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
毘
法
学
者
大
会
に
お
け
る

M
-
ヘ
ッ

ケ
ル
お
よ
び
ホ
i
ラ
l
バ
ッ
ハ
の
報
告
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
討
論
で
あ
る
c

教
会
お
よ
び
京
教
母
体
の
自
由
を
総
本
権
上
の
理
解
と
制
度

的
な
理
解
と
に
ほ
叫
す
る
こ
と
で
、
こ
の
信
教
の
島
出
の
〈
解
釈
)
拡
張
の
基
盤
と
そ
の
関
越
性
の
根
源
が
詑
め
ら
れ
る

(
M
・
ヘ
ッ

(

お

)

(

鉛

)

ケ
ル
〉
と
し
て
も
、
そ
れ
で
十
分
と
は
い
え
な
い
。
と
い
う
の
は
そ
れ
は
ホ
ラ
i
バ
ッ
ハ
が
正
当
に
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
、
憲
法

上
の
自
由
に
対
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
明
篠
に
す
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
ヘ
ッ
セ
も
誘
う
よ
う
に
、
程
度
の
差

〈
幻
)

こ
そ
あ
れ
、
主
観
的
権
科
の
饗
素
だ
け
で
な
く
、
容
観
的
秩
序
の
要
素
を
も
含
む
か
ら
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
「
信
教
の
自
由
」
が
、

〈
閤
の
宗
教
的
か
つ
世
観
的
中
立
性
の
保
障

V
と
し
て
「
制
度
的
」
性
格
を
帯
び
る
よ
う
に
、
宗
教
関
体
の

は
、
教

会
と
宗
教
関
体
の
主
観
的
自
由
権
そ
含
む
も
の
で
あ
る
。
法
的
に
保
障
さ
れ
た
陸
自
の
「
基
本
格
上
の
」
ま
た
「
制
度
的
な
」
周
一
痴
は
、

紹
互
に
箭
接
な
関
係
に
あ
る
。
そ
れ
ら
は
こ
の
自
由
の
価
値
を
相
互
に
孤
立
さ
せ
る
も
の
で
も
な
い
。
い
わ
ん
や
相
対
立
さ
せ
る
も
の



で
も
な
い
ο

む
し
ろ
二
つ
の
保
障
の
笑
紫
的
な
法
的
範
閣
の
問
題
が
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
く
る
。
こ
れ
は
、
す
で
に
、

ウ
イ
マ

i
ル

議
法
の
も
と
で

G
-
ア
ン
シ
ユ
ツ
ツ
の
脅
反
乱
〉

z
n
E芯
が
指
摘
し
た
よ
、
つ
に
、
「
儒
仰
の
自
由
」
お
よ
び
「
憶
保
告
白
の
自
由
い

が
他
人
の
一
信
仰
、
信
仰
督
自
の
自
由
と
し
て
、
さ
ら
に
は
毘
体
の
基
本
権
の
形
成
に
お
い
て
も
〈
扮
げ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
宗
教
的
行

為
の
保
障
〉
と
し
て
、
最
近
の
纂
本
権
の
歴
史
に
お
い
て
、
「
信
教
の
自
由
い
と
し
て
理
解
さ
れ
た
。
そ
の
譲
り
で
緩
ん
滅
す
る
こ
と
も

(
お
)

比
較
的
に
容
易
に
位
れ
わ
れ
た
。

今
日
的
理
解
に
よ
れ
ば
、

項
と
二
項
に
お
い
て
「
宗
教
」
及
び

〈
世
俗
的
な
自
由
主
義
的
な
器
家
〉
に
よ
り
基
本
法
第
四
条

界
観
」
の
自
由
が
承
認
き
れ
た
こ
と
は
教
会
及
び
宗
教
団
体
の
す
べ
て
の
生
活
と
活
動
を
誌
錯
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
保
障
は
、

(
朝
日
〉

八
田
家
教
会
法
秩
序
の
包
括
的
な
基
盤
の
保
障
〉
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

ドfツグ〉主義教団体の自律後{自己決定権) (清水}

E 

州
(
ラ
ン
ト
)
愈
法
上
の
保
薄
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(
お
)

後
、
ド
イ
ツ
諸
姉
〈
新
ラ
ン
ト
を
含
む
)
の
諸
経
法
は
「
毘
家
と
教
会
と
の
鰯
関
係
」
に
関
す
る
規
定
を
含
ん
で
い
る
限
り
、

{
幻
)

こ
れ
ら
憲
法
は
い
ず
れ
も
ワ
イ
|
マ
ル
慾
法
第
一
三
七
条
三
現
と
の
関
連
で
開
様
に
「
自
己
決
定
権
」
令
競
走
し
て
い
る
の
部
分
的

(
犯
)

に
全
く
同
じ
丈
一
一
授
か
、
ほ
ほ
同
じ
文
言
で
規
定
し
て
い
る
。
ま
た
健
か
な
修
正
を
付
し
て
規
定
し
て
い
る
憲
法
も
あ
る
。

統閉
山

条
約
法
仁
の
保
護

「
自
弓
決
定
機
い
の
憲
法
上
の
諸
保
憶
に
は
、
国
の
教
会
に
対
寸
る
関
係
に
お
い
て
、

調
般
に
条
約
法
仁
の
保
療
が
み
ら
れ
る
。
叩
ツ
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イ
ヒ
政
教
条
約
第

条
一
一
項
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
悶
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
日
訟
を
魚
認
し
て
い
る
。
「
す
べ
て
の
人
に
適
用
さ
れ
る
法

律
の
制
限
の
範
酷
い
内
で
、

か
っ
そ
の
権
限
の
範
囲
内
で
そ
の
教
会
員
の
た
め
に
拘
束
力
を

(
お
)

類
似
の
諸
規
定
は
、
新
た
な
福
音
主
義
教
会
条
約
の
な
か
に
も
見
ら
れ
る
。

の
L““ 

三
回
邑
決
定
権
」
の
担
い
手

I 

ワ
イ
マ

l
ル
憲
法
第
一
三
七
条
三
項
の
意
味
に
お
け
る
「
宗
教
語
体
い

ヘ
ツ
セ
に
よ
れ
ば
、

の
意
味
に
お
け
る

カf

の
担
い
手
に
な
る
。

ワ
イ
マ
!
ル
憲
法
第

今
日
、

般
に
用
い
ら
れ
て
い

れ
ば
、
ア
ン
シ
ユ
ツ
ツ
の
替
、
つ
よ
う
に
、
あ
る
鎮
域
(
ラ
ン
ト
、

は

ラ
ン
ト
の

い
く
つ
か
の
う
ン
ト
、
ラ
イ
ヒ
領
域
)
に
適
合
す
る
よ
う
に
部
門
一
の
信
仰
告
白
令
信
じ
る
人
々
が
「
共
通
の
信
部
笛

条
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
て
い
る
住
務
会
あ
ら
ゆ
る
面
か
ら
遂
行
す
る
」
た
め
に
集
ま
っ
た
「
団
体
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
区
別
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
は
、
「
あ
ら
ゆ
る
面
か
ら
遂
行
す
る
」
(
巳
日
出
品
E
R
S
同町内
g
Z昌
)
と
い
う
標
識
を
欠
如
し
て
い
る
「
宗
教
的
な
結
社
長

〈
お
)

社
団
な
い
し
団
体
」
で
あ
る
。

歪

公
法
上
の
宗
教
屈
体

ワ
イ
マ
!
ル
愈
法
第

壌
の
意
味
に
お
け
る

治宝

の
宗
教
間
体
で
あ
る

-146-



あ
る
。
他
方
、
宗
教
酪
体
と
区
別
さ
れ
る

2
m教
拐
な
結
社
H
社
団
な
い
し
自
体
」
〈
吋
叩
以
内
ぶ
き
〈
需
品
宮
出
窓
ハ
仙
の
由
臨
時
日
目
的
nymw
同
芯
ロ
)

は
、
ワ
イ
マ

1
ル
慾
法
第
一
二
盟
条

一
文
に
よ
り
、
「
結
社
の
自
由
」
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
結
社
な
い
し
閉
体
で
あ
っ
て
も
、

ワ
イ
マ

i
I
H
憲
法
第
一
三
七
条
一
一
一
壌
の
意
味
に
お
け
る
宗
教
諮
体
で
は
な
い
。
こ
の
考
え
方
は
ア
ン
シ
ユ
ツ
ツ
の
説
を
踏
襲
す
る
も
の

(
た
と
え
ば
上
記
の
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
の
な
(
か
で
も
ヘ
ッ
々
の
論
考
や
後
述
の
ユ
リ

1
ナ
の
論
考
)
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
支
持
す
る
説
は

(
お
)

今
日
な
お
有
力
で
あ
る
。

し
か
も
教
会
の
領
域
で
は
、
こ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
た
教
会
と
法
的
に
独
立
し
た
支
部
も
含
ま
れ
る
。
連
邦
慾
法
裁
判
所
の
裁
判
刊
に

よ
れ
ば
、
「
自
日
決
定
権
」
は
、
法
影
式
に
か
か
わ
り
な
く
特
艇
な
方
法
で
教
会
に
取
り
込
ま
れ
た
す
べ
て
の
擁
設
に
も
認
め
ら
れ
る
。

ドイツの然教関体の自律性{自己決定織)(清水)

教
会
が
、
自
ら
の
沼
田
有
の
事
壌
い
の
「
処
理
」
お
よ
び
「
管
理
」
の
範
割
に
お
い
て
、
そ
の
白
日
現
解
お
包
ず
己
主
命
芸
品
泣
忠
明
)

(
お
)

(
最
近
で
は
一
九
九
一
年
一
一
月
五
日
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
決
で
一
宮
表
さ
れ
て
い
る
)
に
よ
り
、
そ
の
巨
的
な
い
し
任
務
に
対
応
し

て
、
こ
の
世
俗
の
世
界
で
教
会
の
妊
務
を
承
認
さ
せ
、
充
実
さ
せ
る
繋
務
を
負
う
の
は
基
本
的
に
は
自
由
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
霞
畏
の
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多
く
が
現
在
な
お
、
公
法
上
の
宗
教
団
体
で
あ
る
前
大
教
会
の
い

γれ
か
一
方
に
属
し
て
い
る
が
、
「
宗
教
関
体
い
じ
し
ん
の
概
念
は

広
く
解
さ
れ
、
「
自
己
決
定
権
」
の
担
い
手
は
公
法
上
の
団
体
に
限
ら
れ
な
い
。

続出

私
法
上
の
宗
教
弱
体
お
よ
び
そ
の
他
の
宗
教
盟
体

先
に
引
用
し
た
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
の
な
か
で
、

j
・
ユ
リ

i
ナ
P
W
C
諸問

FE江
口
岱
が
、
そ
の
論
考
「
私
法
上
一
の
地
位
を
有
す
る
宗
教
問

体
」
で
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
決
も
論
文
に
お
け
る
支
配
的
学
誌
で
も
認
め
て
い
る
よ
う
に
、

ワ
イ
マ

i
ル
憲
法
第
一

項

と
の
関
連
で
基
本
法
第
一
認
。
粂
に
保
障
さ
れ
て
い
る
「
宗
教
団
体
結
成
の
自
弱
い
の
権
利
も
、
藤
本
法
第
四
条
一
頃
お
よ
び
二
項
に
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〈
崎
将
〉

よ
る
「
信
教
の
自
由
」
の
蒸
本
権
に
認
摂
さ
れ
る
と
サ
る
。
「
宗
教
団
体
結
成
の
自
由
」
は
、
宗
教
的
な
確
信
の
共
通
の
活
動
を
遂
行

す
る
た
め
に
宗
教
団
体
に
結
集
す
る
、
制
的
限
を
受
け
る
こ
と
の
な
い
蒸
本
権
を
保
障
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
私
法
上
の
宗
教
盟
体
お
よ
び
そ

の
他
の
宗
教
団
体
も
「
自
己
決
定
権
」
の
担
い
手
に
な
り
う
る
α

し
た
が
っ
て
こ
の
辺
本
教
団
体
結
成
の
自
由
」
条
演
は
、
基
本
法
第

九
条
に
た
い
す
る
特
別
な
規
定
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
範
臨
で
私
法
上
の
法
的
地
伎
を
有
す
る
宗

(
ぬ
)

教
関
体
に
も
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
弘
法
上
の
宗
教
団
体
は
、
国
法
秩
序
の
枠
内
に
お
い
て
私
法
的
な
人
格
を
有
寸
る
法
的
組
織
そ
も

つ
こ
と
に
な
る
が
、
私
法
上
の
宗
教
団
体
を
創
設
す
る
権
利
は
、
基
本
法
第
九
条
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
宗
教
団
体
と
向
じ

よ
う
に
基
本
法
第
居
条
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
。
基
本
法
第
九
条
は
、
宗
教
団
体
結
成
の
自
由
を
待
人
に
も
保
擁
す
る
の
で
は
な
く
て
、

ド
イ
ツ
人
に
の
み
保
臨
海
寸
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
基
本
法
第
開
条
は
、
外
間
関
で
生
ま
れ
た
宗
派
の
ド
イ
ツ
人
以
外
の
信
徒
に

〈

机

W
〉

よ
る
京
教
自
体
の
創
設
も
保
障
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
も
当
然
に
額
揮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
宗
教
団
体
結
成
の
自
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由
は
、
も
っ
ぱ
ら
宗
教
関
山
体
の
す
べ
て
の
標
識
を
明
示
す
る
団
体
の
創
設
を
保
障
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
公
法
上
の
宗
教
部
体
と
同
じ
く
私
法
上
の
宗
教
団
体
も
、
同

の
信
持
告
白
を
信
じ
る
人
々
が
「
共
通
の
信
仰
箇
条
に
よ
っ

て
提
示
さ
れ
て
い
る
任
務
を
あ
ら
ゆ
る
面
か
ら
逆
行
す
る
」
た
め
に
集
ま
っ
た
「
団
体
」
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

ぃ
。
ア
ン
シ
ユ
ツ
ツ
的
な
考
え
が
そ
の
ま
ま
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、
あ
る
連
合
が
た
と
え
宗
教
的
に
特
定
の
目
標
ま
た
は
目
的
の

設
{
況
を
〈
部
分
的
〉
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
そ
の
誤
り
に
お
い
て
、
そ
の
連
合
結
成
の
保
護
は
、
基
本
誌
第
四
条
に
基
づ
く
の
で
な
く
、

(
H
U
)
 

議
本
法
第
九
条
に
基
づ
く
こ
と
に
な
る
。

連
邦
憲
法
裁
判
所
の
裁
判
に
よ
れ
ば
、
問
題
に
な
る
の
は
、
教
会
お
よ
び
宗
教
団
体
の
宗
教
生
活
お
よ
び
活
動
の
自
由
に
、
こ
の
任

務
の
擁
護
に
不
可
欠
な
組
織
、
法
定
立
お
よ
、
び
管
理
を
幾
律
す
る
自
由
を
付
与
寸
る
必
要
に
し
て
、
問
時
に
法
的
に
独
立
し
た
保
障
で

(
門
知
)

ゑりヲ
h
v
o



)
れ
ら
の
宗
教
個
体
、
ど
く
に
教
会
の

の
内
谷
に
つ
い
て
は
今
日
、
基
本
的
な
争
点
は
な
い
(
通
説
的
な
見
解
で

あ
る
が
、
設
述
の

い
わ
け
で
は
な
い
)
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
裁
判
に
お
い
て
も
、
国
は
、
「
自
己

つ

に
よ
っ
て
教
会
お
よ
び
宗
教
関
体
を

の
世
鍾
上
、
障
か
ら
独
立
し
、
そ
の
権
問
段
も
、
置
に
由
来
し
な
い
」
制
度
と
し
て

認
め
て

。

他
方
、
そ
の
間
体
が
彰
式
上
、
権
利
能
力
を
取
得
し
た
か
否
か
に
係
わ
り
な
く
、
ま
た
法
的
務
式
を
整
え
な
く
て
も
す
べ
て
の
宗
教

団
体
に
「
自
己
決
定
権
」
が
認
め
ら
れ
る

(
2
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ

i
)
と
す
る
説
も
あ
る
。
捜
に
よ
れ
ば
、

民
主

R
E室
町
内
雲
母

-zny停
止
)
も
「
自
己
決
定
権
」
を
有
す
る
。
最
近
の
ド
イ
ツ

い
か
な
る
宗
教
間
体

る
と
し
て
も
、

S
・
ム
ツ

ケ
ル
宮
丸
寝
室
戸
山
口
宮
山
に
よ
れ
ば
、
宗
教
的
な
理
由
か
ら
形
成
さ
れ
る
側
々
の
人
聞
の
単
な
る
集
合
体
は
、

(
日
制
〉

で
は
な
い
。
ま
た
新
興
の

の

しミ
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手
と
し
て
の

間
体
と
も
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
出

ドイツの祭教Bi体の自律性(自己決定権)(i蒔ホ)

体
が
、

い
手
に
な
り
得
る
か
は
疑
黙
で
あ
る
。
「
共
通
の
信
仰
箇
条
」
を
掲
げ
て
も
、
他
の
日
的
を
実
現
す
る
た

め
の
方
便
で
、
見
せ
か
け
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
「
自
己
決
定
権
」
の
担
い
手
で
あ
る
宗
教
弱
体
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
で
あ

ろ、っ。ま
た
連
邦
憲
法
裁
務
所
お
よ
び
そ
の
裁
判
に
従
っ
た
支
配
抽
出
学
説
も
、
ま
い
範
囲
で
教
会
の
諸
施
設
お
よ
び
諸
連
合
に
「
白
日
決
定

権
」
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
「
諸
施
設
は
、
教
会
の
自
己
理
解
に
よ
り
自
ら
の
目
的
な
い
し
課
題
に
お
と
て
、
こ
の
低
俗
世
界
で
教
会

(
総
)

の
任
務
を
代
表
H

擁
護
し
、
遂
行
す
る
」
こ
と
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
出
発
し

、
た
と

教
会
設
立
の
病
院
が
「
経
営
体
規
制
法
」

の
波
周
そ
除
外
各
せ
て

の
対
象
と
そ
の
内
容

問

の
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て
い
る
も
の
で
も
な
い
。
「
回
有

は
、
純
粋
に
実
質
的
に
規
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
関
有
の
事
項
」
の
決
定

の
唯
一
の
鋭
機
は
、
「
事
柄
の

29zZHi
込
用
肖

に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
宗
教
団
体
自
ら
の

(
N
d宅
由
円
炉
内
宮
部
氏

g
gロロ問問)

の
目
的
に
関
連
す
る
も
の
日
当
叩
口
寄
震
は
宮
義
)
で
あ
る
か
、
そ
の
目
的
を
規
定
す
る
も
の

で

(
口
出
)

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
基
盤
に
基
づ
い
て
、

ヱ
パ

i
ス
は
、
ま
ず
事
頃
の
目
的
を
規
定
す
る
も
の
に
し
た
が
っ
て
、

ア
ン
シ
ユ
ヅ
ツ
が

宗
教
間
体
の
極
有
の
事
項
と
し
て
述
べ
た
も
の
と
本
震
的
に
は
向
じ
項
目
を
、
よ
り
明
確
に
識
別
し
、
若
干
拡
張
し
て
と
り
あ
げ
た
の

(
四
川
)

で
あ
る
。

(
2
)
 
法
本
法
下
の
解
釈

こ
れ
ら
の
克
解
は
、
今
日
の
文
献
で
も
表
側
約
さ
れ
て
い
る
。
実
擦
に
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
裁
判
が
重
要
な

一
九
六
五
年
一
一
月
一
七
日
の
連
邦
懇
法
訟
判
所
の
判
決
は
、
連
邦
憲
法
裁

判
所
法
第
九

O
条
一
環
の
意
味
に
お
け
る
公
権
力
は
、
純
粋
に
教
会
内
の
措
置
を
含
ま
な
い
と
l
砲
が
、
こ
の
判
決
は
エ
パ
ー
ス
説

(
U
A〉

に
結
び
つ
い
て
い
る
。
教
会
と
悶
と
の
間
に
協
定
が
締
結
さ
れ
て
い
な
い
限
り
、
実
質
的
に
「
事
構
の
性
紫
ま
た
は
〔
宗
教
賠
体
の
〕

(
一
出
)

目
的
を
規
定
す
る
も
の
に
よ
り
教
会
〔
宗
教
摺
体
〕
の
患
有
の
事
演
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
も
の
」
が
問
題
議
さ
れ
る
。
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意
味
を
も
っ
て
い
る
。
ヘ
ッ
セ
の
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、

広
義
の
「
欝
教
の
告
白
」
と
「
自
己
決
定
権
」
と
の
間
の
緊
密
な
関
係
に
徴
し
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
そ
の
後
の
裁
判
で
別
偲

の
方
法
を
講
じ
た
。
ワ
イ
マ

i
ル
憲
法
第

一
七
条
三
項
の
意
味
で
「
簡
有
の
事
項
い
と
し
て
性
格
づ
け
ら
れ
る
た
め
の
規
準
は
、
教

会
な
い
し
議
教
自
体
の
「
長
務
い
で
あ
り
、
「
・
自
己
理
解
い
で
あ
る
。

一
七
条

壊
一
文
の
意
味
に
お
け
る

ワ
イ
マ
!
ル
憲
法
第
一

「
処
理
い
お
よ
び

「
自
己
理
解
い

の
碁
態

の
事
項
」
を
特
別
な
教
会
秩
序
の
視
点
よ
り
、
す
な
わ
ち
教
会
の

(
日
刊
)

い
て
法
的
に
形
成
し
う
る
教
会
の
権
利
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
裁
判
に
よ
れ
ば
、

い
か
な
る
教

は
、
す
べ
て
の

会
の
基
本
義
務
が
規
定
さ
れ
る
か
は
、
そ
の
「
自
己
理
解
」
に
よ
り
、
教
会
に
よ
り
承
認
さ
れ
た
規
準
に
し
た
が
っ
て
方
向
づ
け
ら
れ



る
。
他
方
、
各
個
別
の
教
会
の
諸
施
設
の
見
解
に
は
依
拠
せ
ず
、
広
範
な
教
会
員
の
グ
ル
ー
プ
の
見
解
に
も
、
側
々
の
揚
力
者
の
見
解

{
幻
)

に
も
依
拠
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
「
自
己
理
解
い
と
い
う
用
語
は
、
連
邦
慾
法
裁
判
所
の
判
決
の
な
か
で
も
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る

(
出
品
)

よ
う
に
な
っ
た
が
、
可
変
的
な
概
念
で
あ
る
た
め
、
そ
の
閣
法
上
の
解
釈
の
意
義
に
つ
い
て
問
題
な
し
と
し
な
い
。
場
合
に
よ
っ
て

{ms 

は
起
こ
り
得
る
教
会
の
「
由
民
三
理
解
い
の
変
化
も
、
屈
の
法
秩
序
に
よ
っ
て
尊
重
さ
れ
・
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
た
。

こ
の
裁
判
が
、
自
ら
の
料
決
の
な
か
で
幾
概
燃
し
た
の
は
、
教
会
の
デ
イ
ア
コ
ニ
ア
お
よ
び
カ
リ
タ
ス
活
動
の
た
め
の
施
設
の
「
自
弓

決
定
権
い
の
担
い
手
に
係
わ
る
典
型
的
な
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
は
基
本
法
の
掲
げ
る
八
社
会
問
家

V
に
お
い
て
、
今
告
の
社
会
総
議
に

{
m
w
)
 

広
範
に
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
c

そ
こ
で
は
〈
教
会
活
動
〉
と
〈
患
の
活
動
〉
と
が
重
層
し
、
競
合
し
合
う
状
況
が
み
ら
れ
た
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

一
三
七
条
三
墳
の
実
効
性
の
範
聞
の
領
域
で
|
|
こ
こ
で
も
教
会
の

「
自
弓
理
解
い

ワ
イ
マ
!

の
規
準
に
し
た
が
っ
て

i
i、
組
織
的
な
構
成
体
な
い
し
施
設
〈
ぞ
れ
は
怯
統
的
な
意
味
に
お
け
る
「
宗
教
団
体
い

で
は
な
い
)
に

-153 

ドイツの主宗教fill俸の問挙事悦(自己決定後)(清水)

拡
張
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
す
な
わ
ち
「
自
己
決
定
機
い
に
認
め
ら
れ
る
実
紫
的
な
広
が
り
に
よ
っ
て
も
、
こ
の
裁
判
は
、
大
き
な
実

践
的
な
意
味
・
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
「
告
己
決
定
権
」
は
、
教
会
の
藤
本
的
任
務
に
由
来
す
る
デ
ィ
ア
コ
ニ
ア
活
動

の
税
務
の
遂
行
に
係
わ
る
す
べ
て
の
措
霞
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
組
織
上
の
有
利
な
条
件
、

人
事
の
選
出
、

こ
れ
ら
す
べ
て
の
諸
決
定
と
不
可
離
に
結
び
つ
い
た
、
教
会
の
「
自
己
理
解
い
の
意
味
に
お
け
る
活
動
の
〈
宗
教
的
な
次
元
〉
を
確
保

す
る
た
め
の
配
離
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。

内
容 こ
及れ
びに
範よ
勝つ
をて
実新
効 た
的 な
に懇
根法
拠裁
づ判
けは

2八
方法
策本
を伝
貯の
ち 患
だ 家
し(教

たむ3
4ト体
自 需
の V
S者 iこ
議 お
.1i.-け
で る
も教
ヲj 公
用お
ぢよ
れ立
て 万三

い教
る 自
ア14'-
ンの
、J …1

i工自
ッ己
ツ 決
の定
理(権
論告なし一
、)の

七
条
一
二
項
一
文
ぞ
れ
じ
し
ん
が
教
会
設
び
宗
教
団
体
の

す
な
わ
ち
、
ワ
イ
マ

i
ル
憲
法
第

事
項
が
い
か
な
る
も
の
で

あ
る
か
を
規
定
し
、
そ
の
結
果
、
自
ら
の

の
事
項
」
の
概
念
の
内
容
は
、
解
釈
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
る
と
い
う
説
は
、
恭
本
法
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上
の
国
家
教
会
法
体
制
の
範
囲
で
は
、
こ
の
よ
う
な
規
制
は
、

-

1

必
然
的
に
|
|
存
在
し
な
い
た
め
、
そ
れ
を
解
釈
に
よ
っ
て
確

か
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ワ
イ
マ

l
ル
憲
法
第
一
三
七
条
三
項
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

〈
宗
教
的
な
任
務
〉
と
〈
世
俗
的
な

任
務
〉
と
の
原
則
的
な
区
分
の
表
明
で
も
あ
る
。
基
本
法
は
、
こ
の
規
定
に
よ
っ
て
、
〈
宗
教
的
か
つ
世
界
観
的
に
中
立
的
な
国
家

V

の
任
務
の
彼
岸
に
あ
る
任
務
を
擁
護
す
る
余
地
を
認
め
て
い
る
が
、
本
質
的
に
は
固
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
共
同
体
の
生
活
の
た
め
と

見
な
さ
れ
て
い
る
。
国
は
こ
の
任
務
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
決
定
し
な
い
。
国
が
こ
れ
を
決
定
す
る
な
ら
ば
、
国
は
自
己
矛
盾

に
陥
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
国
が
教
会
お
よ
び
宗
教
団
体
の
任
務
に
つ
い
て
判
断
を
下
す
と
す
れ
ば
、
国
は
、
教
会
お
よ

び
宗
教
団
体
の
独
自
性
を
否
認
し
、
教
会
お
よ
び
宗
教
団
体
の
自
由
の
保
障
の
任
務
を
す
で
に
出
発
点
で
喪
失
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
に

(
日
)

な
る
か
ら
で
あ
る
。
規
制
さ
れ
て
い
な
い
も
の
は
、
解
釈
で
も
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ヘ
ッ
セ
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
従
来
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
裁
判
で
継
承
さ
れ
た
エ
パ

l
ス
の
方
式
以
外
の
も
の
が
問
題
に
な
る
こ

154-

と
は
殆
ど
な
か
っ
た
。
そ
の
判
決
に
よ
れ
ば
、
実
質
的
に
、
「
事
柄
の
性
質
」
に
係
わ
る
も
の
で
あ
れ
、
ま
た
は
各
教
会
の
目
的
を
規

定
す
る
も
の
で
あ
れ
、
教
会
じ
し
ん
の
「
固
有
の
事
項
」
と
し
て
見
な
さ
れ
る
か
否
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
い
か
な
る
論
議
の
問
題
性

を
も
ま
っ
た
く
度
外
視
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
方
式
の
基
本
的
な
前
提
は
、
「
事
柄
の
性
質
」
に
よ
り
影
響
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
国

の
領
域
に
も
教
会
の
領
域
に
も
、
実
質
的
・
客
観
的
に
支
配
す
る
法
的
状
況
が
存
す
る
と
す
れ
ば
、

〈
宗
教
的
な
活
動
〉
と
〈
世
俗
的

な
活
動
〉
と
の
原
則
的
な
区
分
に
徴
し
て
、

一
つ
の
同
意
が
得
ら
れ
る
場
合
に
限
ら
れ
、
も
し
同
意
が
得
ら
れ
な
け
れ
ば
存
在
し
な
い

と
い
う
矛
盾
に
逢
着
す
る
。
し
た
が
っ
て
固
と
教
会
と
の
実
際
的
な
共
存
の
た
め
諸
規
準
の
展
開
さ
れ
る
過
程
で
相
対
立
す
る
と
、
こ

れ
に
関
連
し
て
、
こ
の
方
法
は
拒
否
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
そ
れ
で
も
「
固
有
の
」
事
項
に
関
連
す
る
説
が
そ
の
問
題
へ
の
回
答
を

与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
際
、
何
人
か
の
見
解
が
重
要
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
事
柄
の
性
質
」
も
〔
宗
教

(ω) 

団
体
の
〕
目
的
の
設
定
も
回
答
を
含
む
こ
と
は
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。



し
た
が
っ
て
憲
法
が
教
会
お
よ
び
宗
教
屈
体
の
「
固
有
の
」
事
項
の
内
容
と
範
聞
を
規
定
し
な
い
場
合
、
こ
の
問
題
を
開
明
確
に
す
る

た
め
に
、
た
と
え
そ
こ
で
部
拙
策
さ
れ
る
「
客
骸
的
な
法
的
状
態
」
が
議
姿
な
規
準
で
な
い
場
合
で
も
、
閣
の
機
関
、
と
く
に
立
法
機
関

に
よ
る
規
定
の
み
が
考
察
の
対
象
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
は
教
会
と
宗
教
関
体
乙
し
ん
を
理
解
す
る
う
え
で
規
準
が
考
察
の
対
象

(
郎
)

に
な
る
こ
と
も
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
基
本
法
第
四
条
一
項
茨
ぴ
一
一
項
の
ほ
か
〈
宗
教
上
性
格
づ
け
ら
れ
る
法
概
念
の
解
釈
〉
規
準
に
係
わ
る
問
題
が
提
起
さ

〈
客
観
的
な
解
釈
〉
会
可
能
に
す
る
梶
点
が
明
示
さ
れ
う
る
か
校
か
、
ま
た
は
そ
の
語
体
の
「
自
己
理
解
」
が
重

(
U
W
)
 

要
な
意
味
を
も
つ
か
脅
か
が
間
同
議
に
な
る
。

れ
る
こ
と
は
な
い
。

田

「
自
己
決
定
権
」
の
内
容
を
め
ぐ
る
争
点
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い
く
つ
か
の
裁
判
所
〈
さ
ら
に
は
散
発
的
に
論
文
で
も
〉
は
、
宗
教
関
体
の
「
閤
有
の
事
項
」
に
つ
い
て
特
定
さ
れ
た
理
解
を
得
よ

う
と
努
力
し
て
い
る
。

1 

具
体
的
論
点

す
で
に
提
起
さ
れ
た
批
判
の
な
か
で
j
a
ヴ
ィ
!
日
フ
ン
ト
な
宮
町
弓
巧
広
告
仏
は
、

ワ
イ
マ

i
ル
懇
法
第
一
三
七
条
三
項

文
と

の
関
連
で
基
本
法
第
一
醤

O
条
に
よ
り
保
護
さ
れ
る
「
事
項
」
の
範
囲
令
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
間
体
の
「
自
己
理
解
〕
に
鼓
し
て
判
断
を

ぞ下
れし
はで
憲い
法る
の連
本邦
文懇
に法
恭 裁
づ判
く所

2↓ 
阜荷
な n
く、き

ヨ担当』

回受
之主
整け
五エ、

さ長
り配
関部J

骨量
ZE 
てよ1'.¥

予し
OU て
諮ぃ
字下 る

i l 
?長
品判
中的
し能

:聖
る?2t
。つ

彼てqz 

吋
ワ
イ
マ

1
ル
憲
法
第

一
一
一
七
条
一
一
一
項
と
恭
本
法
第
盟
条
と
の
筒
規
畿
の
構
造
に
み
ら
れ
る
基
本
的
な
差
異
は
と
く
に

で
あ
る
い
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と
し
、
「
基
本
法
第
四
条
は
、
線
人
ま
た
は
数
人
の
宗
教
の
領
域
で
偶
人
の
自
由
の
余
地
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
が
、

ワ
イ
マ

l
ル
憲

法
第
一
一
二
七
条
一
一
一
議
は
、
自
法
の
た
め
に
宗
教
間
体
の
法
定
立
お
よ
び
管
理
の
機
能
を
拘
束
的
に
枠
付
け
し
、
こ
れ
を
根
拠
づ
け
る
も

の
で
み
る
」
と
し
て
述
べ
て
い
る
。
披
に
よ
れ
ば
、
裁
判
所
は
、
基
本
法
第
四
条
と
ワ
イ
マ
!
ル
憲
法
第
一

一
一
項
と
の
簡
の
梼

造
的
な
差
異
を
誤
解
し
て
い
る
。
基
本
法
第
四
条
に
対
し
て
、
宗
教
団
体
の
「
自
己
決
定
権
い
は
、
ま
ず
「
自
由
権
」
と
し
て
理
解
さ

れ
る
の
で
は
な
く
、
「
間
家
」
と
「
宗
教
関
体
」
と
を
規
制
す
る
〈
権
能
の
枠
付
け
〉
を
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の

勺
処
理
」
友
び

〔
管
理
」
は
ワ
イ
マ

i
ル
憲
法
第
一
三
七
条
三
項
了
文
と
の
関
連
で
基
本
法
第

問
。
条
に
よ
り
宗
教
岡
山
体
に
保
障
さ
れ
る
宗
教
司
体

(
加
問
)

じ
し
ん
の
領
域
に
係
わ
る
も
の
で
、
ヴ
ィ

i
ラ
ン
ト
は
、
酪
の
領
域
に
及
ぶ
こ
と
は
な
い
、
と
解
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
宗
教
盟
体
友

(
刊
刊
〉

び
そ
の
支
部
〈
下
部
組
蟻
)
の
信
仰
上
の
教
理
、
祭
儀
方
式
、
構
成
及
び
管
理
、
宗
教
団
体
の
構
成
員
の
権
利
及
び
義
務
、
裂
職
者

(
引
け
〉

及
び
そ
の
他
の
役
箆
の
権
利
関
係
な
ら
び
に
教
会
の
財
政
は
、
保
護
の
対
象
に
な
る
が
、
宗
教
語
体
の
カ
リ
タ
ス
活
動
お
よ
び
そ
れ

に
組
み
込
ま
れ
る
施
設
は
保
護
の
対
象
に
は
な
ら
な
い
〈
こ
の
後
半
部
分
が
通
説
的
な
見
解
と
異
な
る
)
。
そ
こ
か
ら
出
発
し
て
、
ワ
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題
。
条
の
意
味
で
ヱ
一
小
教
組
体
」
の
事
墳
を
、
宗
教
同
体
の

{
刊
は
)

理
解
」
と
は
係
わ
り
の
な
い
「
客
観
的
な
概
念
」
と
し
て
視
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
す
る
。
ヴ
ィ
!
日
ブ
ン
ト
は
、
方
法
論
的
に
は
憲
法

イ
マ
!
ル
憲
法
第

一
七
条
三
項

文
と
の
関
連
で
基
本
法
第

の
本
文
に
依
拠
し
て
、
と
く
に
ワ
イ
マ
!
ル
憲
法
第
一
一
一
一
七
条
一
一

一
文
と
の
関
連
で
今
日
、
義
本
法
第
一
問
。
条
で
保
障
さ
れ
て
い

る
〔
宗
教
笛
体
」
の
「
自
己
決
定
権
」
の
歴
史
的
発
援
に
注
目
し
て
い
る
。
ヴ
ィ
ー
ラ
ン
ト
は
、
「
憲
法
へ
回
帰
す
る
こ
と
」
(
虫
主
争
中

m
u
S
5
5
m
g
?凶
芯
〈
唱
え
ま
窓
口
ぬ
)
に
よ
り
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
で
と
ら
れ
た
ワ
イ
マ

i
ル
憲
法
第
一
…
ニ
七
条
一
一
一
項
の
解
釈
を
修
正

〈
九
)

す
る
よ
号
主
張
し
て
い
る
。

2 

「
自
己
決
定
権
」
に
よ
り
保
護
さ
れ
る
事
項

基
本
法
〈
憲
法
〉
は
、
こ
の
「
処
理
」
及
ぴ
疋
管
理
」
の
概
念
を
も
っ
て
、
「
自
己
決
定
権
」
の
領
域
の
範
臨
を
限
定
し
て
い
る
。



こ
の
保
脇
陣
は
、
宗
教
団
体
が
必
饗
と
す
る
活
動
の
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
を
設
合
す
る
。
同
時
に
公
的
領
域
に
影
響
を
設
ぽ
す
可
能
性
を
も

含
ん
で
い
る
。
し
た
が
っ
て
教
会
お
よ
、
び
宗
教
団
体
は
、
そ
の
「
自
己
理
解
」
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
自
由
の
な
か
で
〈
世
俗
的
役
界
〉

に
市
開
来
し
な
い
責
荘
を
主
相
似
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
意
味
で
、
宗
教
語
体
に
独
自
の
活
動
を
保
障
し
て
い
る
。
独
自
の
「
処
理
」

の
保
障
に
よ
っ
て
、
教
会
の
法
定
立
に
岡
家
が
影
響
を
茨
認
%
、
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
G

教
会
法
の
護
定
の
実
効
力
は
、
先
行
す
る
議

業
に
窓
右
さ
れ
る
こ
と
も
、
関
の
同
意
を
得
る
必
饗
も
な
い
。
独
自
の

権
も
、
宗
教
間
体
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
手
続
き
法

を
含
め
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
佳
務
を
遂
行
す
る
機
関
の
・
自
由
な
、
活
動
を
包
摂
し
て
い
る
。
自
由
に
役
職
を
配
議
ナ
る
こ
と
(
ワ
イ
マ

i
ル

憲
法
務

一
七
条
三
項
二

一
三
七
条
一
一
…
墳
に
お
け
る
教
会
の
立
総
号
決
定
権
」
の

も
こ
れ
に
属
す
る
。
こ
の
ワ
イ
マ
|

部
分
は
、
歴
史
的
な
根
拠
か
ら
の
み
説
明
さ
れ
る
。
宗
教
団
体
の
箆
有
の
裁
判

は
、
必
要
な
手
続
き
法
令
含
め
て
、
間
有

ドイツの宗教間体の自害震性{自己決2主権)(i費水)

項
そ
裁
判
手
続
き
に
能
っ
て
解
決
す
る
権
限
を
含
ん
で
い
る
。
大
教
会
は
、
こ
の
手
続
き
に
よ
っ
て
題
有
の
裁
判
権
を
行
使
し
て
き
た
。

〈
刊
は
)

世
俗
的
領
域
に
属
す
る
よ
う
な
教
会
法
が
問
題
に
な
る
限
り
、
教
会
裁
判
所
の
決
定
は
闘
の
裁
判
所
の
審
査
に
服
す
る
。

-157-

と
関
連
し
て
、
「
自
己
決
定
権
」

ら
独
立
し
、
そ
の
権
力
が
国
に
由
来
し
な
い
」
た
め
の
基
盤
と

〈
刊
川
)

の
事
項
」
の
詳
細
な
規
定
は
旧
来
か
ら
争
わ
れ
て
き
て
い
る

G(
花
)

今
日
、
ム
ッ
ケ
ル
に
よ
れ
ば
、
「
自
乙
決
定
権
」
の
〈
客
鋭
的
な
解
釈
〉
の
試
み
は
後
退
し
て
い
る
。
披
は
、
こ
れ
を
当
黙
の
こ
と

〈
開
口
〉

と
し
て
い
る
。
宗
教
詔
体
の
み
が
「
自
ら
の
事
項
」
に
挙
げ
ら
れ
る
も
の
会
競
走
で
き
る
と
い
う
見
解
で
一
貫
し
て
い
る
。
そ
の
限

ワ
イ
マ

i
ル
憲
法
第

一
項
一
文
と
の
関
連
で
基
本
法
第
一
郎
合
条
の
「
密
教
会

は
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
宗
教
関
体
が
「
そ
の
本
葉
土
、

な
っ
て
い
る
。
宗
教
団
体
の

は
重
要
な
窓
臨
時
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
視
点
に
支
て
ば
、
保
護
領
域
の
可
能
な
限
り
で
の
答
鰹
的

り
で
、
そ
の

な
解
釈
の
規
準
の
も
と
で
は
、
他
の
い
か
な
る
完
途
そ
も
っ
て
も
意
味
を
も
た
な
く
な
る
。

宗
教
的
に
中
立
な
悶
家
は
、
個
々
の
宗
教
団
体
が
自
ら
の
泰
一
取
に
挙
げ
て
い
る
も
の
に
強
自
の
見
解
を
披
漉
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
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ぃ
。
舗
に
〈
宗
教
的
・
殻
界
観
的
な
中
立
性

V
を
許
容
す
る
〈
世
俗
的
な
規
準
〉
は
、
と
り
わ
け
「
す
べ
て
の
人
に
適
用
さ
れ
る
法
律

〈
船
)

の
制
限
の
範
間
」
で
実
効
性
を
も
っ
。

五

「
自
己
決
定
権
い
の
縦
約

こ
こ
で
「
自
己
決
定
機
」
の
制
約
と
は
、

べ
て
の
入
に
適
用

ワ
イ
マ
l
ル
憲
法
第

…
七
条
一
一
一
環
に
翠
内
定
し
て
い
る
よ
う
に
、

き
れ
る
法
律
の
制
制
限
の
範
関
い
内
と
い
う
文
書
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
文
授
の
解
釈
が
問
題
に
な
る
。
こ
の
文
醤
は
ワ
イ
マ
1

ル
共
和
制
時
代
に
い
か
に
解
釈
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
こ
れ
を
継
承
し
た
基
本
法
下
の
解
釈
は
い
か
な
る
状
況
に
あ
る
の
か
、
こ
の

問
題
に
つ
い
て
も
学
説
(
解
釈
〉
上
、
変
避
が
み
ら
れ
、

一
義
的
に
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
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I 

ワ
イ
マ

i
ル
時
代
の
解
釈

ワ
イ
マ

i
ル
共
和
問
時
代
の
ア
ン
シ
ユ
ツ
ツ
に
代
表
さ
れ
る
支
配
的
な
方
向
は
、
「
す
べ
て
の
人
に
適
用
さ
れ
る
法
律
の
制
限
い

の

べ
て
の
」
と
い
う
文
一
言
は
、
形
容
詞
と
し
て
で
は
な
く
、
実
体
的

〈
創
出
)

に
現
解
す
べ
き
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
「
す
べ
て
の
」
入
に
適
用
さ
れ
る
法
律
は
、
何
人
に
も
適
用
さ
れ
る
法
律
を
意
味
ナ
る
こ
と

規
定
を
丈
一
一
一
漏
出
ど
お
り
に
解
釈
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

は
争
い
の
余
地
の
な
い
も
の
と
き
れ
た
。
こ
の
方
式
は
、
ぞ
れ
が
個
人
に
適
用
さ
れ
る
に
せ
よ
、
ま
た
は
条
約
さ
れ
る
か
た
ち
で
団
体

に
適
用
さ
れ
る
に
せ
よ
、
す
べ
て
の
人
を
拘
束
す
る
法
を
表
象
す
る
も
の
で
あ
り
、
と
り
わ
け
一
般
的
社
団
法
宮
口
問
6
5
3
5〈
∞

8
5
h

〈
郎
副
〉

的
窓
口
言
)
に
表
明
さ
れ
て
い
る
も
の
と
さ
れ
た
。



こ
の
よ
う
な
支
底
的
学
説
は
、
共
和
閤
の
最
後
の
年
に
、

J
-
ヘ
ッ
ケ
ル

FHogss出
血
呉
氏
の
批
判
を
浴
、
び
る
こ
と
に
な
っ
た
。

支
配
的
学
説
は
、
「
す
べ
て
の
人
に
適
用
さ
れ
る
法
律
の
制
限
」
の
範
路
市
内
で
、
ぞ
れ
が
用
い
ら
れ
る
体
系
的
関
遂
に
お
い
て
、
開
じ

文
一
言
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

〈
即
興
な
る
意
味
を
も
っ
て
変
化
す
る
規
定
〉
と
な
る
こ
と
を
見
逃
し
た
。
支
配
的
解
釈
は
、
国
家
お
よ
び
宗

教
団
体
の
関
係
の
個
人
主
義
的
・
自
由
主
義
的
な
視
点
を
前
提
に
し
て
い
る
。
す
べ
て
の
結
社
民
社
聞
に
規
準
と
な
る
法
律
に
纂
づ
い

て
、
京
教
罰
体
の
自
由
令
制
制
限
す
る
こ
と
は
、
そ
の
「
自
律
性
」
が
〈
一
般
的
な
市
長
の
自
由
〉
の

次
的
な
場
合
に
の
み
意
味
が
あ

る
。
摺
家
と
教
会
と
の
関
係
で
は
、
市
口
氏
的
な
平
等
と
自
由
が
問
題
に
な
る
の
で
は
な
く
し
て
、
田
家
が
不
利
益
を
受
け
る
こ
と
な
く
、

有
力
な
宗
教
集
毘
が
、
ど
の
程
度
「
独
自
性
」
が
与
え
ら
れ
る
か
と
い
う
開
題
に
直
面
し
て
、
有
力
な
公
的
な
共
馬
体
問
に
患
に
境
界

(
お
)

線
を
引
か
せ
る
こ
と
が
問
聴
に
な
る
。

〈
文
化
期
争

V
の
経
験
の
余
韻
が
い
ま
だ
残
っ
て
い
る
認
に
、

ワ
イ
マ

i
ル
(
ラ
イ
ヒ
)
憲
法
は
、
悶
の
教
会
政
策
的
な
立
法
権
の
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限
界
線
を
従
来
よ
り
も
厳
格
に
引
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
法
律
が
「
す
べ
て
の
人
の
た
め

実
効
性
令
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、

法
的
真
理
が
保
緩
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
、
衝
に
し
て
要
を
え
た
意
味
で

{
引
開
)

イ
ツ
留
氏
の
た
め
に
判
断
さ
れ
た
法
律
で
あ
る
。

般
的
な
も
の
、
す
な
わ
ち
ド

べ
て
の
入
に
適
用
怒
れ
る
法
律
」
と
は
、

い
ま
や
古
典
的
な
も
の
と
評
冬
れ
て

い
る
J
-
ヘ
ツ
ケ
ル
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
「
教
会
の
自
律
牲
を
基
本
的
に
脅
定
し
な
が
ら
も
、

〈
全
密
民
の
立
場
か
ら
〉
教
会
の
自
白

の
不
可
欠
な
制
限
と
し
て
承
認
せ
ざ
る
を
え
な
い
法
律
で
あ
る
。
換
誇
寸
れ
ば
、
政
治
的
・
文
化
共
肉
体
お
よ
び
法
的
共
肉
体
と
し
て

(
町
山
)

の
全
国
民
の
た
め
に
不
可
欠
な
法
律
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
よ
う
な
法
律
の
み
が
承
認
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。

百

基
本
法
下
の
解
釈
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継
承
さ
れ
た
教
会
条
項
の
意
義
変
遷

n
k

・
ス
メ
ン
ト
見
記
念
日
向
∞

B
S仏
が
、
そ
の
有
名
な
論
考
「
ボ
ン
基
本
法
か
ら
み
た
留
と
教
会
」
に
お
い
て
「
基
本
法
第
一
酉

O
条

が
基
本
法
の
制
定
作
業
の
困
惑
の
帰
結
で
あ
る
」
と
し
、
ナ
チ
体
制
崩
壊
後
に
、
ワ
イ
マ
i
t
p
憲
法
の
教
会
条
項
が
採
択
さ
れ
た
底
流

(
目
別
)

に
「
憲
法
的
背
景
の
変
化
」
が
あ
る
こ
と
、
そ
の
解
釈
も
状
援
の
変
北
に
忘
じ
て
変
化
す
る
旨
を
述
べ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

彼
の
所
説
は
、
義
本
法
下
の
裁
判
に
も
理
論
的
に
も
少
な
か
ら
ず
影
響
力
を
与
え
た
。
国
家
と
教
会
と
の
関
係
を
線
本
的
に
新
た
に
見

十
偉
そ
う
と
す
る
試
み
は
、
「
す
べ
て
の
人
に
適
用
さ
れ
る
法
律
の
制
限
」
に
つ
い
て
の

J
-
ヘ
ッ
ケ
ル
的
な
概
念
規
定
を
よ
り
正
範
に

採
択
し
、
こ
れ
を
継
承
し
て
い
る
こ
と
に
現
れ
て
い
る
。
連
邦
議
判
所
も
、
葉
子
修
正
し
て
、
こ
れ
を
自
ら
の
判
断
と
し
て
い
る
。

べ
て
の
人
に
適
用
さ
れ
る
法
律
」
と
い
っ
て
も
、

般
的
な
拘
束
力
の
要
求
を
も
っ
て
登
場
し
た
す
べ
て
の
留
の
法
規
が
こ
れ
に

該
当
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
今
日
、
わ
れ
わ
れ
の
八
社
会
的
法
治
問
家

V
に
、
原
則
と
し
て
無
条
件
に
要
請
さ
れ
る
規
制
及
び

160-

特
徴
を
も
っ
規
範
の
み
が
〈
教
会
の
自
様
性
〉
を
限
定
す
る
も
の
に
な
ろ
う
。
こ
れ
は
、

い
か
な
る
法
も
、
教
会
法
も
必
熱
的
に
含
む

命
鰻
で
あ
る
の
か
、
ま
た
は
教
会
法
に
よ
っ
て
、
黙
示
的
ま
た
は
明
示
的
に
脅
{
泌
さ
れ
、
関
連
す
る
命
題
で
あ
る
の
か
、
そ
の
い
ず
れ

〈
抑
制
)

か
で
あ
ろ
う
。

2 

「
す
べ
て
の
人
に
適
用
さ
れ
る
法
律
」
の
解
釈
も
可
変
的

ボ
ン
暴
本
法
第

ワ
イ
マ

i
ル
憲
法
第
一
三
七
条
一
一
一
項

7
Xと
の
関
連
で
、
教
会
の
「
自
己
決
定
機
」
を
認
め
な
が
ら
、

態
。
条
は
、

同
時
に

べ
て
の
人
に
適
用
さ
れ
る
法
律
」
と
い
う
制
限
会
議
し
て
い
る
。
基
本
誌
に
継
承
さ
れ
た
旧
来
の
競
走
は
、
当
然
の
こ
と

な
が
ら
、
「
意
味
の
変
化
す
る
規
定
」

2
2
2
4男
広
告
円
皇
官
吋
2
8申
立
と
言
わ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
こ
の
規
定
は
、
間
的
じ
文
一
言
で

(
回
開
〉

〈
奥
な
る
体
系
的
関
連
で
多
梯
な
意
義
〉
を
展
開
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
ワ
イ
マ

i
ル
時
代
の
文
型
的
学
説
と
は
ま

ぎ
に
対
照
的
で
あ
る
。



(
l〉

宗
教
関
体
に
対
す
る
特
別
加
法
の
排
除

ボ
ン
甘
察
本
法
第

項
は
、
「
市
田
高
お
よ
び
公
民
と
し
て
の
権
利
・
義
務
は
、

問
。
条
に
継
承
さ
れ
た
ワ
イ
マ

i
ル
憲
法
第
一
一
一
一
六
条

欝
教
の
自
由
の
行
使
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
、
制
騒
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
い
と
規
定
し
て
い
る
が
、
こ
の
条
項
の
も
と
に
お
け
る
碁

本
法
第
四
条
一
一
項
の
「
宗
教
一
行
事
の
自
由
」
と
同
様
に
、
宗
教
回
総
体
の
「
自
思
決
定
権
」
は
、
ワ
イ
マ

i
ル
憲
法
第
一
一
一
一
七
条
三
項
一

文
と
の
関
連
で
総
本
法
第

凹

O
条
に
よ
り
、
「
す
べ
て
の
人
に
適
用
さ
れ
る
法
律
と
い
う
制
娘
」
と
い
う
留
保
の
も
と
に
保
憶
さ
れ

て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
「
す
べ
て
の
人
に
適
用
さ
れ
る
法
律
」
も
ま
た
、
「
一
般
法
律
」
で
あ
っ
て
、
宗
教
団
体
に
対
す
る
特
刑
法
は

(銀

排
除
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
問
惑
に
な
っ
て
い
る
法
律
は
、
何
人
に
も
同
と
意
味
を
も
つ
よ
う
に
議
教
団
体
に
と
っ
て
も
意
味
を
も
っ
。

通
常
、
教
会
が
国
の
法
律
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
は
異
論
の
余
地
が
な
い
。
ワ
イ
マ

i
ル
憲
法
第

七
条
一
一
一
壌
に
お
け
る
「
す
べ
て

の
人
に
適
用
さ
れ
る
法
律
」
の
制
制
限
は
、
基
本
法
第
五
条
三
墳
の
制
限
条
項
と
隣
じ
機
能
ど
意
義
を
も
っ
て
い
る

Q

こ
の
条
項
に
よ
れ

ρ

。

ドイツの宗教団体の自主主役(自己決定権)(i毒水}

ば
、
意
見
お
よ
び
プ
レ
ス
の
自
由
は
、
自
ら
の
腕
殺
を
「
一
般
法
律
い
と
い
う
規
誕
の
な
か
で
課
し
て
い
る
。
い
ず
れ
の
場
合
も
規
制

の
方
策
は
一
致
し
て
い
る
。
い
ず
れ
の
制
限
も
、
両
者
に
最
線
開
の
効
果
を
も
た
ら
す
よ
う
に
、

つ
の
法
援
を
事
実
上
相
互
に
鶏
撃
す

る
よ
う
に
朔
乙
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
教
会
と
留
は
、
そ
れ
ぞ
れ
間
有
の
を
務
を
相
互
に
独
立
し
て
葉
大
に
調
整
す
る
関
係
を

保
持
し
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
も
法
律
の
器
保
の
も
と
に
あ
る
そ
の
他
の
自
由
権
と
線
本
的
に
は
異
な
る
こ
と
の
な
い

(
加
問
〉

憲
法
解
釈
の
間
同
議
が
重
要
な
問
題
に
な
っ
て
く
る
。

す
な
わ
ち
連
邦
共
和
国
の
裁
判
、
関
連
文
献
も
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、

J
-
ヘ
ツ
ケ
ル
の
概
念
規
定
会
長
年
に
わ
た
っ
て
適
用
し
て

〈

例

)

(

悦

〉

き
た
。
被
の
一
言
う
よ
う
な
「
法
稼
」
が
そ
の
根
底
に
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん

l
i
こ
れ
ま
で
の
ナ
チ
経
験
が
示
し
て
い
る
よ
う
に

l
i
¥

文
化
的
共
肉
体
お
よ
び
法
的
共
得
体
と
し
て
の
国
民
が
国
の
全
体
秩
序
の
た
め
に
あ
る
特
定
の
「
法
律
」
そ
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
説

(
m
m〉

明
さ
れ
る
場
合
も
起
こ
り
得
る
。
た
と
え
ば
人
種
法
(
お
2
8
5伺
8
2
8
)
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
特
別
法
は
教
会
に
は
到
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底
受
け
入
れ
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
。
ナ
チ
政
府
の
採
っ
た
「
関
家
と
教
会
と
の
強
制
的
問
繋
化
政
策
」
が
ワ
イ
マ

l
i
H
体
制
崩
壊
の

悲
劇
を
招
い
た
導
火
線
の

つ
に
な
っ
た
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
の
記
憶
に
あ
た
ら
し
い
。

(
2
)
 
「
自
己
決
定
緩
い
と
教
会
の
「
自
己
理
解
」

連
邦
憲
法
裁
判
所
の
裁
判
は
、
す
で
に
述
べ
た
一
九
六
五
年
二
月

七
日
の
決
定
を
出
発
点
と
し
て
別
個
の
途
会
歩
ん
だ
。
こ
の
決

{
疋
に
よ
れ
ば
、
国
は
、
ワ
イ
マ

i
ル
憲
法
第

…
七
条
三
項
と
の
関
連
明
、
基
本
法
第

問
。
条
の
競
走
を
も
っ
て
、
そ
の
本
貿
上
、
国

か
ら
独
立
し
、
そ
の
権
力
も
固
に
由
来
し
な
い
吋
自
己
決
定
権
」
を
も
っ
制
捜
と
し
て
の
教
会
を
認
め
て
い
る
。
そ
の
結
来
、
揺
は
教

(
川
出
)

会
の
内
部
状
況
に
は
介
入
し
え
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
閣
が
、
閣
の
領
域
で
い
か
な
る
藍
接
的
な
法
的
効
力
も
及
ば
な
い
教
会

内
部
の
措
置
に
つ
い
て
、
基
本
法
と
合
致
し
て
い
る
か
苔
か
を
審
査
す
る
権
限
を
、
も
し
自
ら
の
裁
判
所
に
与
え
る
こ
と
に
な
れ
ば
、

こ
の
憲
法
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
教
会
権
の
吋
独
自
性
」
お
よ
び
「
独
立
性
」
が
縮
減
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
そ
の
限

-l62 

り
で
は
、
教
会
は
、
そ
の
「
自
己
決
定
権
」
の
領
域
で
、
「
す
べ
て
の
人
に
適
用
さ
れ
る
法
律
」
〈
ワ
イ
マ

i
ル
議
法
第

(
M
W
)
 

四
O
条
の
意
味
で
〉
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
そ
の
後
の
裁
判
に

三
七
条
三
項

と
の
関
連
で
基
本
法
第

お
い
て
、
こ
の
見
解
を
確
認
し
た
。

九
七
六
年
九
月
一
一
一
日
の
決
定
で
は
、
国
の
権
限
領
域
で
直
接
的
な
法
的
効
力
を
も
た
な
い
規

(
惜
別
}

制
i
iー
そ
こ
で
間
接
的
な
効
力
を
も
っ
場
合

l
iは
、
教
会
の
内
部
的
な
問
題
を
そ
の
ま
ま
に
す
る
で
あ
ろ
う
と
補
足
し
て
い
る
。

こ
こ
で
「
す
べ
て
の
人
に
適
用
さ
れ
る
法
律
の
鋲
限
」
の
方
式
が
「
冨
官
刊
の
」
也
事
項
の
「
処
理
」
お
よ
び
「
管
理
い
に
適
用
さ
れ
る

な
ら
ば
、
そ
の
限
り
で
、
こ
の
方
式
は
、

一
九
七
六
年
九
持
一
一
一
日
の
判
決
の
な
か
で
表
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

の
基
本
格
の

様
障
に
お
け
る
吋
一
般
法
律
」
留
保
の
意
味
で
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
〈
意
見
表
明
の
自
密
〉

(
間
引
〉

を
制
緩
す
る
意
味
の
「
一
教
法
律
」
で
も
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
す
べ
て
の
人
に
適
用
さ
れ
る
法
律
い
に
は
、
何
人
に
対
す

〈
基
本
法
第
五
条
二
一
項
〉

る
法
律
と
も
部
門
じ
意
味
を
も
っ
法
律
が
教
会
に
は
考
績
の
対
象
に
な
る
。
特
定
の
法
律
が
何
人
に
対
し
て
も
適
用
さ
れ
な
い
よ
う
に
教



会
に
も
適
用
さ
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
教
会
と
し
て
の
特
殊
性
に
お
い
て
、
よ
り
厳
し
い
そ
の
「
自
己
理
解
」
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
そ

の
精
神
的
・
宗
教
的
任
務
に
限
定
し
て
、
通
常
の
名
宛
て
入
と
は
異
な
る
も
の
と
な
り
、
そ
の
限
り
で
い
か
な
る
制
限
に
も
壊
し
な
い

(
的
問
)

こ
と
に
な
る
。

(
3
)
 
国
家
と
教
会
の
友
好
的
共
生

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、

一
九
八
O
年
三
晃
一
一
五

5
の
判
決
に
お
い
て
、
そ
の
時
以
降
、
ワ
イ
マ

i
ル
憲
法
第

ム文の

制
限
条
項
を
前
面
に
適
用
す
る
京
範
な
原
則
を
展
開
し
て
き
た
。
そ
の
後
、
こ
の
規
定
は
、
〈
岡
家
と
教
会
と
の
友
紙
則
的
な
共
生
〉
の

不
可
避
的
な
要
請
ー
ー
そ
の
底
流
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
的
認
続
に
深
く
綴
ぎ
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
さ
る
を
得
な
い

i
i
i
に
熊
ら

し
て
、
教
会
に
よ
る
「
間
有
の
い
事
項
の
棋
自
の
「
処
理
」
と

を
保
隠
し
、
ま
た
、
そ
の
他
の
共
肉
体
の
た
め
に
意
義
の
あ

る
法
益
の
閣
の
保
護
令
も
保
障
し
た
。
こ
の
変
遷
の
効
薬
は
、
ぞ
れ

-163-

っ
て
最
ら
れ
る
。
そ
の
際
、
教
会
の

ドイツの宗教滋体(7)13事撃を生{段己主義主主後)(i奮水)

「
自
己
理
解
い
で
は
、
ぞ
れ
が
、

の
と
し
て
保
離
さ
れ
た
「
倍
仰
及
が
信
仰
告
・
日
の
自
治
」

よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
「
宗
教
的
一
行
事
い
に
お
い
て
具
体
化
さ
れ
る
な
ら

の
領
域
に
根
拠
そ
お
く
も
の
で
あ
り
、

宇
品
、

。

最
近
の
論
考
も
、
ヘ
ッ
ケ
ル
方
式
を
岡
山
避
し
て
い
る
。
ぞ
れ
は
本
糞
的
に
一
二
つ
の
基
本
的
方
向
で
区
別
さ
れ
る
。
そ
れ
は
部
分
的
に

は
護
法
裁
判
所
の
裁
判
令
擁
護
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
最
も
重
要
な
点
で
傾
向
題
を
国
避
し
て
い
る
。

ワ
イ
マ

i
ル
時
代
の
支
配
的
学
説
は
、

ワ
イ
マ

l
ル
憲
法
第
一
三
七
条
三
項
が
患
の
立
法
機
関
に
対
し
、
そ
の
規
制
機
を
制
限
し
ょ

う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
す
る
見
解
に
対
応
し
て
い
る
。
そ
の
学
説
は
、
た
だ
教
会
に
対
し
特
殊
性
を
排
除
す
る
も
の
で
な
い
。
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(
部
)

べ
て
の
人
に
適
用
さ
れ
る
法
律
」
は
、
碁
本
法
第
五
条
ニ
壊
の
意
味
に
お
け
る
「
一
般
法
律
」
と
開
じ
意
味
を
も
っ
て
い
る
。

合
理
的
な
枠
付
け
を
拒
吾
す
る
こ
と
の
危
険
性
、
と
く
に
田
問
中
主
権
性
を
放
棄
す
る
こ
と
、
開
明
確
な
法
的
規
準
を
無
統
制
な
評
飾
に

ワ
イ
マ

i
ル
時
代
の
支
配
的
学
説
に
逆
行
す
る
方
向
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
。
ぞ
れ
は
、

有
利
に
解
消
す
る
こ
と
は
、

A 
J¥! 

て
の
人
に
適
用
さ
れ
る
法
律
」
が
、
そ
の
内
部
的
な
綴
域
で
効
力
を
も
た
ず
、
ま
た
も
っ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
そ
の
法
律
は
、
教
会
お

よ
び
宗
教
団
体
の
行
動
が
外
に
山
内
か
つ
て
効
楽
を
も
っ
、
そ
の
綴
り
に
お
い
て
の
み
、
実
効
性
を
要
請
し
う
る
と
い
う
規
準
を
と
も
な

う
こ
と
に
な
っ

こ
の
意
味
で
、
日
・
ク
ヴ
ア
リ
ッ
チ
出
柏
戸
活
三
島
喜
三
立
与
は
、
憲
法
そ
の
も
の
と
と
も
に
、
国
の
議
会
も
し
く

は
議
会
の
授
機
の
範
叩
閣
で
、
留
め
執
行
部
に
よ
り
合
憲
的
に
作
定
さ
れ
た
法
規
を
「
す
べ
て
の
人
に
適
用
さ
れ
る
法
律
」
と
称
す
る
こ

と
に
な
る
。
そ
の
際
、
級
定
さ
れ
た
法
規
の
合
憲
性
を
要
請
す
る
こ
と
、
と
く
に
ワ
イ
マ

1
ル
憲
法
第
一
三
六
条
以
下
と
の
関
連
で
碁

(
山
)

本
法
第
一
四

O
条
と
の
一
致
を
求
め
る
こ
と
は
、
宗
教
団
体
の
圧
力
を
排
除
す
る
こ
と
に
な
る
。
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そ
の
意
義
は
、
そ
れ
が
、
自
由
の
保
障
と

べ
て
の
人
に
適
用
さ
れ
る
法
律
い
と
の
内
部
的
な
事
実
関
係
を
欠
い
て
い
る
が
放
に
、

ま
た
そ
の
線
り
で
、
充
分
な
も
の
と
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
の

る。

で
は
、
教
会
の

吋
数
出
版
性
」
と
さ
ら
に
教
会

が
、
他
方
で
は
、
「
闘
の
共
通
の
福
祉
の
責
任
」
が
、
〈
閣
と
教
会
と
の
友
好
的
な
共
生
〉

の
た
め
に
、
〈
教
会
の
自
由
〉
と
〈
隠
の
介
入
〉
〈
抑
留
忠
r
n
y
R
U哲
窓
口
腕
)
と
の
簡
に
適
正
な
規
準
が
見
い
だ
さ
れ
る
よ
う
に
棺
互

に
関
連
を
も
つ
よ
う
に
考
憲
し
な
け
れ
ば
一
な
ら
な
い
。
教
会
の
「
島
己
決
定
権
」
に
制
限
を
課
す
る
、
す
べ
て
の
人
に
適
用
さ
れ
る
法

律
は
、
し
た
が
っ
て
、

〈
宗
教
的
か
つ
世
界
銭
的
に
中
立
的
な
政
治
共
同
肉
体
〉
に
お
け
る
「
国
家
と
教
会
の
友
好
的
な
共
生
い
の
不
可

避
抽
出
な
要
議
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
の
も
の
で
な
い
。
そ
の
際
、
こ
の
よ
う
な
考
量
の
謀
議
は
、
間
畿
に
ぶ
つ
か
る

こ
と
が
あ
り
得
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
は
克
騒
で
き
な
い
も
の
で
は
な
く
、
薬
本
法
第
五
条
に
対
応
す
る
裁
判
で
、
よ
く
知
ら
れ
て



(
限
)

いゆ
h
v
o

お
わ
り
に

こ
こ
数
年
来
、
ド
イ
ツ
の
宗
教
生
活
に
と
っ
て
特
徴
的
な
こ
と
は
、
数
多
く
の
新
興
「
宗
教
的
自
体
」
(
そ
の
な
か
に
は
エ
セ
れ
れ

〈
的
判
)

℃
印
叩
出
品
。
と
い
う
形
容
詞
を
付
け
が
る
を
え
な
い
も
の
が
あ
る
)
な
い
し
「
世
界
鶴
居
体
」
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
「
宗
教
団
体
い

と
と
も
に
「
世
界
観
屈
体
い
に
つ
い
て
も
、
「
日
己
理
解
」
が
ど
の
判
制
捜
考
揮
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
に
逢
着
す
る
。
ま
た
そ
の
様

提
と
し
て
「
宗
教
」
と
「
没
界
観
」
の
概
念
の
義
典
も
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
議
教
」
が
世
俗
〈
超
越

V
(
中
mg忠
告
}

吾
首
)
的
な
も
の
で
あ
り
、
「
散
界
観
」
が
皆
俗
〈
内
在

v
z
s
g
g
Z
N〉
的
な
範
騰
で
捉
え
ら
れ
る
と
し
て
も
、
問
者
は
、
競
わ
し

ドイツの宗教団体の13律性(自己主義主主権)(猪木)

く
重
層
的
で
あ
る
。
ワ
イ
マ

l
t
H
憲
法
制
定
後
間
も
な
く
、
す
で
に
両
者
を
慌
裂
す
る
こ
と
は
、

{
川
淵
)

能
で
あ
る
」
こ
と
が
認
識
さ
れ
担
。
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め
て
難
し
く
、
笑
際
に
不
可

「
没
界
観
罰
体
〕
は
、
「
宗
教
岡
山
体
」
と
同
様
な
か
た
ち
で
「
自
己
決
定
権
」
の
担
い
手
に
な
り
う
る
の
か
、
基
本
法
上
、
「
宗
教
」

と
「
没
界
観
」
は
、
持
じ
く
扱
わ
れ
た
条
項
(
基
本
法
第
開
条

項
、
第
七
条
五
項
、
ワ
イ
マ
i
t
H
憲
法
第
二
一
…
七
条
と
の
関
連
で
基

本
法
第
一
態
。
条
)
に
た
い
し
、
別
個
に
扱
わ
れ
た
条
項
(
骨
格
本
法
第
二

一
項
、
第
七
条
一
一
環
お
よ
び
一

ワ
イ
マ
i
ル
憲
法
第

凶

O
条
、
ワ
イ
マ
i
ル
憲
法
第
一
四
一
条
と
の
関
連
で
基
本
誌
第
一
回

O
条
)
が
対
鵬
隠
し
て
い
る

(
叫
)

こ
と
を
踏
ま
え
た
う
え
で
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う

G

六
条
と
の
関
連
で
器
本
法
第

l 

一
文
は
、
宗
教
関
体
の
役
融
機
械
制
的
寸
権
を
認
め
た
も
の
で
&
め
る
が
、
タ
カ
ン
ペ
ン
ハ
ウ
ゼ
ン
の
指
織
し
て
い
る
よ
う
に
、
基
本
総
体
制
の
も
と
で
は
、
「
教
会
の
役

員
の
任
命
及
び
組
組
織
ょ
の
措
置
に
お
け
る
開
閣
の
協
力
機
は
、
条
約
上
の
合
意
に
義
づ
い
て
い
る
}
(
ぐ
認
き
向
。
{
含
¥
問
。

5
¥〈
"
の
さ

6
2
Z
G器
P
G
O
〉
界
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-
S
¥
〉
3
・
G
叶
垣
間
〈
M
N
ロ
ハ
滋
)
。
し
た
が
っ
て
こ
の
報
告
で
は
ワ
イ
マ

i
ル
懲
法
第
一
一
一
一
七
弘
前
三
市
慣
に
つ
い
て
は
、
主
に
一
文
に
中
心
が
お
か
れ
る
。
な
h
ね

本
報
告
は
級
一
一
一
六
刑
制
(
平
成
一

O
年
波
)
宗
教
法
学
会
で
後
表
さ
れ
た
も
の
で
、
報
食
品
波
、
行
わ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
け
る
質
疑
応
答
を
ふ
ま
え
て
若
干
加

筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
こ
の
テ
i
?
と
関
係
の
深
い
「
宗
教
間
体
(
教
会
)
の
隊
律
妓
と
法
治
問
問
山
本
」
に
つ
い
て
は
、
清
水
繋
吋
国
家
と
宗
教
}
〈
一
九
九
一

年
・
緊
縮
問
ふ
入
学
出
版
総
)
五
一
二
一
長
以
下
務
照
。
注

(
2
〉
の
文
献
で
も
扱
っ
た
の
で
笈
績
を
描
聴
け
る
よ
う
に
努
め
た
。

〈
2
)
機
水
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
宗
教
間
体
と
そ
の
紛
争
処
理
」
復
縁
孝
治
他
編
刊
現
代
鴎
家
と
宗
教
関
体
」
(
一
九
九
二
年
・
お
波
警
庖
)
{
第
五
慾
〕
二

O
一
一
賞
以
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同
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4
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M
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E
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W
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宮

σ一-
r
o
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g
n
y
g
P
P
M
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〉
巳
・
可

m間
関
〈
。
ロ
』

2
8町w
p
z己
ヂ
ロ
目
。
ぎ
の

VMU530MN・
50円
安
門
凶

ι
ア
早
川
町
品
〈
甲
山

ισgm内
向
門
会
問
〉
的

-mM同
・
阿
国
・
司
祭
・
「
ヘ
ツ

ゼ
に
よ
れ
ば
、
「
自
律
性
」
と
は
、
客
観
法
の
拘
策
的
条
綴
を
つ
く
る
法
的
問
に
付
与
さ
れ
た
能
力
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
る
波
注
立
の
機
能
の
み
を

包
含
す
る
も
の
で
あ
る
。
ぞ
れ
は
、
コ
自
ら
の
」
事
項
を
独
立
し
て
管
燃
す
る
権
利
を
含
ま
な
い
の
み
な
ら
ず
、
こ
れ
は
直
ち
に
法
定
立
の
後
詰
誌
を
食
む
も
の
ぞ
は

な
い
。
し
た
が
っ
て
闘
己
管
理
の
概
念
!
i
l
国
と
教
会
及
び
宗
教
団
体
と
の
関
係
へ
の
委
譲
に
た
い
す
る
脱
税
本
的
な
疑
義
と
は
別
個
慣
に

i
i
i
も
ま
た
、
期
酬
が
こ
の

側
関
連
に
ho
い
て
表
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
通
例
の
適
用
と
合
致
し
な
い
意
味
に
お
い
て
の
み
表
隣
さ
れ
終
る
も
の
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
掛
慌
の
論
考
の

後
半
部
分
で
は
竹
内
沼
律
糾
は
い
と
い
う
簿
業
を
矧
い
て
い
る
。

{
?
)
民
意
葬

F
P
C
-
m
w
-
お
ゲ
た
だ
し
こ
の
懇
法
で
は
、
ヘ
ツ
セ
が
、
河
内
凶
韓
国
で
援
措
惜
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
…
般
的
閣
法
」
の
穏
保
は
存
筏
し
な
い
。
そ
の
後
、
同

晶
懸
時
闘
の
規
定
は
、
}
八
開
出
九
年
の
ラ
イ
ヒ
愈
法
第
一
間
出
七
条
一
項
、
一
八
十
丸

O
年
の
ブ
ロ
イ
セ
ン
憲
法
第
一
五
条
お
よ
び
一
九
一
九
年
の
ラ
イ
ビ
憲
法
務
二
二
七

条
三
項
に
継
承
さ
れ
た
。
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1
1
Hト
H

主立予墜事E構棋士臨時説家!さ[銭円襲~]客様繰 [BVerfGE 46. 73， 74.] ~糊jO in ; Muckel， a. a. 0.， S. 1き3.

{ミ早) A. a. 0.， S. 184. 

(~) Preuss OVG (=Preussisehes Oberverwaltungsgericht) 82. 196 [204f.]. 

(~) Anschutz， Reichsverfassung， Anm. 4 zu Art. 137 (S. 635f.). in:行部se，a. a. 0.， S. 538. 

(;:;:j) Godehard Jo田fEvers， Staat und Kirche im Neuen Deutschland， Munchen 1930， ~ 15 S 258. 

(~) Hes鵠， HdbStKirchR Bd. I. S機 53事.

([;l) 1 ~，(岡崎 11 m:: 1与Jr詩型際絞縦士出縦事宇l長{語長

(法) Hesse， a. a. O. 

(:g) BVerfGE 18， 385 (387). 

(~号) 1 ~<岡崎，(m::!Sl1D予要事告電踊対縦算定[担長11 総}穿君主調車 [BverfGE 7告， 138 (165).]秘援。

(釘) BVerfGE 70， 138 (165). 

(B号) ，J(~:æ:書留!..!ゃ :;もJ~' Axel Isak， Das Selbstverstandnis der Kirchen und Religionぉ:gemeinschaftenund seine Bedeutun罫 fur die 

Auslegung staatliches Recht， Berlin 1994. 毒事率。 IJSEa'田g(;'写字然ベ(;'善幸主主!!S. 29ff !..!業主J エ。

Hesse. HdbStKirchR Bd， 1， S. 54な V詰1.BVerfGE 42. 312 (344). 

著書]番手青信事者 [BVerfGE 18， 3詰5] 榔堕~O
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(~こ} り ~~I盟!1 ο;; もJ さま， H部 se，a. a. 0.， S. 538ff. 

(~) Muckel， a. a. 0.， S. 192. Fn. 473. VgL A. a. 0.， S. 1事4.Fn. 414f. トヤ 0~入砂-.，.，~ヤー恥入ムな緩*令指令(飲Jν ，; t-@o Fischer. 

a. a. 0.， S. 113ff. 

(~l Muckel， a. a. 0.. S. 1吉2桶

(i'.5l A. a. O. 

(rx:l Ansch註tz，f主eichsverfassung，Anm. 5 zu Art 137 S， 636. 

(:;;cj) Ebers， Staat und Kirche， S. 292. in :日時間， a. a. 0.， S. 544. 

(1iS) Hes悌， a. a. 0.， S. 545. 

(e1;) Johannes Heckel， Das staatskircbenrechtliche Schriftturn der Jabre 1宮30und 1き31，in: VerwArcb. 37 (1932)， S. 282ff. V，悲し He.

路 e.ιa.O. .;望.;qJoh制 neHeckel :l1' Martin Hed開1';;棒吠~必-"，'与〈糸川ゆと..!!L.，\- ~耐えよき誌が心事誕4道機幹榊千J時号令。

(~) Johann国 Heckel，a.ιO. 

(~) 燦*.主芸聖堂事駆け 1111く 1眠~I'-番憾::0

( &;) 日時間， a. a. 0.， S. 545.546. 

O~) v. Mangoldt/Klein/v. Carnpenbausen， GG Art. 140/ Arし 137WRV Hdn. 123. 

(g;) 1兵みJ，(社-f'!m::l1 1 r:o~税者ま縦士話番謀総滋[総 11総] ii宇売思議高 [BVerfGE42， 312， 334J .;qム-，¥':::l1ばく111沿 111認定 1111∞I@:#説家定{襲安打者言]

夜祭諸事 [BVerfGE66， 1， 2告}秘密;0in : Muckel.ιa. 0.. S. 276. V.-!号入て八之やや入怒りG家:混と」お...)\-'誠事君事詩迷惑~i1る ...)'-!O Vgl. 

v. Mangoldt/Klein/v. Carnpenhausen. GG Art. 140/ Art. 137 WRV Rdn. 123. 

(gl v. Campenhausen. a. a. O. (An出. 123.); ders.. D府 決 舵htsschutzder kirchlichen Bediensteten. Huppelぶ'8.262. 271. 

(.;::) v. Mangoldt/Klein/v.Camp制thausen，GG Art. 140/ Art. 137 WHV Hdnr. 124. 

(~詰) J. l:!eckel. 拘 Dasfur alle geltende Gesetz'“ in: ders， G倍 amrnelteteAufs説tze.Hrsg. von Siegfried Grundm釦丸 Eωln，1964. S. 

590. 593. in: Campenhausen. a. a. O. 

(g'i) 必然'銀総泌'糊桜:滋桝4it主霊藍若草おさ2鮮側!1葉桜子ミ~...pÇ'l .\..!O
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tnl![#説家蕊{総11軽量}穿

守司K同社ト11 器~ 1 -IJtn型書疑者接i巡紙家資{華畢!箱き]察活減[おVerfGE18， 385 (386).]毒事度。 in: Hesse， a. a.仏， S. 546. 

B V erfG E 18， 385 (381 f.). in : Hesse， a. a. O. 

(~) 1予若手《砂子ミ立な111I羽織~綴泌総事夜〔議長11 箱詰]家売話器製 [BVぽfG日 42 ， 312， 334f. r 1吠<11i母

表紙 [BVerfGE66，1 (20)] ~みもお!兵<，く法対E立 11ヨ tn護主税説家復〔謀長 11総]家理主蝶 [BVerfG日 12， 21器 (289)]機密IQ in 日時間， a， 

1m:: 

(3;) 

( :&;) 

(
由
窓
ご
hw∞
同
法
泌
総
保

マ
ト
州

a. 0" S. 546. 

(S;) BVerfGE 42、312(3331. in ; He部 e，a. a. 0吋 S.547. 

(l5l) BVerfGE 42， 312 (334). in:行船田， a. a， O. 

(~) I兵<0砕111立た11岡沼紛綾瀬様縦罫夜議長11治家売主総出VerfGE53， 366， 4011' I ~く 111排 111 m:: I 111 tn君主綴喜~f校[議! 1韓首]察必蝶

[BVerfGE 66， 1 (22) r I・ば〈出場Km::l5lml![緩喜平i飯事字選 [BverfGfno.138 (167)] ヰ吋ゐ 1~<K券泌氏 I l5l tnl![尊説家絞〔総 11 結]

穿弱者離 [BVerfGE72， 218 (289)] ~品盤。

(受) U1rich Preu部， in: Ko棚田tarzum Grundge鵠 tzfur die Bundesrepublik Deutschland (AltcrnativkommentarJ.お札 2，1宮84，Art. 

140 GG/ Art. 136-139， 141 W 1司V，Rdn， 27f. in: H部S8，a. a. 0.， S. 548. Fn. 89. 

(歪) Quarit舵 h，Kirchen und Staat， S. 288ff. in: Hes開， a. a. 0.， S. 548. 

(S!l Hes揃， a.札 0.，S. 548-549. 

(~) Muc誌e1，a. a. 0.， S困 2.r ~ド ~-'-J ~:;...:J r機嫌与I~ムJ ""...:Jv笠「機嫌級紙J~，争議正晴~S""..\J':.!言語燦 '!\J~ヰ子母国主をとよや♀も-'t!"去を( ~ヰ)

ぬli~。

(2) Mucke1. a. a. 0.， S. 13ふ131.事罰金ト:!Ar係省高許認災吋も給金ト忍ぶ~'民会必'事l総〈署要領>~~""S..\J割縫くg側〉主1;~""S"" l:?S!宗寺小

場 IJ..¥J士主主ノ必οエν:;喝。

(きさ) A. a. 0.， S. 136. 


