
明
治
国
家
と
宗
教

|
|
ひ
と
つ
の
解
釈
|
|

山
(口
高

契輝
き臣

lま

じ

め

国
家
と
宗
教
と
の
関
係
と
い
う
の
は
、
普
遍
的
に
存
在
す
る
問
題
で
、
そ
れ
故
に
重
要
な
研
究
課
題
で
あ
り
、
日
本
に
お
い
て
は
そ

の
点
の
認
識
が
不
十
分
で
軽
視
さ
れ
て
い
る
|
|
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
方
も
多
い
に
違
い
な
い
。

し
か
し
私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
考
え
方
は
、
対
象
に
つ
い
て
可
能
な
い
く
つ
か
の
解
釈
の
あ
く
ま
で
も
ひ
と
つ
に
過
ぎ
ず
、
ま

た
そ
う
し
た
集
合
の
な
か
で
も
む
し
ろ
出
来
の
悪
い
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
先
の
よ
う
な
解
釈
に
は
そ
の
前
提
に
大

き
な
陥
穿
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
し
て
そ
の
陥
穿
は
、
ま
さ
に
日
本
と
い
う
事
例
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
際
に
肥
大
し
て
現
れ
、
そ
れ

明治国家と宗教(山口)

が
、
日
本
に
お
け
る
国
家
と
宗
教
と
の
関
係
の
理
解
へ
の
妨
げ
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
ま
ず
こ
の
点
を
指
摘
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
る
。
そ
し
て
次
に
、
そ
う
し
た
難
点
を
か
な
り
の
程
度
ク
リ
ア
ー
し
た
と

思
わ
れ
る
説
明
枠
を
提
示
し
、
最
後
に
、
そ
こ
か
ら
日
本
以
外
の
事
例
を
考
え
る
際
に
有
用
と
思
わ
れ
る
事
実
発
見
の
た
め
の
比
較
枠

を
示
す
こ
と
を
目
指
す
。

-291-
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き
て
、
最
初
に
一
ぶ
し
た
ひ
と
つ
の
解
釈
|
|
密
家
と
宗
教
と
の
欝
係
と
い
う
の
は
、
後
溺
的
に
存
在
す
る

で
、
そ
れ
放

要
な
研
究
課
題
で
あ
り
、
日
本
に
お
い
て
は
そ
の
点
の
認
識
が
不
十
分
で
軽
視
さ
れ
て
い
る

i
i
i
の
う
ち
、
私
が

に
臨
穿
と
呼
ん

だ
の
は
、
比
較
的
容
易
に
批
判
が
行
え
そ
う
な
箇
所
、
例
え
、
ば
、
国
家
と
宗
教
と
の
関
係
は
重
要
で
あ
る
と
か
、
日
本
で
は
そ
れ
が
軽

視
さ
れ
て
い
る
と
か
い
っ
た
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
主
娠
が
一
見
す
る
と
自
然
に
導
か
れ
て
き
て
い
る
そ
の
基
礎
と
な
っ

す
な
わ
ち
間
出
家
と
宗
教
と
の
関
係
と
い
う
問
題
は
普
遍
的
仁
容
夜
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。

、
臣
家
と
宗
教
と
が
完
全
に
融
合
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
そ
も
そ
も
国
家
と
宗
教
と
の
関
係
と
い
う
向
い
闘
体
が
省

み
ら
れ
る
こ
ど
が
な
い
た
め
、
国
家
と
宗
教
と
の
関
係
と
い
う
問
問
題
は
存
在
せ
ず
、
よ
っ
て
普
遍
的
関
観
と
は
蓄
え
な
い
と
い
う
、
い

292-

さ
さ
か
誰
弁
に
近
い
論
理
合
持
ち
出
す
の
か
と
悶
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
ま
た
国
家
が
存
殺
し
な
い
社
会
を
想

、
開
題
の
普
通
性
に
疑
い
を
挿
む
と
い
う
仕
方
も
採
ら
な
い
。

私
が
述
べ
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
宗
教
と
い
う
観
念
そ
の
も
の
が
、

一
定
め
地
域
性
と
歴
史
性
と
を
背
負
っ
た
観
念
で
あ
っ
て
普

過
的
に
存
在
し
て
い
る
と
は
一
言
え
ず
、
そ
の
結
果
、
国
家
と
宗
教
と
の
関
県
そ
の
も
の
も
後
遺
務
に
は
存
在
し
袴
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
c

こ
こ
で
私
が
述
べ
て
い
る
宗
教
の
不
在
と
は
、
宗
教
と
い
う
…
言
葉
に
よ
っ
て
慾
派
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
が
不
在
で
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
宗
教
と
い
う
考
え
方
、
す
な
わ
ち
物
事
を
認
識
す
る
と
き
に
宗
教
と
い
う
枠
で
あ
る
対
象
を
切
り
取

る
と
い
う
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
た
主
張
は
、
民
族
誌
や
文
先
人
類
学
の
成
果
を
受
容
し
た
一
部
の
詑
較
宗
教
学
者
に
よ
っ

い
時
期
間
か
ら
唱
え
ら
れ
て
い



る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
主
様
な
ら
ば
、
民
族
誌
の
納
得
喪
を
せ
ず
と
も
、
日
本
を
見
る
こ
と
で
、
す
な
わ
ち

の
翻
訳
語
と

し
て
の
宗
教
が
定
殺
し
て
い
く
過
程
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
臨
ず
と
支
持
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
取
り
も

直
さ
ず
、
国
家
と
宗
教
と
の
関
係
と
い
う
問
題
設
定
が
跨
遜
釣
で
は
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
呉
体
的
に
は
も
う
少
し
あ
と
で
援
問
す

る。

* 

と
こ
ろ
で
、
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
よ
う
な

見
し
た
と
こ
ろ
煩
雑
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
す
る
に
は
、
そ
れ
な
り
の
利
点
が
あ
る
か
ら
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
耗
点
は
ひ
ど
つ
に
と
ど
ま
ら
な
い
が
、
と
り
あ
え
ず
本
稿
と
の
関
連
で

、
白
木
と
い
う
事
部
令
よ
り
説

得
的
に
理
解
す
る
こ
と
の
で
き
る
点
が
重
要
だ
ろ
う
。

近
代
の
日
本
の
事
例
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
際
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
そ
の
ゆ
心
に
位
重
し
て
き
た
の
は
、
そ
の

も
あ
っ
て
、
神
社
を
宗
教
で
は
な
い
と
す
る
言
説
、

い
わ
ゆ
る
神
社
非
宗
教
諭
で
あ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
悶
家
神
道
と
い
わ
れ
る
概
念
も
、

閥
抗
犯
は
こ
の
神
社
非
宗
教
諭
を
骨
格
と
し
て
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
神
社
が
宗
教
か
否
か
と
い
う

は
ほ
と
ん
ど
設
も
問
題
と
し
な
い
ま
さ
に
そ
の
こ
と
が
関
議
と
さ
れ
て
い
る
空
間
令
挺

耳号J治E副家と宗教(山0)

え
る
に
あ
た
り
、
仮
に
対
象
の

い
う
暫
定
的
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
何
ら
か
の
形
で
宗
教
を
定
義
付
け
て
か
ら
は
じ
め
る
ア
プ

ロ
i
eア
に
依
拠
し
て
い
て
は
、
そ
も
そ
も
神
社
非
宗
教
諭
と
い
う
問
題
ぞ
れ
自
体
が
表
象
さ
れ
得
な
い
。
そ
の
た
め
、
実
は
予
晃
に
過

ぎ
な
い
も
の
が
意
識
し
な
い
う
ち
に
研
究
の
前
提
と
し
て
入
り
込
み
、
例
え
ば
、
締
役
が
宗
教
で
あ
る
の
は
当
然
だ
か
ら
、
神
社
非
宗

つ

、
何
等
の
検
統
合
絞
る
こ
と
な
く
記
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
に
な
る
。

教
論
は
虚
偽
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
っ
て
云
々
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す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
教
と
の
長
く
複
雑
で
微
妙
な
関
係
を
有
す
る
イ
長
ぬ
い
き

3

は
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
を
や
心
に
解
釈
さ
れ
、

セL
P勺

、
そ
の
両
者
に
共
通
す
る
も
の
が
は
か
な
ら
ぬ
宗
教
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
経
緯
の
な
か
に
善
い
て
み
る
と
、
い
わ
ゆ
る
神
社
非
宗
教
諭
も
見
え
方
が
変
わ
っ
て
く
る
。
神
社
非
宗
教
論
は
特
定
の
勢

力
に
よ
っ
て
意
底
的
に
案
出
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
宗
教
と
い
う
骸
念
の
影
成
j
定
着
過
程
で
あ
っ
た
当
時
に
お
い
て
十
分
に
説
得
力

を
持
ち
、
広
く
受
容
さ
れ
た
考
え
方
で
あ
っ
た
と
す
る
べ

れ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
に
考
え
て
こ
そ
、
臣
家
神
道
の

そ
受
け
た
は
ず
の
久
米
邦
武
か
ら
明
治
政
府
を
経
て
神
道
家
に
烹
る
人
々
、
あ
る
い
は
真
宗
の
島
地
獄
…
雷
か
ら
信
仰
に
淡
拍
な
福
沢
諭

吉
を
経
て
キ
リ
ス
ト
教
の
宣
教
師
に
塗
る
人
々
と
い
っ
た
、
政
治
的
に
も
宗
教
的
に
も
多
様
な
人
物
た
ち
が
、
神
社
は
宗
教
に
非
ず
と

い
う
点
で
一
致
し
て
い
る
と
い
う
、
今
日
か
ら
す
る
と
意
外
な
事
実
が
、
理
解
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
。

* 
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宗
教
と
い
う
観
念
の
形
成
過
税
は
、
ほ
ほ
明
治
思
家
の
形
成
期
に
一
致
す
る
。
だ
が
明
日
お
霞
家
は
、
お
の
よ
う
な
経
過
に
従
っ
て
、

す
ぐ
に
神
社
非
宗
教
諭
の
立
場
か
ら
政
策
会
遂
行
し
て
い
っ
た
わ
け
マ
は
な
い
。
む
し
ろ
明
治
釜
山
法
発
布
以
前
に
お
い
て
、
政
策
の
対

象
が
祭
教
か
杏
か
は
ほ
ど
ん
ど
考
壊
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
一
一
お
っ
て
よ
い
。

こ
の
時
期
に
数
多
く
な
さ
れ
た
間
家
に
よ
る
施
策
は
、
神
社
に
対
す
る
も
の
か
、
寺
院
に
対
す
る
も
の
で
、

M

せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
そ

れ
ら
を
ま
と
め
た
社
寺
に
対
し
て
の
も
の
だ
っ
た
σ

ま
た
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
の
措
罷
も
い
ろ
い
ろ
と
考
案
怒
れ
た
が
、
キ
リ
ス
ト

教
に
政
策
で
議
及
す
る
こ
と
自
体
が
キ
リ
ス
ト
教
の

の
高
札
撤
去
に
よ
る

稜
安

を
意
味
し
、
開
明
治
六
年
二
八
七

定
し
た
状
況
(
い
わ
ゆ
る
「
黙
許
ヒ
を
崩
壊
に
導
き
か
ね
な
い
と
す
る
判
断
に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
が
名
指
し
で
対
象
と
な
る
こ



と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
ら
に
現
れ
た
措
設
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
政
策
の
方
向
性
を
窺
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
キ
リ
ス

ト
教
徒
の
活
動
の
自
闘
を
問
答
す
る
よ
う
な
制
度
を
撤
a

撰
し
て
い
く
こ
と
で
、
実
察
部
に
信
教
の
自
由
を
保
障
し
て
い
く
も
の
で
あ
る

と
椴
測
で
き
る
。
こ
の
路
線
は
、
明
治

に
葬
儀
が
法
制
料
品
約
に
も
自
由
化
さ
れ
る
こ
と
で
完
成
を
見
る
。

t: 
若手

J¥. 
J¥. 

社
寺
あ
る
い
は
キ
リ
ス

る
と
き
、
そ
の
対
象
が
、
宗
教
で
あ
る
か
ど
う
か
を
立
案
者
が
悩
む
必
要
な

ど
必
ず
し
も
な
く
、
爽
際
に
多
く
の
場
合
、
そ
う
し
た
こ
と
に
総
意
は
払
わ
れ
な
か
っ
た
。
宗
教
と
い
う
枠
組
に
恭

e

つ
い
て
、
そ
れ
に

対
し
て
行
う
政
策
会
宗
教
政
策
と
誘
う
と
す
る
な
ら
ば
、
明
治

。
年
代
に
宗
教
政
策
な
ど
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
、
だ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
の
研
究
は
、
こ
の
時
期
の
政
策
で
は
も
っ
ぱ

程
と
捉
え
て
き
た
。
し
か
し
多
く
の
場
合
、
史
料
や
め
教
な
ど
を
そ

そ
の
政
策
的
な
定
着
を
岡
家
神
道
の
形
成
過

コ
i
ル
と
読
む
よ
う
な
史
料
操
作
に
依
拠
し
て

い
る
。
そ
し
て
そ
の
主
張
の
最
終
的
な
根
拠
と
さ
れ
、
衿
社
非
宗
教
論
の
制
約
成
化
の
廊
期
と
さ
れ
る
明
治

297-
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の

い
わ
ゆ
る
「
神
宮
・
教
導
殺
の
分
離
」
も
、
そ
の
実
旅
さ
れ
た
措
襲
、
す
な
わ
ち
宮
臨
幣
社
神
宮
の
教
導
職
兼
補
燃
ιん
に
お
い
て

な
く
、
最
終
段
階
で
但
し
書
き
の
付
加
に
よ
り
決
定
的
な
修
正
を
被
り
、
ほ
と
ん
ど
杏
定
さ
れ
る

っ
た
と
託
つ
で
も
よ
い

明
書
の
論
理
に
よ
っ
て
理
解
し
て
い
る
な
ど
、
議
一
致
手
続
き
に
開
題
令
抱
え
て
い
る
。
こ
れ
な
ど
も
、
閲
家
と
指
数
と
の
関
係
と
い
う

問
題
設
定
に
よ
る
陥
穿
の
ひ
と
つ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

明治問者主とぷ教(山口)

本

き
て
宗
教
で
あ
る
か
な
い
か
と
は
関
係
な
く
、
こ
の
持
患
に
政
府
は
社
寺
と
の
関
係
の
制
度
化
を
試
み
て
い
た
。
そ
の
方
向
を
簡
単

に
ま
と
め
れ
ば
、
広
範
に
行
わ
れ
た
上
地
へ
の
反
対
給
付
と
し
て
財
政
支
出
を
一
定
期
間
行
う
も
の
の
、
そ
の
終

7
と
と
も
に
社
寺
に
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対
す
る
「
公
費
」
支
出
を
絶
つ
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
最
後
の
接
穫
が
、
「
神
社
改
正
之
件
」
と
い
う
照
明
治

。
年
度

八
八
七
年
度
)
か
ら
導
入
さ
れ
た
宮
国
幣
社
の
「
独
立
自
営
い
化
策
に
は
か
な
ら
な
い
。

「
衿
社
改
疋
之
件
」
が
完
遂
さ
れ
る
と
、

一
定
年
限
(
当
初
は

後
の
間
的
家
と
社
寺
と
の
関
係
は
、
神
宮
(
伊
勢
神
宮
)
と

靖
国
神
社
へ
経
費
・
営
繕
費
の
国
康
補
助
が
行
わ
れ
、

五
O
社
弱
あ
る
{
民
間
幣
社
の
祭
典
用
に
神
僕
幣
申
m
料
が
毘
康
よ
り
支
出
さ
れ

る
だ
け
に
限
定
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
吋
頑
冥
の
後
」
|
!
こ
の
場
合
は
神
職
な
ど
を
含
ん
で
い
る
は
ず

i
iー
に
よ
る
反
対
を
政

策
立
案
者
た
ち
が
意
識
し
て
い
た
こ
の
「
神
社
改
正
之
件
」
が
実
行
で
き
た
の
は
、
そ
う
し
た
意
見
を
無
視
す
る
こ
と
の
で
き
る
「
政

府
専
決
」
と
い
う
当
時
の
政
治
過
程
の
特
灘
、
分
か
り
ゃ
す
く
議
、
っ
と
議
会
の
不
在
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
。

そ
れ
に
対
す
る
評
鏑
は
ひ
と
ま
ず
撞
く
と
し
て
も
、
切
断
を
主
と
し
た
社
寺
と
の
関
係
の
制
約
震
化
、
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
活
動

の
自
由
を
実
質
的
に
認
め
て
い
く
と
い
う
方
向
は
、

定
の
安
定
感
を
有
し
て
い
た
。
明
治
憲
法
と
そ
の
付
緩
法
は
、
そ
れ
ら
を
骨
総
本
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法
規
中
で
制
制
度
化
し
た
も
の
と
い
う
側
混
も
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
、

一
九
世
紀
に
お
け
る
岡
家
と
社
寺
・
キ
リ
ス
ト
教
と
の
関
係
の
総

度
化
は
、
思
閉
な
基
披
を
得
た
か
に
忠
わ
れ
た
。
し
か
し
事
態
は
む
し
ろ
逆
の
側
面
を
捜
し
て
い
く
。

語
教
の
自
由
が
憲
法
に
書
き
込
ま
れ
て
以
降
、
宗
教
か
否
か
で
は
、
ぞ
れ
に
対
し
て
保
障
/
制
限
さ
れ
る
自
由
か
ら
し
て
異
な
る
こ

と
に
な
る
。
つ
ま
り
宗
教
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
、
言
論
活
動
に
お
け
る
白
日
幾
定
や
抽
出
者
鑑
定
と
い
っ
た
問
問
題
を
超
え
、

法
的
・
政
治
的
に
も
護
大
な
意
味
を
帯
び
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
よ
り
、
政
策
立
案
な
ど
に
携
わ
る
当
事
者
も
、
宗
教
か
否

か
を
今
後
は
考
癒
し
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
っ
て
い
く
。
明
治
憲
法
以
後
、
宗
教
と
非
宗
教
と
の
裁
断
と
い
う
流
れ
は
、
瀧
け
ら
れ
な

い
も
の
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。



。
俊
紀
へ
|
宗
教
の
変
容
と
「
国
家
リ
宗
教
」
関
係
の
転
形

こ
う
し
た
流
れ
に
梓
薬

L

す
動
き
を
活
発
に
展
開
し
た
の
が
、
神
職
た
ち
だ
っ
た
。
彼
ら
は
、
キ
リ
ス
ト
者
や
仏
教
者
が
明
治
一

O
年

代
に
自
ら
を
宗
教
と
語
る
こ
と
で
弁
一
訟
を
試
み
た
よ
う
に
、
二

0
年
代
に
な
る
と
よ
り
積
極
的
に
、
自
ら
を
宗
教
で
な
い
と
語
る
こ
と

で
弁
証
を
会
て
る
。
そ
し
て
公
的
援
域
に
お
け
る
宗
教
と
非
宗
教
と
の
切
断
と
い
う
流
れ
に
対
応
し
、
神
職
た
ち
の
主
張
も
議
会
へ
と

持
ち
出
さ
れ
る
。

彼
ら
の
主
張
は
、
現
在
の
致
府
の
神
社
に
対
す
る
施
策
ー
ー
そ
の
中
核
に
は
「
神
社
改
正
之
件
」
が
あ
る
|
|
令
、
神
社
を
蔑
ろ

に
す
る
も
の
と
批
判
し
、
持
社
を
宗
教
と
完
全
に
到
個
な
も
の
と
す
る
こ
と
で
優
遇
せ
よ
と
い
う
も
の
で
、
神
祇
官
の
設
驚
を
シ
ン
ボ

ル
に
運
動
を
展
開
問
し
た
。
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初
期
議
会
期
、
こ
の
よ
う
な
運
動
に
政
府
は
様
々
な
持
正
を
加
え
る
・
も
の
の
、
請
願
と
い
っ
た
手
段
な
ど
を
通
じ
て
、
様
々

へ
機
能
的
に
濁
か
れ
て
い
た
議
会
と
い
う
機
関
へ
の
神
職
た
ち
に
よ
る
働
き
か
け
を
す
べ
て
規
制
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
神
職
ら

張
は
徐
々
に
議
会
で
受
け
容
れ
ら
れ
て
い
く
。

と
こ
ろ
で
政
府
に
お
け
る
所
轄
議
期
間
で
あ
る
内
務
省
の
社
寺
局
は
、
明
治
一

0
年
代
中
頃
に
は
、
神
社
の
社
格
に
対
応
す
る
み
践
の

寺
格
を
新
設
し
、
僧
倍
に
僧
爵
と
い
う
爵
位
を
与
え
る
と
の
案
を
構
想
す
る
な
ど
、

い
く
。
し
か
し
、

明治朗家と宗教(山口)

と
非
宗
教
と
の
裁
断
と
い
う
流
れ
の
な
か
、
非
宗
教
と
宗
教
と

へ
の
優
遇
策
は
、
社
寺
周
以
外
の
賛
問
を
得

ら
れ
ず
に
消
滅
し
て
い
く
。
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* 

条
約
濯
正
交
渉
の
末
、
明
治
二
七
年
(
一
八
九

に
締
結
さ
れ
た
諸
条
約
に
と
も
な
っ
て
、
今
リ
ス
ト
教
を
法
の
も
と
に
置
く

作
業
が
必
要
に
な
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
は
、
明
治
憲
法
に
よ
っ
て
解
釈
「
公
許
」
が
な
さ
れ
た
も
の
の
、
ぞ
れ
を
保
障
す
る
法
令
が
存

夜
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の

件
は
、
信
教
自
由
を
保
障
/
制
限
す
る
下
投
法
設
定
の
問
問
題
、
民
法
ゅ
の
法
人
化
規
定

の
社
会
リ

へ
の
適
用
除
外
に
よ
る
特
開
法
制
定
期
認
な
ど
と
結
び
付
き
、
キ
リ
ス
ト
教
だ
け
を
対
象
と
し
た
内
務
翁
ん
刊
の
発
布
と

い
う
事
態
を
超
え
、
宗
教
法
の
樹
立
を
輸
と
す
る
総
合
的
な
宗
教
政
策
構
想
へ

て
い
く
。

こ
の
と
き
の
構
想
に
お
け
る
や
心
的
争
点
は
、
仏
教
と
そ
の
他
と
の
バ
ラ
ン
ス
で
あ
っ

校
寺
局
の
考
え
は
、
社
寺
/
キ
リ
ス
ト

教
と
い
う
枠
の
形
跡
を
留
め
る
も
の
だ
っ
た
が
、
こ
れ
は
、
社
と
寺
と
い
う
非
宗
教
と
宗
教
と
に
跨
る
枠
組
に
よ
り
生
じ
る
間
関
、
そ
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し
て
キ
リ
ス
ト
教
と
の
権
衡
と
い
う
点
を
衝
い
た
外
務
省
に
よ
っ
て
最
終
的
に
葬
ら
れ
る
。
そ
し
て
政
府
案
は
、

一
教
|
|
教
派
衿

選
・
仏
教

R

キ
リ
ス
ト
教

ー
を
関
一
法
規
に
よ
っ
て
同

制
震
で
同
等
に
規
定
す
る
も
の
と
な
り
、
議
会
に
出
さ
れ
る
。
こ
こ
に

社
寺
/
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
、
夜
来
/
新
来
と
い
う
枠
を
想
総
さ
せ
る
枠
組
は
、
法
的
・
政
治
的
領
域
に
お
け
る
公
式
の
枠
線
と
し
て

は
そ
の
メ
イ
ン
・
ス
ト
リ
ー
ム
か
ら
消
え
、
宗
教
/
神
社
と
い
う
枠
組
が
こ
れ
に
と
っ
て
代
わ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
各
教
相
笈
の

一
平
等
を
確
保
す
る
と
い
う
方
向
が
、
か
え
っ
て
宗
教
と
非
宗
教
、
具
体
的
に
は
神
社
と
の
報
連
を
際
立
た
せ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
こ
の
案
は
ま
さ
に
そ
の

つ
ま
り
信
者
数
で
も
由
緒
に
お
い
て
も
大
き
な
差
の
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
と
を
何
等

に
扱
っ
て
い
る
と
い
う
理
由
で
、
仏
教
界
の
濁
動
と
そ
の
主
張
に
共
感
を
も
っ
議
員
ら
に
よ
っ
て
、
貴
族
院
に
お
い
て
否
決
さ
れ
る
。

」
の
披
折
し
た
構
想
を
制
環
的
に
支
え
る
は
ず
で
あ
っ
た
も
の
が
、

神
社
局
と
宗
教
局
へ
の
分
離
で
あ
っ
た
。
ヰ
リ
ス
ト

教
を
管
轄
下
に
驚
く
こ
と
と
な
る
以
上
、
社
寺
局
と
い
う
名
称
は
不
適
当
な
も
の
と
な
る
。
か
と
言
っ
て
、
社
寺
局
を
単
純
に
京
教
局



な
ど
へ
と
改
組
す
れ
ば
、
神
祇
官
設
置
の
建
識
を
す
で
に
両
院
で

こ
と
で
そ
の
僚
組
を
は
か
る

ょ
う
政
府
に
要
請
し
続
け
て
い
る
議
会
に
喧
嘩
を
売
る
よ
う
な
も
の
だ
。
そ
う
し
た
判
断
に
よ
り
、

度
は
政
府
内
て
小
裂
と
却
下
さ

れ
た
社
寺
烏
の
神
社
局
と
宗
教
局
へ
の
分
離
が
実
行
さ
れ
る
。
明
治
一
二
万
一
年
(
一
九

0
0年
〉
の
こ
と
で
あ
る
。

* 

こ
の

九
世
紀
末
の
一

の
出
来
事
に
よ
り
、
政
府
提
出
法
案
を
廃
案
へ
と
追
い
込
ん
だ
仏
教
諸
宗
派
の
実
力
は
社
会
的
に
も
認
知

さ
れ
た
。
し
か
し
こ
の
結
集
は
、
明
快
な
争
点
に
対
寸
る
反
対
遂
動
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
一
時
的
な
も
の
で
、
宗
派
の
墜
を
越
え
た
継

統
的
な
総
織
は
形
成
さ
れ
ず
、
ま
た
そ
の
必
要
性
が
強
く
認
識
さ
れ
る
こ
と
も
あ
ま
り
な
か
っ
た
。
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神
戦
た
ち
は
、
仏
教
と
比
較
し
て
は
る
か
に
小
さ
い
告
ら
持
方
議
を
把
握
し
、
ほ
ほ
議
会
開
設
以
来
、
神
祇
官
設
童
と
い
う

自
擦
を
掲
げ
て
、

の
説
巣
と
し
て
、
神
祇
官
設
践
を
目
指
し
た
小
人
数
の
運
動
体
は

そ
の

会
開
神
戦
会
へ
と
発
展
的
に
解
消
す
る
な
ど
、
神
織
の
総
畿
北
が
進
み
、
ま
た
こ

ベ
く
尽
力
す
る

超
党
派
の
「
関
係
議
員
」
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

要
求
の
部
分
的
貫
徹
と
解
さ
れ
た
神
社
埼
の
新
設
以
降
、

しミ

明治国家と宗教(UJ口)

は
な
く
、
よ
り
具
体
的
な
神
社
の
待
遇
境
警
、
す
な
わ
ち
「
神
社
改
正
之
件
」
の
寄
定
と
な
っ
た
。
そ

い
う
側
面
か

ら
言
え
ば
、
{
呂
田
幣
社
に
対
す
る
昌
康
か
ら
の
経
費
・
営
繕
費
支
給
の
援
活
と
、
府
県
社
以
下
の
神
社
へ
の

そ
し
て

そ
れ
が
無
埋
な
ら
ば
神
鋲
幣
吊
料
の
支
給
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
明
治
国
家
形
成
期
に
政
府
が
計
画
し
た
神
社
政
策
が
、
神
宮
と
靖
国
神
社
以
外
の
す
べ
て
の
神
社
を
府
県
郷
村
社
の
よ
う
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と
し
よ
う
と
し
た
の
に
対
し
、
持
社
の
「
独
立
自
営
」
化
を
神
社
を
侮
蔑
す
る
も
の
と
否
定
し
、
す
べ
て
の
神
社
を

持
笛
の
よ
う
な

状
態
へ
し
よ
う
と
い
う
も
の
に
は
か
な
ら
な
い
。
照
明
治
初
年
に
鋭
ら
れ
た
衿
社
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
に
お

て
を
下
方
向
様
に
扱
お
う
と
す
る
政
府
の
計
画
に
対
し
、
上
方
へ
と
接
近
さ
せ
て
い
こ
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ

い
て
、

そ
し

て
「
関
係
議
箆
」
は
議
員
立
法
と
い

(
一
九
C
一

そ
の
実
袈
に
必
裟
な
法
案
を
提
出
し
続
け
、
実
際
に
開
明
治

は
あ
と
少
し
で
成
立
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
到
達
す
る
。

さ
ら
に
神
社
賂
の
朝
設
以
降
、
会
関
神
職
会
は
、
議
会
の
み
な
ら
ず
神
社
局
へ
夜
按
働
き
か
け
て
い
く
。
そ
し
て
神
社
局
の
な
か
に

も
こ
う
し
た
神
職
の
要
求
に
理
解
を
示
し
、
そ
れ
ら
を
自
ら
の
政
策
課
題
と
し
て
選
ぴ
取
る
新
世
代
の
官
僚
が
景
相
場
し
て
く
る
。

そ
の
中
心
人
物
が
水
野
錬
太
郎
神
社
局
愛
で
あ
る

G

こ
の
あ
と
登
場
す
る
床
次
竹
一
一
部
内
務
次
官
と
同
世
代
に
属
す
る
水
野
が
神
社

開局を
i

主
導
す
る
こ
と
で
、
会
問
神
職
会
i
「
関
係
議
員
」
!
神
社
局
と
い
う
環
が
機
能
し
は
じ
め
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
環
を
背
景
に
、
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水
野
局
長
は
、
議
員
立
法
を
行
政
府
に
対
す
る
正
力
と
し
て
潟
い
、
議
会
主
導
に
対
す
る
政
府
主
導
の
神
社
政
策
の
実
現
と
い
う
論
理

で
も
っ
て
、
内
務
袋
内
、
さ
ら
に
は
大
蔵
省
や
法
制
昂
を
説
き
伏
せ
、
「
神
社
義
正
之
件

を
い
転
換
さ
せ
る
法
律
家
の
提
出
に
藩
ぎ
着

け
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
「
神
社
改
正
之
件
」
で
敷
か
れ
た
路
線
の
転
換
は
、
最
終
段
階
に
お
い
て
、
議
員
立
法
形
式
か
ら
政
府
提
出
法

案
に
よ
る
も
の
へ
と
切
り
餐
わ
る
。

調ド

と
こ
ろ
で
、
水
野
に
よ
る
説
得
が
可
能
だ
っ
た
の
は
、
政
府
の
採
用
し
た
「
独
立
自
営
」
策
が
財
政
的
に
は
破
綻
し
て
い
た
こ
と
を
、

大
蔵
翁
な
ど
も
結
局
の
と
こ
ろ
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
事
務
が
あ
っ
た
。



に
よ
る
官
接
幣
社
の
「
独
な
自
営
い
化
策
は
、
移
一
行
措
置
と
し
て
、
各
年
度
毎
に

定
額
(
こ
れ
を
保
存
金
と

量、

を
閤
療
か
ら
官
隣
幣
殺
に
支
出
す
る
が
、
そ
の
う
ち

〈
当
初
は
五
割
以
上
〉
を
宮
国
幣
社
に
積
み
立
て
さ
せ
、
移

行
措
置
終
了
後
は
積
立
金
の
利
子
会
経
常
に
繰
り
込
む
こ
と
で
、

い
う
も
の
だ
っ
た
。

神
社
の
「
独
立
岳
営
」
実
現
と
と
も
に
、
政
府
の
財
政
支
出
も
挺
減
で
き
る
と
い
う
一
挙
附
得
を
担
っ
た
こ
の
業
は
、
明
治
一

O 
年

(
一
八
八
七
年
)
と
い
う
緊
結
財
政
下
に
ス
タ
ー
ト
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
保
存
金
と
し
て
支
出
さ
れ
た
金
額
は
、
ぞ
れ
以
前
に
続
費
・

営
繕
費
と
し
て
国
康
よ
り
官
選
幣
杜
へ
支
出
し
て
い
た
金
額
よ
り
も
減
少
し
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
各
神
社
が
経
費
・
営
繕
費
と
問
じ

よ
う
に
処
分
で
き
る
金
額
は
、
ぞ
れ
以
前
と
比
べ
て
平
均
で
六
割
近
く
減
る
こ
と
と
な
っ
た
。
も
と
も
と
憲
裕
で
あ
っ
た
と
は
言
え
な

い
多
く
の
官
問
問
幣
校
は
、
将
来
の
「
独
立
自
営
」
よ
り
も
そ
こ
に
い
た
る
過
程
、
す
な
わ
ち
現
下
に
お
け
る
「
損
亡
」
の
回
避
を
、
何

よ
り
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
状
詞
と
な
っ
て
い
た
。
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を
樹
避
し
、
し
か
も

に
は
、
政
府
の
取
り
得
る
手
段
は
保
存
金
額
の

場
額
し
か
な
い
。
し
か
し
、

と
い
う
自
擦
を
断
念
す
れ
ば
、

も

し、
G 

で
き
、
財
政
支
出
の
部
減
も
で
き
る
「
一
挙
両
得
」
で
あ
っ
た
は
ず
の
保
存
金
制
度
の

は
践
女
不
可
能
と
な
り
、

「
独
立
自
営
」
堅
持
に
よ
る
財
政
支
出
増
加
か
、
「
独
立
自
営
」
の
断
念
に
よ
る
財
政
支
出
の
不
増
加
か
と
い
う
、
選
択
を
地
ら
れ
る
。

当
初
、
大
態
省
は
爵
方
と
も
に
拒
む
と
い
う
思
い
切
っ
た
手
段
に
出
る
が
、
結
局
関
議
に
お
い
て
累
敬
内
相
の
前
に
屈
し
、
「
独
立
自

明治t説家と然教(山口)

路
線
へ
の
復
帰
の
余
地
を
残
す
形
で
「
独
ぃ
岐
阜
営
」
策
の
転
換
を
認
め
る
こ
と
と
な
る
。
も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
大
蔵
省
に
よ
る

修
正
は
、
政
策
転
換
を
媛
妹
に
す
る
も
の
だ
と
し
て
衆
議
援
に
お
い
て
削
除
さ
れ
、
「
独
立
富
営
」
廃
棄
討
「
障
庫
支
弁
」

へ
の
転
換

へ
と
線
北
さ
せ

の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
官
爵
幣
社
費
の
「
悶
庫
支
弁
」
仕
と

明
治

対
を
な
す
も
の
と
し
て
、

部
の
府
県
郷
村
社
へ
の
神
祭
幣
潟
料
供
蟻
も
決
定
す
る
。
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こ
う
し
て
、

“
九
世
紀
に
お
い
て
、
一
一

O
世
紀
の
関
家
と
神
社
と
の
関
係
を
構
想
し
た
「
神
社
改
正
之
件
」
は
、
議
会
創
設
と
そ
れ

以
降
の
政
治
的
民
主
化
を
背
景
に
|
|
!
こ
の
こ
と
は
政
策
転
換
の
過
程
に
つ
い
て
の
こ
れ
ま
で
の
説
明
か
ら
明
瞭
で
あ
ろ
う
が
、
「
持

社
攻
正
之
件
」
は
間
令
に
よ
っ
て
規
議
さ
れ
た
の
に
対
し
、
そ
の
終
震
は
法
律
ゅ

い
て
い
る
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
く
j
j
1
崩

壊
す
る
。
広
く
知
ら
れ
て
い
る
日
露
戦
後
の
神
社
合
記
は
、
元
米
は
、
こ
う
し
て
新
た
に
府
県
郡
市
町
村
か
ら
衿
鱗
幣
吊
料
が
支
出
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
一
認
の
府
県
郷
村
社
を
、

さ
せ
な
い
よ
う
に
と
考
案
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
も
ま
た

一
九
世
紀

的
な
制
度
化
が
崩
壊
し
た
の
ち
に
現
れ
た
二

O
設
紀
の
新
政
策
な
の
で
あ
る
。

* 

公
的
領
域
に
わ
お
け
る
京
教
/
非
宗
教
の
裁
断
と
い
う
潮
流
の
な
か
で
、
意
識
的
に
行
わ
れ
る
に
主
っ
た
非
宗
教
と
し
て
の
神
社
政
策
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明、

九
世
紀
に
な
さ
れ
た
制
度
化
の
崩
壊
と
い
う
帰
結
を
見
た
が
、
こ
れ
は
、
さ
ら
に
も
う
ひ
と
つ
の
流
れ
と
も
絡
み
合
う
。
宗
教

の
諮
り
方
の
変
容
で
あ
る
。

一
九
世
紀
に
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
対
抗
の
な
か
で
浴
形
さ
れ
た
宗
教
と
い
う
韓
念
は
、
役
紀
転
換
期
に
前
後
し
て
置
場
し
た
宗

教
学
と
い
う
新
た
な
学
問
の
専
門
家
評
宗
教
学
者
に
よ
っ
て
、
特
定
の
宗
諒
・
教
派
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
限
界
が
あ
る
と
批
判
さ

れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
「
低
級
」
な
宗
教
会
も
含
み
込
み
得
る
よ
う
な
宗
教
観
念
に
よ
っ
て
董
き
換
え
ら
れ
て
い
く
。
ま
た
そ
う

し
た
晃
鱗
を
、
宗
教
学
者
は
、
自
ら
は
宗
教
全
般
の
専
問
家
で
あ
り
、
ま
た
特
定
の
宗
派
4

教
派
か
ら
自
由
で
あ
る
が
故
に
客
観
的
で

あ
る
と
し
て
主
張
し
て
い
っ
た
。

そ
の
結
果
、
宗
教
は
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
限
定
安
解
き
放
た
れ
て
拡
張
し
て
い
く
。
ま
た
宗
教
学
者
は
、
そ
う
し
た
宗
教
を



重
要
か
つ
貴
重
な
も
の
だ
と
し
、
や
さ
し
い
眼
差
し
を
注
ぐ
。

こ
の
う
ち
後
者
は
、
宗
教
に
対
す
る
政
府
の
態
度
の
変
容
と
も
関
連
す
る
。
宗
教
へ
の
関
心
が
薄
く
き
び
し
い
こ
れ
ま
で
の
態
度
に

対
し
、
宗
教
の
重
要
性
を
踏
ま
え
た
や
さ
し
い
政
策
へ
と
変
り
つ
つ
あ
る
と
多
く
の
人
が
感
じ
る
よ
う
に
な
り
、
床
次
竹
二
郎
内
務
次

官
が
中
心
と
な
っ
て
行
わ
れ
た
明
治
四
五
年
の
三
教
会
同
も
、
政
府
が
宗
教
を
重
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た
現
れ
と
受
け
と
め
ら
れ
た
。

こ
の
会
同
に
尽
力
し
た
の
が
、
宗
教
学
に
よ
る
二

O
世
紀
の
新
た
な
宗
教
の
語
り
方
を
主
導
し
た
東
大
教
授
・
姉
崎
正
治
で
あ
り
、
こ

う
し
た
政
策
の
た
め
に
必
要
な
宗
教
の
新
た
な
語
り
方
を
準
備
し
た
の
が
宗
教
学
で
あ
っ
た
。
公
的
領
域
に
お
け
る
宗
教
/
非
宗
教
の

裁
断
と
い
う
潮
流
に
よ
っ
て
明
確
と
な
っ
た
、
社
寺
/
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
枠
組
に
代
わ
る
宗
教
/
神
社
と
い
う
枠
組
の
う
ち
、
神
社

に
対
し
て
政
策
転
換
に
よ
り
や
さ
し
い
政
策
が
採
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
宗
教
に
つ
い
て
も
政
策
上
に
や
さ
し
さ
が
現

れ
て
き
た
。

こ
う
し
た
一
九
世
紀
か
ら
二

O
世
紀
に
か
け
て
の
時
期
に
明
ら
か
と
な
る
転
形
は
同
方
向
を
向
き
、
そ
れ
ゆ
え
相
互
に
安
定
し
た
も

の
と
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
宗
教
学
の
も
た
ら
し
た
拡
大
し
た
宗
教
の
新
た
な
語
り
方
に
お
い
て
、

神
社
は
宗
教
と
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
宗
教
に
対
す
る
新
た
な
政
策
を
支
え
た
そ
の
語
り
方
は
、
同
時
に
、
非
宗
教
と
し
て
の
神
社
に

対
す
る
政
策
の
前
提
そ
の
も
の
を
掘
り
崩
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
九
世
紀
の
宗
教
と
は
異
な
る
三

O
世
紀
の
新
た
な
宗
教
の
な
か
、
し
か
も
神
社
へ
の
優
遇
と
い
う
実
態
が
備
わ
る
と
と
も
に
、
神

明治国家と宗教(山口)

社
と
宗
教
と
の
関
係
と
い
う
問
題
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
く
る
。

一
九
世
紀
の
キ
リ
ス
ト
教
に
代
わ
っ
て
二

O
世
紀
の
争
点
の
中
心
と

な
る
の
は
神
社
、
よ
り
正
確
に
言
、
っ
と
、
神
社
と
宗
教
の
あ
い
だ
で
あ
り
、
従
来
の
路
線
を
堅
持
し
よ
う
と
す
る
人
々
、
神
社
を
宗
教

と
再
定
義
し
よ
う
と
試
み
る
者
、
そ
し
て
神
社
を
宗
教
と
考
え
る
こ
と
で
神
社
政
策
を
批
判
す
る
者
な
ど
が
、
主
張
を
繰
り
広
げ
て
い

く
。
大
正
期
以
降
の
状
況
は
、

一
九
世
紀
に
は
説
得
力
の
あ
っ
た
骨
格
と
、
そ
の
な
か
で
行
わ
れ
る
に
至
っ
た
二

O
世
紀
の
新
政
策
と

-305-
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の
不
敏
混
合
を
め
ぐ
っ
て
牒
閉
し
て
い
く
も

ろ、つ。

の
謀
関
、
す
な
わ
ち
娼
家
と
宗
教
と
の
関
係
の
普
遜
殺
を
前
提
と
す
る
こ
と
に
よ
る
陥
穿
か
ら
相
当
程
変
に
自

市
開
九
油
、
そ
し
て
結
果
的
に
は
国
家
神
蔵
成
立
吏
と
も
大
き
く
異
な
る
説
明
枠
の
提
示
で
あ
る
。

お

わ

り

さ
て
こ
れ
ま
で
連
べ
た
よ
う
な
視
角
に
碁
づ
く
説
明
究
は
、
日
本
と
い
う
限
定
を
超
え
て
は
い
か
な
る
合
意
令
持
ち
得
る
の
だ
ろ
う
か
c

ま
ず
、
頭
家
と
宗
教
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
鰐
知
の
類
毅
織
が
相
対
化
さ
れ
る
効
果
は
少
な
く
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
そ
う

し
た
主
張
は
、
錦
、
え
ば
、
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公
認
教
粉
、
政
教
分
離
艇
と
い
っ
た
類
型
論
で
は
イ
ス
ラ
ム
懸
が
分
析
で
き
な
い
な
ど
と
い
う
彰

に
な
さ
れ
て
は
い
る
。
し
か
し
本
研
究
か
ら
導
か
れ
る
主
強
は
、
そ
う
し
た
も
の
と
は
や
や
異
な
る
。
現
状
の
類
型
論
の
問
題

を
指
摘
す
る
の
で
は
な
く
、
い
か
に
精
綾
な
枠
組
を
今
後
作
り
出
し
た
と
し
て
も
、
国
家
と
宗
教
と
の
関
係
が
そ
も
そ
も
普
遍
的
で
な

い
以
上
、
そ
れ
を
前
提
と
し
た
類
型
論
に
は
自
ず
と
捉
え
き
れ
な
い
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
述
べ
て
く
る
と
患
い
起
こ
さ
れ
る
の
が
、
研
究
者
が
戦
前
揮
の
日
本
の
事
例
へ
類
型
論
を
適
用
す
る
際
の
慎
震
さ
、
あ
る
い
は

類
型
化
を
回
避
す
る
傾
出
向
の
存
在
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
う
し
た
欝
路
の
原
因
は
、
類
型
に
分
け
る
場
合
、
「
神
社
あ
る
い
は

を
宗
教
と
す
れ
ば
こ
れ
こ
れ
と
な
る
」
と
い
う
、
恐
ろ
し
く
護
大
で
裁
の
遜
ま
な
い
留
保
令
行
わ
な
け
れ
ば
類
慰
が
適
用
で
き
な
い
か

ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

し
か
し
む
し
ろ
こ
の
た
め
ら
い
の
な
か
に
こ
そ
、
日
本
の
事
鰐
を
よ
り
広
い
視
野
か
ら
見
渡
す
き
っ
か
け
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
つ
ま
り
祭
教
と
い
う
鰍
概
念
が
存
在
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
社
会
が
、
宗
教
と
い
う
考
え
方
に
従
っ
て
関
連
す
る
と
思
わ
れ
た
事



象
を
整
序
し
て
い
き
、
そ
し
て
そ
れ
と
福
家
と
の
関
係
を
構
築
し
て
い
く
|
|
』
こ
の
よ
、
つ
に
考
え
る
こ
と
で
、

日
本
の
事
例
は
「
例

外
」
で
な
い
も
の
と
し
て
見
て
い
く
こ
と
が
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
ま
で
の
視
角
か
ら
外
れ
た
り
、
説
得
的
に
説
明
で
き

な
か
っ
た
事
象
、
あ
る
い
は
そ
も
そ
も
問
題
と
し
て
表
象
さ
れ
な
か
っ
た
事
柄
な
ど
が

で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

現
在
の
と
こ
ろ
、
こ
う
し
た
視
角
か
ら
ナ
る
研
究
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
は
ず
で
、
上
の
よ
う
な
指
摘
も
む
し
ろ
「
事
実
発
見
の

た
め
の
参
照
枠
」
と
い
う
域
を
出
な
い
だ
ろ
う
。
も
う
少
し
具
体
的
に
言
え
ば
、
宗
教
観
念
が
在
来
と
は
一
言
え
な
い
場
合
、
宗
教
/
非

宗
教
と
切
断
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
い
か
な
る
も
の
が
宗
教
と
な
り
い
か
な
る
も
の
が
そ
こ
か
ら
外
れ
て
い
っ
た
の
か
、
そ
し
て

そ
こ
に
参
入
し
た
も
の
/
離
脱
し
て
い
っ
た
も
の
は
、
そ
れ
に
よ
り
社
会
的
重
み
に
変
化
が
あ
っ
た
の
か
、
な
ど
と
慣
題
を
設
定
す
る

こ
と
で
、
日
本
以
外
の
社
会
の
事
例
に
お
け
る
新
た
な
挙
実
の
発
見
を
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
枠
組
で
見

て
い
く
場
合
、

日
本
の
事
例
は
欧
米
露
出
出
と
の
比
較
の
な
か
で
見
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、

に
は
キ
リ
ス
ト
教
が
ド
ミ
ナ
ン
ト
で
は
な
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い
社
会
と

の
な
か
で
見
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

類
観
論
の
爽
快
さ
と
比
べ
る
と
、
何
と
も
迂
速
な
印
象
を
こ
う
し
た
手
法
は
与
え
る
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
な
ぜ
お
リ
ス
ト
教
が

ド
ミ
ナ
ン
ト
な
岡
家
訴
か
ら
抽
出
さ
れ
た
類
型
論
を
日
本
へ
当
て
は
め
得
る
の
か
と
い
う
素
朴
な
難
問
会
無
視
し
た
上
に
、
「
神
社
あ

る
い
は
出
出
家
神
道
を
宗
教
と
す
れ
ば
」
云
々
と
い
う
留
保
ま
で
し
な
け
れ
ば
適
用
で
き
な
い
こ

G
世
紀
途
中
ま
で
の
日
本
の
泰
樹
を
、

相
就
…
穂
に
槌
来
の
類
型
論
に
押
し
込
ん
だ
り
、
あ
る
い
は
押
し
込
み
き
れ
ザ
に
「
例
外
」
扱
い
す
る
こ
と
の
メ
リ
ッ
ト
と
は
何
な
の
か
、

明治E語家と宗教UUO)

の
と
こ
ろ
ほ
と
ん
ど
議
論
す
ら
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
「
近
代
の
日
本
は
歓
米
諸
関
と
の
比
較
の
な
か
で
よ
り
よ
く
理
解
さ
れ

と
い
う
ω

説
明
さ
れ
て
い
な
い
事
実
に
依
拠
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
類
型
論
で
語
る
日
本
像
に
詞
療
・
を
か
く
よ
り
は
、
少
々
盟
難
で
無
謀

に
思
わ
れ
で
も
、
日
本
と
い
う
事
倒
か
ら
発
憾
で
き
る
枠
組
を
模
索
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
筆
者
は
現
在
の
と
こ
ろ
そ
の

よ
う
に
考
え
て
い
る
。



2宗教法第18号(19昔9)

(
哨
抱
一
紀
)
本
稿
は
一
九
九
八
年
一
一
月
一
一
一
円
以
に
早
南
大
時
十
で
行
わ
れ
た
第
一
一
一
七
回
宗
教
法
学
会
に
お
け
る
報
告
の
た
め
に
作
成
し
た
原
稿
を
、
叫
ん
承
教
法
」
の
要
請
に

よ
ち
「
で
あ
る
」
珊
酬
に
改
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
設
な
ど
は
品
刊
さ
ず
、
ま
た
論
旨
に
つ
い
て
も
思
い
切
っ
た
単
純
化
を
は
か
つ
て
あ
る
。
出
九
創
刊
的
裏
付
け
や
よ

り
絵
師
棺
な
内
務
に
つ
い
て
は
、
山
口
螺
筏
清
明
治
国
門
家
と
惚
指
数
』
(
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
九
年
六
月
)
を
参
制
限
さ
れ
た
い
。
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