
き晃代 B本の{後教のi3E1JQ)後襲撃とその限界(王子聖子)

現
弐

E
本
の
密
教
の
自
由
の
保
睦
と
そ
の
誤
界

{i) 

野

武

〈
曲
鴨
谷
大
家
)

ー
は
じ
め
に

現
在
の
日
本
は
、
多
様
な
思
想
、
様
々
な
髄
傭
観
が
共
存
し
て
お
り
、
宗
教
も
そ
れ
ぞ
れ
鑑
値
観
を
背
景
に
い
わ
ば
多
元
的
に
存
在

し
て
い
る
。
社
会
の
中
で
は
撞
々
の
利
容
が
輯
湊
し
て
お
り
、
そ
の
中
に
存
在
す
る
京
教
団
体
を
め
ぐ
っ
て
も
実
に
様
々
な
間
組
が
噴

出
し
て
い
る
。
周
知
の
と
お
り
宗
教
語
体
内
部
の
法
的
紛
争
も
黒
‘
さ
る
こ
と
が
な
い
。
そ
れ
ら
が
裁
判
所
で
争
わ
れ
る
場
合
、
司
法
審

o
w
}

衰
の
限
界
の
問
題
と
し
て
議
論
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
信
教
の
自
由
、
政
教
分
離
原
期
が
問
題
に
な
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
σ


で
は
寄
付
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
ゃ
い
わ
ゆ
る
霊
感
鴎
法
、
霊
視
商
法
等
の
被
答
が
社
会
問
題
に
な
っ
て
い
る
が
、
裁
判
で
は
被
害
者
救


済
と
信
教
の
自
由
を
調
整
す
る
論
理
が
問
題
に
な
る
。
こ
の
問
題
令
解
決
す
る
こ
と
を
は
簡
単
で
は
な
い
が
、

避
け
る
こ
と
が


で
き
な
い
検
討
課
題
で
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
「
カ
ル
�
 
集
盟
を
め
ぐ
っ
て
は
人
身
保
護
事
件
の
問
題
も
あ


り
、
い
く
つ
か
は
法
廷
で
争
わ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
毅
権
と
宗
教
関
体
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
が
、
ぞ
れ
以
外
に
も
俊
哉
と
の
ト
ラ
ブ


ル
が
生
じ
て
い
る
こ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
ο


家
庭
生
活
に
お
け
る
信
教
の
自
由
に
つ
い
て
も
問
題
は
少
な
く
な
い
。
例
え
ば
信
仰
の
違
い
を
穂
自
に
婚
約
の
破
禁
が
認
め
ら
れ
る

か
、
遺
愛
の
宗
教
活
動
が
離
婚
原
患
に
な
り
ろ
る
か
の
問
題
が
あ
る
�
 
れ
ら
は
直
接
的
で
は
な
い
、
が
、
結
果
と
し
て
信
教
の
自
由
を
�
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宗教淡君事 lき号 (2α()()) 

A

制
制
約
す
る
問
題
と
し
て
議
論
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
わ
が
冨
の
京
教
が
伝
統
的
に

の
宗
教
で
あ
っ
た
こ

と
か
ら
、
最
近
ま
で
は
あ
ま
り
表
面
化
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
個
人
が
自
律
的
な
生
き
方
合
す
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
様
々
な
新

し
い
宗
教
迷
動
が
盛
ん
に
な
る
に
つ
れ
、
控
伺
仰
を
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
え
る
。
議
教
団
体
が
婚
姻
の
殺
り
方
を
規
定
す
る
場
合

も
あ
る
が
、
局
知
の
と
お
り
、
裁
判
所
は
、
統
一
教
会
の
合
同
結
婚
式
に
関
し
て
婚
題
意
思
が
不
存
住
と
し
て
無
効
と
判
断
し
た
。

方、

い
わ
ゆ
る
靖
国
問
題
も
依
然
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
矯
囲
神
社
「
八
ム
式
」
察
拝
は
、
中
品
間
関
根
内
閣
の
と
き
に
実
施
さ
れ
た

が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
諸
外
際
も
含
め
て
各
方
議
か
ら
批
判
が
あ
り
(
ぞ
れ
ゆ
え
留
際
間
関
磁
化
し
た
〉
、

遺
族
、
宗
教
務
等
か
ら
訴
訟

ま
で
提
起
さ
れ
た
。
教
育
と
宗
教
の
緊
強
関
係
も
、
司
法
判
断
上
陸
難
な
問
題
と
し
て
存
在
し
て
い
る
(
例
え
ば
公
教
育
に
お
け
る
宗

教
教
育
の
自
由
の
問
題
や
門
信
仰
に
も
と
づ
く
制
剣
道
実
技
拒
否
事
件
コ
輸
血
病
柁
告
や
生
命
倫
理
を
め
ぐ
る
議
論
(
こ
れ
ら
に
は
医
学
・

震
療
技
術
の
進
歩
に
も
と
づ
く
臨
死
、
機
器
移
組
、
尊
厳
死
、
人
工
妊
娠
や
絶
、
人
工
生
娘
、
遣
い
伝
子
治
療
等
多
様
な
問
題
、
が
あ
る
〉

(2)

も
宗
教
が
関
係
す
る
こ
と
が
多
く
、

一
部
は
裁
判
に
な
っ
て
い
る
。
ホ
ス
ピ
ス
(
ピ
ハ
�
 一フ)、

の
自
由
の
開
鵠
も
あ
る
。
生
命

倫
理
、
環
境
倫
潔
等
を
め
ぐ
っ
て
も
宗
教
が
攻
め
て
問
わ
れ
て
い
る
と
い
え
る
が
、
と
く
に
ホ
ス
ぜ
ス
そ
め
ぐ
っ
て
は
、
今
後
、

の
自
由
と
政
教
分
離
の
爵
係
〈
閉
会
立
病
院
の
場
合
)
の
微
妙
な
問
問
題
と
し
て
議
論
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
他
、
現
代
日
本
で
は

〈
�
 

3
)

「
畠
際
化
」
が
進
訂
す
る
な
か
で
の
宗
教
関
臨
絡
が
生
と
て
お
り
、
今
後
、
そ
こ
か

l
る
問
題
に
つ
い
て
も
無
視
で
き
な
く
な
る
で

あ
ろ
う
。

衝
撃
的
な
事
件
、
寄
付
や
勧
誘
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
等
が
紙
発
す
る
な
か
で
、
宗
教
に
対
す
る
ま
な
京
し
は
今
日
厳
し
い
も
の
が
あ

る。

の
よ
白
由
の
限
界
を
強
識
す
る
議
論
が
志
く
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
そ
れ
を
超
え
て
偲
教
の
民
自
に
対
す

る
攻
撃
も
一
誌
で
は
強
ま
り
つ
つ
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
信
教
の
自
闘
は
あ
く
ま
で
も
尊
震
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い

わ
ゆ
る

ル
ト
」
に
よ
る
被
害
は
確
か
に
深
刻
な
も
の
が
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
被
害
の
深
刻
さ
を
理
由
に
語
教
の
自
治
を
軽
視
し
�
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た
り
、
こ
れ
に
敵
対
的
な
姿
勢
を
と
る
こ
と
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
被
答
の
救
済
と
信
教
の
自
由
の
尊
重
が
問
中
ぷ

す
る
よ
う
な
理
議
的
枠
組
み
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
信
教
の
自
由
を
掌
議
寸
る
立
場
か
ら
被
答
の
救
済
を
め
ざ
す
環
論
が
提
示
さ
れ
な

{4)

け
れ
ば
な
ら
な
い
ど
い
え
る
。

本
稿
で
は
、
多
様
な
形
明
、
存
在
し
て
い
る
宗
教
に
か
か
わ
る
法
的
関
題
の
な
か
か
ら
若
干
の
も
の
受
信
教
の
自
由
と
の
関
係
で
被
訴

し
て
み
た
い
。
数
多
く
存
在
す
る
問
題
の
一
部
を
と
り
あ
げ
る
だ
け
で
あ
り
、
ま
た
、

い
わ
ば
概
論
的
な
観
点
か
ら
し
か
述
べ
る
こ
と

が
で
き
な
い
本
稿
で
は
指
摘
し
う
る
こ
と
は
限
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
論
点
の
一
前
夜
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う

L

一
つ
の
関
越
提
起
を
�
 

(5)

ず
る
こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

2 

面
的
視
野

以
上
の
よ
、
つ
に
噴
出
す
る
現
代
日
本
の
信
教
の
自
自
、
宗
教
に
問
附
す
る
法
的
関
細
部
を
考
え
る
擦
に
は
、
二
つ
の
問
題
す
な
わ
ち

〈

い
」
問
題
と
「
新
し
い
」
問
州
議
が
存
す
る
こ
と
そ
視
野
に
い
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
今
日
、
種
々
の
事
件
と

S
)

な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
新
し
い
問
題
と
同
時
に
古
い
問
題
の
存
在
を
無
視
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

い
問
題
と
は
、
近
代
詩
本
の
校
史
と
経
験
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
り
、

い
わ
ゆ
る
靖
慰
問
題
や
伊
勢
神
宮
参
拝
開
題
、
内
議
室
祭
総

に
も
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
。
古
い
問
題
に
隠
し
て
は
、
国
家
神
道
体
制
に
つ
い
て
、
す
で
に
消
滅
を
し
た
と
す
る
臨
家
神
道
「
消
滅
」

(7)

論
と
で
も
い
う
べ
き
判
断
が
い
く
つ
か
の
裁
判
に
お
い
て
一
不
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
が
関
わ
れ
て
い
る
。

関
出
家
神
道
消
滅
論
が
政
教
分
離
を
緩
和
さ
せ
る
こ
と
に
は
疑
い
が
な
い
。
錦
、
え
ば
、
箕
面
遺
族
会
徳
助
金
訴
訟
一
審
判
決
で
は
、
問
問

家
持
瀧
の
竪
史
に
つ
い
て
は
か
な
り
立
ち
入
っ
た
判
断
を
し
な
が
ら
、
戦
後
に
お
い
て
国
家
林
道
体
制
は
す
で
に
消
滅
を
し
た
の
で
あ

る
か
ら
、
靖
医
神
社
、
忠
魂
碑
の
意
味
合
い
も
変
化
し
、
と
く
に
忠
魂
碑
は
宗
教
的
窓
味
を
も
は
や
も
た
な
く
な
っ
た
と
の
認
識
を
示
�
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て

E

G

し
、
結
果
と
し
て
政
教
分
縦
を
緩
和
す
る
判
断
を
導
い
て
い
る
(
大
阪
地
判
昭
六
一
一
プ
一
�
 0
・
一
四
、
判
時
二
一
九
一

一
)
。
間
判

決
は
、
「
制
度
的
関
家
神
道
の
解
体
し
た
今
、
そ
れ
ら
の
宗
教
的
感
情
を
忠
魂
碑
へ
の
臼
常
の
拝
礼
、
参
拝
等
に
公
的
・
強
制
的
に
結

i

び
付
け
る
要
素
は
も
は
や
存
在
し
な
い
こ
と
、
ま
た
、

の
よ
う
な
宗
教
性
も
、
そ
の
内
容
に
お
い
て
、
天
皇
の
神
聖
絶
対
性
を
基
盤

と
す
る
実
質
的
関
家
神
道
に
結
び
付
く
も
の
と
は
認
め
が
た
い
の
は
も
ち
ろ
ん
、
他
の
死
者
を
追
悼
、
記
会
す
る
碑
や
格

般
に
対
し

般
人
が
抱
く
宗
教
的
感
情
と
特
に
異
な
っ
た
も
の
が
あ
る
と
も
認
め
が
た
い
の
で
あ
っ
て
、
・
・
・
・
結
局
、
今
日
、
患
塊
緯
は
、
も
つ

ば
ら
戦
没
者
を
追
悼
、
顕
彰
す
る
た
め
の
記
念
碑
と
し
て
の
税
格
の
も
の
と
み
ざ
る
を
得
な
い
�
 
と
し
た
。
こ
の
結
論
は
、
控
訴
審

に
お
い
て
も
支
持
谷
れ
た
。

長
崎
患
魂
縛
訴
訟
二
審
判
決
〈
福
岡
高
判
平
自

入
、
利
時
一
閲
問
問
・
五
一
一
一
)
も
、
「
今
日
の
日
本
社
会
に
お
い
て
、

臨
家
神
道
患
想
な
い
し
忠
義
、
忠
誠
の
対
象
が
神
格
叱
さ
れ
た
天
皇
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
思
想
は
、
も
と
よ
り
盟
是
か
ら
も
廃
止
さ

れ
、
戦
没
品
告
が
神
霊
た
る
忠
魂
に
な
る
と
い
う
英
霊
一
思
想
は
摺
民
一
般
の
心
情
か
ら
消
滅
し
、
過
去
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
明

ら
か
」
と
の
認
識
を
示
し
た
。
ま
た
、
大
分
抜
穂
の
儀
訴
訟

審
判
決
も
、
同
様
の
判
断
そ
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
(
大
分
地
判

平
六
�
 六随一一一� 
、
特
例
地
方
自
治

一
八
・
一
一
一
七
〉
。
鹿
見
島
大
勢
祭
判
決
(
平
間
・

一
�
 ・
一
一
、
制
時

回
一
…
一
五
・
一
酉
)
も
同
様

(
0
0〉

で
あ
る
。
東
京
期
大
訴
訟
判
決
〈
東
京
地
判
平

四
、
判
時
二
八
七
三
・
一
二
〉
は
、
象
徴
天
議
制
を
強
調
す
る
。
こ
の
よ

C

う
な
中
で
国
旗
鋼
一
臣
歌
法
が
制
判
定
さ
れ
た
こ
と
に
も
性
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国
家
神
道
消
滅
論
は
、
戸
沼
教
の
自
由
に
も
か
か
わ

J

る
問
題
で
あ
る
。
ぞ
れ
が
政
教
分
離
を
緩
和
さ
せ
る
こ
と
か
ら
信
教
の
自
的
へ
の
勢
威
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
よ

(9) 

う
な
形
の
僅
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
�
 動
員
に
そ
ぐ
わ
な
い
信
搬
を
実
際
に
抑
託
す
る
で
あ
ろ
う
。

い
わ
ゆ
る
隈
家
神
道
消
滅
論
に
つ
い
て
は
、
現
在
に
お
け
る
靖
線
神
社
の
基
本
的
性
格
の
認
識
(
こ
れ
に
か
か
わ
っ
て
遺
接
会
の
性

格
、
運
動
が
問
題
と
さ
れ
よ
う
)
、

神
社
界
の
大
半
を
組
織
す
る
神
社
本
庁
(
低
括
間
体
)
の
林
道
政
治
連
盟
等
の
政
治
活
動
、
首
棺
�
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、
・
臼
三

に
よ
る
「
神
の
国
」
発
言
が
飛
び
出
す
意
識
状
法
、

の
儀
式

の
も
つ

、

《
H
V
J

が
軽
視
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
の
危
槙
が
あ
ろ
む
。
な
お

一
六
七
一
一
一
〉
は
、
国
家
神
道
消
滅
論
に
対
し
て
憐
議
な
姿
勢
を
叡
っ
た
も
の
と
解
釈
で
き
る
で
あ
う
っ
。

新
し
い
問
問
題
と
は
、
例
え
ば
い
わ
ゆ
る
新
新
宗
教
と 

を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
り
、
崩
知
の
と
お
り
、
こ
の
数
年
大
き
な
事

Jv

件
、
問
問
題
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
務
件
を
契
機
に
宗
教
法
人
法
改
正
問
題
が
浮
上
し
、

気
に
設
正
が
な
さ
れ
た
こ
と
、

ま
た
破
壊
活
動
防
止
法
の
間
体
解
散
の
規
定
の
適
用
が
初
め
て
な
さ
れ
よ
う
と
し
た
こ
と
、

い
わ
ゆ
る
団
体
規
制
法
が
制
約
定
さ
れ
た
こ

て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
。
こ
れ
ら
は
今
ま
で
経
験
し
な
か
っ
た
臨
難
な
問
題
を
提
示
し
て
い
る
。

一
惑
の
宗
教
富
体
が

」
し
た
被
害
は
機
め
て
深
刻
な
も
の
が
あ
り
、
被
害
者
の
救
済
の
た
め
に
も
何
ら
か
の
対
応
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き

な
い
む
し
か
し

の
法
的
措
置
が
信
教
の
自
由
を
侵
害
す
る
可
龍
牲
も
無
視
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

3
信
教
の
自
由
の
限
界
を
め
ぐ
る
判
部
の
流
れ
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信
教
の
自
由
に
も
、
当
然
限
界
が
あ
る
。
内
心
に
と
ど
ま
る
信
仰
に
つ
い
て
は
、
制
制
約
は

-
m
m
-

か
け
る
宗
教
行
為
、
宗
教
的
結
社
の
自
'
悶
に
つ
い
て
は
制
約
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。

G

ば
処
話
さ
れ
る
の
は
主
然
で
あ
ろ
う
(
祖
し
、
オ
ウ
ム

こ
と
は
掛
川
議
で
あ
る
〉
。
以
下
、
照
知
の
判
例
ば
か
り
で
あ
る
が
、
そ
の
流
れ
を
概
観
し
て
み
た
い
。

八
綱
渡

五
川
氏
、
開
始
米

七 

三 

一
一
〉
で
は
、
信
教
の
自
由
は
一
一
般
に
犯
罪
成
立

を
妨
げ
な
い
、
と
さ
れ
た
。
こ

切
許
さ
れ
な
い
が
、
外
部
に
は
た
ら
き

つ
で
も
そ
れ
が
犯
罪
を
機
成
す
れ

別
件
逮
捕
が
あ
い
つ
い
だ

は
、
い
わ
ゆ
る
線
香
護
摩
に
よ
る
お
持
核
祷
を
行
い
、
そ
の
結
果
、
少
女
を
死
亡
さ
せ
た
被

の
自
助
(
惜
教
の
自
由
)
を
た
て
に
正
当
免
し
よ
う
と
し
た
が
、
最
高
裁
は
、

「
被
告
人
の
本
件 

i汲

る
ハζ� 

問

は
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行
為
は
、

一
種
の
宗
教
狩
為
と
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
ぞ
れ
が
他
人
の
生
命
、
身
体
等
に
危
警
令
及
ぽ
す
違
法
な

有
形
力
の
行
使
に
あ
た
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
被
害
者
を
死
に
致
し
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
被
告
人
の
右
行
為
が
殺
し
く
反
社

会
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
百
定
し
樽
な
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
憲
法
二 

条

の
信
教
の
自
由
の
保
療
の
限
界
を
逸
脱
し
た
も
の

と
い
う
ほ
か
は
な
く
、
こ
れ
を
弼
法
…

。
五
条
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
処
罰
し
た
こ
と
は
、
何
ら
憲
法
の
右
条
項
に
反
す
る
も
の
で

は
な
い
。
」

こ
の
最
高
裁
判
決
は
、
山
信
教
の
自
由
の
限
界
会
考
え
る
際
の
出
発
点
と
な
る
。
そ
こ
で

べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
た
と
え
宗
教
行
為

で
あ
っ
て
も
そ
れ
が
他
人
の
生
命
や
身
体
を
侵
饗
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
り
、
当
該
宗
教
行
為
が
「
著
し
く
鋭
校
会
的
な
も

の
」
で
あ
る
場
合
、
信
教
の
践
患
を
逸
説
し
た
行
為
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
判
決
は
公
共
の
福
祉
に
よ
っ
て
信

教
の
自
由
も
制
約
さ
れ
る
と
い
う
が
、
公
共
の
福
祉
と
い
う
概
念
を
使
用
し
よ
う
と
し
ま
い
と
、
各
人
は
他
人
の
権
創
刊
を
侵
害
し
な
い

限
度
の
お
い
て
自
由
を
も
つ
の
で
あ
り
、
傍
教
の
自
由
に
つ
い
て
も
そ
の
こ
と
は
変
わ
り
な
い
か
ら
、
判
決
の
結
論
は
当
然
の
こ
と
で

(ロ)

O

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
こ
で
は
「
著
し
く
反
社
会
的
な
も
の
」
の

つ
い
て
は
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
も
ち


ろ
ん
、
問
問
題
に
な
る
の
は
外
部
に
向
け
ら
れ
た
行
為
(
信
訓
仰
の
自
由
と
い
っ
た
内
的
な
事
壌
は
他
人
を
侵
害
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い


で
あ
ろ
う
)
で
あ
る
が
、
判
決
で
は
そ
の
よ
う
な
背
為
の
宗
教
的
意
味
令
問
う
こ
と
な
く
、
外
形
的
に
判
断
す
る
手
法
が
と
ら
れ
て
い


る
と
い
え
る
。

g


い
わ
ゆ
る
議
感
商
法
・
霊
視
商
法
令
め
ぐ
る
裁
判
に
お
い
て
も
基
本
的
に
は
部
門
機
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
と
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

例
え
ば
福
岡
地
裁
の
判
決
は
、
宗
教
的
活
動
と
し
て
な
さ
れ
た
者
為
を
外
形
的
に
、
と
ら
え
て
、 

的
、
方
法
、
結
果
に
お
い
て
社
会
的

秘
書
牲
を
欠
く
場
合
は
不
法
行
為
に
該
当
し
、
ま
た
、
末
端
語
審
の
行
為
で
あ
っ
て
も
教
踏
に
実
質
的
な
指
揮
監
督
関
係
が
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
と
き
は
教
惑
の
使
用
者
責
任
を
問
問
え
る
と
判
断
し
た
(
福
岡
地
判
一
千
六
・
五
・
一

判
時
一
五
二
六

一一)。

霊
感 
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務代日本の俗教のElE告の官製襲撃とその限界{手妻子〉

商
法
・
霊
視
商
法
め
ぐ
る
こ
れ
ら
の
訴
訟
で
は
信
仰
や
教
義
に
立
ち
入
る
こ
と
は
し
な
い
で
、
行
為
(
お
布
施
や
供
養
料
の
勧
誘
行
為
〉

(
治
)

の
目
的
、
性
質
、
方
法
な
ど
が
選
法
で
あ
る
と
判
断
で
き
る
か
否
か
が
掲
鱒
と
さ
れ
た
。

の
判
決
で
は
、
た
と
え
宗
教
行
為
と

し
で
も
相
手
方
の
犠
み
や
不
幸
と
い
う

に
つ
け
こ
ん
で
、
不
安
惑
を
煽
り
交
て
、
理
性
的
な
判
断
令
不
可
能
に
す
る
状
懇
で

〈

〉

勧
誘
す
れ
ば
、
社
会
通
念
上
許
容
さ
れ
た
限
震
を
越
え
、
違
法
性
を
有
す
る
も
の
と
判
断
さ
れ
て
い
る
。

語
教
の
自
由
の
限
界
に
つ
い
て
は
、
し
か
し
、
到
の
流
れ
を
指
摘
し
う
る
。
い
わ
ゆ
る
「
牧
会
車
事
件
」
判
決
(
神
戸
簡
裁
昭
五
0
・

。
、
判
持
七
六
人
・
一
一
一
)
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
牧
締
に
は
迷
え
る
子
学
に
対
し
て
「
魂
へ
の

を
す
る
義
務
が
あ
り
、
そ


の
人
が
人
間
と
し
て
成
長
し
て
い
く
よ
う
に
そ
の
人
を
養
い

る
〈
牧
会
す
る
)

の
略
戦
車
貝
が
あ
る
こ
と
を
認
め
た
。
判
決
は


そ
の
上
で
、
本
件
被
告
人
(
牧
師

の
行
為
は
、
自
己
を
頼
っ
て
き
た
迷
え
る
コ
人
の
少
年
の
魂
の
救
済
の
た
め
に
な
さ
れ
た
も
の
で
、


影
式
上
犯
人
蔵
壁
の
採
に
当
た
る
と
し
て
も
宗
教
行
為
の
自
由
が
基
本
的
人
権
と
し
て
懇
法
上
保
障
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
配
憲
す
れ
ば


国
家
権
力
は
謙
虚
に
自
ら
を
抑
制
し
、
寛
容
を
も
っ
て
こ
れ
に
接
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
し
た
。
料
決
は
、
「
具
体
的
牧
会
活
動


が
目
的
に
お
い
て
相
当
な
範
間
関
に
と
ど
ま
っ
た
か
否
か
は
、
ぞ
れ
が
専
ら
自
己
を
頼
っ
て
来
た
飽
人
の
魂
へ
の
配
慮
と
し
て
な
さ
れ
た


も
の
で
あ
る
か
密
か
に
よ
っ
て
決
す
べ
き
あ
り
、
そ
の
手
段
方
法
の
相
当
性
は
、
布
憲
法
の
要
請
を
時
ま
え
た
上
で
、
そ
の
行
為
の
牲


紫
上
一
必
要
と
認
め
ら
れ
る
学
問
上
積
脅
上
の
務
条
件
を
遵
守
し
、
よ
か
っ
棺
当
の
範
関
令
越
え
な
か
っ
た
か
百
か
、
そ
れ
ら
の
た
め
に
は


法
益
の
均
衡
、
行
為
の
緊
急
性
お
よ
び
禎
充
性
等
の
諸
務
情
安
比
較
検
討
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
具
体
的
総
合
的
に
判
断
す
べ
き
で
あ
る
。
」


と
い
い
、
結
局
、
牧
師
の
行
為
を
正
当
業
務
行
為
と
し
て
違
法
性
を
閑
却
す
る
も
の
と
し
た
。

〈
お
)


こ
の
よ
う
な
判
断
は
、
宗
教
の
社
会
的
機
能
、
宗
教
殺
の
社
会
的
役
割
を
認
め
た
い
臼
…
で
評
価
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

M
H

こ
の
判
決
は
、
祈
祷
傷
努
致
死
事
件
と
は
異
な
っ
た
判
断
を
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
ぞ
れ
は
こ
の
事
件
で
は
他
の
人
の
権
利
へ

の
直
接
的
な
佼
警
が
生
じ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
公
権
力
(
捜
査
権
)
の
佼
警
は
生
じ
て
い
る
が
、
ぞ
れ
も
一
時
的
な
も
の
で
あ
る 

61 




宗教法務 19号 (20告0)

か
ら
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、
権
力
は
謙
抑
的
な
姿
勢
を
維
持
す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
判
決
は
行
為
の
宗
教
的

意
味
を
判
断
す
る
こ
と
(
信
仰
内
容
、
教
義
を
理
解
す
る
姿
勢
を
示
す
こ
と
〉
を
避
け
な
か
っ
た
点
で
も
祈
祷
傷
害
致
死
事
件
と
対
照

的
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

信
仰
に
も
と
づ
く
制
約
選
実
技
履
修
拒
否
会
容
認
し
た
祢
一
戸
高
等
事
件
最
高
裁
判
決
〈
平
成
人
・

一
・
入
、
判
時
一
五
六
四

「
履
修
距
否
が
欝
悌
上
の
壌
市
悶
に
基
づ
く
も
の
か
ど
う
か
外
形
的
事
情
の
調
査
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
」
と
し
、

「
学
生
が
信
悔
を

域
自
に
剣
道
実
技
の
緩
修
を
認
否
す
る
場
合
に
、

、
そ
の
現
出
の
お
…
否
を
判
断
寸
る
た
め
、
単
な
る
怠
学
の
た
め
の
口
実
で
あ

る
か
、
当
事
者
の
説
明
す
る
宗
教
ょ
の
信
条
と
臆
修
拒
否
と
の
合
理
的
関
連
性
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
程
度
の
調
査
を

す
る
こ
と
が
公
教
育
の
宗
教
的
中
立
性
に
反
す
る
と
は
い
え
な
い
」
と
し
た
。
こ
こ
で
は
外
形
的
事
情
の
認
資
と
い
う
請
が
使
用
さ
れ

(
M
W〉

て
い
る
が
、
信
仰
内
容
を
理
解
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

-62-

以
上
の
と
こ
ろ
か
ら
、
判
例
の
な
か
に
信
教
の
自
由
の
銀
界
を
め
ぐ
っ
て
}

つ
の
流
れ
の
存
在
令
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

は
、
他
者
の
権
利
保
議
の
た
め
に
も
信
教
の
自
由
に
は
限
界
が
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
が
、
問
題
と
な
っ
た
行
為
の
外
彩
的
判
断
に
と

ど
ま
り
、
信
仰
の
内
容
に
は
立
ち
入
ら
な
い
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ

の
自
由
の
侵
害
に
な
ら
な
い
こ
と
を
示

そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
他
方
は
、
信
教
の
自
由
の
制
限
に
は
慎
重
で
あ
り
、
語
教
の
自
砲
を
確
保
す
る
た
め
に
は
外
形
的
判
断
に

と
ど
ま
ら
ず
、
倍
仰
の
内
容
、
教
義
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
も
っ
立
場
で
あ
る
。
こ
の
立
場
は
、
公
権
力
と
の
関
係
で
信
教
の

自
由
を
保
障
し
、
慈
大
す
る
点
で
は
優
れ
て
い
る
が
、
他
者
の
人
権
侵
害
に
有
効
な
手
立
て
を
講
じ
え
な
い
と
の
批
判
が
あ
ろ
う
。

信
教
の
自
由
を
拡
大
す
る
判
鰐
と
し
て
、

い
わ
ゆ
る
宗
教
的
人
格
権
に
関
す
る
自
衛
官
合
杷
訴
訟
判
決
も
見
逃
せ
な
い
で
あ
ろ
う
。

宗
教
的
人
格
権
は
、
従
来
の
強
制
・
禁
止
か
ら
の
自
由
と
い
う
信
教
の
自
由
と
は
異
な
る
内
容
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。
自
衛
官
合
記
訴

訟
一
審
〈
山
口
地
判
詔
五
四
・
一
二
・
ニ

、
判
時
九
…
二
・
鶴
田
)
は
、

一
般
に
人
が
自
己
も
し
く
は
親
し
い
者
の
死
に
つ
い
て
他
人 も
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る か
ら
干
渉
会
受
け
な
い
静
議
の
中
で
宗
教
上
の
感
情
と 
思
考
を
巡
ら
せ
、
行
為
を
な
す
こ
と
の
利
益
を
諒
教
上
の
人
格
権
の

内
容
と

し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
ゑ
る
と
解
さ
れ
る
。
」
と
い
い
、
被
告
で
あ
る
器
護
属
神
社
も
隊
友
会
も
地
連
職
員
も
原
告
に
亡
夫
を
神
遷

に
し
た
が
っ
て
礼
拝
す
る
よ
う
に
強
制
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
認
め
な
が
ら
、
原
告
が
自
己
の
信
じ
る
宗
教
に
よ
っ
て
亡
夫

を
記
念
し
、
そ
の
死
の
意
味
を
探
ろ
う
と
し
て
い
る
と
き
、
他
人
よ
っ
て
勝
手
に
亡
夫
を
神
社
の
祭
神
と
し
て
詑
ら
れ
、
永
代
に
わ
た
っ

て
命
日
祭
を
斉
行
さ
れ
る
こ
と
は
、
決
し
て
此
一
一
絹
な
こ
と
で
は
な
い
と
し
て
原
告
の
制
慰
謝
料
請
求
を
認
め
た
。
同
事
件
の
第
一
一
審
判
決

も
地
裁
判
決
を
支
持
し
た
(
成
島
高
判
昭
五
七
・
六
・
一
五
、
判
時
一

O
)

間
六
・ 

5
1

」
れ
ら
の
判
決
は
鱈
教
の
践
的
を
新
し
い
レ

ベ
ル
に
ま
で
広
げ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
(
問
。

m

し
か
し
、
最
高
裁
(
殻
判
紹
六

六
・
一
、
民
集
四

五 

一
一
七
七
)
は
「
人
が
自
己
の
信
仰
生
活
の
静
説
を
他
者
の
宗
教
上

の
行
為
に
よ
っ
て
出
資
さ
れ
た
と
し
、
そ
の
こ
と
に
血
小
伎
の
感
情
を
持
ち
、
ぞ
の
よ
う
な
こ
と
が
な
い
よ
う
望
む
こ
と
の
あ
る
の
は
、
そ

e

の
心
情
と
し
て
当
然
マ
あ
る
と
し
て
も
、
か
か
る
宗
教
上
の
感
情
令
被
侵
害
利
益
と
し
て
、
産
ち
に
損
害
賠
償
を
請
求
し
、
又
は
蓋
止

C

め
を
請
求
す
る
な
ど
の
法
的
救
済
会
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
な
ら
ば
、
か
え
っ
て
相
手
方
の
錆
教
の
自
由
を
妨
げ
る
結
果
と
な


こ
と
は
、
見
易
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
」
と
し
た
。
こ
の
最
高
裁
判
決
は
、
信
教
の
自
由
が
何
人
に
も
保
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
、


そ
し
て
そ
れ
は
舟
人
に
も
自
誌
の
借
停
と
相
容
れ
な
い
も
の
に
つ
い
て
「
寛
容
」
を
要
請
す
る
の
だ
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
宗
教
的
人


(
山
見
)

格
擦
の
否
定
は
い
わ
ゆ
る
靖
国
神
社
公
式
参
拝
訴
訟
判
決
に
お
い
て
も
繰
り
返
さ
れ
た
。

オ
ウ
ム
真
理
教
解
散
事
件
判
決
も
器
教
の
露
出
の
綬
界
を
考
え
る
場
合
に
は
極
め
て
震
婆
で
あ
る
。
平
成
八
体
十
一
月
一
二 

日
最
高
裁

第
一
小
法
廷
決
定
〈
判
タ
九

0
0

六 

は
、
宗
教
法
人
法
八
一
条
一
項
一
号
設
ぴ
二
号
前
段
に
規
定
す
る
験
場
が
あ
る
と
し
て

な
さ
れ
た
解
散
命
令
は
、
専
ら
宗
教
法
人
の
世
俗
的
倒
閣
を
対
象
と
し
、
宗
教
団
体
や
償
者
の
精
神
的
・
宗
教
的
側
面
に
容
橡
す
る
意

聞
に
よ
る
も
の
で
な
く
、
お
宗
教
法
人
の
行
為
に
対
処
す
る
に
は
、
そ
の
法
人
格
を
失
わ
せ
る
こ
と
が
必
要
か
つ
適
切
で
あ
り
、
他
方
、

O
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解
散
命
令
に
よ
っ
て
宗
教
国
体
や
そ
の
倍
者
が
行
う
宗
教
上
の
行
為
に
持
ら
か
の
支
樟
を
伎
と
る
こ
と
が
避
け
ら
れ
な
い
と
し
て
も
、

そ
の
支
障
は
解
散
命
令
に
伴
う
間
接
的
で
事
実
上
の
も
の
に
と
ど
ま
る
な
ど
判
示
の
事
埼
の
下
に
お
い
て
は
、
必
要
で
や
む
を
得
な
い

法
的
規
制
制
で
あ
り
、

一O
条

項
に
違
反
し
な
い
、
と
述
べ
た
。

本
件
決
定
は
、
解
散
が
信
者
の
信
教
の
自
由
に
影
響
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る
の
な
ら
、
や
は
り
慎
重
な
判
断
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
、
と
の
視
点
を
示
し
て
い
る
。
宗
教
法
人
法
が
、
宗
教
関
体
に
法
人
格
令
与
え
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
ぞ
れ
を
超
え
て
解
散

の
意
味
を
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
(
解
散
の
場
合
で
も
個
々
の
従
前
の
宗
教
間
体
構
成
員
が
宗
教
活
動
を
行
う
白
出
は
認
め
ら
れ
る

p

}
と
に
な
る
〉
と
の
判
断
が
示
忽
れ
て
し

。
宗
教
凶
体
の
存
夜
は
、
憲
法
仁
信
教
の
自
由

れ
る
宗
教
的
結
社
の
自
由
聞
に
由

来
す
る
も
の
で
あ
り
、
宗
教
法
人
法
に
よ
る
解
散
は
、
宗
教
間
体
の
存
続
を
否
定
し
て
い
な
い
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
違
憲
で
あ
る
と

(
初
)

の
批
判
を
免
れ
る
と
い
え
よ
う
。
本
件
決
定
は
そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
点
で
意
義
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

c

本
件
最
高
議
決
定
は
、
い
わ
ゆ
る
祈
祷
傷
饗
致
死
事
件
判
決
を
引
用
し
、
稔
教
の
自
由
の
限
界
を
説
く
が
、

「
公
共
の
福
祉
」
に
よ


る
官
教
の
院
自
の
制
約
と
い
っ
て
も
両
者
は
性
格
が
異
な
っ
て
い
る 

祈
祷
傷
害
致
死
事
件
は
、
被
告
人
本
人
の
宗
教
上
の
行
為
が
他


者
の
生
命
を
害
寸
る
場
合
の
制
約
の
問
懇
で
あ
り 
、
本
件
は
、
自
己
の
属
す
る
{
ポ
教
自
体
の
行
為
す
な
わ
ち
自
己
が
有
賓
で
な
い
行
為


に
よ
っ
て
本
人
の
信
教
の
自
由
が
制
約
さ
れ
る
問
題
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
別
に
し
て
、
本
件
決
定
で
注
目
す
べ
き
は
、
繋
教
の
自
由


に
つ
い
て
単
な
る
公
共
の
福
祉
に
よ
る
制
約
を
論
じ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
制
約
約
の
目
的
が
や
む
に
や
ま
れ
な
い
利
援
の
た
め
の
も
の


〈
引

μ
)

マ
あ
り
、
ま
た
、
制
約
手
段
が
必
要
最
小
限
度
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
と
の
認
識
を
示
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
信
教
の
自

由
の
制
限
に
隠
す
る
考
え
方
に
つ
い
て
の
裁
判
所
の
判
断
の
到
達
点
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
が
確
立
さ
れ
る

(
辺
)

こ
と
が
望
ま
れ
る
。

東
大
医
科
研
付
属
病
院
総
血
事
件
判
決
は
、
議
論
の
多
い
分
野
で
の
裁
判
所
の
判
断
と
し
て
出
自
さ
れ
た
。
告
締
に
も
と
づ
く
輸
血 

-64-



淡ft日本の信教の闘践の係機とその淡界(平野)

O

い
う
。
本
件
の
よ
う
な
手
術
を
仔
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
患
者
の
同
意
が
必
要
で
あ
り
、
こ
の
間
意
は
、
各
個
人
が
'
存
す
る
自
己
の
人

の
あ
り
方
(
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
)
は
自
ら
が
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
自
己
決
定
権
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
判

決
は
、
念
の
た
め
(
傍
捻
〉
と
し
て
「
人
が
僚
全
に
基
づ
い
て
生
命
令
賭
し
て
も
守
る
べ
き
鑑
値
を
認
め
、
そ
の
倍
念
に
し
た
が
っ
て

行
動
す
る
こ
と
・
・
・
・
は
、
ぞ
れ
が
他
者
の
権
利
や
公
共
の
利
益
な
い
し
秩
序
を
侵
察
し
な
い
限
り
、
違
法
と
な
る
も
の
で
は
な
く
、
他

の
者
が
こ
の
行
動
を
是
認
し
て
こ
れ
に
関
与
す
る
こ
と
も
、
開
様
の
限
定
条
件
の
下
で
、
議
法
と
な
る
も
の
で
は
な
い 

と
し
た
。

高
裁
判
決
(
一
平
成

-
二
九
、
創
刊
タ
一 

一

一
・
五
八
)
も
、

「
エ
ホ
バ
の
証
人
」
の
儒
者
で
あ
る
患
者
憾
の
主
張
令
認
め
、
承

諾
を
え
な
い
輸
血
の
強
行
が
…
俗
的
仰
に
築
づ
く
自
己
決
定
の
権
利
(
ぞ
れ
は
人
格
権
の
ひ
と
つ
と
し
て
法
的
保
護
の
対
象
と
さ
れ
る
)
を

侵
答
し
た
と
判
断
し
、
患
者
が
宗
教
上
の
信
念
か
ら
い
か
な
る
場
合
に
も
輸
取
令
拒
在
す
る
と
い
う
酷
い
意
思
を
有
し
て
い
る
と
き
は

病
院
側
が
輸
阪
以
外
に
は
救
命
手
段
が
な
い
と
判
断
さ
れ
れ
ば
輸
血
を
す
る
と
の
方
針
を
も
っ
て
い
る
な
ら
、
そ
の
こ
と
そ
説
明
し
手

術
を
受
け
る
か
ど
う
か
を
患
者
の
意
思
決
定
に
ゆ
だ
ね
る
べ
き
で
あ
っ
た
、
と
し
た
。

こ
の
事
制
門
で
は
自
己
決
定
権
が
信
教
の
自
由
と
重
な
り
合
っ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
信
教
の
自
由
が
拡
充
さ
れ
て
い
る
と
い

(
お
)

え
る
。
傍
仰
が
自
己
決
定
に
絡
む
場
合
、
そ
の
こ
と
は
自
己
決
定
に
深
み
と
重
み
会
与
え
る
。
真
執
事
な
揺
仰
に
も
と
づ
く
自
己
決
定

J

拒
容
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
昭
和
六 

年
二
一
月
二
日
大
分
地
裁
決
定
〈
判
時

O

J¥ 

O 
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{
お
)

三
一
一
)
が
あ
る
が
、
信
仰
と
の
関
係
で
み

格
的
な
議
論
に
な
っ
た
の
は
本
件
が
我
が
聞
で
は
綴
初
の
ケ
ー
ス
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
東
京
高
裁
判
決
{
東
京
高
裁
平
一 

0
・

九
、
判
タ
九
六
五
・
八
一
一
二
は
、
患
者
が
絶
対
的
知
禁
輸
血
の
手
術
を
要
望
し
て
い
る
の
に
、
医
師
が
「
で
き
る
限
り
輪
鼠
し
な
い
が
、

輸
鼠
以
外
に
救
命
手
段
が
な
い
事
態
に
な
れ
ば
輸
血
す
る
い
と
の
治
療
方
針
を
採
用
す
る
と
き
は
、
患
者
に
対
し
て
そ
の
治
療
法
を
説

明
す
る
義
務
が
あ
り
、
こ
の
説
明
義
務
安
怠
っ
て
手
術
を
し
、
輸
血
を
し
た
と
き
は
、
こ
れ
に
よ
り
詞
患
者
が
被
っ
た
精
神
的
苦
痛
を

(
泌
)

慰
謝
す
る
義
務
令
負
う
、
と
し
た
。
患
者
の
良
品
決
定
権
合
尊
重
し
、
医
師
の
説
明
義
務
議
反
安
認
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
判
決
は
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は
思
い
つ
き
ゃ
気
ま
ぐ
れ
で
は
な
い
。

「
エ
ホ
パ
の
証
人
」
は
、
自
殺
を
望
ん
で
い
る
の
で
は
な
く
、
よ
り
高
い
生
命
、
「
永
遠
の
生

〈
制
的
)

ム
乏
に
あ
ず
か
ろ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
判
決
は
支
持
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
本
人
に
と
っ
て

究
棟
の
価
値
を
も
つ
も
の
を
尊
家
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
律
法
、
戒
律
に
能
っ
て
生
き
る
と
い
う
生
き
方
の
自
治
、
信
仰
生
活
の
白

自
は
、
他
者
の
権
利
を
侵
害
し
な
い
限
り
尊
議
さ
れ
る
べ
・
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
東
大
震
科
鰐
付
属
病
院
翰
血
事
件
も
信
教
の
・
自
由
の

拡
充
の
点
か
ら
誌
で
見
落
と
せ
な
い
意
義
が
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。
そ
こ
で
は
、
信
仰
生
活
の
自
由
と
で
も
い
う
べ
き
も

の
が
認
め
ら
れ
た
と
解
せ
ら
れ
よ
う
。

4
政
教
分
離
と
儒
教
の
自
由

政
教
分
離
原
則
は
、
信
教
の
白
山
恨
の
保
障
に
資
す
る
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
て
来
た
。
し
か
し
、
最
近
、
政
教
分
離
原
則
を
信
教
の

自
由
と
の
対
抗
的
関
係
に
お
い
て
撹
用
す
る
例
が
生
じ
て
い
る
c

こ
の
よ
う
な
場
合
、
政
教
分
離
原
則
燃
は
信
教
の
自
由
を
制
限
す
る
機

能
を
も
っ
可
能
性
が
あ
る
。
そ
れ
は
日
曜
授
業
参
観
を
め
ぐ
る
判
決
〈
東
京
他
判
明
六
一
-

-一一
 

、
判
時
一

O

八
五
・
六
七
〉
で

問
題
に
な
っ
た
が
、
よ
り
典
型
的
に
提
起
さ
れ
た
の
は
前
に
触
れ
た
神
戸
高
等
事
件
で
あ
る
。
前
衰
の
判
決
で
は
、
「
宗
教
行
為
に
参

加
す
る
児
撃
に
つ
い
て
公
教
育
の
授
業
日
に
出
席
す
る
こ
と
を
免
除
す
る
(
欠
席
・
・
と
し
て
扱
う
こ
と
を
し
な
い 
J

と
い
、
つ
こ
と
で
は
、

宗
教
、
宗
派
ご
と
に
右
の
重
複
・
競
合
の
日
数
が
異
な
る
と
こ
ろ
か
ら
、
結
果
的
に
、
宗
教
上
の
煙
由
に
よ
っ
て
倍
々
の
児
童
の
授
業

日
数
に
表
部
宍
を
生
ず
る
こ
と
を
容
認
す
る
こ
と
に
な
っ
て
、
会
教
育
の
宗
教
的
中
立
性
を
保
つ
上
で
好
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
」
と
し
、

原
告
ら
の
被
る
不
利
益
は
原
告
ら
に
お
い
て
忍
受
す
べ
き
範
囲
に
あ
る
と
し
た
。
後
者
の
事
件
で
は
、
最
初
、
「
エ
ホ
バ
の
読
人
」

教
義
に
よ
り
剣
道
の
実
技
を
拒
否
す
る
学
生
に
参
加
し
た
の
と
同
様
の
評
価
を
す
る
な
ら
ば
信
教
の
自
由
を
理
由
と
し
て
有
利
な
取
扱

い
を
す
る
こ
と
に
な
り
、
公
教
育
に
饗
求
さ
れ
て
い
る
宗
教
的
中
立
性
を
損
な
い
、
ひ
い
て
は
、
政
教
分
離
原
射
に
反
す
る
こ
と
に
も 
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な
る
と
の
判
断
(
例
え
ば
原
級
官
護
処
分
を
争
っ
た
事
件
に
つ
い
て
の
大
阪
高
裁
決
定
平
一
一
プ
入
・
二
、
判
タ
七
六
鴎
・
一
一
七
九
)
が

(
幻
)

な
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
本
来
信
教
の
良
市
聞
を
支
え
る
は
ず
の
政
教
分
離
原
則
が
、
ぞ
れ
を
抑
制
約
す
る
機
能
を
も
た
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
詮
議
し
た
い
。
こ
の
よ
う
な
政
教
分
離
の
滴
用
に
つ
い
て
は
疑
問
が
生
乙
ょ
う
。
長
本
間
態
法
の
政
教
分
離
原
則
は
、
宗
教
を
敵

視
す
る
も
の
で
は
な
い
(
こ
の
点
は
時
に
は
誤
解
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
)
し
、
宗
教
に
最
大
限
の
自
由
を
認
め
る
制
度

で
あ
る
か
ら
、
政
教
分
離
が
儒
教
の
自
由
の
保
療
を
妨
、
げ
る
こ
と
に
な
る
よ
う
な
解
釈
は
と
る
べ
き
で
は
な
い
よ
う
に
息
わ
れ
る
。

事
件
は
、
そ
の
後
退
学
処
分
を
争
う
裁
判
、
と
な
っ
た
。
そ
の
高
裁
判
決
で
は
学
生
締
約
の
逆
転
勝
訴
と
な
り
、
学
校
側
が
上
告
し
た
が
、

最
高
訟
は
、
上
告
入
学
校
側
の
処
分
を
裁
量
権
の
範
期
間
を
鵡
え
る
違
法
な
も
の
と
し
、
被
上
告
入
学
生
の
勝
訴
が
確
定
し
た
。
最
高
裁

は
、
担
吾
の
理
由
が
怒
仰
の
核
心
部
分
と
祭
接
に
関
連
す
る
真
撃
な
も
の
で
あ
る
こ
と
、
被
上
告
人
が
剣
道
実
技
の
露
修
と
い
う
白
日

の
信
仰
上
の
教
義
に
反
す
る
行
動
受
撮
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
性
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
他
の
学
生
に

不
合
一
平
感
を
生
じ
さ
せ
な
い
よ
う
な
適
切
な
方
法
、
態
様
に
よ
る
代
詩
措
霞
は
可
能
で
あ
り
、
ま
た
、
代
務
捨
讃
に
よ
っ
て
教
育
秩
序

の
維
持
、
学
校
運
営
に
重
大
な
支
隊
を
生
ず
る
お
そ
れ
も
な
い
こ
と
を
指
擁
し
、
「
…
信
仰
上
の
真
し
な
甥
由
か
ら
剣
道
実
技
に
参
加
す

る
こ
と
が
で
き
な
い

に
対
し
、
代
替
捧
穫
と
し
て
、
例
え
ば
、
他
の
体
育
実
技
の
履
修
、
レ
ポ 

ト
の
提
出
等
を
求
め
た
上
で
、

そ
の
成
果
に
応
じ
た
評
価
を
す
る
こ
と
が
、
そ
の
目
的
に
お
い
て
宗
教
的
意
義
を
有
し
、
特
定
の
宗
教
会
援
助
、
助
長
、
促
進
す
る
効

閉
ポ
を
有
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
ず
、
他
の
宗
教
者
又
は
無
宗
教
者
に
圧
迫
、
干
渉
そ
加
え
る
効
果
が
あ
る
と
も
い
え
な
い
の
で

あ
っ
て
、
お
よ
そ
代
替
措
量
を
採
る
こ
と
が
、
そ
の
方
法
、

の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
憲
法
二

C
条

違
反
す
る
と
い
う
こ
と

が
で
急
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
公
京
学
校
に
お
い
て
、

の
信
仰
を
識
変
せ
ん
索
し
、
宗
教
を
序
列
化
し
て
倒
的
段
の

取
扱
い
を
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
学
生
が
俗
仰
を
理
由
に
製
造
実
技
の
韓
修
を
拒
否
す
る
場
合
に
、
学
校
が
、
そ

の
理
府
の
当
否
を
判
断
す
る
た
め
、
単
な
る
怠
学
の
た
め
の
口
実
で
あ
る
か
、
当
事
者
の
説
明
す
る
宗
教
上
の
信
条
と
穎
修
拒
杏
と
の

i
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合
球
的
関
連
性
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
程
度
の
調
査
を
す
る
こ
と
が
公
教
育
の
宗
教
的
中
立
性
に
試
す
る
と
は
い
え
な

い
も
の
と
解
さ
れ
る
。
」
と
判
示
し
た
。

こ
の
判
決
で
は
、
退
学
処
分
令
教
育
上
や
む
を
え
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
る
と
す
る
姿
勢
が
一
不
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
は

評
価
で
き
よ
う
。
こ
こ
で
は
政
教
分
離
原
則
は
宗
教
に
保
護
そ
与
え
る
も
の
で
は
な
い
が
、
宗
教
に
白
出
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と

を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
政
教
分
離
原
則
別
が
、
も
し
、
徳
教
の
段
由
を
制
約
す
る
も
の
と
し
て
援
用
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
こ
と
は
や

は
り
背
還
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
、
っ
。
政
教
分
離
原
挺
は
、
そ
の
最
大
の
目
的
で
あ
る
倍
教
の
自
由
の
確
保
の
た
め
に
は
、
結
果
と
し

て
緩
和
怒
れ
る
こ
と
も
あ
る
と
解
せ
ら
れ
る
。
ぞ
れ
ゆ
え
信
教
の
白
出
磯
保
と
衝
突
す
る
場
合
は
、
間
的
効
果
蒸
準
(
と
り
わ
け
効
果

c

に
つ
い
て
)
は
、
厳
格
に
解
釈
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う 

こ
の
判
決
は
、
ま
た
、
信
仰
の
内
容
を
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
註

闘
す
べ
き
で
あ
る
。
前
述
の
牧
会
権
判
決
と
阿
様
、
信
仰
に
つ
い
て
理
解
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
信
教
の
自
由
の
保
障
を
拡
大
し
た

の
で
あ
り
(
も
っ
と
も
最
高
裁
判
決
は
校
長
の
裁
量
擦
の
逸
税
を
問
題
に
し
て
い
る
て
真
撃
な
一
信
仰
生
誌
の
人
生
に
お
け
る
議
み
を

考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
最
高
裁
の
判
断
は
正
当
な
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

5
級
世
械
・
団
体
と
個
人
の
信
教
の
自
由
の
保
障

私
人
間
に
お
い
て
信
教
の
自
由
が
ど
こ
ま
で
保
障
さ
れ
る
の
か
も
議
論
と
な
る
。
近
代
社
会
は
私
的
議
治
の
原
開
会
認
め
て
お
り
、

私
人
間
の
事
柄
に
つ
い
て
は
当
事
者
の
自
由
な
決
定
に
ま
か
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
限
り
、
個
人
の
信
教
の
自
由
に
娘
界

が
設
定
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
特
定
の
場
所
で
布
教
ま
た
は
祭
耐
を
行
わ
な
い
旨
の
私
人
梼
(
養
綾
子
商
)
の
斡
束
に
つ
い
て
、
裁
判

所
が
、

「
憲
法
一

ハ
〉
条
が
問

九
条
と
相
ま
っ
て
保
障
す
る
僑
教
の
自
由
は
、
何
人
も
自
己
の
欲
す
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
特
定
の
宗
教

を
信
じ
ま
た
は
舘
じ
な
い
自
由
を
有
し
、
こ
の
内
創
出
は
関
家
そ
の
他
の
権
力
に
よ
っ
て
不
当
一
に
侵
害
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
本
件
の 
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よ
う
に
特
定
の
場
所
で
布
教
ま
た
は
祭
甜
を
行
わ
な
い
こ
と
を
私
人
間
刊
で
約
束
す
る
こ
と
を
禁
ず
る
も
の
で
は
な
い
」
と
し
た
例
が
あ

る
(
最
創
刊
詔
四
二
・
五
・
一

五
、
民
集
一

-
呂
・
九
三
七
コ
こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
私
的
自
リ
般
の
原
則
を
優
先
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
が
、

(
お
)

当
該
事
件
は
宗
教
毘
体
内
部
の
対
立
と
い
う
繋
素
を
有
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

説
家
の
自
由
と
寺
院
の
典
礼
権
を
め
ぐ
る
事
件
に
お
い
て
裁
判
所
は
、
転
宗
務
の
寺
院
境
内
地
墓
地
へ
の
埋
葬
を
認
め
る
が
、
そ
の

典
礼
権
は
寺
註
の
側
に
あ
る
と
し
た
〈
津
地
判
昭

八
・
六

二
、
利
時
三
四

一
九
コ
こ
の
問
題
に
は
公
衆
衛
生
上
の
開
題

が
か
ら
ん
で
お
り
、
中
期
的
な
判
断
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
最
近
、
寺
院
の
典
礼
を
受
け
な
い
こ
と
を
狸
由
に
し
て
寺
院
境
内

地
慕
地
へ
の
埋
葬
を
拒
話
す
る
こ
と
を
認
め
な
い
判
決
(
東
京
高
将
一
千
八
・
一 

0
・一二

 

、
利
時
一
五
八
六
・

も
で
て
お
り
、

こ
の
間
懇
に
つ
い
て
の
裁
判
所
の
考
え
方
に
変
詑
の
兆
し
も
見
え
る
。

私
人
聞
に
お
い
て
も
支
記
・
従
議
関
係
が
存
在
す
る
場
合
は
、
信
教
の
告
白
の
保
障
を
友
設
す
べ
き
で
あ
与
え
民
間
の
会
社
緑
修

を
め
ぐ
る
三
重
宇
部
生
コ
ン
工
業
事
件
(
名
古
燦
高
判
昭
一

八
・
四
・

…
六
、
利
時

一 

〉
は
、
い
わ
ゆ
る
私
人
間
に
お
い

て
信
教
の
自
由
が
ど
の
よ
う
に
保
障
さ
れ
る
か
が
争
わ
れ
た
事
件
で
あ
る
。
会
社
の
研
修
の
た
め
衿
道
系
の
道
場
に
派
遣
さ
れ
た
が
、

議
官
に
参
加
せ
ず
、

、
退
場
さ
せ
ら
れ
た
社
員
を
会
社
の
名
誉
、
信
用
を
傷
つ
け
た
と
し
て
態
戒
解
議
し
た
こ
と
が

争
わ
れ
た
。
判
決
は
、
た
と
え
講
留
の
科
呂
と
し
て
一
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
申
請
人
(
解
一
綾
怒
れ
た
社
員
〉
が
自
誌
の
信
揮
す

O

る
宗
教
と
異
な
る
宗
教
の
行
事
に
参
加
す
る
こ
と
そ
拒
む
こ
と
は
権
科
と
し
て
保
障
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
ゆ
諮
人
が
お
の
行
事

に
加
わ
ら
な
か
っ
た
こ
と
、
道
場
設
の
講
義
に
対
し
抗
議
論
争
し
た
こ
と
は
宗
教
上
の
髄
念
の
表
現
行
為
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、

部
等
非
難
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
、
と
し
た
。

O

こ
の
外
に
も
、
会
社
が
宗
教
活
動
に
参
加
し
な
か
っ
た
者
の
就
労
を
振
一
合
し
た
こ
と
が
解
躍
に
当
た
り
、
会
社
は
、
宗
教
行
事
へ
の

不
参
加
を
現
出
と
す
る
米
払
い
賞
金
を
支
払
う
べ
き
と
し
た
慌
〈
東
京
地
判
平
一
了

一
九
、
労
働
経
済
判
例
二
川 
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も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
労
働
の
場
に
お
い
て
は
、
対
等
な
偶
人
関
の
関
係
と
は
遣
っ
た
問
題
が
あ
る
か
ら
、
信
教
の
自
由
の
保
僚
を
及

判〉

ぼ
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
判
併
は
確
立
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

(
引
机
)

…
信
教
の
自
由
は
、
偶
人
と
宗
教
関
体
の
関
係
で
も
問
題
に
な
る
。
宗
教
団
体
の
位
震
づ
け
も
信
教
の
自
由
と
政
教
分
離
の
原
慌
の

上
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
宗
教
問
体
に
は
最
大
恨
の
自
由
と
自
律
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
ゼ
あ
る
が
、
そ
う
す
る
と
億
人
の
信

O

教
の
自
由
と
回
出
体
の
信
教
の
自
由
が
対
立
す
る
局
面
も
存
す
る
。
偶
人
は
、
多
く
の
場
合
、
集
団
で
宗
教
話
動
を
行
う
。
偶
人
に
は
宗

教
的
な
集
会
・
結
社
の
良
市
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
向
山
体
と
し
て
宗
教
活
動
を
行
い
、
宗
教
生
活
を
送
る
自
由
が
認
め
ら
れ
て
い
る
か

ら
、
そ
こ
か
ら
宗
教
語
体
の
自
由
と
自
立
-
自
律
権
が
保
障
さ
れ
る
こ
と
(
こ
の
こ
と
は
、
政
教
分
離
原
黙
の
姿
講
す
る
と
こ
ろ
で
も

あ
る
。
)
に
な
る
が
、
そ
の
限
り
で
個
人
の
信
教
の
自
由
の
夜
界
の
問
題
が
生
じ
よ
う
。
宗
教
団
体
と
司
法
権
と
の
関
係
で
は
「
部
分

社
会
論
」
が
議
論
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

一
方
、
裁
判
所
は
権
制
約
救
済
の
任
務
に
あ
た
っ
て
お
り
、
紛
争
に
対
し
て
公
平
な
立
場
か
ら

そ
の
解
決
を
め
ぢ
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
裁
判
所
は
す
べ
て
の
紛
争
を
解
決
し
う
る
も
の
で
は
な
い
。
当
然
の
こ

と
な
が
ら
、
裁
判
所
が
扱
う
の
は
法
的
紛
争
に
限
ら
れ
、
宗
教
の
教
義
等
の
問
題
は
裁
判
所
が
判
断
し
え
な
い
も
の
で
あ
る
。

宗
教
上
の
理
由
に
も
と
づ
く
錯
誤
を
主
張
し
て
、
宗
教
団
体
に
対
し
て
な
し
た
寄
付
金
の
返
還
を
求
め
た
い
わ
ゆ
る
「
板
ま
ん
だ
ら
」


事
件
で
は
、
信
悔
の
対
象
に
つ
い
て
の
宗
教
的
価
値
判
断
、
来
教
上
の
教
義
に
関
す
る
判
断
は
、
裁
判
所
が
解
決
す
べ
き
法
律
上
の
争


訟
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
・
な
判
断
を
求
め
る
訴
え
は
却
下
を
免
れ
な
い
と
の
判
断
が
最
高
裁
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
(
最
判
昭
五
六
・
闘
争


七
、
民
集
一

-
四
割
一
一
一
)
が
、
こ
の
事
例
は
、
実
質
上
は
宗
内
の
紛
争
で
あ
る
か
ら
、
宗
教
間
体
の
自
律
権
の
問
問
題
と
評
価
で
き
る


{
m

(
刊
品
)

一
面
が
あ
る
。

本
門
寺
事
件
〈
最
判
昭
五
五
・
四
歳
一 

、
判
時
九
七

-
八
五
)
で
は
代
表
役
員
等
の
法
律
上
の
地
位
の
存
否
を
判
断
寸
る
前
提

問
題
と
し
て
、
住
殺
の
地
泣
と
い
う
宗
教
上
の
地
位
の
存
否
に
つ
い
て
判
断
し
う
る
か
否
か
が
問
惑
と
さ
れ
た
。
最
高
裁
の
判
断
は
、 
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(U

宗
教
関
体
の
自
治
権
合
尊
識
し
、
宗
教
上
の
教
義
に
わ
た
る
事
項
の
ご
と
き
も
の
に
つ
い
て
は
裁
判
所
が
こ
れ
に
立
ち
入
っ
て
実
体
的

な
審
理
、
判
断
句
会
施
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
が
、
右
の
よ
う
な
宗
教
活
動
上
の
白
出
会
い
し
自
治
に
対
す
る
介
入
に
わ
た
ら
な
い
限
り
、

当
該
京
教
法
人
の
代
表
設
関
等
で
あ
る
か
ど
う
か
を
審
理
、
判
断
す
る
前
提
と
し
て
、
そ
の
者
が
容
の
規
副
闘
に
定
め
る
家
教
活
動
上
の

地
位
[
住
職
等
〕
を
有
す
る
者
で
あ
る
か
ど
う
か
を
審
理
、
判
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
従
来
の
住
職
の
地

伎
に
つ
い
て
は
、
議
判
所
は
審
理
、
判
断
で
き
な
い
と
し
て
い
た
考
え
方
が
部
分
的
に
修
正
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
他
の
宗
教
母
体
の
自
治
権
を
め
ぐ
る
裁
判
と
し
て
は
、
議
恭
平
寺
事
件

-九 

八、

一
一
・
八
・
一
一
)
や
自
議

l (
M
M
)
 

〈
最
判
平
五
・
七
・

。
、
裁
判
所
持
報

。
コ
了
一
一
�
 

〉
、
妙
真
寺
事
件
(
最
判
手
五
・
九
・
一
�
 
、
裁
判
所
持
報
一

一
七
・
〕

九
〉
等
が
あ
る
。
判
決
は
、
教
義
・
信
仰
上
の
問
題
(
異
説
か
ど
う
か
、
血
脈
相
承
の
意
味
等
〉
の
判
断
を
裁
判
所
は

す
る
べ
き
で
な
い
と
の
観
京
会
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
も
ま
た
、
裁
判
所
に
権
利
救
済
を
求
め
て
も
退
け
ら
れ
る
事
制
別
で
あ
る

O

と
い
え
る
。
宗
教
語
体
の
自
律
権
は
蛸
都
議
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
そ
の

偶
人
の
信
教
の
自
白
の
侵
害
が
あ
っ
た
と
し

て
そ
の
救
済
を
求
め
る
こ
と
に
限
界
が
あ
る
こ
と
も
認
め
、
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
内
部
秩
序
維
持
の
た
め
の
も
の
と
し
て

理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
外
部
の
者
と
の
関
係
は
別
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

6
信
教
の
自
由
の
再
吟
味
�
 一
つ
の
間
緩
提
起

以
上
の
概
観
を
踏
ま
え
て
、
信
教
の
自
由
を
再
吟
味
し
、

一
つ
の
問
題
提
起
を
し
て
み
た
い
。
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、

e

信
教
の
自
由
と
は
、
宗
教
の
自
由
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
、
信
仰
の
富
市
問
、
宗
教
行
為
の
富
曲
、
京
教
的
集
会
・
結
社
の
自
由

か
ら
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
自
由
が
保
障
さ
れ
て
い
る
と
は
、
信
鮮
、
京
教
「
行
為
、
宗
教
的
集
会
・
結
社
に
つ
い
て
強
制
約
・
禁
止
・

不
利
益
な
取
り
扱
い
を
さ
れ
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
公
権
力
に
対
し
て
は
強
制
制
'
禁
止
・
不
利
鎌
殺
り
扱
い
を
禁
止
す
る
と
い
う

O
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こ
と
で
あ
る
。
不
利
益
取
り
扱
い
の
禁
止
は
平
等
権
の
保
護
の
問
問
題
で
あ
る
が
、
信
仰
に
つ
い
て
は
絶
対
的
平
等
が
維
持
さ
れ
な
け
れ

i

ば
な
ら
な
い
(
合
理
釣
差
別
込
禁
止
さ
れ
る
)
か
ら
、
改
め
て
主
張
す
る
意
味
が
あ
る
と
患
わ
れ
る
。
ま
た
、
他
者
の
権
利
の
直
接
的

な
侵
害
が
な
い
場
合
、
一
信
教
の
自
由
の
制
限
に
つ
い
て
は
儲
家
権
力
は
謙
抑
的
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
よ
う
�
 権
力
の
謙
抑
性
に
関

し
で
は
、

い
わ
ゆ
る
牧
会
権
判
決
が
参
照
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
公
権
力
と
の
関
係
で
は
、
信
教
の
問
自
に
関
し
て
は
や
は
り
、

神
的
自
闘
機
」
の
倭
越
的
地
位
の
理
論
に
も
と
づ
く
厳
格
審
査
法
準
が
と
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
逆
に
浅
う
と
、
会
権
力
と
の
薩

接
の
関
係
で
は
な
く
、
他
者
の
権
利
侵
害
と
の
関
係
で
議
論
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
は
、
よ
り
柔
軟
な
基
準
で
判
断
さ
れ
る
こ
と

も
あ
ろ
う

と
こ
ろ
で
、
今
日
、
以
上
の
よ
う
な
官
教
の
自
由
の
保
障
に
加
え
て
「
祭
仰
生
活
の
自
由
」
と
で
も
い
う
べ
き
概
念
令
検
討
し
て
み

る
罷
備
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
信
仰
を
個
々
人
の
私
的
・
個
人
的
事
項
と
し
て
尊
重
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
以
上
、
そ
の
よ
う

な
概
念
は
必
婆
と
も
い
え
よ
う
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
は
、

ル
ト
」
被
害
に
対
す
る
司
法
救
済
の
ア
プ
ロ
�
 チ
を
考
え
る
際

裂
な
意
味
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。

自
衛
設
合
把
訴
訟
で
提
起
さ
れ
た
宗
教
的
人
格
機
は
、
他
人
か
ら
干
渉
を
受
け
な
い
静
議
の
ゆ
で
宗
教
的
感
情
を
め
ぐ
ら
せ
る
自
由


で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
直
義
的
な
強
制
や
禁
止
さ
ら
に
不
利
益
な
取
扱
い
に
主
ら
な
く
て
も
儒
教
の
白
磁
が
侵
害
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と


B

の
認
識
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
宗
教
的
人
格
権
は
、

種
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
と
も
い
え
よ
う
。
プ
ラ
イ
バ
シ
!

の
権
利
は
、
今
日
マ
は
世
界
的
に
認
知
さ
れ
て
お
り
、
国
際
人
権
規
約
の
い
わ
ゆ
る
�
 規
約
で
も
「
私
生
活
の
自
由
」
と
し
て
保
障
さ

4

れ
て
い
る
。
プ
ラ
イ
バ
シ
�
 権
を
「
私
生
活
の
自
由
」
と
し
て
と
ら
え
る
考
え
方
は
、
宗
教
的
人
格
擦
を
考
え
る
際
に
大
変
議
要
な
意

味
を
も
っ
。
政
教
分
離
制
の
下
で
は
宗
教
は
私
事
と
し
て
泣
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
宗
教
は
個
人
の

の
根
拠

i
(
H
A
)
 

c

と
し
て
、
い
わ
ば
私
事
中
の
最
も
奥
深
い
も
の
と
し
て
最
大
限
簿
品
息
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
�
 宗
教
が
税
率
と
し
て
他
人
の
干
渉
か
�
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ら
自 

-m

る
形
が

し〈
た~最
。高

な
も
の
と
し

け
ら
れ
る
な
ら
、
諒
教
に
対
す
る
強
制
や
禁
止
を
超
え
て
宗
教
的
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
を
そ
こ
に
認
め
る

こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
宗
教
的
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
機
は
、
「
信
侮
生
活
の
自
由
」
で
あ
り
、
結
潟
、
宗
教
的
人
格
権
と
問

義
で
あ
る
と
い
っ
て
も
い
い
で
あ
ろ
う
。

て
者
底

的
見

。
条
)
。
ま
た
、

法
は
、
個
人
の
尊
重
と
幸
福
追
求
機
を
う
た
っ
て
い
る
〈

一
一
条
)
。
こ
れ
ら
の
規
定
に
「
信
師
生
活
の
自
由
」

の
根
拠
を
求
め
る
こ

〈
叫
初
〉

と
は
決
し
て
不
可
能
で
は
な
い
。
た
し
か
に
宗
教
的
人
格
権
は
主
観
的
で
あ
る
と
し
て
批
判
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
ベ
主
相
続
的
」
な

宗
教
上
の
感
情
と
し
て
宗
教
的
人
絡
機
令
者
認
す
る
こ
と
は
、
宗
教
に
対
す
る
無
理
解
に
由
来
す
る
発
穏
で
あ
ろ
う
。
宗
教
的
プ
ラ
イ

(
幻
)

パ
シ

つ
い
て
は
、

般
人
の
惑
受
性
令
基
淡
に
判
断
し
う
る
。
ま
た
、
宗
教
的
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
の
内
容
に
つ
い
て
は
、

か
な
り
広
く
設
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
、
っ
。
人
格
権
の
概
念
は
広
く
、
記
ら
れ
な
い
権
科
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で

〈
叩
持
)

あ
る
。
い
わ
ゆ
る
エ
イ
ズ
・
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
事
件
に
お
い
て
は
、
告
別
式
の
静
議
を
侵
饗
す
る
行
為
が
不
法
行
為
に
あ
た
る
場
合
が

あ
る
と
の
判
断
も
な
さ
れ
て
い
る
(
大
阪
地
判
平
充

一
一
・
二
七
、
判
時
一

一
泊
一
・
五
一
ニ
ヲ

問
題
は
、

「
カ
ル

被
害
と
の
関
係
で
京
教
的
人
格
権
を
主
強
で
き
な
い
か
で
あ
る
。
例
え
ば
、
霊
感
・

の
被
害
は

今
ま
で
は
濯
機
筑
滋
問
題
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
き
て
お
り
、
そ
の
観
点
か
ら
被
害
救
済
が
溜
ら
れ
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、

そ
れ
だ
け
で
は
金
銭
被
害
に
と
ど
ま
り
、
被
害
救
済
そ
っ
よ
く
主
張
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
経
済
的
自
由
に
比
し
て
高
度
の
保
織
を
受
け
る

ベ
き
精
神
的
自
由

の
自
由
)
が
軽
ん
じ
ら
れ
る
よ
う
に
も
受
け
取
ら
れ
た
(
違
法
性
の
主
張
の
レ
ベ
ル
で
は
溶
惑
、
恐
怖
等
の

精
神
的
側
面
が
強
調
さ
れ
た
こ
と
は
安
定
し
な
い
)
。

73-

能
楽
、
被
害
救
済
の
た
め
に
、

い
わ
ば
信
教
の
お
自
の
限
界
・
制
限
公
追
求
す

般
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
「
カ
ル

被
警
は
む
し
ろ
精
神
闘
に
お
い
て
深
懇
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、

い
わ
ゆ 

し裁
か� lま

!え前

寸述
での
に よ
見 う
たに
よ自
つ 待望
』こ� -g
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言宗教法第 19サ {200号}

る
「
マ
イ
ン
ド
・
コ
ン
ト
ロ 
i
ル
」
等
を
取
り
上
げ
れ
ば
、
微
妙
な
開
惑
に
踏
み
込
ん
で
し
ま
う
。
そ
の
こ
と
は
倒
的
に
し
て
吋
水
子
の

の
崇
り
」
や
「
盤
先
の
撃
の
山
同
市
り
」
等
を
も
ち
、
だ
し
て
被
害
者
に
期
間
惑
・
恐
怖
等
を
与
え
れ
ば
、
そ
の
こ
と
は
す
で
に
諜
教
的
人
格

権
を
覆
審
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
れ
ら
の
行
為
は
、
「
布
教
」
活
動
の
一
環
と
し
て
な
さ
れ
た
と
し
て
も
社
会
的
穏
当
性
を
欠
い
て
お
り
、
宗
教
に
関
す
る
借
入
の

自
己
決
定
機
を
慢
害
し
て
お
り
、
ま
た
、
宗
教
に
関
す
る
静
謎
な
環
境
を
破
壊
し
、
倒
人
の
平
懇
な
宗
教
生
活
を
お
く
る
自
由
を
侵
警

し
て
い
る
と
い
え
る
。

e

(
加
持
〉

違
法
性
相
関
論
か
ら
す
れ
ば
そ
れ
は
途
法
性
を
潟
め
る
行
為
と
し
て
も
把
握
さ
れ
よ
う
。
こ
の

よ
う
な
場
合
、
宗
教
富
体
の
告
白
よ
り
も
個
人
の
自
由
が
優
先
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
信
教
の
自
由
の
限
界
を
い
う
よ
り
も
そ
の

拡
充
・
充
実
を
主
張
す
る
な
か
で
「
カ
ル

被
害
が
救
済
さ
れ
る
方
途
を
採
る
べ
き
で
あ
ろ
う 

青
春
を
返
せ
」
訴
訟
を
参
照
〉
。

q

宗
教
的
人
格
権
に
つ
い
て
は
、
ど
の
程
度
の
侵
害
が
あ
れ
ば
救
済
さ
れ
る
の
か
が
依
然
と
し
て
不
明
硲
で
あ
る
と
の
批
判
が
あ
ろ
う
。

そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
事
例
を
積
み
上
げ
て
行
く
ほ
か
は
な
い
。
ま
た
、
宗
教
的
人
格
権
と
い
う
語
が
適
切
か
ど
う
か
と
い
、
つ

問
題
も
あ
ろ
、
っ
。
こ
の
概
念
が
最
高
裁
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
考
惑
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
点
も
含
め
て
、

今
一
度
、
こ
の
概
念
を
再
検
討
し
、
再
構
築
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
偶
人
の
尊
厳
、

い
う
観
点
か
ら
宗
教
団
体

の
布
教
・
伝
導
活
動
、
布
施
・
献
金
活
動
に
限
界
を
設
定
す
る
こ
と
は
、
億
人
の
レ
ベ
ル
に
お
け
る
信
教
の
自
由
を
確
実
に
す
る
こ
と

で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
視
点
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
信
教
の
自
由
の
擁
護
の
側
に
た
つ
者
、
宗
教
を
め
ぐ
る
「
古
い
」
問
題
を
懸
念

す
る
者
も
と
も
に
議
論
す
る
場
が
見
い
だ
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

ー
)
割
問
え
ば
統

教
会
人
身
保
護
事
件
{
徳
島
地
創
刊
閥
的
五
八
・

O
)

-
一
二
、
判
絡
一
一
一 

0
・一一一 

、
・
オ
ウ
ム
真
理
教
人
身
保
護
家
件
(
大
荻
裁
判
平
二
・
九
・ 
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混i-lC阪本(1)信教の自閣の保障とその淡界(平野)

(S)

c
七
、
創
刊
持
…
…
ニ
ム
ハ
六
・
九
六
)
が
あ
る
。
ま
た
、
京
都
市
で
は
オ
ウ
ム
災
滋
教
の
マ
ン
シ
ョ
ン
内
の
総
数
に
測
し
て
マ
ン
シ
詩
ン
俊
民
が
区
分
所
有
機
法
に
も
と
づ

い
て
退
去
を
求
め
た
訴
訟
も
緩
怨
さ
れ
て
い
る
。
各
地
で
は
オ
ウ
ム
糞
理
教
信
者
の
持
江
田
氏
薬
品 
規
範
夜
、
教
掘
世
の
子
の
獄
後
4

綴
否
事
件
も
お
き
て
い
る
。
金
お
、

「
カ
ル
ト
」
と
い
う
簿
一
穣
は
し
ば
し
ば
ラ
ベ
リ
ン
グ
の
機
械
後
を
も
つ
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
よ
ろ
な
意
図
は
な
い

c

ネ

y

{2)

こ
れ
ら
は
、
ぶ
掛
料
、
倫
理
、
法
律
の
分
野
に
ま
た
が
る
興
味
深
い
向
感
で
あ
る
が
、
輸
血
の
問
題
を
除
い
て
は
本
稿
で
取
り
上
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

(3)	

然
、
え
ば
在
日
ム
ス
リ
ム
の
数
は
約
… 

c万
人
、
日
本
人
の
傷
者
数
は
三
0
0
0
人
に
逮
し
て
い
る
が
、
議
教
活
動
、
威
嚇
闘
な
ど
の
い
尚
一
で
日
本
の
社
会
の
が
で
摩

陥
悌
を
起
こ
す
可
能
性
が
為
る 

多
数
容
の
醐
輔
が
問
問
か
れ
た
務
総
を
も
っ
て
対
応
で
き
る
で
あ
ろ
ろ
か
。

(4)

日
弁
連
は
、
宗
治
一
日
教
的
活
動
名
目
の
各
種
資
金
泳
動
に
関
す
る
実
態
と
問
滋
点
い
こ
九
九
五
年
一
月
マ
コ
民
社
会
的
な
宗
教
鴻
動
に
か
か
わ
る
消
費
者
被
害
雄
容

c

の
救
済
の
悌
問
品
別
」
(
一
九
九
九
年
一
ニ
月
)
を
発
表
し
て
い
る
が
、
ぞ
れ
以
舶
捌
か
ら
、
宗
教
開
山
持
悼
の
資
金
治
動
輪
曹
に
つ
い
て
取
持
緩
ん
で
い
る
。

(5)	

俗
教
の
同
制
出
閉
め
閣
問
界
に
つ
い
て
笈
緩
か
ら
論
じ
た
も
の
は
案
外
少
な
い
。
従
来
の
研
究
は
、
総
数
の
自
由
の
拡
大
・
紋
光
を
窓
幾
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で

あ
ろ
う
。
こ
の
間
関
滋
に
つ
い
て
は
今
後
、
宗
教
法
学
会
ぞ
も
議
論
が
詰
め
ら
れ
て
い
く
予
定
で
あ
る
。
な
お
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
信
教
の
隊
闘
の
波
留
?
に
つ
い

て
は
、
瀧
凋
押
一
間
帯
ゆ
「
宗
教
釣
自
由
の
憲
法
師
陣
燃
の
限
界
に
つ
い
て
」
(
宗
教
淡
一
八
四
方
)
一
二
五
ペ 

ジ
以
下
を
参
照
。 

(6)	

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
平
野
武
之
市
教
綴
体
と
法 
1
今
日
約
問
緩
に
つ
い
て
」
(
宗
教
法
一
六
日
芝
一 

九
ベ 

ジ
一
災
以
下
参
照 
2

実
は
、
二
つ
の
関
脇
唱
を

ど
ろ
考
え
る
か
は
宗
教
法
人
淡
改
正
に
つ
い
て
の
議
論
の
符
鍛
に
も
存
在
し
て
い
た
。

〈
?
〉
国
家
神
道
消
滅
絡
に
つ
い
て
は
、
平
野
武
吋
政
教
分
緩
裁
判
と
隈
家
袴
遂
い
…
凶
七
一
災
以
下
を
参
照
。

こ
れ
ら
の
剥
淡
を
目
見
れ
ば
、
象
徴
災
自
漁
紛
の
苧
む
問
問
題
牲
を
詩
吟
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。

X

(9)

間
関
他
棋
・
問
問
歌
法
制
定
通
錦
繍
の
際
い
い
、
強
制
問
が
伴
わ
な
い
こ
と
が
跡
閣
制
刑
さ
れ
た
が
、
教
衛
門
現
場
で
は
強
制
な
い
し
延
辺
が
な
い
と
は
と
て
も
い
え
な
い
状
況
で
あ

る 

今
後
、
ア
メ
リ
カ
の
パ 
1

ト
事
件
め
よ
う
な
問
題
が
お
こ
り
う
る
可
能
恥
掛
は
が
あ
る
。

i

(
ぬ
)
平
野
武
内
宗
教
と
訟
と
裁
判
明
」
八
八
百
周
参
照 

品
用
近
の
出
来
事
で
あ
る
が
、
森
総
理
大
僚
の
「
災
後
を
ゆ
心
と
す
る
縛
め
附
副
総
設
は
、
古
い
意
識
が
時
間
努

O e 

し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

i

(
竹
川
〉
本
灘
中
件
に
つ
い
て
は
、
禅
林
中
朝
一
一
一
「
持
活
教
の
自
由
と
初
挑
付
叫
柄
拘
博
治
療
」
(
問
料
品
開
ジ
ュ
リ
ス
ト
コ
一 

5
号
「
憲
法
制
特
例
務
滋
I
』
第
一
ニ
版
、
八
一
一 
1
1
二
一
夜
)
そ
の

抽
出
多
〈
の
文
献
が
為
る
が
、
紹
介
が
で
き
な
い
。
な
お
、
以
下
の
言
及
す
る
制
判
例
に
も
も
ち
ろ
ん
数
多
く
の
判
例
議
釈
等
が
あ
る
が
も 
4

総
紛
の
関
係
で
引
出
射
を
ゆ
割

問
帽
す
る
こ
と
を
お
鈴
し
緩
い
た
い
。 
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{
ロ
〉
祈
祷
師
卿
が
、
祈
祷
が
病
気
治
療
に
ま
っ
た
く
効
果
が
な
い
こ
と
知
均
な
が
ら
、
い
か
に
も
効
能
が
あ
る
よ
う
に
偽
ワ
て
祈
鯵
を
行
い
金
泌
を
え
た
こ
と
が
詐
欺

T

努
に
あ
た
る
、
と
き
れ
た
例
も
あ
る
{
大
津
地
裁
授
浜
支
部
判
昭
一
三

0
・
一
…
・
七
、
副
料
品
情
一 

0
・
一
一
-
一
五
四
七
コ
こ
の
場
合
も
信
仰
の
市
内
容
に
立
ち
入
る

こ
と
な
く
、
外
形
約
に
判
断
き
れ
た
と
い
え
る
。

〈
門
品
)
こ
れ
ら
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
日
弁
逮
「
反
楽
教
的
な
家
殺
活
動
に
か
か
わ
る
消
費
者
被
暗
殺
等
の
救
淡
の
錦
針
」
を
務
総
…
き
れ
た
い
。

-
r
A

{
功
後
近
の
「
放
の
輸
事
三
法
行
」
に
つ
い
て
の
緩
岡
地
裁
制
判
決
も
伺
蝿
憾
の
な
場
を
示
し
た
も
の
と
い
え
る
。
ま
た
、
古
都
保
存
協
力
後
条
例
察
幹
げ
創
刊
決
(
政
務
総
判
昭

五
九
・
…
一
で
三 

、
制
何
時
一
一
一
双 

一
)
も
外
形
的
判
断
に
纂
づ
い
て
線
税
す
る
こ
と
は
信
教
の
滋
衡
を
害
き
な
い
と
の
鶴
見
解
を
示
し
た
。

{
ば

μ
)

平
野
宮
市
教
と
法
と
裁
判
同
七
二
賞
品
秒
間
開
…
。

〈 

こ
の
こ
と
は
、
微
妙
な
問
題
を
含
ん
で
い
る
が
、
一
信
仰
内
察
に
立
ち
入
れ
な
い
こ
と
を
潔
自
に
信
教
の
良
市
出
の
保
隊
舎
危
う
く
す
る
こ
と
は
滋
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

{
げ
)
こ
の
判
決
に
は
僑
教
の
自
由
と
の
郁
教
的
人
務
擦
の
関
係
が
必
ず
し
も
繋
咽
相
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
布
一
部
教
的
人
柊
織
の
憲
法
上
の
蹴
偶
然
に
つ
い
て
十
分
に
説
明
さ

れ
て
い
な
い
絡
め
問
題
は
あ
る
が
、
宗
教
的
人
格
後
を
は
じ
め
て
承
総
し
た
も
の
と
し
て
画
期
的
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
と
好
す
る
こ
と
が
ぞ
き
る
。

〈
凶
印
)
描
哨
関
愉
押
社
公
式
参
符
訴
訟
に
つ
い
て
は
、
平
野
叫
信
教
の
闘
崩
と
宗
教
的
人
絡
橋
」
二
日
一
一
貝
参
照
。

〈
刊
山
〉
こ
の
こ
と
は
、
従
来
も
滋
鋭
的
見
解
で
あ
ち
、
行
放
機
で
も
認
め
て
来
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
文
化
庁
文
化
都
内
総
務
課
内 

教
注
入
研
究
会
編
著
吋 

一本

教
法
人
の
管
理
運
営
い
…
一
一
賞
。


解
散
命
令
は
、
本
件
決
定
も
い
、
つ
よ
う
に
祭
教
団
体
の
滋
俗
的
機
磁
の
み
を
対
象
に
す
る
も
の
明
、
あ
り
、
そ
の
精
神
的
・
ん
泳
教
的
録
阪
は
対
象
外
で
あ
号
、
償


者
の
後
教
の
自
由
に
介
入
す
る
も
の
で
は
な
い
。


(
お
精
神
的
闘
創
の
優
越
的
滅
的
弘
の
理
強
掛
か
ら
す
る
と
幾
然
の
祭
給
と
い
え
る
が
、
路
知
の
と
お
り
、
最
高
裁
は
繍
袴
的
自
凶
に
期
的
確
に
こ
の
理
論
を
官
服
用
し
て
来


た
わ
け
ぞ
は
な
い
。

{
忽
な
お
、
こ
れ
を
憲
法
上
の
争
点
に
関
す
る
第
三
者
の
権
利
の
援
用
と
と
ら
え
る
党
第
も
あ
与
え
よ
う
。
泰
樹
党
、
原
決
定
は
そ
の
よ
う
に
制
判
断
し
た
を

〈
お
)
こ
れ
に
つ
い
て
も
平
野
叫
宗
教
と
法
と
裁
制
怖
い
一
七
九
官
民
以
下
参
照
。

-wm

{
則
的
)
本
件
一
審
制
判
決
(
摂 

九
・
一
一
一
-
一
二
、
約
タ
九
六
蕊
'
八
三
)
川
林
、
信
仰
に
も
と
づ
く
品
輔
自
肌
綴
疫
の
特
約
を
公
序
良
俗
に
い
汎
す
る
も
の
と
し
て
認
め
な
か
っ
た
。

〈
お
)
平
野
「
怠
者
の
滋
己
決
定
織
と
鎗
仰
」
(
榎
燦
縁
先
生
命
務
記
念
論
集
叫
現
代
短
家
の
制
度
と
人
徳
川
}
一
園
大
相
持
参
照
。 
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m
O

(
お
)
エ
ム
か
パ
の
証
人
」
は
決
し
て
由
同
殺
蹴
酬
明
捕
者
で
は
な
い
。
平
野
辺
同
仰
に
も
と
づ
く
品
輸
血
泌
柑
問
後
い
(
太
凶
富
雄
編
考
沼
例
代
医
療
の
光
と
議
』
)

(
幻
)
掛
十
校
総
と
し
て
は
、
信
仰
を
間
わ
ず
、
平
等
に
授
業
を
災
後
し
も
平
等
に
評
価
す
べ
き
こ
と
が
、
教
育
を
受
け
る
浅
利
を
ω滞
陣
し
た
憲
法
一
一
六
条
や
平
等
原
則

を
定
め
た
憲
法
一
回
条
、
怒
ら
に
は
政
教
分
離
肺
線
則
を
緩
め
た
憲
法
二 

条
の
綾
旨
か
ら
当
然
に
委
譲
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
、
と
す
る
。

{
怨
平
野
『
{
一
一
市
教
と
後
と
裁
判
記
七
三
頁
。

i

(
怒
寺
院
の
入
山
科
に
醐
関
し
て
、
寺
院
は
そ
の
ん
然
教
総
数
に
つ
い
て
財
産
機
争
併
有
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
非
公
開
す
る
こ
と
も
、
公
側
関
し
て
他
人
に
創
刊
矧
を

務
す
こ
と
も
自
由
で
あ
り
、
公
開
関
す
る
場
合
に
ど
の
よ
う
な
条
件
を
絞
け
で
も
、
原
則
射
と
し
て
向
同
闘
で
あ
る 
9

そ
号
し
て
公
開
す
る
場
合
、
利
用
刑
事
告
に
食
隠
の
交
付

を
求
め
、
契
約
し
た
者
に
対
し
て
の
み
利
用
を
許
す
こ
と
も
‘
ぷ
約
留
治
と
し
て
当
然
に
淡
さ
れ
る
と
し
た
例
も
あ
る
〈
京
都
飽
判
昭
六
0
・
九
・
二
六
、
判
時

一
…
八
…
一
一
・
一
一
八
)
。
こ
の
ケ 

ス
も
副
私
的
自
治
を
縁
側
叫
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

〈 

判
品
目
川
悼
、
薬
滋
使
用
問
幾
附
則
上
、
信
徒
で
あ
る
こ
と
が
、
築
地
を
使
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
要
件
と
き
れ
て
い
て
も
、
典
例
を
受
け
る
こ
と
が
問
墓
地
使
用
上

G

の
負
担
に
な
っ
て
い
る
と
は
認
定
で
き
ず
‘
曲
問
樹
円
以
伊
日
付
わ
れ
る
こ
と
は
中
学
炎
上
の
慣
行
に
す
ぎ
な
い
。
絞
っ
て
、
寺
院
側
の
曲
内
側
関
を
受
け
な
い
こ
と
を
理
由
と
し

て
夜
ち
に
刷
脱
線
を
短
波
し
う
る
も
の
で
は
な
い
、
と
す
る
も
の
で
あ
る
。 O

(
怨
平
野
力
泳
教
と
法
と
裁
創
刊
』
七
五
一
員
参
照
。

(
む
岡
山
惨
と
脂
綿
入
の
信
教
の
自
闘
は
、
滋
常
は
互
い
に
支
え
会
う
も
の
で
あ
る
。
個
人
の
総
数
の
際
自
の
延
長
線
上
に
滋
体
の
自
由
が
あ
り
、
団
体
の
感
痴
は
億
人

の
自
由
を
強
留
に
す
る
。
オ
ウ
ム
真
理
教
解
散
事
件
後
高
裁
決
白
血
は
、
前
途
の
よ
う
に
解
教
に
よ
っ
て
法
人
絡
が
消
滅
し
た
あ
と
も
祭
教
関
体
は
消
滅
せ
ず
、
解


散
命
令
に
よ
っ
て
や
邪
教
法
人
が
解
散
し
て
も
、
日
祭
事
唱
は
、
法
人
格
を
殺
し
な
い
宗
教
研
体
を
存
続
さ
せ
‘
あ
る
い
は
、
こ
れ
を
新
た
に
級
品
脱
す
る
こ
と
が
妨
げ
ら


れ
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
穫
祭
辻
、
破
壊
活
動
防
此
法
に
よ
る
団
体
の
解
散
と
の
祭
典
を
開
明
白
に
す
る
で
あ
ろ
う
。
や
は
号
液
防
法
は
オ
ウ


ム
糞
纏
教
に
迎
用
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
。
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
図
体
州
統
制
法
は
、
観
察
処
分
と
湾
発
防
止
処
分
を
導
入
し
た
が
、
こ
の
法
律
は
同
凶
俸
と
削
機
人
の
悩
教


の
お
品
開
を
危
う
く
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い 

な
お
、
改
正
宗
教
法
人
淡
は
財
務
番
類
の
捻
総
務
政
怖
を
導
入
し
た
が
、
宗
教
吋
総
数
と
公
益
事
業


に
つ
い
て
は
富
家
は
謙
税
梅
カ
を
放
棄
し
て
い
る
か
ら
収
総
務
時
滑
に
凝
っ
て
の
岨
提
出
総
務
に
限
定
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
争
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
筏
俸
の
み
な


ら
ず
傷
者
等
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
が
守
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。


(
笠
こ
の
判
決
め
多
角
的
検
討
に
つ
い
て
は
、
機
ケ
授
業
・
藤
田
尚
則
'
滋
滅
後
宮
田
教
の
自
由
を
考
え
る
」
を
参
照
。

(
目
付
)
こ
れ
ら
の
判
例
の
流
れ
に
つ
い
て
は
、
問
お
参
照
。

殴� 
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〈
怨
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
織
に
つ
い
て
は
、
「
宴
の
あ
と
い
務
件
の
東
京
地
裁
判
判
決
〈
問
問
一
川
一
九
・
九
・
二
八
、
下
氏
築
二
今
九
二
一
一
一
一
一
七
)
が
倒
人
の
慾
般
、
幸
福
追
求
権

を
築
後
に
こ
れ
を
認
め
た
が
、
附
州
知
め
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
織
は
、
公
衡
さ
れ
た
く
な
い
緩
和
判
、
紛
ら
れ
た
く
な
い
権
利
か
ら
き
ら
に
{
絞
っ

て
お
い
て
も
ら
う
権
利
片
他
事
脅
か
ら
子
渉
き
れ
な
い
で
ゑ
ゑ
滋
を
滋
る
権
利
と
し
て
広
く
ゑ
抑
附
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

(
お
)
宗
教
的
別
人
総
体
慨
は
、
一
連
の
い
わ
冷
る
矯
関
締
役
公
式
参
拝
訴
訟
に
お
い
て
も
問
題
に
な
っ
た
。
い
ず
れ
の
判
決
も
、
中
鮪
闘
機
内
閣
下
の
靖
国
神
社
公
式
参
拝

が
宗
教
的
人
惨
機
を
後
官
官
す
る
も
の
と
の
主
緩
け
い
叫
対
し
て
、
す
べ
て
原
告
ら
の
業
服
慨
を
主
観
的
・
機
象
的
な
感
情
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
澗
掛
け
た
。
こ
れ
に
は
向
凶
衡

i

窓
会
記
録
高
裁
判
決
が
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
緩
い
よ
う
が
な
い
。

(
お
)
平
協
判
定
同
教
の
宮
市
出
と
宗
教
的
人
待
機
}

(
初
出
)
宗
教
約
人
総
継
が
宗
教
的
プ
ラ
イ
バ
シ 

織
で
あ
る
以
上
、
「
玄
制
問
的
」
な
こ
と
は
む
し
ろ
当
然
と
い
え
る
。
そ
も
そ
も
プ
ラ
イ
バ
シ 

権
は
、
る
豪
僚
と
ち
が
っ

て
社
会
的
-
鋭
部
脚
と
い
う
「
客
観
釣
」
編
僚
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
「
主
観
的
」
で
あ
る
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
必
ず
し
も
「
客
観
的
」
に
と
ら
え
ら
れ


な
い
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
ワ
い
て
、
「
宴
の
あ
と
い
事
件
東
京
地
裁
創
刊
淡
が
、
一
般
人
の
惑
正
{
え
出
品
を
官
邸
機
に
し
て
当
該
億
人
の
立
場
に
立
っ
て
耐
え
が
た
い


窓
側
絡
を
慾
じ
る
と
考
え
ら
れ
る
場
合
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
俊
樹
衡
を
認
め
号
る
と
し
た
こ
と
が
参
黙
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
表
現
の
自
由
・
毅
慈
の
ぬ
制
凶
と
宗
教
釣


人
的
熔
機
が
衝
突
す
る
場
合
は
そ
の
謝
殺
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
「
季
緩
め
料
品
ご
事
件
は
、
当
該
宗
教
の
叫
礼
会
的
地
位
・
影
響
力
が
媛
大
で
あ


れ
ば
、
朗
報
滋
が
公
共
の
創
刊
警
に
関
わ
れ
ワ
、
公
縫
倒
的
を
も
っ
て
と
な
さ
れ
て
い
る
持
は
、
却
報
道
す
る
側
聞
は
家
教
的
人
格
権
侵
警
の
事
臓
を
負
わ
ず
に
す
む
こ
と
が
あ


る
と
考
え
方
に
依
拠
し
て
判
判
断
さ
れ
る
で
あ
ろ
、
っ
。
ん
泳
教
約
人
格
権
が
私
人
〈
線
透
機
関
を
含
む
)
と
の
関
係
で
数
済
き
れ
な
い
こ
と
は
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。


(
叩
品
〉
「
中
学
留
地
の
科
学
」
事
件
大
級
品
指
輪
紙
幣
決
(
平
成
五
年
一
一
月
一
一
六
日
)
は
、
一
鮫
論
と
し
て
は
務
緩
な
宗
教
生
活
の
後
要
性
を
認
め
た
が
、
祭
料
続
的
的
人
絡
権
は
否

{一止した。

(
設
違
法
伎
の
レ
ベ
ル
で
法
的
構
成
を
す
れ
ば
す
む
と
の
意
見
も
あ
う
つ
が
、
権
利
侵
害
(
信
教
の
鼠
闘
の
問
題
〉
と
し
て
も
議
論
ぞ
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ぞ
れ

を
避
け
る
べ
き
で
は
な
い
。
そ
の
よ
ろ
な
議
論
は
、
祭
教
者
や
信
教
の
自
由
聞
に
笈
療
の
属
加
指
揮
を
撞
く
殺
に
と
っ
て
も
受
け
入
れ
や
す
い
ヤ
あ
ろ
う
。
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