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宗
教
教
義
に
関
連
し
た
被
害
に
つ
い
て
、
司
法
は
「
宗
教
教
義
自
体
の
当
否
」
を
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
「
宗
教
教
義

に
基
づ
く
行
為
の
違
法
性
」
に
つ
い
て
は
判
断
で
き
る
と
い
う
の
が
従
来
の
理
解
で
あ
る
。

し
か
し
、
教
義
を
用
い
た
脅
し
に
よ
る
献
金
強
要
や
入
教
勧
誘
・
教
化
行
為
、
特
に
内
部
信
者
に
対
す
る
教
義
を
利
用
し
た
拘
束

等
の
違
法
性
が
訴
訟
上
の
テ 
1
マ
と
な
る
に
及
ん
で
い
る
。

こ
れ
ら
は
、
教
義
と
深
く
結
び
つ
い
た
行
為
の
違
法
性
を
問
う
問
題
で
あ
り
、
従
来
の
「
教
義
」
と
「
行
為
」
を
切
り
離
し
、
教
義

に
は
立
入
る
こ
と
な
く
行
為
の
違
法
性
を
判
断
す
る
と
い
う
考
え
方
だ
け
で
は
規
律
で
き
な
い
。

判
例
は
、
信
教
の
自
由
の
観
点
か
ら
教
義
等
に
は
一
切
立
入
れ
な
い
と
し
て
教
義
を
用
い
た
心
理
的
拘
束
等
に
つ
い
て
の
判
断
を
せ

ず
原
告
を
敗
訴
さ
せ
る
も
の
と
、
宗
教
的
自
己
決
定
権
の
観
点
か
ら
違
法
性
を
認
め
原
告
を
勝
訴
さ
せ
る
も
の
に
分
か
れ
て
い
る
。

こ
の
問
題
は
、
「
布
教
す
る
側
の
信
教
の
自
由
」
と
「
布
教
さ
れ
る
側
の
信
教
の
自
由
」
の
憲
法
上
の
位
置
づ
け
を
再
認
識
す
る

こ
と
に
よ
り
解
決
の
筋
道
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
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4 

布
教
の
自
由
は
他
者
の
人
権
と
の
衝
突
が
予
想
さ
れ
内
在
的
制
約
を
伴
、
つ
が
、
布
教
さ
れ
る
側
の
宗
教
選
択
の
自
由
は
絶
対
的
に
保

障
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
正
体
を
隠
し
た
り
、
属
し
た
り
、
脅
し
て
布
教
す
る
行
為
は
必
然
的
に
制
約
を
受
け
る
も

の
で
あ
り
、
か
か
る
行
為
の
違
法
性
を
判
断
す
る
に
必
要
な
限
り
に
於
い
て
、
司
法
は
教
義
に
立
入
り
、
そ
の
意
味
・
用
い
ら
れ
方
・

心
理
的
効
呆
等
を
判
断
で
き
る
と
の
結
論
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
。

今
ま
で
、
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
「
布
教
さ
れ
る
側
の
信
教
の
自
由
」
に
光
を
当
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
多
く
の

問
題
に
解
決
の
筋
道
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
互
い
に
侵
さ
ず
侵
さ
れ
な
い
、
と
い
う
安
心
感
の
中
で
豊
か
な
精
神
世
界
の
発

展
を
望
み
得
る
も
の
と
考
え
る
。

1 

宗
教
に
関
す
る
ト
ラ
ブ
ル
と
被
害
者
側
の
苦
悩

社
会
事
象
と
し
て
多
数
の
人
々
が
宗
教
に
関
連
す
る
被
害
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
。

宗
教
団
体
(
そ
れ
を
標
梼
す
る
も
の
を
含
む
)
が
、
そ
の
外
に
い
る
第
三
者
に
及
ぼ
す
被
害
に
止
ま
ら
ず
、
内
部
の
信
者
に
及
ぼ
す

重
大
な
被
害
、
更
に
は
そ
の
家
族
・
に
ま
で
も
深
刻
な
被
害
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

厳
密
に
は
、
司
法
に
よ
っ
て
違
法
と
判
断
さ
れ
な
い
以
上
被
害
と
は
言
え
な
い
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
多
く
の
人
々
が
被
害
感
情

を
抱
い
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
宗
教
に
関
す
る
問
題
は
解
決
が
難
し
く
、
何
故
に
宗
教
だ
か
ら
と
い
う
理
由
で
被
害
の
回
復
が
困
難
と

な
る
の
か
と
い
う
不
公
平
感
が
あ
る
の
も
現
実
で
あ
る
。

J

あ
る
団
体
が
、

せ
た
と
い
う
例
で
考
え
て
み
る
。

、
雑
服
従
保
護
さ
ー
粍
た
り
優
遇
さ
れ
る
べ
き
点
が
あ
る
か

超
自
然
的
作
用
(
特
別
な
折
梼
・ 

0
0パ
ワ 
1
2
n
)
を
以
て
病
気
を
治
癒
で
き
る
と
説
い
て
、
大
金
を
拠
出
さ

-
こ
の
例
の
場
合
全
て
不
法
行
為
が
成
立
す
る
と
は
限
る
ま
い
が
、
少
な
く
と
も
行
為
者
自
身
が
超
自
然
的
作
用
や
そ
れ
に
よ
る
治

病
効
果
な
ど
を
信
じ
て
も
い
な
い
悪
意
の
場
合
に
は
、
不
法
行
為
が
成
立
す
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
場
合
、
こ
の
団
体
が
宗
教
団
体
で
あ
る
場
合
と
宗
教
団
体
で
は
な
い
場
合
に
よ
っ
て
違
い
は
な
く
、
ど
ち
ら
の
場
合
で
も
不

法
行
為
が
成
立
す
る
。

-
反
対
に
、
行
為
者
が
超
自
然
的
作
用
・
病
気
治
癒
効
果
に
つ
い
て
心
か
ら
信
じ
て
い
る
善
意
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

宗
教
団
体
で
な
い
場
合
は
、
善
意
で
あ
っ
て
も
、
科
学
的
に
は
あ
り
得
な
い
こ
と
だ
か
ら
、

そ
れ
を
信
じ
た
過
失
責
任
が
考
え

ら
れ
る
。

宗
教
団
体
の
場
合
に
は
、
行
為
者
が
そ
の
作
用
・
効
果
が
宗
教
的
信
念
に
基
づ
く
こ
と
を
相
手
に
十
分
に
理
解
さ
せ
、
そ
の
賛

同
を
得
た
宗
教
心
に
よ
る
拠
出
の
場
合
に
は
違
法
と
な
ら
な
い
よ
う
に
も
思
え
る
。
し
か
し
、
宗
教
活
動
で
あ
れ
ば
、

祈
祷
な
ど

に
病
気
治
癒
等
の
現
実
的
効
果
が
あ
る
も
の
と
標
傍
す
る
こ
と
の
違
法
性
が
考
え
ら
れ
る
。

宗
教
法
人
で
な
く
て
も
宗
教
活
動
は
で
き
る
し
、
そ
の
自
由
の
保
障
に
差
異
が
あ
る
訳
で
は
な
い
。
ま
た
、
超
自
然
的
作
用
を

信
じ
る
こ
と
は
(
当
人
に
自
覚
が
な
い
と
し
て
も
)
宗
教
に
該
る
と 

そ
の
境
界
が
明
確
な
訳
で
は
な

4
2

い
こ
と
も
問
題
で
あ
る
。

結
局
、
宗
教
団
体
で
あ
っ
て
も
な
く
て
も
標
梼
行
為
に
つ
い
て
の
善
意
・
悪
意
、
そ
の
伝
え
方
が
問
題
な
の
で
あ
っ
て
、
結
論

に
差
異
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。

本

論 
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(2) 
(ロ) (イ)3 

i

教
義
と
行
為
の
結
び
つ
き
が
強
い
場
合
の
問
題

あ
る
教
団
の
教
義
が
、
「
人
聞
は
死
ね
ば
霊
界
に
行
き
、
そ
の
霊
は
永
遠
に
生
き
続
け
る
。
霊
界
は
幾
層
に
も
別
れ
て
お
り
、
現
世

で
神
に
帰
依
し
な
か
っ
た
者
は
、
死
後
霊
界
の
低
い
地
位
で
苦
し
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
霊
自
身
で
は
高
い
地
位
に
行
け
な
い
の
で
、

現
世
の
子
孫
に
働
き
か
け
て
、
子
孫
を
神
に
帰
依
さ
せ
仕
え
き
せ
よ
う
と
す
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
苦
し
み
続
け
る
先
祖
が
子
孫
と

共
に
霊
界
の
高
い
地
位
に
行
け
る
。
」
と
教
え
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
よ
う
。

そ
こ
で
、
そ
の
教
団
が
「
こ
の
ま
ま
で
は
絶
家
す
る
」
と
述
べ
て
入
教
等
を
迫
っ
た
場
合
に
、
こ
の
「
霊
界
の
教
義
」
を
信
じ
込
ん

で
い
な
け
れ
ば
、
絶
家
し
て
子
孫
が
い
な
く
な
っ
た
と
し
て
も
、
そ
ん
な
こ
と
は
構
わ
な
い
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、

「
霊
界
の
教
義
」
を
信
じ
込
ん
で
い
れ
ば
、
自
分
が
入
教
し
て
神
に
仕
え
な
け
れ
ば
、
死
後
霊
界
の
低
い
地
位
に
落
ち
、
先
祖
と
共
に

苦
し
む
、
し
か
も
絶
家
し
て
子
孫
が
な
く
な
る
の
で
あ
れ
ば
働
き
か
け
て
助
け
を
求
め
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
だ
か
ら
永
遠
に
苦
し
み

か
ら
救
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
極
め
て
強
度
の
恐
怖
を
感
じ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

上
記
「
霊
界
の
教
義
」
を
予
め
信
じ
込
ん
で
い
る
場
合
と
そ
う
で
な
い
場
合
と
で
は
、
同
じ
「
絶
家
の
ト 

ク
」
で
あ
っ
た
と
し
て

も
そ
の
こ
と
に
よ
る
心
理
的
効
果
が
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
教
義
と
そ
れ
に
基
づ
い
た
行
為
と
が
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
場
合
、
裁
判
所
が
教
義
の
内
容
に
立
入
り
、
そ
の
意
味
を

理
解
し
、
そ
の
う
え
で
入
教
勧
誘
行
為
の
違
法
性
を
判
断
す
る
の
と
、
教
義
に
は
一
切
立
入
ら
ず
、
行
為
の
み
の
違
法
性
を
評
価
す
る

し
か
し
、
他
方
で
上
記
附
同
の
区
分
の
み
に
よ
っ
て
は
規
律
す
る
こ
と
の
難
し
い
問
題
が
発
生
す
る
に
及
ん
で
い
る
。

こ
れ
で
宗
教
教
義
に
基
づ
く
行
為
の
違
法
判
断
に
つ
い
て
は
一
応
の
到
達
点
に
た
ど
り
着
い
た
か
に
見
え
た
。

ば
、
宗
教
団
体
を
装
え
ば
、
何
か
特
段
に
保
護
さ
れ
る
点
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

こ
れ
は
事
実
上
の
問
題
と
し
て
宗
教
の
領
域
が
タ
ブ
!
視
さ
れ
、
宗
教
性
を
装
っ
て
お
け
ば
、
刑
事
問
題
・
民
事
問
題
に
な
り

に
く
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
は
あ
る
べ
き
姿
で
は
な
く
、
そ
う
い
っ
た
社
会
事
象
が
あ
る
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
。

宗
教
性
を
装
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
か
え
っ
て
詐
欺
の
故
意
を
推
認
さ
せ
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
こ
れ
も
宗
教
で
あ
る
こ
と

に
よ
っ
て
特
別
に
保
護
さ
る
べ
き
点
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
。

こ
こ
で
、
宗
教
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
特
別
に
保
護
さ
れ
る
べ
き
点
が
全
く
存
在
し
な
い
と
断
言
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
そ
う

い
っ
た
領
域
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
が
根
拠
を
以
っ
て
示
さ
れ
、
ま
た
、
そ
の
こ
と
か
ら
生
じ
る
他
者
の
人
権
と
の
調
整

に
つ
い
て
の
議
論
が
正
面
か
ら
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

宗
教
教
義
に
か
か
わ
る
不
法
行
為
の
成
否

2
不
教
教
義
の
当
否
」
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
憲
法
三 

条
の
信
教
の
自
由
の
保
織
と
司
法
の
役
割
と
い
う
二
つ
の
観
点
か
ら


司
法
が
立
入
っ
て
判
断
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
(
代
表
的
判
決
は
最
判 

五
六
・
四
・
一
七


」
れ
に
対
し
、

O

S

判
時
一 

一号)。


「
宗
教
教
義
に
基
づ
く
行
為
」
に
つ
い
て
は
、
「
教
義
そ
の
も
の
」
と
「
外
部
に
現
れ
た
行
為
」
と
を
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と

は
一
応
可
能
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
行
為
の
違
法
性
を
判
断
す
る
こ
と
は
、
信
教
の
自
由
を
侵
す
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
具
体
的
事
案

の
解
決
に
必
要
な
限
り
に
お
い
て
許
容
さ
れ
る
と
解
さ
れ
て
き
た
。

最
近
の
判
例
は
、
宗
教
間
体
の
教
義
に
基
づ
く
組
織
的
資
金
集
め
の
た
め
の
献
金
強
要
行
為
に
つ
い
て
、
そ
の
「
目
的
」
・
「
手

O
O

-
こ
れ
と
は
別
に
、
「
宗
教
を
揺
れ
ミ
ノ
に
し
た
詐
欺
商
法
」
な
ど
の
言
い
方
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
逆
に
言
え

-207- -206-



宗教活動に関連する不法行為と信教の自由の限界(大神) 宗教法第20号(2001)

C B 
が
、
正
体
を
隠
し
て
教
化
す
る
こ
と
の
違
法
性
を
審
査
し
て
も
憲
法
上
制
限
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
判
断
し
た
。

(
H

的
自
己
決
定
権
を
侵
害
す
る
も
の
と
し
て
違
法
性
を
認
め
て
い
る 

一
一
二
・
二
・
九

最
高
裁
で
確
定
)
。

米
国
で
の
判
例
(
カ
ル
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
最
高
裁
・
モ
ル
コ
リ
ー
ル
事
件
判
決
一
九
八
八
・
一 

0
・
一
七
)

統
一
教
会
の
正
体
を
隠
し
た
伝
道
が
「
教
義
に
根
ざ
し
た
も
の
(
天
的
教
え
に
よ
る
詐
欺
ご
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
、
そ

の
う
え
で
、
そ
の
伝
道
方
法
を
違
法
と
し
て
損
害
賠
償
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
が
、
教
団
の
布
教
の
自
由
に
一
定
の
制
約
を
与
え

る
こ
と
に
な
る
こ
と
は
認
め
る
。

し
か
し
、
こ
の
伝
道
方
法
が
多
く
の
市
民
に
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
重
大
な
被
害
を
も
た
ら
し
て
い
る
こ
と
、
教
団
に
責
任
を

負
わ
せ
て
も
、
そ
れ
は
せ
い
ぜ
い
い
か
が
わ
し
い
勧
誘
方
法
を
さ
せ
な
い
と
い
う
制
限
を
加
え
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
等
に
つ
い
て

の
比
較
衡
量
テ
ス
ト
、
よ
り
制
限
的
で
な
い
他
の
選
ぴ
う
る
手
段
か
否
か
の
テ
ス
ト
等
に
よ
り
、
教
義
に
か
か
わ
る
こ
と
で
あ
る

い
て
の
憲
法
上
の
位
置
づ
け
は
明
確
に
し
て
い
な
い
も
の
の
、
正
体
を
隠
す
等
の
被
告
の
伝
道
方
法
が
、
勧
誘
さ
れ
た
側
の
宗
教

こ
れ
に
対
し
、
上
記
岡
山
地
裁
判
決
の
控
訴
審
(
広
島
高
裁
岡
山
支
部 
H
一
二
・
九
・
一
四
)
は
、
双
方
の
信
教
の
自
由
に
つ

の
と
で
は
全
く
結
論
が
異
な
っ
て
く
る
。

こ
の
間
題
が
明
確
に
意
識
さ
れ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
の
は
、
宗
教
教
団
へ
の
入
教
勧
誘
や
教
化
方
法
の
違
法
性
が
問
題
と
な
っ
た

A 4
た
め
で
あ
る
。

従
来
の
献
金
強
要
や
霊
感
商
法
(
物
品
購
入
強
要
)
の
事
案
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
外
部
の
第
三
者
に
向
け
ら
れ
た
行
為
で
あ
る
た

め
、
教
義
と
強
要
行
為
と
の
結
び
つ
き
は
そ
れ
程
深
い
も
の
で
は
な
く
、
強
要
行
為
を
独
自
に
評
価
す
れ
ば
足
り
る
。
こ
の
場
合
教
義

は
宗
教
団
体
側
の
組
織
的
一
体
性
や
計
画
性
を
根
拠
づ
け
る
も
の
(
例
え
ば
、
「
万
物
復
帰
の
教
え
」
)
と
し
て
裁
判
上
取
り
上
げ
ら
れ

る
こ
と
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
た
め
で
あ
れ
ば
教
義
内
容
に
つ
い
て
の
深
い
理
解
ま
で
は
必
要
と
し
な
い
の
で
信
教
の
自
由
と
の

関
係
で
ど
の
よ
う
に
教
義
内
容
に
立
入
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
問
題
が
明
確
に
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
言
え
る
。

し
か
し
、
入
教
勧
誘
や
教
化
行
為
の
違
法
性
を
問
題
と
す
る
場
合
に
は
、
正
体
や
目
的
を
隠
し
て
勧
誘
す
る
こ
と
が
教
義
自
体
に
内

包
さ
れ
て
い
た
り
、
教
義
を
用
い
て
恐
怖
感
を
与
え
教
団
へ
の
拘
束
力
を
強
め
る
と
い
っ
た
教
化
行
為
の
よ
う
に
、
教
義
と
行
為
と
が

深
く
結
び
つ
い
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
行
為
の
違
法
性
を
判
断
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
の
教
義
の
意
味
内
容
を
把
握
し
、
そ
れ
を
前
提
と
し
た
行
為
に
よ
る
心
理

的
圧
迫
の
有
無
・
程
度
を
判
断
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
そ
う
す
れ
ば
、
教
義
内
容
に
深
く
立
入
る
こ
と
に
な
り
、
教
団
の
信
教
の
自
由
を
侵
害
し
な
い
か
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
が
生

じ
る
こ
と
に
な
る
。

判
例
は
ど
の
よ
う
に
対
処
し
て
い
る
か

名
古
屋
地
方
裁
判
所
(
日
一 

0
・
三
・
二
六

判
時
一
六
七
九
号
)
、
岡
山
地
方
裁
判
所 

一
0
・
大
・
三
)
は
、

い
ず
れ

(
H

判
旨
は
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

-
勧
誘
す
る
側
と
勧
誘
さ
れ
る
側
双
方
の
信
教
の
自
由
に
配
慮
す
る
必
要
が
あ
り
、
宗
教
上
の
教
義
等
に
は
立
入
ら
な
い
。

-
薬
物
・
強
制
力
を
用
い
た
入
教
勧
誘
で
は
な
く
違
法
と
は
い
え
な
い
。

-
正
体
を
隠
し
た
伝
道
は
、
道
義
的
に
は
問
題
が
あ
る
が
違
法
と
ま
で
は
い
え
な
い
。 
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布
教
す
る
側
の
信
教
の
自
由
と
布
教
さ
れ
る
側
の
信
教
の
自
由

(1 ) 5(2)6③ ② ① 

上
記
判
例
の
う
ち 

名
古
屋
地
裁
・
岡
山
地
裁
)
の
判
決
は
、
前
述
し
た
教
義
に
立
入
ら
な
け
れ
ば
違
法
性
を
正
し
く
判
断

す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
そ
う
す
れ
ば
信
教
の
自
由
を
侵
害
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
と
の
ジ
レ
ン
マ
を
、

一
切
教
義
等
に
立

A A
O

入
ら
な
い
と
い
う
方
針
に
基
づ
き
、
教
義
と
関
連
す
る
欺
岡
や
脅
迫
に
よ
る
心
理
的
圧
迫
等
を
「
教
義
自
体
の
当
否
」
の
問
題
と
同
様

に
違
法
性
判
断
の
枠
外
に
置
い
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
結
果
、
強
制
力
の
有
無
だ
け
が
残
り
、
そ
れ
が
無
い
か
ら
違
法
で
は
な
い
と
い
う
結
論
に
到
る
の
も
必
然
性
が
あ
る
。

A
(

し
か
し
、
ぞ
う
す
る
と
通
常
の
悪
質
商
法
等
で
は
、
強
制
力
ば
か
り
で
は
な
く
、
詐
欺
・
脅
迫
等
の
心
理
的
圧
力
も
違
法
性
判
断
要

素
と
さ
れ
る
の
に
、
宗
教
教
義
と
か
か
わ
り
の
あ
る
も
の
で
あ
れ
ば
心
理
的
要
素
が
判
断
の
枠
外
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
極

め
て
不
公
平
な
結
果
を
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。B

ま
た
、
薬
物
や
強
制
力
を
用
い
た
勧
誘
等
が
教
義
と
深
く
か
か
わ
っ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
、
そ
の
場
合
に
だ
け
教
義
に
立
入
る
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
の
も
整
合
性
を
欠
く
。

こ
れ
ら
の
判
決
の
問
題
は
、
布
教
す
る
側
の
信
教
の
自
由
と
布
教
さ
れ
る
側
の
信
教
の
自
由
の
双
方
に
配
慮
し
た
と
い
う
出
発
点
に

疑
問
が
あ
る
。

双
方
の
信
教
の
自
由
に
配
慮
し
た
と
言
い
な
が
ら
、
教
義
に
関
連
す
る
心
理
的
影
響
を
判
断
の
枠
外
に
置
い
た
の
で
は
、
布
教
さ
れ

る
側
の
自
由
を
犠
牲
に
し
て
、
布
教
す
る
側
の
自
由
だ
け
を
と
り
上
げ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

決
定
的
に
何
か
が
欠
け
て
い
る
の
で
あ
り
、
不
公
平
感
が
生
じ
る
の
も
当
然
で
あ
る
。

の
判
例
に
欠
け
て
い
る
の
は
、 

の
判
例
が
指
摘
す
る
「
宗
教
的
自
己
決
定
権
」
と
い
う
観
点
で
あ
る
。

H

宗
教
的
自
己
決
定
権
の
権
利
性
に
つ
い
て
は
、
エ
ホ
バ
の
証
人
輸
血
拒
否
事
件
(
最
高
裁 

一
二
・
二
・
二
九
判
決
)
で
承
認

さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
信
仰
を
持
つ
者
が
そ
の
信
仰
に
反
す
る
行
為
を
拒
否
す
る
自
由
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

本
論
で
の
宗
教
的
自
己
決
定
権
の
内
容
は
、
布
教
さ
れ
る
側
の
宗
教
選
択
の
自
由
(
信
仰
を
持
た
な
い
自
由
、
持
つ
と
し
て
ど

の
信
仰
を
ど
の
よ
う
に
持
つ
か
を
選
択
で
き
る
自
由
)
を
内
容
と
す
る
。

の
判
決
が
、
言
、
っ
「
双
方
の
信
教
の
肖
由
」
と
は
、
実
は
、
「
宗
教
教
団
の
布
教
の
自
由
」
と
そ
の
布
教
の
対
象
と
な
る
者


の
「
宗
教
選
択
の
自
由
」
と
の
対
立
の
局
面
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
憲
法
上
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
を
考
察
す
る
こ
と


に
よ
り
、
相
互
の
調
整
が
図
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


布
教
の
自
由
と
宗
教
選
択
の
自
由
の
憲
法
上
の
位
置
づ
け
と
調
整

憲
法
二 

条
一
項
の
信
教
の
自
由
は
、


内
心
に
お
け
る
信
仰
の
自
由


宗
教
活
動
の
自
由


宗
教
結
社
の
自
由


と
を
内
容
と
し
、
①
内
心
に
お
け
る
信
仰
の
自
由
は
、
内
心
に
止
る
も
の
で
あ
り
、
他
と
の
衝
突
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら

絶
対
的
に
保
障
さ
れ
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
る
。

宗
教
選
択
の
自
由
は
、
内
心
に
お
け
る
信
仰
の
自
由
の
問
題
で
あ
り
、
こ
の
絶
対
的
保
障
下
に
あ
る
。

②
宗
教
活
動
の
自
由
は
、
布
教
の
自
由
を
含
む
が
、
他
に
働
き
か
け
る
行
為
で
あ
り
、
他
者
の
人
権
と
の
関
係
で
当
然
に
調
整
が
予
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r
v

争
匂
・

、.。

定
さ
れ
、
内
在
的
制
約
を
伴
う
自
由
で
あ
る
。

布
教
活
動
に
お
い
て
は
、
教
団
の
布
教
の
自
由
と
布
教
さ
れ
る
側
の
信
教
選
択
の
自
由
が
対
立
す
る
局
面
で
あ
る
。

布
教
の
自
由
が
無
制
約
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
布
教
さ
れ
る
側
の
信
教
選
択
の
自
由
は
侵
害
さ
れ
る
。

絶
対
的
に
保
障
さ
れ
る
べ
き
信
教
選
択
の
自
由
が
侵
害
さ
れ
な
い
よ
う
に
布
教
の
自
由
は
制
約
を
う
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

O

の
が
憲
法
二 

条
一
項
の
命
ず
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

正
体
を
隠
し
た
り
、
人
を
崩
し
た
り
、
脅
し
て
布
教
す
る
自
由
は
無
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
行
為
が
教
義
と
如
何
に
密
接
な
関
連
を
有
し
て
い
よ
う
と
、
そ
の
教
義
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
こ
れ
ら
の
行
為
、
教
義
を
用

い
て
な
さ
れ
る
こ
れ
ら
の
行
為
の
違
法
性
を
判
断
す
る
こ
と
は
司
法
の
責
務
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

教
義
を
用
い
て
な
き
れ
る
歎
間
や
脅
迫
に
つ
い
て
そ
の
違
法
性
を
正
し
く
判
断
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
教
義
に
立
入
り
、
そ
の
意
味
内

容
を
把
握
し
て
、
そ
れ
ら
の
行
為
の
も
つ
心
理
的
圧
迫
の
有
無
・
程
度
を
判
断
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。

し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
教
義
自
体
の
当
否
を
判
断
す
る
こ
と
と
は
異
な
る
。
裁
判
所
は
、
霊
界
が
存
在
す
る
か
否
か
と
か
、
現
世
に

お
け
る
行
動
に
よ
っ
て
死
後
霊
界
で
苦
し
む
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
か
否
か
と
い
っ
た
教
義
内
容
の
真
偽
や
当
否
を
判
断
す
る
の
で
は

判
断
さ
れ
る
べ
き
は
、
そ
れ
ら
教
義
を
用
い
た
言
動
が
相
手
方
の
心
理
を
圧
迫
す
る
こ
と
の
違
法
性
で
あ
る
。
こ
れ
は
教
義
に
関
す

る
言
動
だ
け
で
な
く
、
相
手
方
の
置
か
れ
た
立
場
、
環
境
な
ど
を
含
む
判
断
で
あ
る
(
同
じ
言
動
で
あ
っ
て
も
、
例
え
ば
、
親
族
が
死

亡
し
た
直
後
で
あ
る
場
合
と
、
そ
の
様
な
事
情
が
無
い
場
合
と
で
は
判
断
が
異
な
る
と
い
う
性
質
の
も
の
で
あ
る
)
。

こ
の
二
種
類
の
判
断
の
違
い
は
明
白
で
あ
り
、
裁
判
所
が
教
義
内
容
に
立
入
り
、
こ
れ
を
把
握
す
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
も
両
判
断

こ
と
は
事
実
上
の
問
題
と
し
て
想
定
し
う
る
。
従
っ
て
、
裁
判
所
の
宗
教
教
義
へ
の
立
入
り
は
、
必
要
最
小
限
に
止
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。

し
か
し
、
必
要
最
小
限
の
判
断
の
結
果
、
そ
れ
で
も
発
生
し
た
社
会
的
批
判
に
つ
い
て
は
、
布
教
す
る
側
に
於
て
甘
受
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
考
え
る
。

絶
対
的
に
保
障
さ
る
べ
き
信
教
選
択
の
自
由
を
確
保
す
る
こ
と
が
よ
り
重
要
だ
か
ら
で
あ
る
。

布
教
さ
れ
る
側
の
信
教
の
自
由
は
、
今
日
ま
で
あ
ま
り
に
日
陰
に
置
か
れ
過
ぎ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
が
人
々
に
宗
教
に
関
連
す

る
被
害
意
識
・
不
公
平
感
を
も
た
ら
し
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
に
言
え
ば
、
布
教
す
る
側
の
信
教
の
自
由
ば
か
り
が
狭
め

ら
れ
て
い
く
と
の
危
機
感
を
与
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。

被
害
意
識
・
不
公
平
感
の
蔓
延
す
る
状
況
下
で
は
、
ま
す
ま
す
布
教
が
困
難
と
な
っ
て
い
く
、
そ
う
す
る
と
宗
教
で
あ
る
こ
と
・
を
隠

し
て
布
教
す
る
こ
と
に
な
る
。
隠
し
て
も
不
信
感
か
ら
尋
ね
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
、
嘘
を
い
う
よ
う
に
な
る
、
脅
す
よ
う
に
な
る
、
と

い
っ
た
悪
循
環
の
発
生
こ
そ
恐
れ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
(
問
題
と
な
っ
て
い
る
教
団
の
現
状
は
こ
れ
に
近
い
と
言
え
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
)
。

布
教
さ
れ
る
側
の
信
教
の
自
由
に
も
っ
と
光
を
当
て
、
こ
れ
と
布
教
す
る
側
の
布
教
の
自
由
と
の
調
整
点
を
明
確
に
す
る
こ
と
(
ど

ん
な
布
教
や
教
化
が
違
法
で
、
ど
ん
な
布
教
や
教
化
が
違
法
で
な
い
か
を
明
確
に
す
る
こ
と
)
に
よ
っ
て
、
互
い
に
侵
さ
ず
侵
さ
れ
な

い
安
心
感
の
中
で
、
布
教
さ
れ
る
側
は
布
教
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
豊
か
な
精
神
世
界
の
発
展
が
望
ま
れ

展

望
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る
の
で
は
な
い
か
。

本
論
は
主
と
し
て
入
教
勧
誘
の
問
題
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
布
教
さ
れ
る
側
の
信
教
の
自
由
に
光
を
当
て
る
こ
と
は
、
そ
れ
ば

か
り
で
は
な
く
、
教
化
行
為
や
入
教
後
の
離
脱
・
を
困
難
と
す
る
行
為
の
問
題
、
信
者
と
な
っ
た
者
の
家
族
の
問
題
、
脱
会
に
関
す
る
援

l l

助
の
問
題
等
に
つ
い
て
も
解
決
の
筋
道
を
つ
け
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
考
え
ら
れ
る
。

翻
っ
て
考
え
れ
ば
、
第
二
者
に
対
す
る
献
金
強
要
や
物
品
購
入
強
要
に
つ
い
て
も
、

一
定
の
教
化
が
行
わ
れ
、
そ
の
中
で
教
義
を
用

い
た
脅
し
に
よ
る
強
要
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
改
め
て
何
が
違
法
か
を
間
い
直
す
こ
と
も
で
き
よ
う
。

ま
た
、
入
教
勧
誘
や
教
化
に
よ
っ
て
布
教
さ
れ
る
側
や
信
者
の
側
の
信
教
の
自
由
が
保
障
さ
れ
て
い
る
か
否
か
(
違
法
な
方
法
に
よ

る
入
教
勧
誘
や
離
脱
防
止
行
為
が
行
わ
れ
て
い
な
い
か
)
と
い
う
点
を
、
い
わ
ゆ
る
カ
ル
ト
と
そ
う
で
な
い
教
団
と
を
区
別
す
る
メ
ル

l

ク
マ 

ル
と
し
て
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

宗
教
教
義
に
立
入
る
こ
と
を
タ
プ 

視
す
る
こ
と
の
中
に
宗
教
の
自
由
の
発
展
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
宗
教
教
義
に
立
入
る
こ
と
を

タ
ブ 

視
せ
ず
、
そ
れ
を
悪
用
し
た
違
法
行
為
を
排
除
し
て
い
く
こ
と
の
中
に
、
新
た
な
宗
教
の
画
由
の
発
展
が
あ
る
も
の
と
考
え
る
。
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