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は
じ
め
に

　

一
九
四
七
年
に
施
行
さ
れ
た
日
本
国
憲
法
に
含
ま
れ
る
次
の
条
項
は
、
本

稿
の
主
題
に
深
く
か
か
わ
る
規
定
で
あ
る
。

第
三
章　

国
民
の
権
利
及
び
義
務

第
二
〇
条　

信
教
の
自
由
は
、
何
人
に
対
し
て
も
こ
れ
を
保
障
す
る
。

い
か
な
る
宗
教
団
体
も
、
国
か
ら
特
権
を
受
け
、
又
は
政
治
上
の
権

力
を
行
使
し
て
は
な
ら
な
い
。

2　

何
人
も
、
宗
教
上
の
行
為
、
祝
典
、
儀
式
又
は
行
事
に
参
加
す
る

こ
と
を
強
制
さ
れ
な
い
。

3　

国
及
び
そ
の
機
関
は
、
宗
教
教
育
そ
の
他
い
か
な
る
宗
教
的
活
動

も
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
七
章　

財
政

第
八
九
条　

公
金
そ
の
他
の
公
の
財
産
は
、
宗
教
上
の
組
織
若
し
く
は

団
体
の
使
用
、
便
益
若
し
く
は
維
持
の
た
め
、
又
は
公
の
支
配
に
属

し
な
い
慈
善
、
教
育
若
し
く
は
博
愛
の
事
業
に
対
し
、
こ
れ
を
支
出

し
、
又
は
そ
の
利
用
に
供
し
て
は
な
ら
な
い
。

　

一
九
五
五
年
に
刊
行
さ
れ
た
「
法
律
学
体
系
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
篇
」『
日

本
国
憲
法
』（
日
本
評
論
新
社
）
は
、
第
二
〇
条
に
つ
い
て
、「
信
教
の
自
由

の
保
障
を
定
め
る
」
条
文
と
捉
え
、
そ
の
文
言
に
つ
い
て
詳
細
な
注
釈
を
加

え
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
そ
の
保
障
の
た
め
の
規
定
に
つ
い
て
、
著
者
の
宮

澤
俊
義
（
一
八
九
九
―

一
九
七
六
）
は
次
の
よ
う
に
付
言
す
る
。

　

信
教
の
自
由
の
保
障
を
完
全
に
す
る
た
め
に
は
、
さ
ら
に
す
す
ん

で
、
国
家
が
あ
ら
ゆ
る
宗
教
か
ら
絶
縁
し
、
す
べ
て
の
宗
教
に
対
し
て

中
立
的
な
立
場
に
立
つ
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
宗
教
を
純
然
た
る
「
わ
た

く
し
ご
と
」
に
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
。
こ
れ
が
国
家
の
非
宗
教
性

（laïcité

）
の
原
則
ま
た
は
国
教
分
離
の
原
則
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ

る
。（
宮
澤
俊
義
『
日
本
国
憲
法
』
二
四
〇
頁
）

こ
こ
で
、
信
教
の
自
由
を
保
障
の
た
め
に
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
言
う
「
ラ
イ
シ

テ
」、
言
い
換
え
に
よ
る
と
「
国
教
分
離
」
が
要
請
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に

第
二
〇
条
の
歴
史
的
背
景
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　

明
治
憲
法
は
、
第
二
八
条
で
、「
日
本
臣
民
は
安
寧
秩
序
を
妨
げ
ず

及
臣
民
た
る
の
義
務
に
背
か
ざ
る
限
に
於
て
信
教
の
自
由
を
有
す
」
と

定
め
た
。
こ
の
言
葉
だ
け
か
ら
い
う
と
、
諸
外
国
の
権
利
宣
言
と
ほ
ぼ

同
じ
よ
う
な
意
味
で
信
教
の
自
由
を
保
障
し
た
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
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「政教分離」を再考する

二

は
、
神
社
は
、
皇
室
の
宗
教
と
し
て
、
特
に
国
教
の
よ
う
な
待
遇
を
与

え
ら
れ
て
お
り
、
神
社
に
参
拝
す
る
こ
と
は
、
い
わ
ば
「
臣
民
た
る
の

義
務
」
と
も
考
え
ら
れ
た
の
で
、
結
局
、
信
教
の
自
由
は
、
そ
う
し
た

神
社
の
国
教
性
と
も
い
う
べ
き
も
の
と
両
立
す
る
限
度
に
お
い
て
の

み
、
み
と
め
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
日
本
臣
民
は
、
神
社

以
外
の
宗
教
（
神
道
各
派
・
仏
教
各
宗
・
キ
リ
ス
ト
教
・
回
教
な
ど
）

に
関
す
る
か
ぎ
り
は
、
信
教
の
自
由
を
有
し
、
そ
の
い
ず
れ
を
信
ず
る

と
、
あ
る
い
は
信
じ
な
い
と
の
自
由
を
も
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
と
同
時

に
、
神
社
に
対
し
て
は
、
国
の
宗
教
と
し
て
、
こ
れ
に
礼
拝
す
る
義
務

を
負
う
と
さ
れ
た
。（
二
四
二
―

二
四
三
頁
）

　

こ
こ
で
の
記
述
は
、
神
社
に
つ
い
て
「
皇
室
の
宗
教
」
と
捉
え
ら
れ
た
と

し
、
そ
れ
が
「
国
教
」
的
、「
国
の
宗
教
」
的
な
も
の
と
さ
れ
た
こ
と
を
指

摘
し
て
い
る
が
、
明
治
憲
法
下
に
お
い
て
、
は
た
し
て
神
社
が
端
的
に
何
ら

か
の
「
宗
教
」
と
さ
れ
て
い
た
の
か
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
議
論
の
余
地
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ
こ
で
は

引
き
続
き
、
宮
澤
に
よ
る
憲
法
第
八
九
条
に
つ
い
て
の
コ
メ
ン
ト
を
見
て
み

よ
う
。

　

第
八
九
条
前
段
は
、
公
の
財
産
が
、
宗
教
の
た
め
に
支
出
、
利
用
さ
れ
る

こ
と
を
禁
じ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
宮
澤
は
、「
国
家
と
宗
教
と
の
分
離

ま
た
は
国
家
の
宗
教
か
ら
の
独
立
を
確
保
す
る
目
的
の
た
め
の
規
定
で
あ

る
」
と
し
て
、
そ
の
趣
旨
は
国
が
各
宗
教
を
差
別
待
遇
す
る
こ
と
を
禁
ず
る

の
み
な
ら
ず
、「
国
が
各
種
の
宗
教
を
平
等
に
援
助
す
る
こ
と
」
も
禁
じ
ら

れ
て
い
る
と
論
じ
て
い
る
（
七
四
〇
頁
）。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
宮
澤
は
さ

ら
に
こ
う
論
じ
て
い
る
。

〔
前
略
〕
少
な
く
と
も
宗
教
教
育
そ
の
他
宗
教
的
活
動
を
行
う
私
立
学

校
〔
中
略
〕
に
対
し
て
補
助
金
を
出
す
こ
と
は
、
本
条
前
段
に
よ
っ
て

違
憲
と
さ
れ
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
こ
れ
を
裏
か
ら
い
え
ば
、
国
ま
た

は
地
方
公
共
団
体
か
ら
補
助
金
を
受
け
た
私
立
学
校
は
、
宗
教
教
育
は

行
う
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
解
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。（
七
四
七
頁
）

こ
れ
は
す
な
わ
ち
、
宗
教
系
の
私
立
学
校
に
お
け
る
宗
教
的
な
教
育
の
あ
り

方
に
つ
い
て
、
憲
法
が
禁
じ
て
い
る
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は

ま
た
、
私
立
学
校
が
公
金
に
よ
る
補
助
を
受
け
な
い
場
合
に
か
ぎ
っ
て
、
宗

教
教
育
は
行
な
う
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
い
う
理
解
で
あ
る
。
こ
う
し
た
宮

澤
の
見
解
に
関
連
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
宗
教
教
育
に
類
す
る
教
育
が
実

施
さ
れ
て
い
る
日
本
の
私
立
学
校
へ
の
公
費
助
成
に
つ
い
て
、
い
っ
そ
う
の

議
論
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
こ
の
著
書
の
全
訂
版
が
、
宮
澤
と
芦
部
信
喜
を
著
者
と
し
て
、

一
九
七
六
年
に
日
本
評
論
社
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
先
に
引
用
し
た
、「
国

家
の
非
宗
教
性
」、「
ラ
イ
シ
テ
」
に
か
か
わ
る
箇
所
は
、「
こ
れ
が
国
家
の

非
宗
教
性
（laïcité

）
の
原
則
ま
た
は
政
教
分
離
の
原
則
と
い
わ
れ
る
も
の

で
あ
る
」
と
書
き
改
め
ら
れ
て
い
る
（『
全
訂 

日
本
国
憲
法
』
二
三
九
頁
）。

修
正
さ
れ
た
文
言
か
ら
考
え
て
み
れ
ば
、
今
日
、
人
口
に
膾
炙
す
る
「
政
教

分
離
」
と
い
う
概
念
は
、
お
よ
そ
一
九
五
五
年
か
ら
七
六
年
の
二
〇
年
の
あ

い
だ
に
は
成
立
し
て
い
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。

　

第
八
九
条
に
つ
い
て
は
、
特
に
そ
の
「
又
は
」
以
下
の
後
段
に
つ
い
て
、

詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
諸
々
議
論
の
余
地
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
議
論
を
た
ど
る
こ
と
は
し
な
い
。
こ
こ
で
確
認
し

て
お
き
た
い
の
は
、
日
本
国
憲
法
が
第
二
〇
条
、
第
八
九
条
で
、「
信
教
の

自
由
」
に
加
え
て
フ
ラ
ン
ス
の
「
ラ
イ
シ
テ
」
に
相
当
す
る
国
家
の
非
宗
教

性
を
定
め
て
い
る
と
い
う
点
と
、
さ
ら
に
後
者
に
つ
い
て
は
、
一
九
七
六
年

ま
で
の
あ
い
だ
に
「
政
教
分
離
」
と
い
う
呼
び
方
が
あ
る
程
度
広
ま
っ
て
い

た
の
で
は
な
い
か
と
想
定
さ
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

　

今
日
、「
国
教
分
離
」
と
い
う
概
念
は
ほ
と
ん
ど
目
に
し
な
い
こ
と
を
考

え
る
と
、
概
念
と
し
て
の
「
政
教
分
離
」
は
す
で
に
定
着
し
て
い
る
も
の
と

捉
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
そ
の
概
念
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
い
っ
た

237
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三

い
何
か
。
本
稿
は
そ
れ
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
論
点
を
た
ど
り
な
が
ら
、

検
討
を
企
て
る
も
の
で
あ
る
。

1
、「
政
教
分
離
」
で
問
わ
れ
る
も
の
―
ア
メ
リ
カ
と
フ
ラ
ン
ス
の
場
合

　

日
本
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
こ
の
数
年
の
新
刊
書
籍
を
見
て
み
る
と
、「
政

教
分
離
」
を
標
題
や
副
題
に
掲
げ
た
書
籍
が
何
冊
も
あ
る
。
そ
こ
に
は
翻
訳

書
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
な
か
に
は
原
著
に
は
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
邦
題
に
「
政
教
分
離
」
と
い
う
言
葉
が
付
加
さ
れ
た
場
合
も
あ

る
。
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

　

エ
ド
ウ
ィ
ン
・
S
・
ガ
ウ
ス
タ
ッ
ド
の
『
ア
メ
リ
カ
の
政
教
分
離
―
植
民

地
時
代
か
ら
今
日
ま
で
』（
原
著
一
九
九
九
年
、
改
訂
版
二
〇
〇
三
年
）
の

場
合
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
文
脈
で
は
、「
政
治
と
宗
教
の
分
離
」
と
い
う

よ
り
は
「
国
家
と
教
会
の
分
離
」
が
重
要
な
論
点
で
あ
っ
て
、
原
題
も
「
全

土
で
自
由
を
宣
言
せ
よ
―
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
教
会
と
国
家
の
歴
史
」
と

な
っ
て
い
る
。

　

そ
も
そ
も
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
独
立
自
体
が
、
英
国
か
ら
の
政
治
的
自
由

と
と
も
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
教
会
か
ら
の
信
教
の
自
由
を
獲
得
す
る
た
め
の

戦
い
だ
っ
た
（
二
一
頁
〔
訳
語
一
部
改
変
〕）。
一
七
九
一
年
に
ア
メ
リ
カ

諸
州
に
よ
っ
て
批
准
さ
れ
た
連
邦
憲
法
の
修
正
第
一
条
は
、「
連
邦
議
会
は
、

宗
教
の
公
定
化
（establishm

ent

）、
あ
る
い
は
宗
教
の
自
由
な
実
践
を
禁

ず
る
、
い
か
な
る
法
律
も
制
定
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
文
言
か
ら
始
ま

る
。「
公
定
」
と
い
う
用
語
は
一
般
に
は
あ
ま
り
な
じ
み
が
な
い
と
思
わ
れ

る
が
、
ガ
ウ
ス
タ
ッ
ド
は
公
定
化
の
禁
止
に
つ
い
て
、「
こ
れ
は
議
会
が
宗

教
を
庇
護
し
た
り
、
推
進
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
、
あ
る
宗
教
を
他
の
宗
教

の
上
に
置
い
た
り
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
説
明
し
て
い
る

（
三
五
頁
）。

　

修
正
第
一
条
を
取
り
巻
く
現
実
の
宗
教
の
状
況
は
、
特
に
二
〇
世
紀
に

入
っ
て
か
ら
大
き
く
変
容
す
る
。
宗
教
の
多
元
化
、
多
元
主
義
化
の
伸
展
で

あ
る
。
ガ
ウ
ス
タ
ッ
ド
の
描
写
は
そ
れ
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。

二
〇
世
紀
前
半
、
合
衆
国
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
が
支
配
的
な
国
家
で
あ

る
、
と
多
く
の
人
び
と
は
考
え
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
第
一
次
世
界
大

戦
終
焉
ま
で
に
、
こ
と
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
か
ら
の
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ

ク
教
徒
や
、
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
ユ
ダ
ヤ
人
な
ど
、
膨
大
な
規
模
の

移
民
に
よ
っ
て
す
べ
て
が
変
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
二
〇
世
紀
の

終
わ
り
ま
で
に
は
、
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
国
家
で
あ
っ
た
も
の
が
、

イ
ス
ラ
ム
教
や
仏
教
も
あ
る
程
度
と
り
こ
み
、
ま
っ
た
く
多
元
主
義
の

国
家
と
な
っ
た
。（
ガ
ウ
ス
タ
ッ
ド『
ア
メ
リ
カ
の
政
教
分
離
』五
四
頁
）

　

ガ
ウ
ス
タ
ッ
ド
の
著
書
は
、「
公
定
条
項
」（「
公
定
」
に
つ
い
て
の
条
項

で
あ
る
が
、
正
確
に
は
「
公
定
禁
止
条
項
」）
と
学
校
と
の
関
連
に
つ
い
て
、

二
つ
の
章
を
あ
て
て
特
に
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。
合
衆
国
の
公
立
学
校
で
は

一
九
世
紀
中
に
は
依
然
と
し
て
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
傾
向
が
強
か
っ
た
が
、

そ
れ
は
徐
々
に
排
除
さ
れ
て
ゆ
く
。
そ
れ
に
対
し
て
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的

傾
向
の
維
持
や
強
化
を
求
め
る
親
た
ち
も
多
か
っ
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
後

に
は
、
学
校
内
に
お
け
る
複
数
教
派
の
聖
職
者
た
ち
に
よ
り
並
行
し
て
行
な

わ
れ
る
宗
教
教
育
へ
の
違
憲
判
断
（
七
九
頁
）、
希
望
生
徒
に
下
校
時
間
を
早

め
て
複
数
教
派
の
施
設
で
の
宗
教
教
育
に
参
加
さ
せ
て
い
た
こ
と
へ
の
合
憲

判
断
（
八
〇
頁
）、
公
立
学
校
の
教
師
と
宗
教
系
の
教
区
学
校
の
教
師
が
相

互
の
学
校
で
授
業
を
分
担
す
る
方
式
へ
の
違
憲
判
断
が
出
さ
れ
た（
八
一
頁
）。

　

授
業
開
始
前
の
教
室
で
の
神
へ
の
祈
り
の
言
葉
に
つ
い
て
は
、
一
九
六
二

年
の
「
エ
ン
ゲ
ル
対
ヴ
ィ
タ
ー
ル
」
判
決
で
の
連
邦
最
高
裁
判
所
の
判
断
は

違
憲
だ
っ
た
（
八
三
頁
）。
六
三
年
に
も
公
立
学
校
で
聖
書
を
読
み
、
主
の

祈
り
を
唱
え
る
こ
と
が
違
憲
と
判
断
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
学
校
に
お

い
て
、「
ユ
ダ
ヤ
＝
キ
リ
ス
ト
教
的
」
で
は
あ
っ
て
も
「
非
教
派
的
」
な
祈

り
な
ら
許
容
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
黙
禱
な
ら
許
容
さ
れ
る
の
で
は
な
い
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か
と
い
っ
た
議
論
も
出
て
、「
一
九
八
四
年
ま
で
に
二
〇
の
州
が
、
公
立
学

校
で
毎
日
沈
黙
の
時
〔a m

om
ent of silence

〕
を
設
け
る
こ
と
を
許
可
す

る
法
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
」
と
い
う
（
八
七
頁
）。
た
だ
し
、
こ
の
「
沈

黙
の
時
」
も
一
九
八
五
年
に
は
違
憲
と
判
断
さ
れ
た
（「
ウ
ォ
レ
ス
対
ジ
ェ

フ
リ
ー
」）。
全
体
と
し
て
、
合
衆
国
の
多
数
の
国
民
が
支
持
し
て
き
た
公
立

学
校
で
の
祈
り
は
、
そ
れ
に
対
す
る
異
議
申
し
立
て
を
受
け
て
、
最
高
裁
で

は
わ
ず
か
な
差
で
あ
っ
て
も
違
憲
の
判
断
が
下
さ
れ
る
傾
向
が
強
い
よ
う
で

あ
る
。

　

他
方
、
教
科
の
内
容
に
つ
い
て
も
ま
た
、
審
判
に
か
け
ら
れ
て
き
た
。
そ

の
焦
点
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
「
創
造
説
、
対
、
進
化
論
（
ダ
ー
ウ
ィ
ニ

ズ
ム
）」
で
あ
る
。
一
九
二
五
年
の
テ
ネ
シ
ー
州
に
お
け
る
「
ス
コ
ー
プ
ス

裁
判
」
で
は
、
進
化
論
を
紹
介
し
よ
う
と
し
た
生
物
の
教
師
ス
コ
ー
プ
ス
が

有
罪
0

0

に
な
っ
た
。
そ
れ
を
受
け
て
、
隣
り
の
ア
ー
カ
ン
ソ
ー
州
で
は
進
化
論

を
記
し
た
教
科
書
を
長
く
非
合
法
と
し
て
い
た
。一
九
六
八
年
に
な
っ
て「
エ

パ
ー
ソ
ン
対
ア
ー
カ
ン
ソ
ー
州
」
の
最
高
裁
判
決
は
、
こ
う
し
た
州
の
方
針

を
違
憲
と
し
た
（
九
〇
―

九
一
頁
）。
ま
た
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
で
は
、
進
化
論
を

創
造
説
と
と
も
に
教
え
る
こ
と
を
定
め
て
い
た
が
、
一
九
八
七
年
の
最
高
裁

判
決
で
違
憲
と
さ
れ
た
。

　

憲
法
修
正
第
一
条
「
公
定
条
項
」
と
学
校
と
の
関
連
は
、
私
立
学
校
に
関

し
て
も
問
題
を
提
起
し
た
。
一
九
二
二
年
に
オ
レ
ゴ
ン
州
は
、
八
歳
か
ら

十
六
歳
の
少
年
少
女
が
公
立
学
校
に
通
う
こ
と
を
求
め
る
法
律
を
通
過
さ
せ

た
。
一
九
二
五
年
の
「
ピ
ア
ス
対
修
道
女
会
」
判
決
で
最
高
裁
は
、
そ
の
法

律
が
、
連
邦
憲
法
修
正
第
一
四
条
（
合
衆
国
市
民
と
し
て
の
身
分
の
保
障
、

適
正
手
続
な
く
個
人
の
生
命
、
自
由
、
財
産
を
奪
う
こ
と
の
禁
止
等
）
に
違

反
す
る
と
判
断
し
た
。
こ
の
判
断
に
よ
り
宗
教
系
の
教
区
学
校

―
さ
ら
に

は
一
般
に
私
立
学
校

―
の
存
立
が
保
証
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
九
六
―

九
七
頁
）。
他
方
、
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
で
、
公
立
学
校
の
み
な
ら
ず
教
区
学
校

の
生
徒
に
も
、
宗
教
色
の
な
い
教
科
書
の
購
入
を
支
援
す
る
こ
と
と
し
た
の

に
対
し
、
一
九
三
〇
年
の
最
高
裁
の
判
断
は
合
憲
の
判
断
を
下
し
た
（「
カ

ク
ラ
ン
対
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
教
育
委
員
会
」）。
こ
れ
は
「
財
政
援
助
は
宗
教
学

校
に
た
い
す
る
も
の
で
は
な
く
、
子
供
に
た
い
す
る
も
の
で
あ
る
」
か
ら
で

あ
る
（
九
七
頁
）。

　

し
か
し
な
が
ら
、ガ
ウ
ス
タ
ッ
ド
に
よ
る
と
、「
公
定
条
項
」
と
の
関
連
で
、

宗
教
と
私
立
学
校
に
関
連
し
た
訴
訟
は
、
そ
の
の
ち
そ
れ
ほ
ど
簡
単
に
判
断

で
き
る
も
の
で
は
な
く
な
っ
た
と
い
う
（
九
九
頁
）。
と
り
わ
け
教
区
学
校

に
対
す
る
州
以
下
の
諸
自
治
体
に
よ
る
資
金
援
助
（
教
科
書
、
そ
の
他
の
教

材
、
各
種
教
育
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
援
助
）
に
つ
い
て
は
、
最
高
裁
の
判
断

は
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー
ス
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
（
九
七
―

一
〇
二
頁
）。
ま
た

教
区
学
校
の
教
師
へ
の
給
料
の
補
助
や
そ
う
し
た
学
校
の
授
業
料
へ
の
補
助

（
バ
ウ
チ
ャ
ー
制
を
含
む
）
な
ど
、
最
高
裁
判
事
た
ち
の
意
見
が
わ
か
れ
る

さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
提
起
さ
れ
て
き
た
。

　

宗
教
系
の
私
立
学
校
と
公
的
機
関
と
の
関
係
と
い
う
問
題
に
続
い
て
、
ガ

ウ
ス
タ
ッ
ド
が
最
後
の
章
で
取
り
上
げ
て
い
る
の
は
「
信
教
の
自
由
」
に
つ

い
て
で
あ
る
。
修
正
第
一
条
の
「
宗
教
の
自
由
な
実
践
」
で
特
に
留
意
す
べ

き
は
、
少
数
派
の
宗
教
者
に
と
っ
て
の
自
由
の
保
障
で
あ
る
。
公
立
学
校
に

お
け
る
宗
教
と
い
う
先
の
問
題
と
も
か
か
わ
る
、
エ
ホ
バ
の
証
人
に
関
す
る

事
例
と
ア
ー
ミ
ッ
シ
ュ
に
関
す
る
事
例
を
こ
こ
で
は
参
照
し
て
み
よ
う
。

　

ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
州
の
公
立
学
校
へ
通
っ
て
い
た
エ
ホ
バ
の
証
人
を
信

仰
す
る
姉
弟
が
、
国
旗
へ
の
儀
礼
を
拒
否
し
た
こ
と
か
ら
放
校
処
分
と
な
っ

た
。
こ
の
「
マ
イ
ナ
ー
ズ
ヴ
ィ
ル
学
校
区
対
ゴ
ビ
テ
ィ
ス
」（
一
九
四
〇
年
）

に
お
い
て
、
最
高
裁
は
国
旗
に
対
す
る
儀
礼
の
強
制
を
認
め
た
（
一
一
九
―

一
二
〇
頁
）。
た
だ
し
こ
の
判
断
は
一
九
四
三
年
に
は
覆
さ
れ
、
国
旗
に
対

す
る
儀
礼
へ
の
強
制
的
な
参
加
は
求
め
ら
れ
な
く
な
る
（
一
二
一
頁
）。

　

一
九
五
〇
年
に
ア
ー
ミ
ッ
シ
ュ
の
監
督
た
ち
が
、
八
学
年
を
超
え
て
子

供
た
ち
を
公
立
学
校
に
通
学
さ
せ
る
こ
と
に
反
対
す
る
宣
言
文
を
記
し
た
。

ア
ー
ミ
ッ
シ
ュ
は
そ
う
し
た
子
供
た
ち
を
独
自
の
「
職
業
高
等
学
校
」
に
通

わ
せ
た
が
、
そ
れ
は
州
の
規
準
に
沿
わ
ず
、
彼
ら
は
何
度
も
罰
金
刑
や
収
監

刑
を
受
け
、
ま
た
法
廷
で
も
敗
れ
続
け
た
と
い
う
（
一
二
五
頁
〔
訳
語
一
部
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五

改
変
〕）。
と
こ
ろ
が
一
九
七
二
年
の
「
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
対
ヨ
ー
ダ
ー
」
判

決
で
最
高
裁
は
、
十
六
歳
ま
で
公
立
学
校
に
通
わ
せ
る
こ
と
を
定
め
た
ウ
ィ

ス
コ
ン
シ
ン
州
法
に
対
し
て
、
ア
ー
ミ
ッ
シ
ュ
の
独
自
の
教
育
を
認
め
る
判

断
を
下
し
た
（
一
二
六
頁
）。

　

ガ
ウ
ス
タ
ッ
ド
は
「
エ
ピ
ロ
ー
グ
」
に
お
い
て
、
公
立
学
校
内
に
お
け
る

福
音
主
義
的
キ
リ
ス
ト
教
の
活
動
の
扱
い
に
関
す
る
最
高
裁
の
判
断
を
紹
介

し
て
い
る
。
一
九
九
五
年
の
「
ロ
ー
ゼ
ン
バ
ー
ガ
ー
対
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
大

学
」
判
決
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
雑
誌
へ
の
公
立
大
学
の
資
金
援
助
は
公
定

条
項
違
反
に
は
当
た
ら
な
い
と
い
う
も
の
だ
っ
た
（
一
三
九
―

一
四
〇
頁
）。

二
〇
〇
一
年
の
「
グ
ッ
ド
ニ
ュ
ー
ズ
・
ク
ラ
ブ
対
ミ
ル
フ
ォ
ー
ド
中
央
学
校
」

判
決
で
は
、
学
校
敷
地
内
で
の
正
規
学
課
終
了
後
の
福
音
主
義
的
活
動
が
認

め
ら
れ
た
（
一
四
二
頁
）。
ど
ち
ら
の
場
合
に
も
、
キ
リ
ス
ト
教
的
団
体
以

外
の
団
体
に
対
し
て
、
資
金
援
助
が
な
さ
れ
た
り
、
学
校
敷
地
内
で
の
正
規

学
課
終
了
後
の
活
動
が
許
さ
れ
た
り
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
中
立
性
・
公

平
性
の
原
則
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
的
団
体
の
活
動
に
対
し
て
も
同
様
の
対
応

が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

ガ
ウ
ス
タ
ッ
ド
の
こ
の
本
の
改
訂
版
刊
行
の
二
〇
〇
三
年
の
時
点
で
も
、

公
定
条
項
や
信
教
の
自
由
を
め
ぐ
る
問
題
は
同
時
代
で
進
行
中
だ
っ
た
。
そ

の
た
め
同
書
は
、
確
固
た
る
結
論
を
示
す
こ
と
な
く
結
ば
れ
て
い
る
。
し
か

し
な
が
ら
最
高
裁
で
の
判
断
が
求
め
ら
れ
る
訴
訟
事
例
が
次
々
と
起
こ
っ
て

き
た
と
い
う
こ
と
そ
れ
自
体
が
、
宗
教
公
定
化
の
阻
止
と
信
教
の
自
由
の
保

障
に
向
け
て
、
合
衆
国
の
市
民
た
ち
が
声
を
上
げ
続
け
て
き
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
こ
う
し
た
権
利
要
求
の
姿
勢
に
は
、
確
か
に
学
ぶ
べ
き
も
の
が
あ

る
に
ち
が
い
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
事
例
に
目
を
転
じ
る
と
、
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
家

ル
ネ
・
レ
モ
ン
の
著
書
が
『
政
教
分
離
を
問
い
な
お
す
―
E
U
と
ム
ス
リ

ム
の
は
ざ
ま
で
』と
邦
題
を
付
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る（
原
著
二
〇
〇
五
年
）。

こ
の
本
が
フ
ラ
ン
ス
で
出
版
さ
れ
た
二
〇
〇
五
年
は
、
一
九
〇
五
年
に
制
定

さ
れ
た
「
諸
教
会
と
国
家
の
分
離
に
関
す
る
法
」
の
百
周
年
に
当
た
っ
て
い

た
。
こ
の
法
律
も
明
示
的
に
取
り
上
げ
る
の
は
「
教
会
と
国
家
」
だ
が
、
一

般
に
は
「
政
教
分
離
法
」
と
も
呼
び
な
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
法
律
の
制
定
百
周
年
に
併
せ
て
フ
ラ
ン
ス
で
は
数
多
く
の
書
籍
が

出
版
さ
れ
た
が
、『
政
教
分
離
を
問
い
な
お
す
』
も
そ
の
な
か
の
一
冊
で
あ

る
。
原
題
は

―
訳
者
の
工
藤
庸
子
が
訳
す
と
こ
ろ
で
は

―
「
ラ
イ
シ
テ

の
創
造
―
一
七
八
九
年
か
ら
未
来
に
向
け
て
」
と
な
っ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス

の
「
ラ
イ
シ
テ
」
を

―
本
稿
の
「
は
じ
め
に
」
で
も
触
れ
た
よ
う
に

―

「
政
教
分
離
」
と
捉
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
邦
題
が
「
政
教
分
離
」
を
掲
げ
る

こ
と
も
一
理
あ
る
だ
ろ
う
が
、
日
本
に
お
け
る
近
年
の
議
論
で
は
、「
ラ
イ

シ
テ
」
は
そ
の
ま
ま
カ
タ
カ
ナ
で
表
記
さ
れ
る
こ
と
も
増
え
て
き
た
よ
う
に

見
え
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、「
ラ
イ
シ
テ
」
と
「
政
教
分
離
」
の
あ
い
だ
に

は
差
異
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
、
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

　

工
藤
は
訳
書
に
付
し
た
「
ま
え
が
き
」
で
同
書
の
射
程
に
つ
い
て
概
観
す

る
な
か
で
、
次
の
よ
う
な
記
述
を
し
て
い
る
。

わ
た
し
た
ち
の
問
題
意
識
の
な
か
で
何
か
が
決
定
的
に
欠
け
て
い
る
と

し
た
ら
、
そ
れ
は
「
制
度
と
し
て
の
宗
教
」
と
い
う
枠
組
み
で
は
な
い

か
。
し
か
る
に
カ
ト
リ
ッ
ク
と
は
、本
質
に
お
い
て
「
制
度
的
な
宗
教
」

な
の
で
あ
る
。
教
皇
を
頂
点
と
す
る
聖
職
者
の
位
階
制
を
介
し
て
真
理

が
末
端
の
信
徒
に
ま
で
伝
達
さ
れ
る
と
い
う
信
仰
の
あ
り
よ
う
が
、
そ

の
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
教
会
制
度
へ
の
抵
抗
が
、
カ
ル

ヴ
ァ
ン
な
ど
の
改
革
運
動
を
促
し
て
、
人
間
が
神
と
直
接
に
向
き
あ
う

こ
と
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
経
緯
も
思
い
お
こ
し
て
お

こ
う
。（
工
藤
庸
子
「
ま
え
が
き
」
一
四
頁
）

こ
の
「
制
度
と
し
て
の
宗
教
」
と
い
う
問
題
意
識
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
、

私
も
共
感
す
る
こ
と
が
多
く
、か
つ
て
小
論
を
著
し
た
こ
と
が
あ
る
（
奥
山
、

二
〇
一
五
）。
そ
の
問
題
意
識
を
保
ち
つ
つ
、
レ
モ
ン
の
叙
述
か
ら
い
く
つ

か
の
興
味
深
い
論
点
を
拾
っ
て
お
こ
う
。
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六

　

ま
ず
一
九
〇
五
年
と
二
〇
〇
五
年
と
い
う
二
つ
の
年
を
対
比
し
て
み
よ

う
。
レ
モ
ン
は
以
下
の
よ
う
に
二
つ
の
年
を
対
照
さ
せ
て
い
る
。

二
〇
〇
五
年
に
お
け
る
問
題
は
、
一
九
〇
五
年
に
お
け
る
問
題
を
ほ
ぼ

反
転
さ
せ
た
よ
う
な
具
合
に
な
っ
て
い
る
。
か
つ
て
求
め
ら
れ
た
の

は
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
と
同
じ
ぐ
ら
い
古
く
か
ら
存
在
す
る
宗
教
に
、
お
役

目
は
済
ん
だ
と
申
し
渡
す
こ
と
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
と
宗
教
と
を
つ
な
い
で

い
た
最
後
の
絆
を
断
ち
切
る
こ
と
だ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
二
〇
〇
五

年
に
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
新
来
の
宗
教
を
い
か
に
社
会
に
統
合
す
る

か
と
い
う
問
題
だ
。
一
九
〇
五
年
の
共
和
主
義
者
た
ち
は
、
国
民
の
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
カ
ト
リ
シ
ス
ム
と
の
離
婚
0

0

を
宣
言
す
る
と
き
が
来

た
と
考
え
た
。
こ
れ
に
対
し
て
二
〇
〇
五
年
の
わ
れ
わ
れ
は
、
い
か
に

し
て
ム
ス
リ
ム
を
ネ
イ
シ
ョ
ン
に
統
合
す
べ
き
か
と
自
問
し
て
い
る
。

一
九
〇
五
年
に
人
び
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
残
滓
を

一
掃
し
よ
う
と
考
え
た
。
と
こ
ろ
が
二
〇
〇
五
年
の
わ
れ
わ
れ
は
、
フ

ラ
ン
ス
の
イ
ス
ラ
ー
ム
を
育
成
す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
も
の
か
と
四
苦
八

苦
し
て
い
る
。

（
レ
モ
ン
『
政
教
分
離
を
問
い
な
お
す
』
三
六
頁
）

こ
こ
で
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
一
九
〇
五
年
に
お
い
て
「
分
離
」
が
問
題
で

あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
二
〇
〇
五
年
に
「
統
合
」
が
課
題
に
な
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
ま
た
、
一
九
〇
五
年
の
対
象
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教

会
で
あ
り
、
二
〇
〇
五
年
の
対
象
は
イ
ス
ラ
ー
ム
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

一
九
〇
五
年
の
「
政
教
分
離
法
」
は
「
共
和
国
は
自
由
な
礼
拝cultes

の
実
践
を
保
護
す
る
」
こ
と
を
謳
う
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
レ
モ
ン
は

宗
教
の
社
会
的
な
実
践
の
面
に
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
い
る

（
四
三
―

四
四
頁
）。
特
に
礼
拝
の
実
践
に
対
す
る
公
金
支
出
の
禁
止
に
対
し

て
、
次
の
よ
う
な
特
例
が
あ
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。

公
的
資
金
に
よ
り
施
設
付
き
司
祭
を
配
置
し
て
雇
用
し
て
お
く
こ
と

が
、「
特
例
」
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
明
示
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
う
し
た
施
設
付
き
司
祭
は
、
年
齢
、
病
気
、
内
部
の
規
則
、

あ
る
い
は
司
法
の
決
定
な
ど
に
よ
り
、
そ
の
構
成
員
が
自
由
に
出
入
り

で
き
な
い
、し
た
が
っ
て
礼
拝
に
出
席
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
、

閉
ざ
さ
れ
た
集
団
、
す
な
わ
ち
学
校
の
寄
宿
舎
、
病
院
、
ホ
ス
ピ
ス
、

監
獄
、
兵
営
な
ど
に
配
置
さ
れ
る
。（
四
四
頁
）

こ
う
し
て
見
る
と
、
ラ
イ
シ
テ
と
は
、
徹
底
し
て
厳
密
な
国
家
と
宗
教
と
の

分
離
で
は
な
い
こ
と
が
、
一
九
〇
五
年
の
時
点
か
ら
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
施
設
付
き
司
祭
の
配
置
と
い
う
問
題
は
、
日
本
に
お
い
て
は
、
公

立
病
院
や
刑
務
所
へ
の
宗
教
的
専
門
家
の
派
遣
と
い
う
事
例
と
し
て
検
討
す

る
こ
と
が
で
き
よ
う
（
後
者
は
教
誨
師
と
呼
ば
れ
る
）。

　

ラ
イ
シ
テ
（
と
そ
の
形
容
詞
「
ラ
イ
ッ
ク
」）
の
概
念
に
つ
い
て
、
レ
モ

ン
は
公
式
な
定
義
が
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
が
、
そ
の
公
的
な
来
歴
は

次
の
よ
う
に
振
り
返
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
ラ
イ
シ
テ
は
、
一
八
八
〇
年

代
の
共
和
主
義
的
な
公
教
育
の
導
入
の
際
に
、
全
員
に
ゆ
き
わ
た
る
無
償
の

教
育
で
あ
る
こ
と
と
と
も
に
、教
員
ス
タ
ッ
フ
と
教
育
内
容
（
世
俗
の
知
識
）

の
規
定
と
し
て
導
入
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
カ
ト
リ
ッ
ク
の
人
員
と
宗
教
教
育

が
、
公
的
な
学
校
教
育
か
ら
除
外
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
四
六
頁
）。

そ
し
て
国
の
制
度
と
し
て
も
、
一
九
四
六
年
の
第
四
共
和
制
憲
法
の
前
文
に

「
無
償
で
ラ
イ
ッ
ク
な
公
教
育
を
組
織
す
る
こ
と
は
、
国
の
責
務
で
あ
る
」

と
記
さ
れ
、次
い
で
第
一
条
で
、「
フ
ラ
ン
ス
は
、不
可
分
に
し
て
ラ
イ
ッ
ク
、

民
主
的
か
つ
社
会
的
な
共
和
国
で
あ
る
」
と
定
め
ら
れ
た
（
四
七
頁
）。

　

レ
モ
ン
の
著
書
は
、
原
著
の
副
題
に
一
七
八
九
年
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
革
命

の
年
を
掲
げ
て
い
る
。
そ
れ
は
憲
法
制
定
国
民
議
会
に
よ
り
フ
ラ
ン
ス
人
権

宣
言
「
人
と
市
民
の
権
利
の
宣
言
」
が
採
択
さ
れ
た
年
で
あ
り
、
そ
の
第
十

条
に
は
「
何
人
も
そ
の
意
見
の
た
め
に
、
た
と
え
そ
れ
が
宗
教
上
の
も
の
で

あ
っ
て
も
、
そ
の
表
明
が
公
の
秩
序
を
乱
さ
ぬ
か
ぎ
り
、
安
寧
を
脅
か
さ
れ
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奥山倫明

七

て
は
な
ら
な
い
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
（
五
三
―

五
四
頁
。
ま
た
伊
達
聖
伸

に
よ
る
巻
末
の
用
語
解
説
「
フ
ラ
ン
ス
の
ラ
イ
シ
テ
の
歴
史
を
読
み
解
く
た

め
の
キ
ー
ワ
ー
ド
」
一
九
六
頁
も
参
照
）。
レ
モ
ン
は
こ
こ
に
、
ラ
イ
シ
テ

原
則
の
近
代
社
会
へ
の
登
場
の
瞬
間
を
見
て
い
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
条
項
で

は
、「
宗
教
上
の
も
の
を
含
む
意
見
表
明
の
自
由
」
と
い
う
形
で
表
現
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
を
レ
モ
ン
は
個
人
に
お
け
る
「
信
条
の
自
由la liberté de 

conscience
」
と
言
い
換
え
て
い
る
（
五
四
頁（
注
１
））。

　

革
命
後
、
一
九
〇
五
年
に
至
る
ま
で
国
家
と
教
会
と
の
関
係
は
複
雑
な
経

緯
を
た
ど
っ
た
が
、
そ
の
な
か
の
い
く
つ
か
の
画
期
点
の
み
を
記
し
て
お

く
。
第
一
執
政
ナ
ポ
レ
オ
ン
・
ボ
ナ
パ
ル
ト
は
、
一
八
〇
一
年
に
ロ
ー
マ
教

皇
庁
と
の
あ
い
だ
で
新
た
な
コ
ン
コ
ル
ダ
ー
ト
（
協
約
）
を
結
ん
だ
。
こ
れ

に
よ
り
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
み
な
ら
ず
ル
タ
ー
派
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
、
ま
た

の
ち
に
ユ
ダ
ヤ
教
も
含
め
て
、
そ
れ
ら
と
国
家
と
の
関
係
が
確
定
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。
レ
モ
ン
は
こ
う
記
す
。

国
家
は
諸
宗
教
の
存
在
と
、
そ
の
団
体
と
し
て
の
側
面
、
社
会
的
な
性

格
を
承
認
す
る
。
国
家
は
、
宗
教
が
自
由
に
実
践
さ
れ
る
こ
と
を
保
護

し
、そ
の
維
持
に
必
要
と
さ
れ
る
経
費
に
つ
い
て
も
責
任
を
も
つ
。〔
中

略
〕
国
家
の
中
立
性
、公
認
宗
教
〔religions reconnues
〕
の
多
元
性
、

そ
し
て
諸
宗
派
の
平
等
な
扱
い
。
こ
れ
ら
の
条
件
は
先
取
り
し
た
「
ラ

イ
シ
テ
」
と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
る
新
し
い
制
度
の
大
筋
を
描
き
だ
す
も

の
だ
。
そ
れ
ら
は
ま
た
、
人
権
宣
言
の
「
信
条
の
自
由
」
に
つ
ぐ
新
し

い
特
質
と
し
て
、
ラ
イ
シ
テ
の
思
想
を
い
っ
そ
う
明
確
で
ゆ
た
か
な
も

の
に
し
た
。（
六
二
―

六
三
頁
）

　

ナ
ポ
レ
オ
ン
失
脚
後
、
フ
ラ
ン
ス
の
政
体
は
め
ま
ぐ
る
し
く
変
わ
っ
て
い

く
。
す
で
に
教
育
に
お
け
る
ラ
イ
シ
テ
（
公
教
育
と
宗
教
の
分
離
）
に
つ
い

て
触
れ
た
が
、
一
八
七
〇
年
以
降
の
第
三
共
和
制
に
お
い
て
、
ラ
イ
シ
テ
は

教
育
の
み
な
ら
ず
社
会
の
他
領
域
に
も
拡
張
さ
れ
て
い
く
。
一
八
八
四
年
の

憲
法
改
正
に
よ
り
、
議
会
の
開
会
の
際
の
祈
り
は
廃
止
さ
れ
た
（
七
一
頁
）。

そ
れ
と
並
行
し
て
、
一
九
〇
〇
年
に
か
け
て
宗
教
的
な
シ
ン
ボ
ル
（
特
に
十

字
架
）
は
公
共
空
間
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
く
（
七
一
―

七
二
頁
）。
よ
り
長
い

時
間
的
ス
パ
ン
か
ら
言
う
と
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
道
徳
と
市
民
法
の
分
割
も
進

展
し
て
い
っ
た
（
七
三
―

七
四
頁
）。
こ
れ
に
よ
り
離
婚
す
る
権
利
が
認
め
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
（
一
七
九
二
年
、
一
八
八
四
年
）、
ま
た
避
妊
（
一
九
六
七

年
）
や
人
工
妊
娠
中
絶
（
一
九
七
五
年
）
な
ど
も
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
現
在
は
同
性
の
カ
ッ
プ
ル
も
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
世
俗
化
の
傾
向
の
な
か
で
、
一
九
〇
五
年
の
法
律
が
制
定
さ
れ

る
。
巻
末
の
資
料
と
し
て
付
さ
れ
て
い
る
、
そ
の
第
一
条
と
第
二
条
の
訳
を

見
て
み
よ
う
（
伊
達
聖
伸
訳
）。

諸
教
会
と
国
家
の
分
離
に
関
す
る
法

第
一
条　

共
和
国
は
信
条
の
自
由
を
保
障
す
る
。
共
和
国
は
、
公
共
の

秩
序
の
た
め
に
以
下
に
定
め
る
制
限
の
み
を
設
け
て
、
自
由
な
礼
拝

の
実
践
を
保
護
す
る
。

第
二
条　

共
和
国
は
い
か
な
る
宗
派
も
公
認
せ
ず
、
俸
給
の
支
払
い
、

補
助
金
の
交
付
を
行
な
わ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
法
公
布
後
の
一

月
一
日
以
降
は
、礼
拝
の
実
践
に
関
す
る
す
べ
て
の
支
出
は
、国
、県
、

お
よ
び
市
町
村
の
予
算
か
ら
削
除
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
施
設
付
司
祭

職
の
活
動
に
関
す
る
支
出
や
、（
…
…
）
公
共
施
設
に
お
い
て
自
由

な
礼
拝
を
保
障
す
る
た
め
の
支
出
は
、
予
算
に
計
上
す
る
こ
と
が
で

き
る
。（
一
五
三
―

一
五
四
頁
、
中
略
は
原
文
の
ま
ま
）

　

と
こ
ろ
が
普
仏
戦
争
（
一
八
七
〇
―

七
一
年
）
に
フ
ラ
ン
ス
が
敗
れ
た
結

果
と
し
て
、
一
九
〇
五
年
の
時
点
で
ア
ル
ザ
ス
地
方
の
二
県
、
ロ
レ
ー
ヌ
地

方
の
モ
ー
ゼ
ル
県
が
ド
イ
ツ
に
属
し
て
い
た
。
第
一
次
世
界
大
戦
後
、
こ
れ

ら
の
地
域
は
フ
ラ
ン
ス
に
再
統
合
さ
れ
る
が
、
一
九
〇
五
年
の
法
律
は
適
用

さ
れ
て
お
ら
ず
、
コ
ン
コ
ル
ダ
ー
ト
体
制
が
継
続
し
て
い
た
（
九
六
頁
）。
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「政教分離」を再考する

八

そ
れ
は
今
日
に
ま
で
続
い
て
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
の
そ
の
他
の
国
立
大
学
で
は

廃
止
さ
れ
た
神
学
部
が
、
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
の
大
学
で
は
存
続
し
て
い
る

（
九
八
頁（
注
２
））。

　
「
政
教
分
離
法
」
の
実
際
の
運
用
に
お
い
て
は
、
そ
の
後
の
時
代
状
況
の

変
化
に
よ
っ
て
い
く
つ
か
の
新
た
な
事
態
が
生
ま
れ
て
き
た
。
レ
モ
ン
が
挙

げ
て
い
る
事
例
の
う
ち
の
一
つ
は
、
公
共
の
ラ
ジ
オ
、
テ
レ
ビ
放
送
に
か
か

わ
る
も
の
で
あ
る
。
紆
余
曲
折
は
あ
っ
た
が
一
九
四
五
年
以
降
、「
宗
教
的

な
性
格
の
番
組
は
、
規
則
に
準
じ
て
レ
ギ
ュ
ラ
ー
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
一
環
を

な
す
も
の
と
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
（
一
〇
四
頁
）。
レ
モ
ン
の
解
釈
は
こ

う
だ
。こ

の
習
慣
は
「
政
教
分
離
法
」
へ
の
違
反
で
あ
り
、「
ラ
イ
シ
テ
」
を

踏
み
に
じ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？　

む
し
ろ
反
対
に
、
法
律
そ
れ
自

体
が
想
定
す
る
「
特
則
」、
す
な
わ
ち
寺
院
や
教
会
に
赴
く
こ
と
の
で

き
な
い
範
疇
の
人
び
と
へ
の
配
慮
と
い
う
考
え
方
に
合
致
す
る
も
の
だ

ろ
う
。〔
中
略
〕
こ
れ
ら
の
番
組
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
派
の
責
任
に
お

い
て
運
営
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
た
め
に
ラ
イ
シ
テ
が
脅
か
さ
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
宗
派
の
多
元
性
に
よ
り
、
国
家
の
中
立
性
が

守
ら
れ
て
い
る
と
い
う
仕
組
み
な
の
だ
。（
一
〇
四
―

一
〇
五
頁
）

今
日
で
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
、
ユ
ダ
ヤ
教
に
加
え
、
東
方

正
教
会
、
仏
教
、
イ
ス
ラ
ー
ム
も
放
送
の
機
会
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う

（
一
〇
五
頁
）。

　

ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
大
学
に
お
け
る
神
学
部
の
存
続
に
つ
い
て
少
し
前
に
触

れ
た
が
、
レ
モ
ン
は
ラ
イ
シ
テ
と
学
校
の
関
係
に
つ
い
て
も
一
つ
の
章
を
割

い
て
論
じ
て
い
る
。
公
教
育
に
対
し
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
修
道
会
系
の
私
立
学

校
は
「
自
由
学
校
」
と
し
て
存
続
す
る
が
、
保
護
者
に
と
っ
て
は
経
済
的
な

負
担
が
必
要
で
あ
り
、
公
教
育
と
の
あ
い
だ
で
平
等
性
を
欠
い
て
い
た
。
詳

細
な
歴
史
的
経
緯
を
省
く
が
、
画
期
的
な
の
は
一
九
五
九
年
の
法
律
、
ド
ゥ

ブ
レ
法
で
あ
る
。
レ
モ
ン
は
、「
こ
の
法
律
に
よ
り
、
施
設
の
運
営
に
関
わ

る
経
費
へ
の
公
的
予
算
の
投
入
の
度
合
い
と
、
そ
れ
ら
の
施
設
が
国
に
対
し

て
負
う
こ
と
に
な
る
責
任
の
領
域
は
、
平
衡
の
と
れ
た
照
応
関
係
を
な
す
こ

と
が
定
め
ら
れ
た
。
ま
た
こ
の
法
律
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
育
施
設
が
も
つ

固
有
の
性
格

0

0

0

0

0

を
認
め
た
の
だ
っ
た
」
と
説
明
し
て
い
る
（
一
一
九
頁
）。
な

お
付
言
し
て
お
く
と
「
ド
ゥ
ブ
レ
法
に
は
、
国
と
契
約
を
交
わ
し
た
教
育
施

設
は
、
あ
ら
ゆ
る
宗
派
の
児
童
を
受
け
い
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
児

童
の
信
条
の
自
由
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い

る
」（
一
二
二
頁
）。
さ
ら
に
二
〇
〇
〇
年
代
に
な
る
と
、
学
校
の
プ
ロ
グ
ラ

ム
の
な
か
で
は
、「
宗
教
教
育
」
で
は
な
い
諸
宗
教
に
関
す
る
知
的
理
解
の

た
め
の
教
育
も
導
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
（
一
二
三
―

一
二
四
頁
）。

　

続
く
「
ラ
イ
シ
テ
と
信
教
の
自
由
」
と
題
さ
れ
た
章
で
、
レ
モ
ン
は

一
九
五
一
年
に
歴
史
家
ア
ン
ド
レ
・
ラ
ト
レ
イ
ユ
と
哲
学
者
ジ
ョ
ゼ
フ
・
ヴ
ィ

ア
ト
ゥ
ー
が
用
い
た
表
現
に
注
目
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
ラ
イ
シ
テ
と
は
、

信
仰
の
行
為
の
自
由
に
関
す
る
法
的
な
表
現
で
あ
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る

（
一
三
二
頁
）。
さ
ら
に
終
章
「
結
論
は
出
て
い
な
い
」
に
お
い
て
、
レ
モ
ン

は
現
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
の
動
き
の
な
か
で
の
キ
リ
ス
ト
教
の
位
置
づ
け

を
め
ぐ
る
問
題
に
言
及
す
る
の
に
加
え
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
存
在
が
ラ
イ
シ
テ

に
突
き
付
け
る
い
く
つ
か
の
問
題
の
所
在
も
指
摘
し
て
い
る
。
問
題
は
同
時

進
行
的
に
展
開
し
て
い
る
が
、
最
後
に
レ
モ
ン
は
次
の
言
葉
で
こ
の
本
を
締

め
く
く
っ
て
い
る
。

信
条
の
自
由
や
、
宗
教
と
社
会
と
の
自
律
的
関
係
を
保
障
す
る
ラ
イ
シ

テ
原
則
を
忠
実
に
守
る
こ
と
。
さ
ら
に
宗
教
の
信
仰
は
、
お
の
ず
と
集

団
的
な
性
格
を
も
つ
と
認
め
る
こ
と
。
こ
れ
ら
二
つ
の
見
解
が
交
差
す

る
地
点
に
、歴
史
の
結
論
が
立
ち
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。（
一
五
一
頁
）

　

こ
う
し
て
見
て
く
る
と
レ
モ
ン
が
論
じ
て
き
た
ラ
イ
シ
テ
は
、
フ
ラ
ン
ス

共
和
国
に
お
い
て
信
条
の
自
由
、
礼
拝
な
ど
の
社
会
的
実
践
の
自
由
を
保
障
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九

す
る
と
と
も
に
、
国
家
が

―
特
定
宗
派
（
特
に
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
）
を
優

遇
も
冷
遇
も
す
る
の
で
は
な
く

―
諸
宗
派
に
対
し
て
中
立
的
、
あ
る
い
は

平
等
な
対
応
を
と
る
こ
と
を
定
め
た
制
度
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の

制
度
は
、
国
家
と
諸
宗
教
と
の

―
あ
る
程
度
の
距
離
は
あ
る
に
せ
よ

―

一
定
の
関
係
の
あ
り
方
を
定
め
た
制
度
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
そ

れ
を
「
政
教
分
離

0

0

」
と
呼
ぶ
こ
と
は
躊
躇
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
り
わ

け
本
稿
冒
頭
で
見
た
よ
う
に
、
日
本
国
憲
法
に
つ
い
て
宮
澤
俊
義
が
厳
し
い

分
離
と
し
て
解
釈
し
て
い
た
こ
と
を
想
起
す
る
場
合
に
は
、
い
っ
そ
う
そ
う

感
じ
ら
れ
よ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
近
年
、「
ラ
イ
シ
テ
」
を
「
政
教
分
離
」

と
訳
さ
ず
に
、
カ
タ
カ
ナ
表
記
の
ま
ま
で
論
じ
る
の
に
も
そ
れ
な
り
の
理
由

が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
先
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
事
例
も
踏
ま
え

る
と
、
ア
メ
リ
カ
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
主
流
派
の
影
響
を
脱
し
よ
う
と
し
て

「
公
定
制
」
を
禁
止
し
た
こ
と
と
、
フ
ラ
ン
ス
が
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
影
響

を
脱
し
よ
う
と
し
て
ラ
イ
シ
テ
を
規
定
し
た
こ
と
と
に
は
、
並
行
関
係
も
見

え
て
く
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
は
と
も
に
、
両
国
の
宗
教
制
度
の
あ
り
方
と
し

て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

ガ
ウ
ス
タ
ッ
ド
が
論
じ
た
ア
メ
リ
カ
の
事
例
と
、
レ
モ
ン
が
論
じ
た
フ
ラ

ン
ス
の
事
例
は
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
し
た
個
別
の
事
例
で
は
あ
る
が
、「
政
教

分
離
」
の
議
論
と
し
て
邦
訳
書
が
提
示
さ
れ
た
こ
と
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
訳

者
の
意
図
が
働
い
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
近
代
国
家
の
歴
史
的
展
開
に
お
い

て
、
支
配
的
な
（
諸
）
教
会
か
ら
の
影
響
を
制
御
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の

国
が
そ
の
他
の
諸
宗
教
も
平
等
に
扱
い
な
が
ら
「
信
教
の
自
由
／
信
条
の
自

由
」
を
保
障
し
て
い
く
過
程
に
、「
政
教
分
離
」
の
主
題
が
か
か
わ
っ
て
く
る
。

さ
ら
に
近
代
国
家
が
国
民
教
育
・
市
民
教
育
を
責
務
と
す
る
な
か
で
、
公
立

学
校
と
宗
教
と
の
関
係
、
宗
教
系
私
立
学
校
と
国
家
と
の
関
係
も
さ
ま
ざ
ま

な
形
で
問
題
と
し
て
浮
上
す
る
。
確
か
に
こ
れ
ら
の
諸
問
題
は
、
日
本
の
近

代
化
の
過
程
に
お
い
て
も
避
け
て
は
通
れ
な
い
課
題
だ
っ
た
。
現
在
の
状
況

ま
で
含
め
て
、
ア
メ
リ
カ
、
フ
ラ
ン
ス
の
事
例
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
日
本

で
今
後
、
浮
上
す
る
か
も
し
れ
な
い
問
題
を
考
え
る
う
え
で
も
意
義
深
い
も

の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
日
本
の
文
脈
で
は
、「
政
教
分
離
」
は
ど
の

よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
か
。
次
に
そ
れ
を
振
り
返
っ
て
み
よ
う
。

2
、「
政
教
分
離
」
―
日
本
に
お
け
る
議
論
の
例

　
「
政
教
分
離
」
に
つ
い
て
は
憲
法
学
者
ら
に
よ
る
法
学
的
な
議
論
も
い
く

つ
も
著
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
少
し
違
っ
た
観
点
か
ら
考
え
て
み
る
。

阿
部
美
哉
の
一
九
八
九
年
の
著
書
『
政
教
分
離
―
日
本
と
ア
メ
リ
カ
に
み
る

宗
教
の
政
治
性
』
は
、
こ
の
分
野
に
お
い
て
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
日
米
比
較

研
究
の
一
つ
で
あ
り
、
昭
和
天
皇
大
喪
の
礼
の
前
後
に
巻
き
起
こ
っ
た
議
論

を
踏
ま
え
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。
特
に
日
米
比
較
が
重
要
な
意
味
を
も
つ
の

は
、
日
本
国
憲
法
の
政
教
分
離
規
定
の
策
定
に
あ
た
っ
て
、
占
領
政
策
の
影

響
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
以
下
で
は
阿
部
の

ア
メ
リ
カ
に
つ
い
て
の
議
論
で
は
な
く
、
特
に
近
代
日
本
の
状
況
に
関
す
る

議
論
に
つ
い
て
振
り
返
っ
て
み
た
い
。
ま
ず
は
そ
の
状
況
そ
れ
自
体
を
概
観

し
て
お
こ
う
。

　
「
信
教
の
自
由
」
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
大
日
本
帝
国
憲
法
に
お
い
て
も

制
限
つ
き
で
は
あ
る
が
規
定
さ
れ
、
そ
れ
は
「
宗
教
を
信
じ
る
」
自
由
の
み

な
ら
ず
、
宗
教
的
行
為
の
自
由
、
宗
教
的
結
社
の
自
由
と
い
う
宗
教
実
践
の

自
由
を
も
含
意
し
て
い
る
と
理
解
さ
れ
て
き
た
。こ
れ
は
欧
米
に
お
い
て「
信

条
の
自
由
／
良
心
の
自
由
」
と
「
礼
拝
の
自
由
」
と
し
て
定
義
さ
れ
る
自
由

と
ほ
ぼ
重
な
っ
て
い
る
。

　

日
本
国
憲
法
に
お
け
る
国
か
ら
宗
教
団
体
へ
の
特
権
や
公
金
の
供
与
の
禁

止
は
、
い
わ
ゆ
る
「
政
教
分
離
」
の
原
則
だ
が
、
条
項
の
う
え
で
は
、
政
治

と
宗
教
と
の
分
離
で
は
な
く
国
家
と
宗
教
団
体
と
の
分
離
で
あ
り
、
欧
米
に

お
け
る
国
家
と
教
会
の
分
離
に
相
当
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、さ
ら
に
、

「
宗
教
団
体
に
よ
る
政
治
権
力
行
使
の
禁
止
」、「
国
そ
の
他
の
機
関
の
宗
教

教
育
、
宗
教
的
活
動
の
禁
止
」
が
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
あ
た
り
に
は

さ
ま
ざ
ま
な
議
論
の
余
地
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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「政教分離」を再考する

一
〇

　

な
お
、
大
日
本
帝
国
憲
法
の
時
代
に
は
、
一
九
〇
〇
年
に
行
政
機
関
と
し

て
神
社
局
、
宗
教
局
が
分
立
し
、
国
家
の
宗
祀
で
あ
り
宗
教
と
は
異
な
る
も

の
と
さ
れ
た
神
社
の
行
政
上
の
取
り
扱
い
が
は
っ
き
り
す
る
。
な
お
こ
の
年

に
は
、
す
で
に
流
入
し
て
い
た
労
働
運
動
、
社
会
主
義
運
動
の
取
り
締
ま
り

の
強
化
を
目
指
し
て
、
治
安
警
察
法
が
公
布
さ
れ
た
。
同
法
は
人
び
と
の
政

治
活
動
へ
の
参
加
に
も
規
制
を
設
け
た
。
そ
の
第
五
条
で
は
、
陸
海
軍
人
、

警
察
官
、
官
立
公
立
私
立
学
校
の
教
員
、
学
生
、
生
徒
、
女
子
と
未
成
年
者

に
加
え
て
、「
神
官
神
職
僧
侶
其
の
他
諸
宗
教
師
」
が
政
事
上
の
結
社
に
加

入
す
る
こ
と
を
禁
じ
た
。
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
「
政
教
分
離
」
の
一
つ
の
表

わ
れ
で
あ
る
が
、
宗
教
者
の
政
治
活
動
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
戦
後
日
本

に
お
い
て
も
、
創
価
学
会
、
公
明
党
や
、
そ
の
他
の
宗
教
を
基
盤
と
す
る
政

治
活
動
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
問
題
に
は
、
ま
た

「
政
教
分
離
」
を
め
ぐ
る
諸
問
題
の
な
か
で
も
改
め
て
議
論
が
必
要
で
あ
り
、

本
稿
で
は
踏
み
込
む
こ
と
を
控
え
て
お
き
た
い
。

　

さ
て
阿
部
美
哉
が
『
政
教
分
離
』
の
冒
頭
で
掲
げ
て
い
る
認
識
は
、「
政

教
分
離
」
と
「
信
教
の
自
由
」
を
区
別
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
も

の
で
あ
る
。

政
教
分
離
は
あ
く
ま
で
組
織
・
制
度
の
問
題
で
あ
り
、
国
の
政
府
と
い

う
権
力
を
に
な
っ
た
シ
ス
テ
ム
と
、
教
団
と
い
う
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
形

で
の
シ
ス
テ
ム
と
の
併
存
関
係
の
一
つ
の
型
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
普
遍

化
し
て
は
い
な
い
が
、
成
立
し
て
い
る
場
合
に
は
、
一
般
的
に
信
教
の

自
由
を
保
障
す
る
た
め
に
有
効
な
も
の
で
あ
る
。
信
教
の
自
由
が
絶
対

的
に
望
ま
し
い
基
本
的
人
権
の
一
つ
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
確
立
の

た
め
に
、
お
そ
ら
く
政
教
分
離
と
い
う
シ
ス
テ
ム
は
大
き
な
メ
リ
ッ

ト
を
持
っ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。（
阿
部
美
哉
『
政
教
分
離
』

二
六
頁
）

日
本
に
お
い
て
、
国
家
と
教
団
の
関
係
を
規
定
す
る
こ
う
し
た
制
度
と
し
て

の
政
教
分
離
が
成
立
す
る
の
は
、
敗
戦
後
の
占
領
下
に
お
け
る
日
本
国
憲
法

の
施
行
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
戦
後
の
連
合
国
軍
総
司
令
部
の

占
領
政
策
を
確
認
す
る
こ
と
が
重
要
に
な
る
。阿
部
が
こ
の
本
の
第
Ⅰ
部「
国

家
神
道
の
解
体
と
政
教
分
離
―
G
H
Q
の
対
日
宗
教
政
策
」
に
お
い
て
試

み
て
い
る
の
は
、
ま
さ
し
く
そ
れ
だ
。

　

阿
部
が
叙
述
し
て
い
る
「
国
家
神
道
の
解
体
」
に
つ
い
て
詳
細
に
た
ど
る

た
め
に
は
、
本
来
な
ら
ば
「
国
家
神
道
」
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
そ
の
内
実

を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
取
り
上
げ

な
い
。取
り
上
げ
る
べ
き
は
、一
九
四
六
年
の
日
本
国
憲
法
の
制
定
に
先
立
っ

て
、一
九
四
五
年
一
二
月
一
五
日
に
発
出
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る「
神
道
指
令
」（
国

家
神
道
神
社
神
道
に
対
す
る
政
府
の
保
証
、
支
援
、
保
全
、
監
督
並
に
公
布

の
件
）で
あ
る
。
阿
部
は
こ
の
指
令
の
意
図
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

〔
前
略
〕
神
道
指
令
の
意
図
は
、「
軍
国
主
義
」
お
よ
び
「
過
激
な
る
国

家
主
義
」
の
宣
伝
に
神
道
が
利
用
さ
れ
る
こ
と
の
禁
止
と
防
止
に
あ
っ

た
。
そ
の
た
め
に
、
神
道
を
軍
国
主
義
お
よ
び
過
激
な
国
家
主
義
の
宣

伝
に
利
用
す
る
た
め
の
国
の
機
関
と
措
定
さ
れ
た
内
務
省
神
祇
院
を
廃

止
し
、
神
道
や
神
社
に
公
的
な
要
素
を
導
入
す
る
こ
と
を
全
面
的
に
禁

止
し
、『
国
体
の
本
義
』『
臣
民
の
道
』
そ
の
他
、
国
が
教
育
を
通
じ
て

「
軍
国
主
義
」
を
宣
伝
す
る
た
め
に
作
ら
せ
た
と
み
な
さ
れ
た
書
籍
類

の
流
通
と
使
用
を
禁
止
し
、
大
東
亜
戦
争
、
八
紘
一
宇
な
ど
「
軍
国
主

義
」
お
よ
び
「
過
激
な
国
家
主
義
」
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
禁
止
し
、
さ
ら

に
は
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
源
泉
と
み
な
さ
れ
た
国
家
神
道
の
施
設
と

し
て
の
神
棚
そ
の
他
の
国
家
神
道
の
象
徴
を
、
学
校
な
ど
か
ら
除
去
せ

し
め
た
の
で
あ
る
。（
四
六
―

四
七
頁
）

　
「
神
道
指
令
」
に
よ
っ
て
神
社
神
道
の
国
家
に
よ
る
利
用
は
禁
止
さ
れ
、

国
家
と
神
社
神
道
と
の
連
繋
は
切
断
さ
れ
た
が
、信
教
の
自
由
の
観
点
か
ら
、

日
本
人
が
個
人
と
し
て
神
道
を
信
仰
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
た
。
一
九
四
五
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一
一

年
一
二
月
二
八
日
に
「
宗
教
法
人
令
」
が
公
布
さ
れ
、そ
の
法
律
に
の
っ
と
っ

て
、
翌
年
二
月
、
神
社
本
庁
な
ら
び
に
包
括
さ
れ
る
全
国
の
神
社
が
宗
教
法

人
と
な
っ
た
。

　

一
方
、
占
領
政
策
の
円
滑
な
実
施
の
た
め
に
天
皇
制
を
存
続
さ
せ
る
こ
と

に
な
っ
た
が
、そ
の
神
格
性
を
除
去
す
る
こ
と
が
不
可
欠
だ
っ
た（
五
五
頁
）。

そ
も
そ
も
大
日
本
帝
国
憲
法
第
一
章
第
三
条
で
は
、「
天
皇
は
神
聖
に
し
て

侵
す
べ
か
ら
ず
」
と
謳
わ
れ
て
い
た
。
一
九
四
六
年
一
月
一
日
に
発
出
さ
れ

た
天
皇
の
詔
書
が
い
わ
ゆ
る
「
人
間
宣
言
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
次
の
よ
う

な
文
言
が
あ
っ
た
。

朕
と
爾
等
国
民
と
の
間
の
紐
帯
は
、
終
始
相
互
の
信
頼
と
敬
愛
と
に
依

り
て
結
ば
れ
、単
な
る
神
話
と
伝
説
と
に
依
り
て
生
ぜ
る
も
の
に
非
ず
。

天
皇
を
以
て
現
御
神
と
し
、
且
日
本
国
民
を
以
て
他
の
民
族
に
優
越
せ

る
民
族
に
し
て
、
延
て
世
界
を
支
配
す
べ
き
運
命
を
有
す
と
の
架
空
な

る
観
念
に
基
く
も
の
に
も
非
ず
。

こ
の
詔
書
に
よ
り
、
天
皇
の
神
格
、
日
本
民
族
の
優
越
性
が
否
定
さ
れ
た
。

阿
部
は
こ
う
記
し
て
い
る
。

神
道
指
令
と
天
皇
の
人
間
宣
言
と
い
う
二
つ
の
措
置
が
、
日
本
の
国
体

を
変
革
し
た
。
天
皇
の
人
間
宣
言
は
、「
新
し
い
国
体
」
を
建
設
す
る

役
割
を
、
神
道
指
令
は
「
古
い
国
体
」
を
払
拭
す
る
役
割
を
担
う
、
表

裏
一
体
の
関
係
に
あ
っ
た
。（
五
八
頁
）

　

た
だ
し
阿
部
に
よ
る
と
占
領
政
策
下
に
お
け
る
日
本
の
国
体
の
変
革
は
、

国
体
の
世
俗
化
に
は
つ
な
が
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。
連
合
国
軍
最
高
司
令

官
（
S
C
A
P
）
の
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
自
身
が
、
従
来
の
天
皇
の
権
威
を
簒
奪

し
、
そ
れ
に
代
わ
る
象
徴
的
権
威
と
し
て
君
臨
し
た
こ
と
か
ら
、
天
皇
崇
拝

に
代
わ
っ
て
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
崇
拝
と
で
も
い
う
べ
き
現
象
が
生
ま
れ
た
と

い
う
の
で
あ
る
。「
倫
理
基
盤
を
キ
リ
ス
ト
教
に
受
け
た
ア
メ
リ
カ
出
身
の

S
C
A
P
は
、
民
主
主
義
の
精
神
的
支
柱
と
し
て
の
市
民
宗
教
的
キ
リ
ス

ト
教
を
支
援
し
、
自
ら
権
力
と
権
威
を
一
身
に
備
え
た
偉
人
の
現
人
神
へ
の

メ
タ
モ
ル
フ
ォ
セ
ス
を
遂
げ
て
い
っ
た
」と
阿
部
は
記
し
て
い
る（
七
七
頁
）。

国
体
の
世
俗
化
が
進
む
の
は
、
日
本
国
憲
法
の
政
教
分
離
規
定
が
定
着
し
て

い
く
こ
と
に
よ
っ
て
だ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
阿
部
の
言
う
よ
う
な

日
本
の
世
俗
化
に
つ
い
て
は
、
よ
り
て
い
ね
い
に
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ

る
だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
阿
部
美
哉
は
、
戦
後
日
本
で
起
こ
っ
た
政
教
分
離
を
め
ぐ
る
訴

訟
の
な
か
で
、
積
極
的
な
役
割
を
担
っ
た
学
者
で
も
あ
っ
た
。
阿
部
の
立
場

は
、
政
教
分
離
を
厳
格
に
適
用
す
る
こ
と
を
求
め
る
立
場
か
ら
政
教
分
離
訴

訟
に
か
か
わ
っ
た
村
上
重
良
と
は
対
立
す
る
。『
政
教
分
離
』
に
は
箕
面
市

忠
魂
碑
違
憲
訴
訟
、
箕
面
市
慰
霊
祭
違
憲
訴
訟
に
お
い
て
、
阿
部
が
大
阪
高

等
裁
判
所
に
提
出
し
た
被
告
側
鑑
定
書
を
収
録
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
訴
訟

は
、
箕
面
市
が
学
校
用
地
と
し
て
編
入
を
予
定
し
て
い
た
土
地
に
存
在
し
て

い
た
忠
魂
碑
の
移
設
に
あ
た
り
公
費
を
用
い
た
こ
と
、
ま
た
忠
魂
碑
前
で
の

慰
霊
祭
に
公
務
員
（
教
育
長
）
が
参
列
し
公
費
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
に
対
し

て
提
起
さ
れ
た
訴
訟
で
あ
る
。
阿
部
の
文
書
で
は
、
宗
教
学
の
立
場
、
宗
教

の
定
義
な
い
し
捉
え
方
に
つ
い
て
論
じ
た
の
ち
に
、
大
阪
地
裁
判
決
へ
の
批

判
を
展
開
し
て
い
る
。
こ
こ
で
阿
部
が
強
調
す
る
の
は
、
神
道
指
令
に
よ
っ

て
、
国
家
神
道
が
内
包
し
て
い
た
軍
国
主
義
的
、
超
国
家
主
義
的
な
要
素
を

排
除
し
た
あ
と
に
お
い
て
は
、「
慰
霊
行
事
は
宗
教
で
は
な
い
」
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。

　

ま
ず
事
実
認
識
と
し
て
、「
わ
が
国
民
の
習
俗
な
い
し
慣
習
と
し
て
碑
を

建
立
し
て
戦
没
者
の
慰
霊
を
行
な
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
建
碑
に
よ
っ
て
共
同

体
の
人
び
と
が
共
同
体
の
存
続
の
た
め
に
命
を
捧
げ
た
人
び
と
を
記
念
、
追

悼
、
顕
彰
す
る
社
会
倫
理
的
な
側
面
は
、
戦
前
も
戦
後
も
、
変
わ
ら
ず
に
継

承
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
（
二
三
二
頁
）。
そ
の
う
え
で
阿
部
は

次
の
よ
う
に
断
定
し
て
い
る
。
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「政教分離」を再考する

一
二

慰
霊
行
事
の
本
質
は
、
名
称
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
習
俗
化
し
た

社
会
倫
理
の
儀
礼
的
表
出
で
あ
る
。
国
家
に
貢
献
し
た
死
者
に
た
い
す

る
慰
霊
、
追
悼
、
顕
彰
の
行
事
は
、
無
神
論
国
家
の
ソ
連
や
中
国
、
政

教
分
離
を
国
是
と
す
る
ア
メ
リ
カ
な
ど
を
含
む
諸
国
で
も
行
な
わ
れ
て

い
る
の
で
あ
っ
て
、
宗
教
家
が
司
式
す
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
荘

厳
な
雰
囲
気
を
現
出
し
、
公
の
性
格
を
象
徴
的
に
示
す
地
位
な
い
し
役

割
の
人
物
と
一
般
社
会
の
普
通
人
が
参
加
し
、
共
同
体
の
た
め
の
死
を

媒
介
と
し
て
共
同
体
の
永
続
性
を
確
認
す
る
。
戦
没
者
の
慰
霊
、追
悼
、

顕
彰
は
、
一
義
的
に
社
会
倫
理
的
な
性
格
の
も
の
で
あ
り
、
た
と
え
そ

こ
に
個
人
の
宗
教
経
験
の
要
素
が
存
在
す
る
と
し
て
も
、
慰
霊
行
事
の

本
質
に
お
い
て
は
、
二
次
的
な
も
の
に
と
ど
ま
る
。（
二
三
六
頁
）

忠
魂
碑
の
儀
礼
は
、
慰
霊
祭
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
、
戦
没
者
の
慰
霊
と

い
う
行
事
は
、
宗
教
団
体
に
か
ぎ
ら
ず
、
政
府
、
地
方
公
共
団
体
を
含

む
世
俗
的
な
諸
機
関
も
ま
た
実
施
す
る
。

　

政
府
が
戦
没
者
慰
霊
祭
を
行
な
う
場
合
は
、
無
宗
教
に
か
ぎ
っ
て
い

る
が
、
無
宗
教
式
で
あ
っ
て
も
慰
霊
祭
が
行
な
わ
れ
う
る
の
は
、
そ
の

一
義
的
な
目
的
が
戦
没
者
の
記
念
に
あ
っ
て
、
世
俗
性
の
強
い
も
の
で

あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。（
二
三
八
頁
）

日
本
の
事
例
を
論
じ
る
う
え
で
、
他
国
の
例
を
出
し
て
も
あ
ま
り
説
得
的
で

は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
要
は
戦
没
者
に
対
す
る
行
事
が
宗
教
的
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
を
阿
部
は
言
お
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
そ
れ

に
対
し
て
は
、
村
上
重
良
の
よ
う
に
宗
教
的
だ
と
論
じ
る
論
者
も
い
る
。
こ

う
し
た
相
違
が
生
じ
る
の
は
、
そ
も
そ
も
「
宗
教
」
に
つ
い
て
の
理
解
が
一

致
し
て
い
な
い
こ
と
に
加
え
、「
政
教
分
離
」
と
い
う
概
念
を
用
い
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
そ
の
あ
い
ま
い
な
ま
ま
の
「
宗
教
」
が
係
争
の
場
に
持
ち
出
さ

れ
て
き
た
こ
と
に
も
よ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
欧
米
で
議
論
さ
れ
て
き

た
の
が
、
国
家
と
教
会
（
あ
る
い
は
宗
教
団
体
、
す
な
わ
ち
教
団
）
と
の
関

係
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
す
る
と
、
戦
後
日
本
に
お
け
る
違
憲
訴
訟
も
、
厳

密
に
、
国
や
地
方
公
共
団
体
と
教
団
と
の
関
係
、
ま
た
国
や
地
方
公
共
団
体

と
教
団
の
成
員
と
の
関
係
に
焦
点
を
あ
て
て
、
形
式
的
な
議
論
を
ま
ず
は
深

め
る
べ
き
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

政
教
分
離
訴
訟
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
本
を
も
う
一
冊
見
て
み
よ
う
。
田

中
伸
尚
の
『
政
教
分
離
―
地
鎮
祭
か
ら
玉
串
料
ま
で
』
は
岩
波
ブ
ッ
ク
レ
ッ

ト
の
一
冊
で
、
一
九
九
七
年
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
田
中
が
最
初
に
取
り
上

げ
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
津
地
鎮
祭
訴
訟
で
あ
る
。
一
九
七
七
年
の
最
高
裁
判

決
は
、
目
的
効
果
基
準
を
導
入
し
、
地
鎮
祭
に
つ
い
て
、
宗
教
と
か
か
わ
り

あ
い
は
も
つ
が
、
む
し
ろ
世
俗
的
な
儀
礼
で
あ
る
と
判
断
し
、
市
の
体
育
館

起
工
式
へ
の
公
金
の
支
出
は
適
法
と
さ
れ
た
。
目
的
効
果
基
準
と
は
、
以
下

の
「
判
決
理
由
」
の
と
お
り
、
憲
法
第
二
〇
条
第
三
項
の
「
宗
教
的
活
動
」

の
理
解
に
つ
い
て
特
に
限
定
を
付
し
た
も
の
で
あ
る
。

〔
前
略
〕
政
教
分
離
規
定
の
保
障
の
対
象
と
な
る
国
家
と
宗
教
と
の
分

離
に
も
お
の
ず
か
ら
一
定
の
限
界
が
あ
る
こ
と
を
免
れ
ず
、
政
教
分
離

原
則
が
現
実
の
国
家
制
度
と
し
て
具
現
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
国
の
社
会
的
・
文
化
的
諸
条
件
に
照
ら
し
、
国
家
は
実
際
上
宗
教
と

あ
る
程
度
の
か
か
わ
り
合
い
を
も
た
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
を
前
提
と
し

た
う
え
で
、
そ
の
か
か
わ
り
合
い
が
、
信
教
の
自
由
の
保
障
の
確
保
と

い
う
制
度
の
根
本
目
的
と
の
関
係
で
、
い
か
な
る
場
合
に
い
か
な
る
限

度
で
許
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
か
が
、
問
題
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の

で
あ
る
。
右
の
よ
う
な
見
地
か
ら
考
え
る
と
、
わ
が
憲
法
の
前
記
政
教

分
離
規
定
の
基
礎
と
な
り
、
そ
の
解
釈
の
指
導
原
理
と
な
る
政
教
分
離

原
則
は
、
国
家
が
宗
教
的
に
中
立
で
あ
る
こ
と
を
要
求
す
る
も
の
で
は

あ
る
が
、
国
家
が
宗
教
と
の
か
か
わ
り
合
い
を
も
つ
こ
と
を
全
く
許
さ

な
い
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
宗
教
と
の
か
か
わ
り
合
い
を
も
た
ら
す

行
為
の
目
的
及
び
効
果
に
か
ん
が
み
、
そ
の
か
か
わ
り
合
い
が
右
の
諸
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奥山倫明

一
三

条
件
に
照
ら
し
相
当
と
さ
れ
る
限
度
を
超
え
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
場

合
に
こ
れ
を
許
さ
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

〔
前
略
〕こ
こ
に
い
う〔
憲
法
二
〇
条
三
項
に
い
う
〕宗
教
的
活
動
と
は
、

前
述
の
政
教
分
離
原
則
の
意
義
に
照
ら
し
て
こ
れ
を
み
れ
ば
、
お
よ
そ

国
及
び
そ
の
機
関
の
活
動
で
宗
教
と
の
か
か
わ
り
合
い
を
も
つ
す
べ
て

の
行
為
を
指
す
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
か
か
わ
り
合
い
が
右
に
い
う
相

当
と
さ
れ
る
限
度
を
超
え
る
も
の
に
限
ら
れ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
っ

て
、
当
該
行
為
の
目
的
が
宗
教
的
意
義
を
も
ち
、
そ
の
効
果
が
宗
教
に

対
す
る
援
助
、
助
長
、
促
進
又
は
圧
迫
、
干
渉
等
に
な
る
よ
う
な
行
為

を
い
う
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

（http://w
w

w
.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/189/054189_

hanrei.pdf, pp. 5

―6. 

二
〇
一
五
年
一
二
月
八
日
確
認
、
傍
線
は
原
文

の
ま
ま
）

こ
こ
で
導
入
さ
れ
た
目
的
効
果
基
準
が
、
そ
の
後
、
政
教
分
離
訴
訟
に
お
い

て
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
ゆ
く
。

　

田
中
が
次
に
取
り
上
げ
る
愛
媛
県
玉
串
料
訴
訟
は
、
靖
国
神
社
と
愛
媛

県
護
国
神
社
の
例
大
祭
等
へ
の
県
の
公
金
支
出
に
対
す
る
返
還
を
求
め

た
裁
判
で
あ
る
（
一
九
八
二
年
提
訴
）。
一
審
の
松
山
地
裁
は
違
憲
判
決

（
一
九
八
九
年
）、控
訴
審
高
松
高
裁
は
合
憲
判
決
を
出
し
た（
一
九
九
二
年
）。

一
九
九
七
年
の
最
高
裁
判
決
を
田
中
は
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。
①

神
社
神
道
で
は
祭
祀
が
中
心
的
な
宗
教
上
の
活
動
、
②
例
大
祭
や
慰
霊
大
祭

は
神
道
祭
式
で
執
行
さ
れ
る
儀
式
を
中
心
と
す
る
祭
祀
で
、
恒
例
の
祭
祀
中

重
要
な
意
義
を
も
つ
、
③
玉
串
料
等
は
、
例
大
祭
や
慰
霊
大
祭
の
執
行
に
際

し
て
神
前
に
供
え
ら
れ
、
神
社
が
宗
教
的
意
義
を
も
つ
と
考
え
て
い
る
、
と

判
断
し
た
（
三
五
―

三
六
頁
）。
し
た
が
っ
て
県
に
よ
る
玉
串
料
等
の
支
出
は

宗
教
的
活
動
で
あ
り
違
法
と
さ
れ
た
。

　

こ
れ
ら
の
事
例
に
続
い
て
、
田
中
は
「
政
教
分
離
と
は
」
と
題
し
た
章
を

設
け
て
い
る
。
そ
こ
で
田
中
は
現
憲
法
に
お
け
る
政
教
分
離
原
則
は
、
国
家

神
道
が
軍
国
主
義
の
精
神
的
基
盤
に
な
っ
て
い
た
こ
と
へ
の
反
省
か
ら
、
国

家
と
神
社
神
道
と
の
完
全
な
分
離
を
定
め
た
神
道
指
令
の
趣
旨
を
継
承
す
る

も
の
だ
と
捉
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
原
則
は
、
宗
教
的
少
数
者
の
人

権
保
障
の
規
定
で
あ
る
と
と
も
に
、「
戦
争
責
任
問
題
を
ふ
く
ん
だ
平
和
保

障
の
性
格
を
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
説
か
れ
る
（
四
四
頁
）。
特
に

日
本
で
は
、
宗
教
的
少
数
者
（
無
神
論
者
も
含
む
）
に
対
し
て
は
強
い
同
調

圧
力
が
か
か
り
、
同
調
が
で
き
な
い
場
合
に
は
攻
撃
、
排
斥
が
行
な
わ
れ
る

こ
と
に
注
意
を
向
け
て
い
る
（
四
六
頁
）。

　

田
中
の
本
の
最
終
章
は
「『
自
治
会
神
道
』
に
抗
し
て
」
と
題
さ
れ
て
い

る
。
そ
こ
で
は
、
地
域
の
自
治
会
と
神
社
と
が
疑
わ
れ
る
こ
と
な
く
一
体
化

し
た
地
方
の
事
例
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。「
市
民
で
あ
る
た
め
に
は
、
自
治

会
員
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
会
員
に
な
れ
ば
信
じ
て
も
い
な
い
神
社
の
氏
子

に
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
市
・
自
治
会
と
神
社
神
道
と
の
い
わ
ば
『
政
教
癒

着
』
構
造
に
よ
る
住
民
支
配
が
な
さ
れ
て
い
た
」
と
い
う
（
五
六
頁
）。
こ

の
事
例
は
、
一
九
七
四
年
に
違
憲
訴
訟
が
起
こ
さ
れ
る
こ
と
で
、
自
治
会
側

の
対
応
が
変
わ
り
、
結
果
的
に
訴
訟
が
取
り
下
げ
ら
れ
た
。
た
だ
し
政
教
分

離
原
則
が
自
治
会
レ
ベ
ル
で
定
着
す
る
に
は
さ
ら
に
年
月
が
必
要
だ
っ
た
と

い
う
（
五
七
―

五
九
頁
）。

　

阿
部
美
哉
と
田
中
伸
尚
と
で
は
、
政
教
分
離
に
つ
い
て
の
捉
え
方
は
異

な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
ど
ち
ら
で
あ
れ
分
離
原
則
に
抵
触
す
る
可
能

性
を
疑
わ
れ
る
の
は
、
た
い
て
い
は
神
社
で
あ
る
。
で
あ
れ
ば
戦
前
、
戦
中

ま
で
の
国
家
と
神
社
と
の
関
係
が
、
神
道
指
令
以
降
も
断
絶
し
て
い
な
い
の

で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
も
提
示
さ
れ
よ
う
。
ま
た
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
踏

ま
え
て
言
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
主
流
派
や
、
フ
ラ

ン
ス
に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
、
日
本
に
お
け
る
神
社
神
道
と
の
対
比

と
い
う
主
題
も
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
キ
リ
ス

ト
教
の
教
会
と
、
神
社
の
あ
り
方
に
は
か
な
り
の
違
い
が
あ
る
こ
と
も
す
ぐ

に
予
想
で
き
る
。
政
教
分
離
の
議
論
の
な
か
に
か
ぎ
っ
て
も
、
そ
の
比
較
に
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「政教分離」を再考する

一
四

は
慎
重
な
姿
勢
が
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

阿
部
と
田
中
の
議
論
に
お
い
て
、
さ
ら
に
ま
た
大
き
な
問
題
と
し
て
取
り

上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
戦
没
者
等
へ
の
慰
霊
の
あ
り
方
で
あ
る
。
慰
霊
が

宗
教
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
議
論
も
一
方
に
は
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
す
る

答
え
は
「
宗
教
」
の
定
義
次
第
で
変
わ
っ
て
く
る
だ
ろ
う
と
予
想
で
き
る
。

他
方
で
、
戦
後
日
本
に
お
い
て
、
戦
争
関
連
の
さ
ま
ざ
ま
な
死
者
（
戦
死
者
、

戦
災
死
者
、
国
外
日
本
人
墓
地
埋
葬
者
等
）
に
対
す
る
、
国
と
し
て
、
ま
た

遺
族
と
し
て
、
さ
ら
に
は
戦
後
に
生
き
る
国
民
一
般
と
し
て
の
、
弔
意
の
表

わ
し
方
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
と
い
う
、
ま
た
別
の
問
題
も
あ
る
。
そ
れ
は
ま

た
、
戦
後
日
本
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
公
務
中
の
死
亡
者
へ
の
弔
意
の
表
わ

し
方
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
に
も
、
さ
ら
に
今
日
で
は
、
大
規
模

災
害
の
犠
牲
者
を
ど
の
よ
う
に
哀
悼
す
る
か
と
い
う
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災

（
一
九
九
五
年
）、
東
日
本
大
震
災
（
二
〇
一
一
年
）
後
の
問
題
に
も
関
連
し

て
い
る
問
い
と
言
え
よ
う
。

　

こ
う
し
た
同
時
代
の
問
い
に
踏
み
込
む
前
に
、
さ
ら
に
こ
の
時
点
で
、
も

う
一
つ
確
認
し
て
お
き
た
い
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
、「
日
本
型
政
教
分
離
」

と
い
う
学
術
的
な
概
念
に
つ
い
て
で
あ
る
。

3
、「
日
本
型
政
教
分
離
」
と
は
何
か

　

安
丸
良
夫
の
『
神
々
の
明
治
維
新
―
神
仏
分
離
と
廃
仏
毀
釈
』（
一
九
七
九

年
）
は
そ
の
後
、
さ
ま
ざ
ま
な
論
者
に
よ
っ
て
言
及
さ
れ
る
重
要
な
研
究
で

あ
る
が
、
そ
の
最
終
章
「
大
教
院
体
制
か
ら
『
信
教
の
自
由
』
へ
」
の
な
か

で
、「
日
本
型
政
教
分
離
」
と
い
う
節
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
本
が
詳

細
に
論
じ
て
い
る
明
治
初
年
の
宗
教
制
度
の
変
遷
と
民
衆
宗
教
史
を
慎
重
に

確
認
す
る
こ
と
な
く
、
こ
の
概
念
の
み
を
取
り
上
げ
る
の
で
は
必
ず
し
も
見

通
し
を
よ
く
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
が
、
ご
く
簡
単
に
こ
の
概
念
が
提
示

さ
れ
る
文
脈
の
み
挙
げ
て
お
こ
う
。

　

ま
ず
明
治
維
新
か
ら
一
八
七
二
年
（
明
治
五
年
）
ま
で
の
変
遷
を
見
る
と
、

祭
政
一
致
、
大
教
宣
布
の
指
針
の
も
と
、
神
祇
関
係
の
中
央
官
衙
が
設
立
さ

れ
（
神
祇
官
、
の
ち
明
治
四
年
、
神
祇
省
）、
国
民
教
化
策
が
展
開
さ
れ
た
。

し
か
し
そ
の
政
策
は
十
分
な
目
的
を
果
た
せ
ず
、
一
八
七
二
年
、
神
祇
省
が

廃
さ
れ
、
教
部
省
が
設
置
さ
れ
る
。
国
民
教
化
策
は
、
教
導
職
を
設
置
し
て

継
続
さ
れ
、
そ
の
職
に
は
全
国
の
神
官
、
僧
侶
が
任
命
さ
れ
た
。
教
化
の
内

容
と
し
て
教
部
省
が
定
め
た
の
が
、次
の
よ
う
な
「
三
条
の
教
則
」
で
あ
る
。

　

第
一
条　

敬
神
愛
国
の
旨
を
体
す
べ
き
事

　

第
二
条　

天
理
人
道
を
明
に
す
べ
き
事

　

第
三
条　

皇
上
を
奉
戴
し
朝
旨
を
遵
守
せ
し
む
べ
き
事

　

さ
ら
に
、
国
民
教
化
に
動
員
さ
れ
た
真
宗
を
中
心
と
す
る
仏
教
各
宗
の
願

い
出
に
よ
り
教
院
（
大
教
院
・
中
教
院
・
小
教
院
）
が
設
置
さ
れ
、
教
化
策

の
推
進
、
教
導
職
の
研
鑽
の
た
め
の
施
設
と
な
っ
た
。
こ
の
教
部
省
、
大
教

院
、
教
導
職
の
体
制
で
推
進
さ
れ
た
の
が
神
仏
合
同
布
教
だ
っ
た
が
、
ま
も

な
く
真
宗
側
か
ら
の
不
満
が
募
り
、
一
八
七
五
年
（
明
治
八
年
）、
真
宗
四

派
が
大
教
院
か
ら
離
脱
、神
仏
各
宗
は
独
立
し
て
布
教
す
る
体
制
と
な
っ
た
。

そ
の
背
景
に
は
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
（
西
本
願
寺
派
）
の
僧
侶
、
島
地
黙

雷
に
よ
る
政
教
分
離
や
信
教
の
自
由
の
主
張
の
展
開
が
あ
っ
た
。

　

真
宗
の
大
教
院
か
ら
の
分
離
に
続
く
状
況
に
つ
い
て
の
、
安
丸
の
記
述
を

引
用
し
て
み
よ
う
。

〔
前
略
〕
八
年
一
月
に
真
宗
四
派
は
大
教
院
を
離
脱
し
、
同
年
五
月
に

は
大
教
院
は
解
散
し
て
、
以
後
は
各
宗
派
で
独
自
に
布
教
す
る
こ
と
と

な
っ
た
。
そ
の
さ
い
、
三
条
の
教
則
の
遵
奉
が
独
自
の
布
教
活
動
を
共

約
す
る
原
則
と
さ
れ
て
お
り
、
む
し
ろ
こ
う
し
た
国
家
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
的
要
請
に
た
い
し
て
、
各
宗
派
が
み
ず
か
ら
有
効
性
を
証
明
し
て

み
せ
る
自
由
競
争
が
、
こ
こ
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た

日
本
型
の
政
教
分
離
は
、
一
八
八
二
年
（
明
治
一
五
年
）
に
神
官
の
教
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奥山倫明

一
五

導
職
兼
補
が
廃
止
さ
れ
て
、
神
官
は
葬
儀
に
関
与
し
な
い
こ
と
と
な

り
、
い
わ
ゆ
る
教
派
神
道
の
諸
教
派
が
神
道
か
ら
分
離
独
立
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
い
っ
そ
う
決
定
的
と
な
っ
た
。

　

神
道
非
宗
教
説
に
た
つ
国
家
神
道
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
神
社
祭
祀
へ
ま
で
退
く
こ
と
で
国
教
主
義
を

継
承
し
な
が
ら
も
、
神
道
国
教
化
政
策
の
失
敗
と
国
体
神
学
の
独
善
性

に
こ
り
て
、
宗
教
的
な
意
味
で
の
教
説
化
の
責
任
か
ら
免
れ
よ
う
と
し

た
。
そ
れ
は
、
実
際
に
は
宗
教
と
し
て
機
能
し
な
が
ら
、
近
代
国
家
の

制
度
上
の
タ
テ
マ
エ
と
し
て
は
、
儀
礼
や
習
俗
だ
と
強
弁
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。〔
中
略
〕
国
家
は
、
各
宗
派
の
上
に
超
然
と
た
ち
、
共
通
に
仕

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
至
高
の
原
理
と
存
在
だ
け
を
指
示
し
、
そ
れ
に

仕
え
る
上
で
い
か
に
有
効
・
有
益
か
は
、
各
宗
派
の
自
由
競
争
に
任
さ

れ
た
の
で
あ
る
。（
安
丸
良
夫『
神
々
の
明
治
維
新
』二
〇
八
―

二
〇
九
頁
）

　

こ
こ
で
安
丸
が
言
及
し
て
い
る
「
日
本
型
政
教
分
離
」
と
い
う
概
念
は
、

国
家
と
そ
れ
に
付
随
す
る
儀
礼
・
習
俗
と
し
て
の
神
社
祭
祀
（
こ
こ
で
言
わ

れ
る
「
国
家
神
道
」）
を
上
位
に
お
い
て
、
そ
の
も
と
で
、
各
宗
派
が
信
教

の
自
由
を
享
受
す
る
体
制
を
指
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
の
ち
の
一
八
八
九

年
（
明
治
二
二
年
）
に
公
布
さ
れ
た
大
日
本
帝
国
憲
法
二
八
条
に
「
日
本
臣

民
は
安
寧
秩
序
を
妨
げ
ず
及
臣
民
た
る
の
義
務
に
背
か
ざ
る
限
に
於
て
信
教

の
自
由
を
有
す
」
と
さ
れ
た
こ
と
も
、
国
家
に
よ
る
規
制
の
範
囲
内
に
お
け

る
信
教
の
自
由
で
あ
り
、
こ
の
「
日
本
型
政
教
分
離
」
の
帰
結
と
見
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。

　

安
丸
良
夫
の
議
論
を
受
け
て
、「
日
本
型
政
教
分
離
」
は
そ
の
後
も
考
察

の
対
象
と
な
っ
て
い
く
。
近
代
の
神
社
制
度
と
神
道
を
め
ぐ
っ
て
議
論
を
展

開
し
て
き
た
阪
本
是
丸
は
、『
国
家
神
道
形
成
過
程
の
研
究
』（
一
九
九
四
年
）

に
お
い
て
、「
左
院
の
神
宮
遷
座
論
と
日
本
型
政
教
分
離
」
と
題
す
る
章
を

設
け
て
、
改
め
て
「
日
本
型
政
教
分
離
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

　

左
院
と
は
明
治
初
期
の
立
法
機
関
で
あ
り
、
一
八
七
一
年
（
明
治
四
年
）

に
正
院
、
右
院
と
と
も
に
設
置
さ
れ
、
一
八
七
五
年
に
廃
止
さ
れ
た
。
左
院

は
一
八
七
一
年
に
建
議
を
行
な
い
、
教
部
省
設
置
を
打
ち
出
し
、
そ
れ
が
翌

年
実
現
す
る
。
左
院
に
お
い
て
は
ま
た
、
祭
政
一
致
の
徹
底
を
図
る
た
め
に

伊
勢
神
宮
（
天
照
大
御
神
）
の
東
京
（
宮
中
）
へ
の
遷
座
が
主
張
さ
れ
続
け

た
と
い
う
。

　

と
こ
ろ
で
教
部
省
は
、
阪
本
の
見
る
と
こ
ろ
、
キ
リ
ス
ト
教
防
禦
と
い
う

主
目
的
の
た
め
に
神
仏
合
同
の
国
民
教
化
を
推
進
す
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
て

い
た
が
、
そ
の
成
果
は
芳
し
く
な
か
っ
た
（
阪
本
是
丸
『
国
家
神
道
形
成
過

程
の
研
究
』
二
三
四
頁
）。
か
え
っ
て
神
仏
二
教
が
対
立
し
、
真
宗
の
離
脱

に
至
る
の
だ
が
、そ
の
間
の
教
部
省
処
分
に
つ
い
て
の
左
院
建
議（
一
八
七
四

年
）
に
阪
本
は
注
目
し
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
祭
祀
の
事
務
は
式
部
寮
が

管
掌
し
、
神
官
が
祭
祀
を
奉
じ
る
こ
と
と
し
、
各
派
宗
旨
は
人
民
自
由
の
信

仰
に
任
せ
る
。
ま
た
神
官
、
僧
徒
は
内
務
省
が
総
轄
し
、
平
常
は
所
在
府
県

に
委
任
す
る
、
と
い
う
も
の
だ
っ
た
（
二
三
八
頁
）。
た
だ
し
こ
の
建
議
は

採
用
さ
れ
な
い
ま
ま
、
翌
年
、
左
院
は
廃
さ
れ
る
。

　

阪
本
は
こ
の
建
議
を
、
政
教
分
離
論
と
捉
え
、
こ
れ
が
や
が
て
実
現
さ
れ

た
と
見
て
い
る
。
こ
の
章
の
末
尾
の
彼
の
議
論
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

従
前
、い
わ
ゆ
る
日
本
型
政
教
分
離
は
、大
教
院
解
散
、祭
神
論
争
〔
大

教
院
解
散
後
、
設
立
さ
れ
た
「
神
道
事
務
局
」
の
祭
神
に
、
大
国
主
神

を
合
祀
す
べ
き
か
否
か
を
め
ぐ
っ
て
繰
り
広
げ
ら
れ
た
論
争
〕
の
通
路

を
経
て
明
治
十
五
年
の
神
官
教
導
職
分
離
に
よ
る
教
派
神
道
の
独
立
、

十
七
年
の
神
仏
教
導
職
の
廃
止
を
以
て
一
応
の
決
着
を
見
た
、
と
い
う

こ
と
が
よ
く
い
わ
れ
て
い
る
。
む
ろ
ん
、
こ
れ
は
正
し
い
。
し
か
し
、

そ
の
前
史
と
し
て
の
左
院
の
活
動
を
無
視
す
る
な
ら
ば
、
宗
教
史
も
政

治
史
も
平
板
な
〝
特
定
事
実
〞
の
羅
列
に
終
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
政0

教0

問
題
が
論
議
さ
れ
て
い
る
あ
の
時
期
に
あ
っ
て
、
政
治
に
携
わ
る
人

間
と
機
関
が
宗
教
に
政
治
的
に
無
関
心
で
あ
る
は
ず
は
な
か
ろ
う
。
日

本
型
政
教
分
離
を
促
し
た
、
あ
の
祭
神
論
争
に
政
府
は
突
然
「
外
部
」
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「政教分離」を再考する

一
六

か
ら
介
入
し
た
訳
で
は
な
い
。
す
で
に
左
院
時
代
か
ら
政
府
は
「
祭
神

論
争
」
に
代
表
さ
れ
る
宗
教
そ
の
も
の
に
照
準
を
合
わ
せ
、
日
本
流
の

政
教
分
離
断
行
の
機
を
窺
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。（
二
四
一
頁
）

　

阪
本
に
お
い
て
も
、
祭
祀
と
宗
教
と
の
制
度
的
分
離
、
前
者
を
担
う
神
官

と
、
後
者
に
携
わ
る
僧
侶
や
教
派
神
道
の
神
道
家
た
ち
と
の
分
離
が
、「
日

本
型
政
教
分
離
」
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
安
丸
の
議
論
と
併
せ
、と
も
に
「
国

家
神
道
」
と
そ
の
体
制
下
に
あ
っ
て
制
限
つ
き
の
信
教
の
自
由
を
得
た
諸
宗

教
と
い
う
二
重
構
造
の
あ
り
方
が
、「
日
本
型
政
教
分
離
」
と
捉
え
ら
れ
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

た
だ
し
こ
の
「
日
本
型
政
教
分
離
」
は
、
そ
れ
ほ
ど
一
般
性
を
も
っ
て
定

着
し
て
き
た
概
念
と
は
言
え
な
い
。
そ
も
そ
も
そ
れ
が
「
日
本
型
」
と
形
容

さ
れ
る
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
安
丸
良
夫
や
阪
本
是
丸
が
論
じ
て
き
た
こ
の
体

制
は
、
敗
戦
を
も
っ
て
終
焉
を
迎
え
た
。
そ
う
し
た
歴
史
的
な
制
度
で
あ
れ

ば
、
む
し
ろ
「
明
治
型
」
あ
る
い
は
「
戦
前
日
本
型
」
の
政
教
分
離
と
呼
ぶ

べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
。
こ
れ
を
「
日
本
型
」
と
呼
ぶ
の
は
、
ひ
ょ
っ
と
す

る
と
戦
後
の
宗
教
制
度
に
も
、
こ
の
戦
前
の
制
度
が
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る

と
い
う
示
唆
だ
ろ
う
か
（
そ
う
し
た
想
像
は
、
国
家
神
道
が
戦
後
に
も
生
き

て
い
る
と
す
る
、
近
年
の
島
薗
進
の
議
論
に
も
つ
な
が
り
う
る
だ
ろ
う
）。

　

少
な
く
と
も
表
面
的
に
は
、
戦
後
日
本
の
宗
教
制
度
は
、
日
本
国
憲
法
の

政
教
分
離
規
定
に
よ
り
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
、
安
丸
の
言
う
「
日
本

型
政
教
分
離
」
は
そ
の
ま
ま
で
は
当
て
は
ま
ら
な
い
。
し
か
も
、
今
日
、
さ

ま
ざ
ま
な
論
者
が
日
本
の
政
教
分
離
に
つ
い
て
論
じ
る
と
き
言
及
し
て
い
る

の
は
、
戦
前
よ
り
は
む
し
ろ
戦
後
の
憲
法
が
規
定
す
る
政
教
分
離
の
あ
り
方

の
方
だ
ろ
う
。
こ
の
た
め
歴
史
的
な
事
例
で
あ
る
「
日
本
型
政
教
分
離
」
が
、

日
本
に
お
け
る
政
教
分
離
に
つ
い
て
の
議
論
に
お
い
て
言
及
さ
れ
る
と
き
に

は
、
対
象
と
さ
れ
る
現
象
に
つ
い
て
若
干
の
齟
齬
が
生
じ
か
ね
な
い
よ
う
に

も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
そ
う
し
た
留
保
は
付
し
た
う
え
で
な
お
、
こ
の
「
日
本
型
政
教
分

離
」
も
近
代
日
本
に
お
け
る
宗
教
制
度
の
一
つ
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
い

う
こ
と
は
言
え
よ
う
。
た
だ
し
そ
れ
は
、「
国
家
神
道
体
制
」
と
呼
ば
れ
て

き
た
も
の
と
も
重
な
り
合
っ
て
い
る
。実
際
に
は
、こ
の「
日
本
型
政
教
分
離
」

に
お
い
て
宗
教
と
分
離
さ
れ
た
政
治
の
領
域
こ
そ
が
、
祭
祀
を
も
包
含
す
る

祭
政
一
致
の
「
国
家
神
道
」
に
相
当
す
る
部
分
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
う
で

あ
れ
ば
、
こ
の
戦
前
の
宗
教
制
度
を
、
あ
る
種
の
「
政
教
分
離
」
と
捉
え
る

の
は
、
ミ
ス
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
に
も
感
じ
ら
れ
る
。
す
べ
て
は
「
宗
教
」
の
定

義
次
第
で
あ
る
と
は
い
え
、「
祭
祀
」
も
ま
た
「
宗
教
」
と
見
な
す
の
で
あ

れ
ば
、
狭
義
の
「
宗
教
」
と
分
離
さ
れ
た
「
祭
政
」
の
体
制
も
ま
た
、
広
義

の
「
宗
教
」
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

確
か
に
こ
う
し
た
日
本
的
な
状
況
は
、
戦
後
に
お
い
て
も
影
を
落
と
し
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
。
戦
後
日
本
に
お
い
て
も
、「
政
教
分
離
」
が
そ
れ
ほ

ど
明
解
に
論
じ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
、
次
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な

事
例
か
ら
も
伺
え
よ
う
。

4
、
戦
後
日
本
に
お
け
る
政
教
分
離
の
諸
相

　

戦
後
日
本
に
お
け
る
政
教
分
離
に
つ
い
て
の
議
論
は
、
戦
前
の
政
教
関
係

に
つ
い
て
の
理
解
、
ま
た
そ
の
反
省
に
立
っ
て
な
さ
れ
て
き
た
。
日
本
国
憲

法
の
政
教
分
離
規
定
も
、
戦
前
の
政
教
関
係
を
前
提
と
し
て
検
討
す
る
流
れ

の
な
か
に
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ま
た
一
方
で
、
戦
後
の
社
会
状
況
は
そ

れ
自
体
の
政
教
関
係
を
生
み
出
し
て
き
て
お
り
、
そ
れ
に
焦
点
を
絞
っ
た
考

察
も
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
、大
原
康
男
が
編
纂
し
た
資
料
集
、

『
現
代
日
本
の
国
家
と
宗
教
―
戦
後
政
教
問
題
資
料
集
成
』（
二
〇
〇
八
年
）

に
収
録
さ
れ
た
「
戦
後
政
教
問
題
の
概
観
」
を
取
り
上
げ
、
特
に
、
戦
後
日

本
に
お
け
る
政
教
分
離
を
め
ぐ
る
大
原
の
議
論
を
振
り
返
っ
て
み
よ
う
。
大

原
は
神
道
指
令
に
関
す
る
研
究
の
第
一
人
者
な
の
で
、
当
然
な
が
ら
占
領
期

の
宗
教
政
策
に
つ
い
て
も
頁
を
割
い
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
占
領
終
了
後
の

状
況
に
つ
い
て
の
彼
の
議
論
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
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奥山倫明

一
七

　

い
く
つ
か
の
個
別
事
例
（
靖
国
神
社
を
含
む
）
に
つ
い
て
の
論
及
は
省
略

す
る
が
、
大
原
は
、「
津
地
鎮
祭
訴
訟
」、「
愛
媛
県
玉
串
料
訴
訟
」、「
小
泉

首
相
靖
国
神
社
参
拝
訴
訟
」
に
つ
い
て
重
点
的
に
論
じ
た
あ
と
、「
問
題
視

さ
れ
な
い
政
教
関
係
事
象
」
へ
と
議
論
を
進
め
て
い
く
。
個
別
訴
訟
の
概
要

に
つ
い
て
、
こ
こ
で
詳
し
く
論
じ
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
大
原
の
挙
げ
る
問

題
点
の
み
指
摘
し
て
お
こ
う
。

　
「
津
地
鎮
祭
訴
訟
」
と
「
愛
媛
県
玉
串
料
訴
訟
」
に
つ
い
て
は
、
す
で
に

田
中
伸
尚
の
議
論
に
関
連
し
て
触
れ
て
お
い
た
。
大
原
は
前
者
の
最
高
裁

判
決
（
一
九
七
七
年
）
に
つ
い
て
、
穏
当
で
あ
り
、「
ま
た
政
教
分
離
の
思

想
や
制
度
の
母
国
で
あ
る
欧
米
諸
国
の
実
情

―
『
宗
教
と
国
家
の
分
離
』

（Separation of R
eligion and State

）、す
な
わ
ち
完
全
分
離
で
は
な
く
、『
教

会
と
国
家
の
分
離
』（Separation of C

hurch and State

）、
す
な
わ
ち
限

定
的
分
離
で
あ
る

―
と
比
較
し
て
も
常
識
に
か
な
っ
て
い
る
」
と
捉
え
て

い
る
（
一
五
頁
）。「
愛
媛
県
玉
串
料
訴
訟
」
で
は
一
九
九
七
年
に
最
高
裁
が

違
憲
判
決
を
下
し
た
。
大
原
は
こ
の
判
決
に
お
け
る
目
的
効
果
基
準
の
適
用

に
つ
い
て
疑
問
を
提
示
し
た
う
え
で
、
靖
国
神
社
に
批
判
的
な
何
人
か
の
学

者
た
ち
で
さ
え
、
こ
の
判
決
を
問
題
視
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。

　

な
お
、
津
地
鎮
祭
訴
訟
以
後
、
同
書
刊
行
時
ま
で
に
（
一
九
七
七
年
〜

二
〇
〇
七
年
）
最
高
裁
で
判
決
な
い
し
決
定
が
言
い
渡
さ
れ
た
十
五
件
の
訴

訟
（「
小
泉
首
相
靖
国
神
社
参
拝
訴
訟
」
を
除
く
）
の
う
ち
、
十
三
件
が
神

道
に
何
ら
か
の
か
か
わ
り
が
あ
り
、
十
五
件
の
う
ち
合
憲
が
十
一
件
、
違
憲

が
一
件
（「
愛
媛
県
玉
串
料
訴
訟
」）、憲
法
判
断
の
な
い
も
の
が
三
件
と
な
っ

て
い
る
。
合
憲
は
す
べ
て
目
的
効
果
基
準
に
の
っ
と
っ
た
判
決
だ
と
い
う

（
二
四
―

二
五
頁
）。

　

二
〇
〇
一
年
に
総
理
大
臣
に
就
任
し
た
小
泉
純
一
郎
は
、
二
〇
〇
六
年
ま

で
の
任
期
中
、
毎
年
、
靖
国
神
社
を
参
拝
し
た
。
こ
れ
を
憲
法
違
反
と
し
、

精
神
的
苦
痛
に
対
す
る
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
訴
訟
が
各
地
で
提
起
さ
れ
た

（
大
阪
、
愛
媛
、
福
岡
、
東
京
、
千
葉
、
沖
縄
）。
こ
れ
ら
一
連
の
訴
訟
は
、

二
〇
〇
七
年
の
愛
媛
（
第
二
次
）
訴
訟
に
対
す
る
最
高
裁
決
定
ま
で
に
す
べ

て
終
了
、
確
定
し
て
い
る
（
ど
れ
も
却
下
な
い
し
棄
却
）。
基
本
的
に
司
法

は
、
首
相
の
靖
国
神
社
参
拝
に
よ
っ
て
原
告
ら
の
信
教
の
自
由
を
損
な
う
よ

う
な
権
利
、
利
益
の
侵
害
が
あ
っ
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い

―
た
と
え
、
原

告
ら
の
感
情
が
害
さ
れ
た
こ
と
は
認
め
る
に
し
て
も

―
と
い
う
判
断
を
下

し
た
。
首
相
の
参
拝
行
為
が
憲
法
二
〇
条
三
項
に
違
反
す
る
か
否
か
に
つ
い

て
の
判
断
は
、
福
岡
地
裁
、
大
阪
高
裁
に
お
い
て
傍
論
と
し
て
違
憲
と
の
見

解
が
提
示
さ
れ
た
が
、
他
の
訴
訟
に
お
い
て
は
判
断
が
避
け
ら
れ
た
。
こ
れ

に
つ
い
て
大
原
は
、
政
教
分
離
は
信
教
の
自
由
を
間
接
的
に
保
障
す
る
制
度

で
あ
る
と
捉
え
る
「
制
度
的
保
障
論
」
を
踏
ま
え
て
、
こ
う
記
し
て
い
る
。

〔
前
略
〕
政
教
分
離
が
「
間
接
的
に
信
教
の
自
由
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
」

制
度
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
訴
訟
で
信
教
の
自
由
の
侵
害
が
認
め
ら
れ

な
か
っ
た
こ
と
は
、
逆
に
首
相
の
参
拝
が
憲
法
の
定
め
る
政
教
分
離
原
則

に
抵
触
し
て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
間
接
的
に
示
し
て
い
る
と
は
言
え

な
い
か
。
つ
ま
り
、
必
ず
し
も
憲
法
判
断
を
避
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。（
大
原
康
男『
現
代
日
本
の
国
家
と
宗
教
』三
三
頁
）

こ
の
見
解
に
つ
い
て
は
異
論
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
大
原
の
見
解
と
し
て
そ
の

ま
ま
紹
介
し
て
お
く
。
以
下
で
は
、
大
原
が
政
教
問
題
と
し
て
提
起
し
て
い

る
神
道
以
外
に
関
連
す
る
興
味
深
い
事
例
に
つ
い
て
、
主
な
も
の
を
簡
単
に

一
覧
表
に
し
て
お
き
た
い
。
な
お
こ
こ
で
は
省
略
す
る
が
、
こ
の
ほ
か
に
、

国
公
立
大
学
医
学
部
主
催
の
献
体
慰
霊
祭
、
国
公
立
の
生
物
関
連
施
設
主
催

の
獣
魂
慰
霊
法
要
に
つ
い
て
も
言
及
が
あ
る
。
ま
た
同
書
に
言
及
さ
れ
て
い

る
天
草
殉
教
祭
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
五
年
現
在
、
行
な
わ
れ
て
い
な
い
様

子
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
別
資
料
に
よ
り
情
報
を
修
正
・
補
足
し
て
関
連
施
設

の
み
表
に
示
し
た
。
ま
た
釈
奠
が
行
な
わ
れ
て
い
る
場
所
と
し
て
、
表
中
の

例
以
外
に
、
岡
山
県
備
前
市
閑
谷
学
校
聖
廟
、
長
崎
市
興
福
寺
長
崎
聖
堂
、

沖
縄
県
那
覇
市
久
米
孔
子
廟
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
事
例
を
踏
ま
え
て
、
大
原
は
国
や
地
方
公
共
団
体
と
宗
教
と
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一
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表　

問
題
視
さ
れ
な
い
政
教
関
係
事
象　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 　
（
大
原
康
男　

二
〇
〇
八
よ
り
、〔　

〕内
記
述
は
別
資
料
に
よ
る
補
足
）

名　
　

称

不
動
産
所
有
者
・
管
理
運
営
主
体

沿　
　

革

現　
　

状

関
連
す
る
宗
教

東
京
都
慰
霊
堂

都
有
財
産
・
財
団
法
人
「
東
京
都
慰
霊
協
会
」

（
一
九
五
四
年
設
立
）

関
東
大
震
災
遭
難
者
遺
骨
、
次

い
で
空
襲
殉
難
者
遺
骨
を
収
納

毎
年
、
三
月
一
〇
日
、
九
月
一
日
に
「
都
内

戦
災
殉
難
者
・
大
正
震
災
遭
難
者
慰
霊
大
法

要
」
を
挙
行

仏
教
（
五
寺
院
輪
番
で
大

導
師
を
務
め
、
東
京
都
仏

教
連
合
会
が
協
力
）

函
館
大
火
慰
霊
堂

〔
現
、
函
館
市
慰
霊
堂
〕
市
有
財
産

一
九
三
四
年
の
函
館
大
火
犠
牲

者
遺
骨
を
収
納

毎
年
、
三
月
二
一
日
に
「
函
館
大
火
殉
難
者

慰
霊
法
要
」
を
挙
行

函
館
市
仏
教
会
（
後
援
は

函
館
市
福
祉
課
）

姫
路
市
名
古
山
霊
苑

仏
舎
利
塔

市
有
地
（
仏
舎
利
塔
は
民
間
か
ら
市
に
寄
贈
）・

名
古
山
霊
苑
協
会

一
九
五
四
年
イ
ン
ド
か
ら
贈
呈

の
仏
舎
利
を
収
納

諸
行
事
、
法
要
、
宗
教
講
和
な
ど

仏
教

後
藤
寿
庵
廟

岩
手
県
水
沢
市
（
現
、
奥
州
市
）
市
有
地

一
六
、一
七
世
紀
の
城
主
で
キ

リ
シ
タ
ン
の
後
藤
寿
庵
（
灌
漑

事
業
に
功
績
）
を
祀
る
廟
を

一
九
三
一
年
に
建
立

毎
年
、
五
月
下
旬
カ
ト
リ
ッ
ク
水
沢
教
会
に

よ
る
「
後
藤
寿
庵
大
祈
願
祭
」
を
挙
行

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会

二
六
聖
人
資
料
館

〔
日
本
二
十
六
聖
人

記
念
館
〕

建
物
は
カ
ト
リ
ッ
ク
修
道
会
所
有
、敷
地
・
レ
リ
ー

フ
像
・
台
座
は
長
崎
市
市
有
地
・
西
坂
公
園
（
敷

地
貸
与
は
無
償
）

一
九
六
二
年
、
二
六
聖
人
レ

リ
ー
フ
像
建
立

毎
年
、
二
月
五
日
に
殉
教
記
念
ミ
サ
を
挙
行

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会

天
草
キ
リ
シ
タ
ン
館

〔
天
草
市
立
〕

〔
二
〇
一
〇
年
開
館
〕

〔
天
草
ロ
ザ
リ
オ
館
、
天
草
コ
レ
ジ
ヨ
館
も

市
立
。
天
草
市
は
長
崎
県
、
熊
本
県
の
関
連

施
設
と
と
も
に
、「
長
崎
の
教
会
群
と
キ
リ

ス
ト
教
関
連
遺
産
」
の
ユ
ネ
ス
コ
世
界
遺
産

登
録
を
目
指
し
て
い
る
〕

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会

佐
世
保
キ
リ
ス
ト
教
会

土
地
は
国
有
地
で
佐
世
保
市
が
管
理
・
中
央
公
園

米
軍
家
族
住
宅
地
あ
と
に
、
会

堂
と
し
て
建
設

教
会
と
し
て
使
用

日
本
バ
プ
テ
ス
ト
連
盟

湯
島
聖
堂

国
有
建
造
物
〔
国
の
史
跡
〕、
一
九
二
〇
年
か
ら

財
団
法
人
「
斯
文
会
」
が
管
理

徳
川
綱
吉
が
建
立

毎
年
、
四
月
に
釈
奠
〔
孔
子
祭
〕
を
挙
行

神
田
明
神
神
職
が
奉
仕

足
利
学
校
孔
子
廟

土
地
、
建
物
市
有
〔
国
の
史
跡
〕、
管
理
は
市
の

教
育
委
員
会

〔
起
源
に
つ
い
て
諸
説
あ
る
が
、

一
四
三
九
年
に
再
興
〕

毎
年
一
一
月
二
三
日
、
市
の
行
事
と
し
て
釈

奠
を
挙
行
〔
二
〇
〇
七
年
よ
り
史
跡
足
利
学

校
釈
奠
保
存
委
員
会
が
主
催
〕

地
元
の
神
社
神
職
が
奉
仕

多
久
聖
廟

佐
賀
県
の
重
要
文
化
財〔
現
、国
の
重
要
文
化
財
〕、

土
地
建
物
国
有
、
財
団
法
人
「
孔
子
の
里
」（
理

事
長
は
多
久
市
長
）
が
管
理
、
多
久
市
か
ら
補
助

金
支
給

〔
一
七
〇
八
年
、
多
久
茂
文
に

よ
り
建
立
〕

毎
年
、春
と
秋
に
釈
奠
〔
釈
菜
（
せ
き
さ
い
）〕

を
挙
行

な
し
（
市
の
役
職
者
、
職

員
が
、
釈
奠
に
奉
仕
）
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一
九

の
関
連
が
見
ら
れ
る
事
例
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
類
型
化
を
し
て
い
る

（
四
四
―

四
五
頁
）。

①
国
・
公
有
地
に
宗
教
施
設
な
い
し
宗
教
類
似
施
設
が
あ
る
も
の

②
国
や
地
方
公
共
団
体
が
宗
教
的
儀
式
を
主
催
・
挙
行
し
て
い
る
も
の

③ 
宗
教
的
儀
式
を
主
催
・
挙
行
す
る
の
は
民
間
団
体
だ
が
、
そ
れ
に
地

方
公
共
団
体
が
補
助
金
の
支
出
や
便
宜
供
与
を
し
た
り
、
そ
の
首
長

や
幹
部
が
参
列
し
た
り
し
て
い
る
も
の

　

こ
の
分
類
に
即
し
て
考
え
る
と
、
表
中
の
事
例
は
み
な
①
に
該
当
し
、
さ

ら
に
②
に
は
足
利
学
校
孔
子
廟
、
多
久
聖
廟
で
の
釈
奠
（
釈
菜
）
や
、
表
外

の
国
公
立
大
学
医
学
部
の
献
体
慰
霊
祭
な
ど
が
該
当
、
③
と
し
て
東
京
都
慰

霊
堂
、
函
館
大
火
慰
霊
堂
、
後
藤
寿
庵
廟
の
事
例
の
ほ
か
天
草
殉
教
祭
が
挙

げ
ら
れ
て
い
る
。
大
原
は
、
こ
れ
ら
の
事
例
に
つ
い
て
非
難
す
る
と
い
う
の

で
は
な
く
、
従
来
の
政
教
分
離
裁
判
の
原
告
た
ち
に
見
解
を
質
し
た
い
と
考

え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（
四
五
頁
）。
さ
ら
に
彼
は
、「
長
い
間
こ
う
し
た
事

象
が
問
題
な
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
た
日
本
の
精
神
的
風
土
に
あ
ら
た
め
て

着
目
し
て
、
政
教
分
離
の
あ
る
べ
き
姿
を
模
索
す
る
た
め
の
一
つ
の
補
助
線

と
し
て
提
示
し
た
い
」
と
も
記
し
て
い
る
（
四
六
頁
）。
も
っ
と
も
、
大
原
の

意
図
は
、「『
信
教
の
自
由
』
の
現
実
的
か
つ
具
体
的
な
侵
害
が
な
い
限
り
、

先
記
し
た
よ
う
な
慰
霊
法
要
や
ミ
サ
な
ど
の
挙
行
や
そ
れ
へ
の
参
列
、
同
様

に
靖
国
神
社
・
護
国
神
社
へ
の
公
人
の
参
拝
と
い
っ
た
国
や
公
共
団
体
と
宗

教
の
関
わ
り
を
容
認
す
る
一
定
の
受
忍
義
務
が
少
数
者
に
も
あ
る
と
し
な
け

れ
ば
、
政
教
関
係
の
安
定
な
ど
至
難
の
こ
と
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い

う
点
に
あ
る
（
四
七
頁
）。
も
ち
ろ
ん
、
災
害
犠
牲
者
の
慰
霊
祭
、
地
域
の
文

化
伝
統
に
か
か
わ
る
個
別
の
諸
宗
教
の
行
事
な
ど
と
、
靖
国
神
社
へ
の
公
人

の
参
拝
を
同
列
に
扱
う
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
そ
れ
で
も
な
お
、
政
教
分
離
の
原
則
か
ら
考
え
て
、
大
原
が
列
挙
し

た
よ
う
な
事
例
を
ど
う
捉
え
る
べ
き
か
は
な
か
な
か
難
し
い
よ
う
に
思
う
。

む
す
び

　

近
現
代
の
日
本
に
お
け
る
政
教
分
離
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
事

例
や
フ
ラ
ン
ス
の
事
例
も
参
照
対
象
と
し
て
言
及
し
つ
つ
、概
観
し
て
き
た
。

日
本
に
つ
い
て
の
事
例
は
、
政
教
分
離
に
関
す
る
一
連
の
訴
訟
が
重
要
な
論

点
を
提
起
す
る
が
、
政
教
分
離
に
つ
い
て
考
え
る
う
え
で
は
、
天
皇
と
皇
室

の
宗
教
性
の
問
題
、
宗
教
団
体
を
主
た
る
支
持
母
体
と
す
る
政
党
の
問
題
な

ど
も
検
討
す
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
別
稿
で
検
討
し
た
こ
と
も

あ
る
が
、
今
後
も
改
め
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

本
稿
で
振
り
返
っ
て
き
た
政
教
分
離
の
問
題
は
、
そ
の
概
念
自
体
が
頻
繁

に
言
及
さ
れ
る
わ
り
に
は
、
き
わ
め
て
錯
綜
し
て
い
る
。
こ
こ
で
触
れ
て
き

た
問
題
群
を
ざ
っ
と
拾
い
な
お
し
て
み
る
と
、
少
な
く
と
も
近
現
代
日
本
の

状
況
と
の
関
連
で
、
以
下
の
よ
う
な
論
点
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

・
宗
教
と
政
治
の
関
係
と
、
教
会
等
宗
教
団
体
と
国
家
の
関
係
と
の
異
同

・
一
般
に
は
、
学
校
と
宗
教
と
の
関
係
、
よ
り
個
別
に
は
私
立
学
校
と
宗

教
教
育
の
関
係

・
国
旗
に
対
す
る
儀
礼
の
強
制
の
適
否
（
さ
ら
に
は
国
歌
斉
唱
に
つ
い
て

も
同
様
の
問
題
が
あ
る
）

・
病
院
、
刑
務
所
な
ど
へ
の
宗
教
的
専
門
家
（
教
誨
師
な
ど
）
の
公
費
に

よ
る
派
遣
の
適
否

・
公
的
な
慰
霊
・
追
悼
行
事
の
宗
教
性
の
認
定
の
可
否
と
、
政
教
分
離
と

の
関
係
（
さ
ら
に
一
般
に
公
務
死
者
に
対
す
る
国
家
、
地
方
自
治
体
の

追
悼
の
あ
り
方
の
問
題
）

・
神
社
の
諸
行
事
・
祭
儀
と
国
家
、
地
方
自
治
体
と
の
関
係
（
特
に
前
項

と
も
関
連
す
る
靖
国
神
社
と
公
人
と
の
関
係
）

・
歴
史
的
概
念
と
し
て
の
「
日
本
型
政
教
分
離
」
の
適
否
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「政教分離」を再考する

二
〇

　

さ
ら
に
事
例
を
一
つ
追
加
し
て
お
く
と
、
伊
勢
神
宮
へ
の
公
人
の
参
拝
を

ど
う
捉
え
る
か
と
い
う
問
題
も
あ
る
（
そ
の
他
の
有
名
神
社
に
つ
い
て
も
同

様
の
問
題
が
あ
る
）。
正
月
な
ど
に
総
理
大
臣
・
閣
僚
そ
の
他
の
政
治
家
が

伊
勢
神
宮
に
参
拝
し
て
も
、
今
日
、
全
国
紙
、
テ
レ
ビ
放
送
な
ど
で
問
題
視

さ
れ
る
こ
と
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
靖
国
神
社
へ
の
参
拝
は
問
題
視
さ
れ
、

伊
勢
神
宮
へ
の
参
拝
は
問
わ
れ
な
い
の
は
な
ぜ
か
。靖
国
神
社
自
体
の
性
格
・

特
質
の
み
が
問
題
視
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
公
人
の
伊
勢
神

宮
参
拝
に
は
何
の
問
題
も
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

　

本
稿
は
こ
う
し
た
諸
問
題
に
つ
い
て
、
解
決
を
試
み
た
も
の
で
は
な
い
。

む
し
ろ
問
題
の
所
在
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
後
の
議
論
が
深
化
す
る
う

え
で
の
一
助
と
な
る
こ
と
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
。
引
き
続
き
「
政
教
分

離
」
は
、
問
わ
れ
る
べ
き
課
題
で
あ
り
続
け
て
い
る
。

注（１
）conscience

に
は
「
良
心
」
と
い
う
意
味
も
あ
る
。
英
語
に
お
け
るfreedom

/

liberty of conscience

は
「
信
条
の
自
由
」
を
含
む
「
良
心
の
自
由
」
を
意
味
す
る
。

（
２
）
一
八
八
〇
年
代
以
降
、
国
立
大
学
で
神
学
の
代
わ
り
に
導
入
さ
れ
る
の
が
、「
宗
教

学
」
に
関
す
る
研
究
機
関
で
あ
る
（
九
九
頁
の
注
86
を
参
照
）。

文
献
一
覧

阿
部
美
哉
『
政
教
分
離
―
日
本
と
ア
メ
リ
カ
に
み
る
宗
教
の
政
治
性
』
サ
イ
マ
ル
出
版
会
、

一
九
八
九
年
。

大
原
康
男
『
現
代
日
本
の
国
家
と
宗
教
―
戦
後
政
教
問
題
資
料
集
成
』
展
転
社
、

二
〇
〇
八
年
。

奥
山
倫
明
「
制
度
と
し
て
の
『
宗
教
』
―
序
説
」『
ア
カ
デ
ミ
ア
』（
人
文
・
自
然
科
学
編
）

南
山
大
学
、
第
一
〇
号
、
二
四
三
―

二
五
六
頁
。
二
〇
一
五
年
。

エ
ド
ウ
ィ
ン
・
S
・
ガ
ウ
ス
タ
ッ
ド
『
ア
メ
リ
カ
の
政
教
分
離
―
植
民
地
時
代
か
ら

今
日
ま
で
』
大
西
直
樹
訳
、
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
七
年
。（E

dw
in S. G

austad, 

Proclaim
 Liberty throughout A

ll the Land: A
 H

istory of C
hurch and State in 

A
m

erica, O
xford U

niversity Press, 1999, 2003

）

阪
本
是
丸
『
国
家
神
道
形
成
過
程
の
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
。

田
中
伸
尚
『
政
教
分
離
―
地
鎮
祭
か
ら
玉
串
料
ま
で
』
岩
波
書
店
、岩
波
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
、

一
九
九
七
年
。

宮
澤
俊
義
『
日
本
国
憲
法
』
法
律
学
体
系
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
篇
、
日
本
評
論
新
社
、

一
九
五
五
年
。

宮
澤
俊
義
・
芦
部
信
喜
『
全
訂 

日
本
国
憲
法
』
日
本
評
論
社
、
一
九
七
八
年
。

安
丸
良
夫
『
神
々
の
明
治
維
新
―
神
仏
分
離
と
廃
仏
毀
釈
』
岩
波
書
店
、
岩
波
新
書
、

一
九
七
九
年
。

ル
ネ
・
レ
モ
ン
『
政
教
分
離
を
問
い
な
お
す
―
E
U
と
ム
ス
リ
ム
の
は
ざ
ま
で
』
工

藤
庸
子
・
伊
達
聖
伸
訳
・
解
説
、
青
土
社
、
二
〇
一
〇
年
。（R

ené R
ém

ond, 

L’invention de la laïcité: D
e 1789 à dem

ain, B
ayard, 2005

）

付
記　

引
用
文
中
の
旧
字
は
新
字
に
、
歴
史
的
仮
名
遣
い
は
現
代
仮
名
遣
い

に
改
め
た
。
な
お
本
稿
は
二
〇
一
五
年
度
南
山
大
学
パ
ッ
ヘ
研
究
奨
励
金

I
―

A
―

2
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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Rethinking the Separation between Religion and Politics

Michiaki OKUYAMA

　 The 1947 Constitution of Japan stipulates the separation between religious organizations and 
the state or municipalities, or, simply put, “the separation between religion and politics.” The 
aim of this stipulation is understood to guarantee the freedom of religion, one essential item 
of universal human rights. This freedom was also stipulated in the earlier constitution of Japan 
promulgated in 1889, but was not secured under the sacred imperial system that kept power until 
the defeat of WWII.
　 “The separation” can be understood better in comparison with foreign cases such as those 
of the U.S. and France. This article takes the arguments presented by Edwin S. Gaustad and 
René Rémond for each case, and then moves toward rethinking the Japanese situation. As for the 
arguments surrounding the Japanese case, the author reviews a number of points discussed in 
the books written by Miyazawa Toshiyoshi, Abe Yoshiya, Tanaka Nobumasa, Yasumaru Yoshio, 
and Ōhara Yasuo.
　 By so doing, this article presents several ongoing issues to be solved in regards to the 
separation of religion and politics in contemporary Japan.


