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一
　「
宗
教
」
と
無
宗
教

（
一
）
宗
教
に
対
す
る
先
入
観

　
「
宗
教
」
と
聞
い
て
、
人
々
は
ど
の
よ
う
な
思
い
を
抱
く
だ
ろ
う
か
。
あ
る
人

は
、
オ
ウ
ム
真
理
教
の
一
連
の
犯
罪
や
信
者
に
対
す
る
洗
脳
行
為
、
あ
る
い
は
、
今

も
世
界
各
地
で
続
発
し
て
い
る
宗
教
紛
争
を
思
い
浮
か
べ
て
、「
宗
教
は
恐
ろ
し
い

も
の
だ
」
と
考
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
宗
教
が
本
当
に
恐
ろ
し
い
も
の
な

ら
ば
、
世
界
中
の
大
多
数
の
人
々
は
、
な
ぜ
自
ら
の
信
じ
る
宗
教
に
従
っ
て
日
々
を

送
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
海
外
旅
行
に
出
か
け
る
人
々
は
、
な
ぜ
キ
リ
ス
ト
教
の

教
会
や
仏
教
の
寺
院
な
ど
、
様
々
な
宗
教
施
設
を
好
ん
で
訪
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
多

く
の
日
本
人
は
、
な
ぜ
神
社
の
お
祭
り
や
お
寺
で
行
わ
れ
る
葬
儀
に
平
気
で
参
加
す

る
の
だ
ろ
う
か
。
考
え
て
み
れ
ば
、「
宗
教
は
恐
ろ
し
い
」
と
言
う
時
に
、
私
達
は

世
界
中
の
人
々
の
日
常
的
な
生
活
や
、
自
ら
が
何
気
な
く
過
ご
し
て
い
る
日
々
の
営

み
に
目
を
向
け
る
こ
と
な
く
、
ニ
ュ
ー
ス
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
な
特
殊
な
事
例

ば
か
り
に
注
目
し
、
そ
れ
を
一
般
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
あ
た
か
も
、
数
人
の
日
本
人
が
残
虐
な
行
為
を
行
っ
た
か
ら
と
言
っ
て
、

「
日
本
人
は
恐
ろ
し
い
」
と
一
般
化
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
あ
る
人
は
、
あ
ら
ゆ
る
事
柄
を
科
学
的
に
解
明
す
る
こ
と
を
目
指
す
現
代

に
お
い
て
、
そ
の
存
在
を
科
学
的
に
証
明
で
き
な
い
神
や
霊
魂
の
存
在
を
認
め
、
そ

れ
ら
に
祈
り
を
捧
げ
る
こ
と
は
、
古
代
的
、
も
し
く
は
中
世
的
な
思
考
に
す
ぎ
ず
、

極
め
て
時
代
遅
れ
の
迷
信
だ
と
考
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
な
ら
ば
、

海
外
の
ス
ポ
ー
ツ
選
手
が
試
合
の
前
に
十
字
を
切
っ
て
神
に
祈
り
を
捧
げ
る
の
は
、

時
代
遅
れ
の
所
作
な
の
だ
ろ
う
か
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
大
統
領
が
そ
の
就
任
演
説

を
「
神
の
ご
加
護
を
」
と
い
う
言
葉
で
し
め
く
く
る
の
は
、
迷
信
が
か
っ
た
表
現
な

の
だ
ろ
う
か
。
わ
が
国
の
受
験
生
が
試
験
を
前
に
し
て
天
神
さ
ま
に
お
参
り
に
い
く

の
は
、
無
駄
な
行
為
な
の
だ
ろ
う
か
。
考
え
て
み
れ
ば
、
科
学
が
ど
れ
ほ
ど
進
ん
だ

と
こ
ろ
で
、
私
た
ち
は
未
来
を
完
全
に
予
測
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
故
に
、

誰
も
が
未
来
に
対
し
て
不
安
を
抱
き
、
そ
の
不
安
を
少
し
で
も
鎮
め
る
た
め
に
、
神

仏
に
す
が
り
た
い
と
思
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

さ
ら
に
ま
た
、
あ
る
人
は
、
そ
も
そ
も
自
分
は
宗
教
に
対
し
て
い
か
な
る
関
心
も

な
い
と
言
う
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
言
う
人
も
、
近
親
者
の
お
墓

参
り
に
行
っ
た
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
暗
闇
の
中
で
、
そ
こ
に
は
何
も
存
在
し
な

い
と
頭
で
は
理
解
し
て
い
て
も
、
や
は
り
不
気
味
な
思
い
を
感
じ
た
こ
と
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
そ
し
て
何
よ
り
も
、
死
に
対
し
て
言
い
よ
う
の
な
い
不
安
を
覚
え
た
こ
と

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
考
え
て
み
れ
ば
、
生
き
て
い
る
者
は
誰
も
が
死
か
ら
逃
れ
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
人
は
死
を
理
解
し
、
死
を
納
得
し
、
死
の
不
安
を

乗
り
越
え
る
た
め
に
、
死
後
の
世
界
を
思
い
描
き
、
そ
の
世
界
を
つ
か
さ
ど
る
神
仏

の
存
在
を
考
え
出
し
た
。
さ
ら
に
、
そ
う
し
た
神
仏
の
計
ら
い
に
よ
っ
て
素
晴
ら
し

い
死
後
の
世
界
に
導
か
れ
る
た
め
に
、
神
仏
に
気
に
入
ら
れ
る
た
め
の
理
想
の
生
き

方
を
模
索
し
、
そ
れ
を
多
く
の
人
々
が
共
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
地
域
の
し
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き
た
り
や
道
徳
、
そ
し
て
、
文
化
が
形
成
さ
れ
た
。
そ
れ
故
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の

文
化
の
形
成
に
お
い
て
は
宗
教
が
大
き
な
役
割
を
担
っ
て
お
り
、
文
化
と
宗
教
は

切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
に
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
私
達
は

日
々
の
生
活
を
送
る
中
で
、
宗
教
と
無
関
係
で
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

（
二
）
無
宗
教
の
解
釈

　

正
月
に
は
初
詣
に
出
か
け
、
春
秋
の
彼
岸
に
は
墓
参
り
に
訪
れ
る
。
願
い
事
が
あ

れ
ば
神
仏
に
祈
り
を
捧
げ
、
厄
年
に
は
お
祓
い
を
受
け
る
。
そ
し
て
、
子
供
が
生
ま

れ
れ
ば
神
社
に
お
参
り
に
出
か
け
、
人
が
亡
く
な
れ
ば
葬
儀
を
行
い
、
年
忌
法
要
を

繰
り
返
す
。
こ
の
よ
う
な
、
日
本
文
化
に
溶
け
込
ん
だ
様
々
な
行
い
が
、
宗
教
的
な

も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
私
達
は
一
年
間
を
通
し
て
、
さ

ら
に
は
一
生
涯
に
わ
た
っ
て
宗
教
的
な
行
い
を
繰
り
返
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ

う
。

　

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
多
く
の
日
本
人
は
自
分
が
無
宗
教
で
あ
る
と
考
え
て
い

る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
ま
ず
は
二
人
の
研
究
者
の
説
明
に
触
れ
て
お
こ
う
。

　

阿
満
利
麿
氏
は
『
日
本
人
は
な
ぜ
無
宗
教
な
の
か
』（
一
九
九
六
）
の
中
）
1
（
で
、
宗

教
を
創
唱
宗
教
と
自
然
宗
教
に
分
類
す
る
と
い
う
、
宗
教
学
の
理
論
を
援
用
し
て
日

本
人
の
無
宗
教
観
を
読
み
解
い
た
。
す
な
わ
ち
、
現
代
の
日
本
人
は
、
特
定
の
人
物

が
特
定
の
教
義
を
唱
え
、
そ
れ
を
信
ず
る
人
々
が
集
ま
っ
て
成
立
す
る
創
唱
宗
教
を

好
ま
な
い
。
一
方
、
初
詣
や
墓
参
な
ど
の
よ
う
に
風
俗
や
習
慣
と
な
っ
て
し
ま
っ
た

宗
教
は
「
宗
教
」
で
は
な
い
と
思
い
こ
む
こ
と
で
、
自
ら
の
行
動
を
「
無
宗
教
」
と

呼
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
自
然
発
生
的
に
成
立
し
、
そ
の
創
始
者
を
特
定
す

る
こ
と
の
で
き
な
い
自
然
宗
教
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
日
本
人
は

「
無
宗
教
と
い
う
名
の
宗
教
心
」
を
持
つ
「
自
然
宗
教
」
の
信
者
だ
と
い
う
の
で
あ

る
。
た
し
か
に
、
日
本
国
内
に
多
数
存
在
す
る
お
寺
は
仏
教
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ

は
釈
尊
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
創
唱
宗
教
で
あ
る
。
し
か
し
、
我
が
国
の
仏
教
は

「
葬
式
仏
教
」
と
も
称
さ
れ
る
特
殊
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
自
然
宗
教
」
の
も
つ

先
祖
崇
拝
や
霊
魂
観
に
仏
教
の
衣
を
着
せ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
評
さ
れ
て
い
る
。

　

一
方
、
島
田
裕
巳
氏
は
『
無
宗
教
こ
そ
日
本
人
の
宗
教
で
あ
る
』（
二
〇
〇
九
）

の
中
）
2
（
で
、
日
本
人
が
「
宗
教
」
と
い
う
言
葉
か
ら
思
い
浮
か
べ
る
の
は
、
毎
週
日
曜

日
に
教
会
に
通
う
キ
リ
ス
ト
教
徒
や
、
一
日
五
回
の
礼
拝
を
欠
か
さ
な
い
イ
ス
ラ
ム

教
徒
の
姿
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
そ
れ
は
、
現
実
か
ら
遊
離
し
た
イ
メ
ー
ジ
に
す
ぎ

な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
多
く
の
日
本
人
は
、
自
ら
が
そ
れ
ほ
ど
宗
教
に
対
し
て
真

摯
で
な
い
ば
か
り
か
、
複
数
の
宗
教
を
無
節
操
に
取
り
入
れ
て
い
る
こ
と
に
劣
等
感

を
抱
い
て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
、
自
ら
の
立
場
を
自
嘲
的
に
「
無
宗
教
」
と
表
現
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
一
方
で
、
宗
教
に
も
と
づ
く
紛
争
や
テ
ロ
行
為
が

続
発
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
が
排
他
性
を
強
め
て
い
く
中
で
、
日
本
人
は
自
ら
の

「
無
宗
教
」
に
誇
り
を
抱
く
よ
う
に
も
な
っ
て
い
る
。
と
言
う
の
も
、「
無
」
と
い
う

言
葉
は
何
ら
か
の
限
界
や
し
が
ら
み
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
そ

れ
故
に
、「
無
宗
教
」
は
一
つ
の
宗
教
の
み
を
絶
対
視
し
て
他
の
宗
教
を
排
斥
す
る

姿
勢
で
は
な
く
、
自
ら
の
信
仰
を
曖
昧
に
し
、
宗
教
に
よ
っ
て
自
己
と
他
者
を
区
別

し
な
い
立
場
を
表
す
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
二
人
の
主
張
に
共
通
す
る
点
は
、
日
本
人
は
「
無
宗
教
」
と
い
う
言
葉
で
自

ら
の
宗
教
を
表
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
彼
ら
の
主
張
の
す
べ
て
に
同
調
す

る
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
は
お
お
む
ね
説
得
力
の
あ
る
も
の
だ
と
言
え

る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
の
両
者
の
著
作
を
は
じ
め
と
し
て
、
日
本
人
の
無
宗
教
観

を
論
じ
た
種
々
の
考
察
で
は
、
い
ず
れ
も
あ
る
重
要
な
論
点
に
関
し
て
、
十
分
な
検

討
が
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、「
無
宗
教
」
と
い
う
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言
葉
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
て
い
る
「
宗
教
」
の
意
味
で
あ
る
。
日
本
人
は
、
そ
も
そ

も
「
宗
教
」
と
い
う
言
葉
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、

現
代
日
本
人
の
「
無
宗
教
」
観
を
理
解
す
る
た
め
の
手
が
か
り
と
し
て
、
こ
の
問
題

の
検
討
を
行
う
こ
と
に
し
た
い
。

二
　
四
つ
の
「
宗
教
」

（
一
）
中
立
的
な
「
宗
教
」

　
「
宗
教
」
と
い
う
言
葉
を
語
る
時
、
私
た
ち
は
常
に
そ
の
言
葉
に
同
じ
意
味
を
込

め
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
言
葉
を
用
い
る
者
自
身
は
、
必
ず
し
も
そ
の
違
い
を

自
覚
し
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
は
状
況
に
応
じ
て
異
な
っ

た
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
私
は
、
こ
の
言
葉
に

は
少
な
く
と
も
四
種
類
の
使
い
分
け
が
な
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
て
い
る
。

　

一
番
目
の
用
法
は
、
極
め
て
一
般
的
な
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
あ
な
た
は
何

か
宗
教
を
信
仰
し
て
い
ま
す
か
」
と
い
う
質
問
が
な
さ
れ
た
時
、
多
く
の
人
々
は

「
仏
教
」
と
か
「
キ
リ
ス
ト
教
」
と
い
う
名
前
を
答
え
よ
う
と
す
る
だ
ろ
う
。
こ
の

よ
う
に
、「
宗
教
」
と
い
う
言
葉
で
、
あ
る
固
有
の
名
前
を
与
え
ら
れ
た
思
想
体
系

を
指
し
示
そ
う
と
す
る
の
が
こ
の
用
法
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
宗
教
」
は
、
先
に
阿

満
利
麿
氏
の
見
解
の
中
で
触
れ
た
、
創
唱
宗
教
と
自
然
宗
教
と
い
う
違
い
を
問
題
に

し
な
い
。
創
唱
宗
教
に
属
す
る
仏
教
や
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
っ
て
も
、
あ
る
い
は
自
然

宗
教
に
属
す
る
神
道
や
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
対
す
る
固
有
の
名
前

が
与
え
ら
れ
て
い
れ
ば
、
こ
こ
で
言
う
「
宗
教
」
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
に
な
る
。

し
か
も
、
そ
の
場
合
、
次
項
以
下
で
触
れ
る
よ
う
な
一
部
の
例
外
を
除
け
ば
、「
宗

教
は
恐
ろ
し
い
」
と
か
「
宗
教
は
す
ば
ら
し
い
」
と
い
う
価
値
観
が
働
く
こ
と
は
な

く
、「
宗
教
」
と
い
う
言
葉
が
中
立
的
な
立
場
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ

で
は
、
あ
た
か
も
「
私
は
日
本
人
だ
」
と
か
「
私
は
ア
メ
リ
カ
人
だ
」
と
言
う
の
と

ま
っ
た
く
同
じ
よ
う
に
、「
私
は
仏
教
の
信
者
だ
」
と
か
「
私
は
キ
リ
ス
ト
教
を
信

仰
し
て
い
る
」
と
い
う
使
わ
れ
方
が
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
「
宗
教
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
る
場
合
、
多

く
の
人
々
は
無
意
識
的
に
、
一
人
の
人
が
同
時
に
二
つ
の
宗
教
を
信
仰
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
と
考
え
が
ち
で
あ
る
。
山
折
哲
雄
氏
の
言
葉
を
借
り
れ
）
3
（

ば
、
こ
う
し
た
個

別
の
「
宗
教
」
は
「
あ
れ
か
、
こ
れ
か
」
と
い
う
二
者
択
一
的
な
選
択
を
迫
ら
れ
る

べ
き
も
の
で
あ
り
、「
あ
れ
も
、
こ
れ
も
」
と
い
う
態
度
に
は
な
じ
ま
な
い
も
の
だ

と
考
え
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
神
さ
ま
と
仏
さ
ま
に
対
し
て
同
じ
よ

う
に
祈
り
を
捧
げ
て
い
る
多
く
の
日
本
人
は
、
自
ら
の
信
仰
す
る
対
象
を
「
仏
教
」

か
「
神
道
」
か
の
い
ず
れ
か
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
特
定
の
宗
教
に
偏
っ
て

い
な
い
と
い
う
意
味
で
、「
無
宗
教
」
と
い
う
選
択
肢
を
主
張
す
る
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
。

（
二
）
恐
ろ
し
い
「
宗
教
」

　
「
宗
教
」
と
い
う
言
葉
の
二
番
目
の
用
法
を
考
え
る
た
め
に
は
、
例
え
ば
次
の
よ

う
な
表
現
を
考
え
て
み
よ
う
。「
最
近
、
Ａ
さ
ん
は
何
か
の
宗
教
に
入
っ
た
よ
う
だ

か
ら
、
近
づ
い
た
ら
あ
ぶ
な
い
。
気
を
付
け
た
方
が
い
い
よ
。」
こ
の
よ
う
な
表
現

は
、
日
常
の
何
気
な
い
会
話
の
中
で
時
お
り
耳
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ

の
場
合
の
「
宗
教
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
明
ら
か
に
否
定
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
込
め

ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
本
稿
の
冒
頭
で
述
べ
た
「
宗
教
は
恐
ろ
し
い
も
の
だ
」

と
い
う
意
識
と
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
も
、「
宗
教
に
入
る
」
と
述

べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
場
合
の
「
宗
教
」
と
い
う
言
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葉
は
、「
宗
教
団
体
」、
も
し
く
は
、
あ
る
特
定
の
宗
教
を
信
仰
す
る
人
々
の
集
ま
り

0

0

0

を
表
し
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
表
現
の
内
容
は
、
正
確
に
は

「
最
近
、
Ａ
さ
ん
は
何
か
の
宗
教
団
体

0

0

に
入
っ
た
よ
う
だ
か
ら
、
近
づ
い
た
ら
あ
ぶ

な
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
、「
宗
教
団
体
」、
も
し
く
は
、
あ
る
特
定
の
宗
教
を
信
仰
す
る
人
々
の
集

ま
り
は
、
常
に
恐
ろ
し
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
日
本
人
の
多
く
は
、
自
ら

が
特
定
の
「
宗
教
団
体
」
に
関
わ
っ
て
い
る
と
は
考
え
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ

の
多
く
の
人
々
は
ど
こ
か
の
お
寺
の
檀
家
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
お
寺
の
住
職
は
、

た
い
て
い
の
場
合
、
曹
洞
宗
と
か
浄
土
宗
な
ど
の
宗
派
、
言
い
換
え
れ
ば
、
あ
る
特

定
の
宗
教
団
体
に
属
し
て
い
る
。
同
じ
よ
う
に
、
神
社
に
奉
仕
し
て
い
る
神
職
も
、

神
社
本
庁
な
ど
の
宗
教
団
体
に
所
属
し
て
い
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
お

寺
や
神
社
に
お
参
り
に
行
く
人
々
は
、
た
と
え
そ
れ
が
間
接
的
な
も
の
で
は
あ
れ
、

知
ら
ず
知
ら
ず
の
間
に
そ
れ
ぞ
れ
の
「
宗
教
団
体
」
と
関
わ
り
を
持
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
人
々
は
自
ら
の
旦
那
寺
の
住
職
や
神
社
の
神

職
、
あ
る
い
は
、
そ
う
し
た
住
職
や
神
職
と
懇
意
に
な
っ
て
い
る
自
ら
が
「
恐
ろ
し

い
」
世
界
に
足
を
踏
み
入
れ
て
い
る
と
は
考
え
な
い
だ
ろ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
仏

教
の
各
宗
派
や
神
道
と
い
う
伝
統
的
な
宗
教
団
体
は
、
一
般
に
「
恐
ろ
し
い
」
も
の

と
は
み
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
が
、
そ
う
し
た
宗
教
団
体
は
、
そ
れ
自
体

が
「
宗
教
団
体
」
と
し
て
は
認
識
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
も
、
お
寺
や
神
社
に

お
参
り
に
行
く
人
々
が
、
自
ら
の
こ
と
を
「
無
宗
教
」
だ
と
考
え
る
一
因
に
な
っ
て

い
る
だ
ろ
う
。

　

そ
も
そ
も
「
宗
教
団
体
」
が
恐
ろ
し
い
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
場
合
、
そ
れ
は
い

わ
ゆ
る
新
興
宗
教
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
言
う
新
興
宗
教
と

は
、
誕
生
か
ら
百
年
以
上
の
歴
史
を
経
て
、
社
会
の
中
で
既
に
そ
の
地
位
を
確
立
し

て
い
る
天
理
教
や
大
本
教
な
ど
で
は
な
く
、
社
会
的
な
認
知
を
十
分
に
得
て
い
な
い

さ
ら
に
新
し
い
宗
教
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
宗
教
の
団
体
は
、
な
ぜ
恐
ろ
し
い
も
の

だ
と
思
わ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
、
オ
ウ
ム
真
理
教
の
影
響
を
否
定
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
騙
さ
れ
て
入
信
さ
せ
ら
れ
た
と
か
、
洗
脳
を
受
け
た
な
ど
と
い
う

報
道
を
思
い
起
こ
せ
ば
、
誰
も
が
新
興
の
宗
教
団
体
に
警
戒
心
を
起
こ
す
の
は
当
然

で
あ
る
。
し
か
し
、
す
べ
て
の
新
興
宗
教
団
体
が
、
そ
の
よ
う
な
犯
罪
ま
が
い
の
行

為
を
行
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

伝
統
的
な
宗
教
団
体
と
新
興
の
そ
れ
と
を
比
較
し
た
場
合
、
決
定
的
に
異
な
る
の

は
、
そ
れ
が
「
開
か
れ
た
集
団
」
か
「
閉
ざ
さ
れ
た
集
団
」
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
区
別
に
は
幾
つ
か
の
側
面
が
含
ま
れ
て
い
る
。

　

ま
ず
第
一
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
へ
の
入
り
や
す
さ
で
あ
る
。
例
え
ば
、
お
寺
や

神
社
の
境
内
は
誰
も
が
自
由
に
出
入
り
で
き
る
の
に
対
し
て
、
新
興
宗
教
の
施
設
は

メ
ン
バ
ー
以
外
の
者
に
と
っ
て
は
立
ち
入
り
が
た
い
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
お

寺
や
神
社
の
場
合
で
も
、
そ
の
建
物
の
中
に
入
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
、
そ
こ

に
は
広
々
と
開
放
的
な
境
内
が
広
が
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
、
お
寺
や
神
社
に

「
開
か
れ
た
場
所
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
、
人
々
の
警
戒
心
を
解
く
こ
と
に
貢

献
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

　

第
二
は
、
メ
ン
バ
ー
相
互
の
つ
な
が
り
の
緊
密
さ
で
あ
る
。
お
寺
や
神
社
に
集
ま

る
人
々
は
、
必
ず
し
も
お
互
い
に
個
人
的
な
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
そ
こ
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
々
が
ば
ら
ば
ら
に
集
ま
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、

誰
も
が
そ
こ
に
加
わ
る
こ
と
を
排
除
さ
れ
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
新
興
宗
教
の
施

設
で
は
、
自
覚
的
に
そ
の
宗
教
を
選
択
し
た
人
々
が
集
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、

そ
の
人
々
の
間
で
は
連
帯
感
が
生
ま
れ
て
い
る
一
方
で
、
そ
の
グ
ル
ー
プ
に
加
わ
る

意
思
の
な
い
人
は
、
そ
こ
に
加
わ
り
づ
ら
い
閉
鎖
的
な
雰
囲
気
を
経
験
す
る
こ
と
に
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な
る
だ
ろ
う
。

　

第
三
は
、
歴
史
や
文
化
と
の
つ
な
が
り
の
強
さ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
神
仏
の
存

在
は
長
い
歴
史
の
中
で
日
本
の
文
化
の
中
に
溶
け
込
ん
で
お
り
、
お
寺
や
神
社
は
誰

に
と
っ
て
も
見
慣
れ
た
風
景
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
こ
れ
ら
の
存
在
に
違
和
感

を
覚
え
る
人
は
い
な
い
。
一
方
、
新
興
宗
教
の
教
え
や
施
設
は
、
誰
も
が
認
め
得
る

よ
う
な
歴
史
的
か
つ
文
化
的
な
所
産
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
そ
れ
ら
の

存
在
は
、
一
般
の
人
々
に
と
っ
て
は
依
然
と
し
て
異
質
な
も
の
で
あ
り
、
近
寄
り
が

た
い
も
の
と
い
う
印
象
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
第
四
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
や
教
義
の
も
つ
普
遍
性
で
あ
る
。
仏
教
や
神

道
の
思
想
や
教
義
に
は
、
数
百
年
以
上
に
わ
た
っ
て
実
に
多
く
の
人
々
の
批
判
や
考

察
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
そ
の
内
容
は
い
か
な
る
人
に
対
し
て
も
、
な
に

が
し
か
の
説
得
力
を
持
ち
得
る
普
遍
性
を
獲
得
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
歴
史

的
な
蓄
積
を
も
た
な
い
新
興
宗
教
の
思
想
は
、
教
祖
の
個
人
的
な
主
張
が
一
方
的
に

語
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
た
と
え
そ
の
内
容
に
外
部
の
人
か
ら
の
批
判
が
加
え
ら
れ

よ
う
と
も
、
教
祖
は
そ
れ
に
対
す
る
反
論
を
行
う
ば
か
り
で
、
そ
の
教
義
に
普
遍
性

が
加
わ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
そ
の
よ
う
な
思
想
に
同
調
す
る
の
は
、

そ
の
教
祖
を
信
仰
す
る
内
部
の
メ
ン
バ
ー
の
み
で
あ
り
、
閉
鎖
的
な
傾
向
が
い
っ
そ

う
強
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

そ
し
て
第
五
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
団
体
の
情
報
開
示
が
十
分
に
な
さ
れ
て
い
る
か
と

い
う
点
で
あ
る
。
伝
統
的
な
宗
教
団
体
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
様
々
な
角
度
か
ら
そ
の

紹
介
が
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
情
報
は
十
分
に
「
開
か
れ
た
も
の
」
と
な
っ
て
い

る
。
た
と
え
そ
れ
ぞ
れ
の
団
体
の
中
で
外
部
と
の
接
触
を
禁
じ
た
修
行
が
行
わ
れ
て

い
よ
う
と
も
、
そ
の
情
報
が
既
に
開
示
さ
れ
て
い
る
お
か
げ
で
、
そ
の
修
行
に
対
す

る
疑
念
が
外
部
の
人
々
か
ら
提
起
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
新
興
の

宗
教
団
体
の
情
報
は
、
マ
ス
コ
ミ
に
よ
る
興
味
本
位
の
報
道
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
教

団
自
身
の
我
田
引
水
的
な
広
報
に
よ
っ
て
広
め
ら
れ
て
い
る
ば
か
り
で
、「
閉
ざ
さ

れ
た
も
の
」
の
ま
ま
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
で
あ
れ
ば
、
新
興
宗
教
団
体
が
、

外
部
の
人
々
に
と
っ
て
理
解
し
が
た
い
「
恐
ろ
し
い
」
集
団
と
な
る
こ
と
は
避
け
ら

れ
な
い
だ
ろ
う
。

　

だ
が
、
こ
こ
で
考
え
て
み
れ
ば
、
そ
も
そ
も
同
じ
価
値
観
を
持
つ
人
々
の
集
団

は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
閉
鎖
性
、
も
し
く
は
排
他
性
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
例
え

ば
、「
オ
タ
ク
」
と
呼
ば
れ
る
人
々
の
集
団
は
、
今
で
こ
そ
一
定
の
市
民
権
を
得
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
一
九
八
〇
年
代
に
は
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
的
な
趣
味
と

い
う
特
殊
な
価
値
観
を
持
つ
人
々
の
閉
鎖
的
な
集
団
と
し
て
、
侮
蔑
と
警
戒
の
入
り

混
じ
っ
た
視
線
を
向
け
ら
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
少
々
極
端
な
例
を
挙
げ
れ
ば
、

サ
ッ
カ
ー
が
好
き
で
、
朝
か
ら
晩
ま
で
サ
ッ
カ
ー
に
興
じ
る
人
々
の
姿
は
、
そ
れ
に

ま
っ
た
く
関
心
の
な
い
人
か
ら
見
れ
ば
理
解
し
が
た
い
も
の
に
映
る
だ
ろ
う
。
ま

た
、
こ
の
人
々
が
連
日
サ
ッ
カ
ー
の
み
に
打
ち
込
ん
で
、
外
部
の
人
々
と
の
交
流
を

い
っ
さ
い
持
と
う
と
し
な
け
れ
ば
、
外
部
の
人
々
は
こ
の
集
団
を
排
他
的
で
奇
異
な

も
の
と
思
う
か
も
し
れ
な
い
。
メ
ン
バ
ー
が
相
互
に
緊
密
す
ぎ
る
関
係
を
保
ち
、
外

部
の
人
々
の
加
入
を
妨
げ
る
よ
う
な
雰
囲
気
を
持
つ
集
団
。
し
か
も
、
そ
の
集
団
に

属
す
る
人
々
の
考
え
が
外
部
の
人
々
の
共
感
を
得
て
お
ら
ず
、
そ
の
た
め
の
情
報
開

示
さ
え
も
が
不
十
分
な
場
合
に
は
、「
恐
ろ
し
い
」
集
団
と
み
な
さ
れ
る
の
も
や
む

を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
新
興
宗
教
団
体
は
、
ま
さ
に
そ
の
典
型
的
な
例
で
あ
る
。
の

み
な
ら
ず
、
宗
教
は
人
々
の
心
の
内
面
が
問
題
と
な
る
た
め
に
、
外
部
の
人
々
が
そ

の
集
団
に
属
す
る
人
々
を
理
解
す
る
こ
と
は
一
層
難
し
い
。
こ
こ
に
、「
宗
教
団
体

は
恐
ろ
し
い
も
の
だ
」
と
い
う
一
方
的
な
認
識
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
自
分
は
そ
の
よ
う
な
宗
教
団
体
と
は
関
わ
っ
て
い
な
い
、
も
し
く
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は
、
関
わ
り
た
く
は
な
い
と
い
う
思
い
が
、
自
分
は
「
無
宗
教
」
だ
と
い
う
表
現
に

つ
な
が
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
三
）
評
価
さ
れ
る
「
宗
教
」

　

さ
て
、「
宗
教
」
と
い
う
言
葉
の
三
番
目
の
用
法
を
検
討
す
る
た
め
に
は
、
次
の

よ
う
な
表
現
を
考
え
て
み
た
い
。「
私
の
祖
母
は
宗
教
に
熱
心
で
す
。
毎
朝
お
寺
に

お
参
り
に
行
っ
て
、
家
族
の
幸
せ
を
お
祈
り
し
て
く
れ
ま
す
。」
こ
の
場
合
、「
だ
か

ら
、
祖
母
は
あ
ぶ
な
い
人
で
す
」
と
は
な
ら
ず
、
む
し
ろ
、「
祖
母
は
と
て
も
優
し

い
人
で
す
」
と
続
く
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
「
宗
教
」
と
い
う
言
葉
に
肯
定

的
、
も
し
く
は
好
意
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ

こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
宗
教
」
と
い
う
言
葉
は
、
何
ら
か
の
存
在
に
祈
り
を
捧
げ

る
行
為
、
も
し
く
は
そ
れ
を
支
え
る
信
仰
心
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

た
だ
し
、
そ
の
祈
り
を
捧
げ
る
対
象
が
、
一
般
的
に
認
知
さ
れ
て
い
な
い
新
興
宗

教
の
本
尊
で
あ
る
場
合
、
こ
の
表
現
も
た
ち
ま
ち
否
定
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
持
つ
こ

と
に
な
る
。
し
か
も
、
そ
の
場
合
に
は
、「
宗
教
」
と
い
う
言
葉
も
先
に
論
じ
た
よ

う
な
「
宗
教
団
体
」
へ
の
帰
属
と
い
う
意
味
に
な
る
だ
ろ
う
。「
宗
教
」
と
い
う
言

葉
が
肯
定
的
に
用
い
ら
れ
る
た
め
に
は
、
そ
の
祈
り
の
対
象
が
、
お
寺
や
神
社
に
祀

ら
れ
て
い
る
伝
統
的
な
神
仏
、
ま
た
は
亡
く
な
っ
た
近
親
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
祈
り
の
対
象
は
、「
祈
り
の
対
象
」
と
し
て
誰

も
が
認
め
得
る
も
の
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
に
対
し
て
祈
り
を
捧
げ
る
こ
と
が
、
社
会

的
な
通
念
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
対
象
に
祈

り
を
捧
げ
る
行
為
が
、
周
囲
の
人
々
に
不
信
感
や
嫌
悪
感
を
与
え
な
い
こ
と
。
そ
れ

が
、
こ
の
場
合
の
必
須
の
条
件
で
あ
る
。

　

と
は
言
え
、
そ
の
よ
う
な
祈
り
の
対
象
は
複
数
存
在
し
て
も
か
ま
わ
な
い
。
そ
れ

ど
こ
ろ
か
、「
宗
教
に
熱
心
」
な
人
々
は
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
仏
さ
ま
や
神
さ
ま

が
祀
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
意
識
す
る
こ
と
な
く
、
様
々
な
お
寺
や
神
社
で

同
じ
よ
う
に
祈
り
を
捧
げ
る
こ
と
が
普
通
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
彼
ら
自
身
が
自
ら

を
特
定
の
宗
教
団
体
に
関
与
し
て
い
る
と
か
、
何
ら
か
の
「
宗
教
」
の
信
者
で
あ
る

と
認
識
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
甚
だ
疑
問
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
「
宗
教

に
熱
心
」
な
人
々
も
、
自
ら
の
宗
教
を
聞
か
れ
た
時
に
は
「
無
宗
教
」
と
答
え
る
可

能
性
が
極
め
て
高
い
。
こ
こ
に
、
日
本
人
の
「
無
宗
教
」
意
識
の
特
徴
が
端
的
に
表

れ
て
い
る
。

　

け
れ
ど
も
、「
宗
教
に
熱
心
」
な
者
が
、
周
囲
の
人
々
か
ら
好
意
的
な
眼
差
し
を

向
け
ら
れ
る
た
め
に
は
、
む
し
ろ
そ
の
程
度
で
あ
る
方
が
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

わ
が
国
に
お
い
て
、
特
定
の
仏
さ
ま
や
神
さ
ま
の
み
を
選
別
し
、
排
他
的
に
そ
の
対

象
の
み
に
祈
り
を
捧
げ
る
姿
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
狂
信
的
と
の
印
象
を
周
囲
に
与

え
、
警
戒
心
を
抱
か
れ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。

（
四
）
無
自
覚
の
「
宗
教
」

　
「
宗
教
」
と
い
う
言
葉
の
四
番
目
の
用
法
は
、
必
ず
し
も
一
般
的
な
も
の
で
は
な

い
。
そ
れ
は
、
自
ら
の
こ
と
を
「
無
宗
教
」
だ
と
称
す
る
人
々
、
言
い
換
え
れ
ば
、

特
定
の
宗
教
へ
の
帰
属
意
識
を
持
た
な
い
人
々
や
、
さ
ら
に
は
、
毎
日
の
よ
う
に
神

仏
に
祈
り
を
捧
げ
る
ほ
ど
「
宗
教
に
熱
心
」
で
は
な
い
人
々
さ
え
も
が
、
先
に
述
べ

た
よ
う
な
初
詣
や
墓
参
な
ど
を
行
う
姿
を
表
す
用
法
で
あ
る
。
そ
う
し
た
行
為
を
、

多
く
の
人
々
は
そ
の
意
味
を
明
確
に
自
覚
し
た
上
で
行
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

そ
れ
故
、「
無
宗
教
」
と
い
う
認
識
に
つ
な
が
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
の
行
為
を

行
わ
な
い
と
、
何
と
な
く
落
ち
着
か
な
い
よ
う
な
不
安
な
気
持
ち
に
な
る
こ
と
も
た

し
か
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
行
為
は
、
い
わ
ば
日
常
的
な
習
慣
、
あ
る
い
は
社
会
的
な
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現
代
日
本
に
お
け
る
「
宗
教
」
の
意
味
（
木
村
）

通
念
と
し
て
、
人
々
の
生
活
の
中
に
完
全
に
浸
透
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

考
え
て
み
れ
ば
、
神
仏
に
祈
り
を
捧
げ
た
り
、
死
者
の
供
養
を
行
う
と
い
う
行
為

が
、
ま
っ
た
く
宗
教
性
を
帯
び
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
つ
ま
り
、

そ
れ
ら
は
無
意
識
的
な
宗
教
行
為
、
あ
る
い
は
無
自
覚
的
な
宗
教
心
の
表
れ
と
言
う

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
「
宗
教
」
は
、
し
ば
し
ば
「
見
え
な
い
宗

教
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　

こ
の
「
見
え
な
い
宗
教
」
と
い
う
表
現
を
最
初
に
用
い
た
の
は
、
近
現
代
の
欧
米

社
会
に
お
け
る
宗
教
の
「
衰
退
」
を
分
析
し
た
ト
ー
マ
ス
・
ル
ッ
ク
マ
ン
氏
で

あ
）
4
（

る
。
同
氏
は
、
一
般
に
「
衰
退
」
し
て
い
る
と
評
さ
れ
て
い
た
欧
米
社
会
の
「
宗

教
」
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
会
と
そ
れ
が
提
供
す
る
「
公
式
的
な
」
教
理
へ
の
人
々
の

帰
属
の
こ
と
で
あ
り
、
現
代
に
お
け
る
宗
教
的
基
盤
は
「
私
的
な
」
領
域
、
つ
ま
り

個
人
の
生
き
方
の
中
に
存
在
し
て
い
る
。
人
々
は
、
い
ろ
い
ろ
な
宗
教
的
な
主
題
を

様
々
な
領
域
か
ら
自
主
的
に
選
択
し
、
心
も
と
な
い
形
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
ら
を
一

つ
に
ま
と
め
あ
げ
る
こ
と
で
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
基
盤
に
し
て
い
る
と
論

じ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
個
人
の
中
に
内
面
化
さ
れ
た
宗
教
を
、
ル
ッ
ク

マ
ン
氏
は
「
見
え
な
い
宗
教
」
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。

　

厳
密
に
論
ず
れ
ば
、
同
氏
の
提
起
し
た
「
見
え
な
い
宗
教
」
と
、
こ
こ
で
私
が
用

い
て
い
る
用
語
と
の
間
に
は
、
若
干
の
相
違
が
あ
る
こ
と
は
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。

け
れ
ど
も
、「
あ
な
た
は
何
か
宗
教
を
信
仰
し
て
い
ま
す
か
」
と
い
う
質
問
が
出
さ

れ
た
時
に
、
そ
の
回
答
と
し
て
仏
教
と
か
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
個
別
の
「
宗
教
」
の

名
前
を
選
択
で
き
ず
、
多
く
の
人
々
が
「
無
宗
教
」
と
答
え
て
い
る
我
が
国
の
状
況

は
、「
宗
教
」
を
キ
リ
ス
ト
教
会
と
一
体
視
し
て
お
り
、
そ
れ
故
に
、
人
々
の
教
会

離
れ
を
「
宗
教
」
の
衰
退
と
評
し
た
欧
米
社
会
の
そ
れ
と
共
通
す
る
と
言
え
る
だ
ろ

う
。
反
対
に
、
多
く
の
日
本
人
が
神
道
や
仏
教
、
さ
ら
に
は
儒
教
や
道
教
を
は
じ
め

と
す
る
様
々
な
「
宗
教
」
の
伝
統
的
教
義
の
中
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
宗
教
的
な
主
題

を
自
主
的
に
選
択
し
、
そ
れ
を
ま
と
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
日
常
生
活
の
基
盤

と
し
て
い
る
状
況
は
、
ル
ッ
ク
マ
ン
氏
が
欧
米
社
会
の
事
例
に
も
と
づ
い
て
提
示
し

た
「
見
え
な
い
宗
教
」
と
い
う
概
念
と
重
な
り
合
う
も
の
で
あ
る
。

　

し
か
も
、
こ
の
よ
う
な
「
見
え
な
い
宗
教
」
は
、
単
に
初
詣
や
墓
参
な
ど
と
い
う

具
体
的
な
宗
教
行
動
の
み
に
表
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
よ
り
根
源
的
に
、

人
々
の
日
常
的
な
意
識
そ
の
も
の
を
決
定
す
る
の
で
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
関
連
し

て
、
以
前
、
私
の
講
義
に
参
加
し
て
下
さ
っ
て
い
た
社
会
人
聴
講
生
の
方
か
ら
、
次

の
よ
う
な
話
を
伺
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
人
が
ア
ラ
ブ
地
方
の
あ
る
国

の
空
港
で
、
入
国
審
査
の
列
に
並
ん
で
い
た
時
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
人
の
前
に
い

た
ア
メ
リ
カ
人
の
女
の
子
が
、
小
脇
に
人
形
を
抱
え
て
い
た
。
す
る
と
、
審
査
官
は

そ
の
女
の
子
か
ら
人
形
を
取
り
上
げ
て
、
そ
の
頭
部
を
無
造
作
に
胴
体
か
ら
引
き
ち

ぎ
る
と
、
そ
の
ま
ま
捨
て
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
審
査
官
の
行
為
は
、
た
と
え
人
形
と
い
え
ど
も
、
人
間
が
生
き
物
の
姿
を
造

形
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
イ
ス
ラ
ム
教
の
教
え
に
従
っ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
け

れ
ど
も
、
こ
の
話
を
聞
い
た
時
、
そ
の
講
義
の
参
加
者
は
一
様
に
顔
を
し
か
め
た
。

日
本
人
の
多
く
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
生
命
が
宿
っ
て
い
る
と
い
う
考
え
方
に
親
し

ん
で
お
り
、
と
り
わ
け
人
形
を
粗
末
に
扱
え
ば
、
そ
の
「
タ
タ
リ
」
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
さ
え
恐
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
人
形
を
処
分
す
る
際
に
は
丁
重
な
供

養
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
人
形
の
頭
部
を
引
き
ち
ぎ
る
と
い
う
行
為
は
タ
ブ
ー

視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
考
え
方
の
違
い
も
「
見
え
な
い
宗
教
」
の
一
環
で
あ
る
。
た
だ
し
、

日
本
人
の
「
見
え
な
い
宗
教
」
が
、
神
道
に
由
来
す
る
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
仏

教
に
由
来
す
る
も
の
な
の
か
と
問
う
こ
と
は
無
駄
で
あ
る
。「
宗
教
」
と
い
う
言
葉
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愛
知
学
院
大
学
文
学
部
　
紀
　
要
　
第
四
四
号

は
、
単
に
「
神
道
」
と
か
「
仏
教
」、
あ
る
い
は
「
キ
リ
ス
ト
教
」
と
い
う
特
定
の

「
宗
教
」
を
表
す
も
の
だ
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
う
し
た
多
様
な

宗
教
か
ら
様
々
な
要
素
を
自
主
的
に
選
択
し
、
そ
れ
ら
を
ま
と
め
る
こ
と
で
、
自
ら

の
思
想
や
行
動
に
方
向
性
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
無
自
覚
的
な
基
盤
、
す
な
わ
ち

「
見
え
な
い
宗
教
」
と
い
う
意
味
を
視
野
に
入
れ
て
お
く
こ
と
が
、
現
代
日
本
人
の

宗
教
観
を
理
解
す
る
た
め
に
も
欠
か
せ
な
い
の
で
あ
る
。

三
　「
宗
教
」
の
呪
縛

　
「
宗
教
」
と
い
う
語
は
、
も
と
も
と
は
中
国
仏
教
に
お
い
て
、
言
葉
で
は
表
現
し

得
な
い
真
理
を
表
す
「
宗
」
と
、
真
理
を
伝
え
る
た
め
の
言
葉
を
表
す
「
教
」
と
い

う
二
つ
の
語
を
結
び
付
け
た
特
別
な
用
語
法
か
ら
始
ま
っ
た
と
い
）
5
（
う
。
つ
ま
り
、

「
言
葉
で
表
現
し
得
な
い
真
理
を
、
あ
え
て
表
現
し
た
言
葉
」、
も
し
く
は
、「
言
葉

で
表
現
し
得
な
い
真
理
と
、
真
理
を
表
現
し
た
言
葉
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
た
だ

し
、
こ
の
用
語
法
は
、
現
代
に
お
け
る
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
「
宗
教
」
と
い
う
言
葉
が
現
在
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、

明
治
維
新
前
後
に
、
そ
れ
がreligion

の
訳
語
と
し
て
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
最
初
期
の
使
用
例
に
は
、
後
に
初
代
文
部
大
臣
を
務
め

た
森
有
礼
が
、『
航
魯
紀
行
』
の
中
で
慶
應
二
年
（
一
八
六
六
）
八
月
二
四
日
に
、

「
此
國
ニ
者
種
々
の
宗
教
あ
り
、
内
と
し
て
グ
リ
ー
キ
﹇
ロ
ー
マ
ン
カ
ソ
リ
ッ
ク
と

大
小
異
動
﹈
と
い
ふ
宗
旨
甚
だ
発
擴
せ
り
」
と
記
し
て
い
る
一
文
が
あ
）
6
（
る
。
し
か

し
、religion

の
訳
語
に
は
、
そ
の
後
も
様
々
な
言
葉
が
用
い
ら
れ
た
。「
宗
教
」

が
そ
の
訳
語
と
し
て
定
着
す
る
の
は
、
明
治
十
年
代
の
中
頃
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
意
味
合
い
は
、
そ
の
語
の
使
用
者
に
よ
っ
て
、
あ
る

い
は
時
代
背
景
に
よ
っ
て
、
明
治
時
代
後
半
ま
で
変
化
し
続
け
た
。
の
み
な
ら
ず
、

太
平
洋
戦
争
が
終
結
し
、
日
本
国
憲
法
が
発
布
さ
れ
た
後
に
も
、
そ
れ
は
さ
ら
な
る

変
化
を
遂
げ
る
こ
と
に
な
る
。

　

け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
は
そ
の
詳
細
に
立
ち
入
る
こ
と
は
避
け
た
）
7
（
い
。
本
稿
の
目
的

は
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
な
変
遷
を
経
た
上
で
、
現
在
の
私
達
が
用
い
て
い
る
「
宗

教
」
と
い
う
言
葉
の
使
用
法
を
検
討
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
は
こ

れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
四
通
り
の
使
い
分
け
が
存
在
す
る
こ
と
が

明
ら
か
に
な
っ
た
。

　

第
一
は
、
仏
教
と
か
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
よ
う
に
、
あ
る
固
有
の
名
前
を
与
え
ら

れ
た
思
想
体
系
を
、
中
立
的
な
立
場
か
ら
表
す
用
法
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
多
く
の

人
々
は
、
一
人
の
人
が
複
数
の
宗
教
に
関
与
す
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
、
神
さ
ま
と

仏
さ
ま
を
同
じ
よ
う
に
崇
拝
す
る
自
ら
の
こ
と
を
「
無
宗
教
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
な
っ

た
。
第
二
は
、「
宗
教
」
と
い
う
言
葉
で
「
宗
教
団
体
」、
も
し
く
は
、
あ
る
特
定
の

宗
教
を
信
仰
す
る
人
々
の
集
ま
り
を
表
す
用
法
で
あ
る
。
こ
れ
が
、「
宗
教
は
恐
ろ

し
い
」
と
か
「
あ
ぶ
な
い
」
と
い
う
先
入
観
を
与
え
る
場
合
の
用
法
で
あ
る
。
そ
の

た
め
、
人
々
は
そ
の
よ
う
な
「
宗
教
」
に
自
分
が
関
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
た

め
に
、「
無
宗
教
」
と
い
う
表
現
を
用
い
る
の
で
あ
る
。
第
三
は
、「
宗
教
」
と
い
う

言
葉
で
神
仏
に
対
す
る
信
仰
心
を
表
す
場
合
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、「
宗
教
」
と
い

う
言
葉
が
肯
定
的
に
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
た
だ
し
、
そ
の
場
合
で
も
、
た
い

て
い
の
人
は
様
々
な
神
や
仏
を
区
別
す
る
こ
と
な
く
崇
拝
し
て
い
る
た
め
に
、
自
ら

の
こ
と
を
「
無
宗
教
」
だ
と
表
明
す
る
。
そ
し
て
、
第
四
は
、
い
わ
ゆ
る
「
見
え
な

い
宗
教
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
元
来
は
何
ら
か
の
宗
教
に
由
来
す
る
日
常
的
な
習

慣
や
社
会
的
な
通
念
を
、「
宗
教
」
と
い
う
範
疇
に
含
め
た
用
法
で
あ
る
。
し
か

し
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
事
柄
は
、
そ
の
多
く
が
人
々
の
生
活
の
中
に
浸
透
し
、
文
字
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現
代
日
本
に
お
け
る
「
宗
教
」
の
意
味
（
木
村
）

ど
お
り
「
見
え
な
い
」
も
の
、
言
い
換
え
れ
ば
無
自
覚
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
そ

の
た
め
に
、
人
々
は
そ
れ
を
「
宗
教
」
的
な
も
の
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
な
く
、
自

ら
の
こ
と
を
「
無
宗
教
」
と
評
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
現
代
の
日
本
人
は
、
実
際
に
は
極
め
て
宗
教
的
な
生

活
を
送
り
な
が
ら
も
、「
宗
教
」
と
い
う
言
葉
に
込
め
ら
れ
た
暗
黙
裡
の
意
味
づ
け

に
か
ら
め
捕
ら
れ
て
、
自
ら
の
こ
と
を
「
無
宗
教
」
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て

い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
日
本
人
は
真
の
意
味
で
宗
教
と
無
関
係
に
暮

ら
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、「
宗
教
」
と
い
う
言
葉
の
呪
縛
に
よ
っ
て
、
言
葉
の
上

で
「
無
宗
教
」
と
な
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
現
代
日
本
人
の
「
無
宗

教
」
観
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
宗
教
を
め
ぐ
る
我
が
国
の
歴
史
的
な
変
遷
や
、
自

ら
の
信
仰
を
明
確
に
し
よ
う
と
し
な
い
国
民
性
に
注
目
す
る
の
と
同
様
に
、「
無
宗

教
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
て
い
る
「
宗
教
」
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
も
必
須
の
課
題
な
の
で
あ
る
。

注（
1
） 

阿
満
利
麿
『
日
本
人
は
な
ぜ
無
宗
教
な
の
か
』
ち
く
ま
新
書
（
一
九
九
六
）。
ち
な

み
に
、
阿
満
氏
は
日
本
人
の
無
宗
教
観
が
生
ま
れ
た
経
緯
を
三
つ
の
観
点
か
ら
論
じ
て

い
る
。
第
一
は
、
葬
式
仏
教
に
よ
っ
て
死
後
の
不
安
が
取
り
除
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
日
本
人
は
現
世
を
肯
定
す
る
「
浮
き
世
」
の
人
生
観
を
抱
く
よ
う
に
な
り
、
キ
リ

ス
ト
教
の
よ
う
な
絶
対
的
な
救
済
者
を
必
要
と
し
な
く
な
っ
た
こ
と
。
第
二
は
、
キ
リ

ス
ト
教
の
伝
播
を
抑
え
、
天
皇
中
心
の
国
家
を
目
指
し
た
明
治
政
府
の
方
針
で
、「
宗

教
」
は
個
人
の
内
心
に
関
わ
る
「
私
事
」
と
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
神
道
は
天
皇
の
祖

先
神
を
祀
る
も
の
で
あ
り
、
国
家
の
掟
で
あ
っ
て
宗
教
で
は
な
い
と
さ
れ
た
こ
と
。
第

三
は
、
近
代
以
降
、
共
同
体
の
中
で
穏
や
か
な
暮
ら
し
を
望
む
人
々
は
、
伝
統
的
な
風

習
を
重
ん
じ
る
平
凡
な
日
常
生
活
を
尊
重
す
る
一
方
で
、
特
定
の
教
え
に
従
う
こ
と

で
、
こ
れ
ま
で
の
生
き
方
を
否
定
す
る
か
も
し
れ
な
い
創
唱
宗
教
に
は
距
離
を
置
く
よ

う
に
な
っ
た
こ
と
の
指
摘
で
あ
る
。

（
2
） 

島
田
裕
巳
『
無
宗
教
こ
そ
日
本
人
の
宗
教
で
あ
る
』
角
川
書
店
（
角
川
Ｏ
Ｎ
Ｅ
テ
ー

マ
21
、
二
〇
〇
九
）。

（
3
） 

山
折
哲
雄
『
宗
教
の
力
│
日
本
人
の
心
は
ど
こ
へ
行
く
の
か
│
』
Ｐ
Ｈ
Ｐ
新
書
（
一

九
九
九
）
二
六
頁
。

（
4
） 

ト
ー
マ
ス
・
ル
ッ
ク
マ
ン
『
見
え
な
い
宗
教
│
現
代
宗
教
社
会
学
入
門
│
』（
赤
池

憲
昭
、
ヤ
ン
・
ス
ィ
ン
ゲ
ド
ー
訳
）
ヨ
ル
ダ
ン
社
（
一
九
七
六
）。

（
5
） 

川
田
熊
太
郎
『
仏
教
と
哲
学
』
平
楽
寺
書
店
（
サ
ー
ラ
叢
書
、
一
九
五
七
）、
中
村

元
「「
宗
教
」
と
い
う
訳
語
」『
日
本
学
士
院
紀
要
』
四
六（
二
）（
一
九
九
二
）
を
参
照
。

（
6
） 

大
久
保
利
謙
編
『
明
治
文
學
全
集　

三　

明
治
啓
蒙
思
想
集
』
筑
摩
書
房
（
一
九
六

七
）
二
五
一
頁
。

（
7
） 

明
治
時
代
に
お
け
る
「
宗
教
」
と
い
う
言
葉
の
使
用
法
に
つ
い
て
は
、
山
口
輝
臣

『
明
治
国
家
と
宗
教
』
東
京
大
学
出
版
会
（
一
九
九
九
）、
磯
前
順
一
『
近
代
日
本
の
宗

教
言
説
と
そ
の
系
譜
│
宗
教
・
国
家
・
神
道
│
』
岩
波
書
店
（
二
〇
〇
三
）、
池
上
良

正
他
編
『
宗
教
と
は
何
か
』（
岩
波
講
座
宗
教
第
１
巻
）
岩
波
書
店
（
二
〇
〇
三
）、
島

薗
進
・
鶴
岡
賀
雄
編
『〈
宗
教
〉
再
考
』
ぺ
り
か
ん
社
（
二
〇
〇
四
）、
星
野
靖
二
『
近

代
日
本
の
宗
教
概
念
│
宗
教
者
の
言
葉
と
近
代
│
』
有
志
舎
（
二
〇
一
二
）
な
ど
が
詳

細
な
検
討
を
行
っ
て
い
る
。
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