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一　

は
じ
め
に

明
治
初
頭
の
大
教
院
運
動
（
一
八
七
二
）、
大
正
初
年
（
一
九
一
二
）
の
三
教
会
同
、

そ
し
て
昭
和
九
年
（
一
九
三
五
）
か
ら
は
じ
ま
る
心
田
開
発
運
動
、こ
れ
ら
は
何
れ
も

政
府
権
力
が
国
家
の
統
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
、
宗
教
を
動
員
し
て
国
民
に
強
要
す
る

た
め
の
国
民
教
化
政
策
で
あ
っ
た①
。
そ
の
う
ち
、
大
教
院
運
動
と
三
教
会
同
は
い
わ

ゆ
る
日
本
「
内
地
」
で
起
こ
っ
た
政
策
で
あ
り
、
心
田
開
発
運
動
は
植
民
地
朝
鮮
の

統
治
機
構
で
あ
る
朝
鮮
総
督
府
に
よ
っ
て
施
行
さ
れ
た
も
の
と
い
う
違
い
に
加
え
、

日
本
の
帝
国
化
へ
の
状
況
変
化
に
伴
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
性
格
も
当
然
な
が
ら
変
わ
っ

て
い
た
。

そ
も
そ
も
国
家
が
宗
教
に
介
入
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
近
代
理
念
と
し
て
新
し

く
導
入
さ
れ
た
政
教
分
離
の
原
則
に
は
相
反
す
る
と
い
う
「
建
前
」
が
戦
前
の
帝
国

日
本
に
も
存
在
し
て
い
て
、
そ
の
よ
う
な
国
家
に
よ
る
宗
教
へ
の
関
与
、
利
用
、
動

員
と
い
っ
た
前
記
三
回
の
政
府
主
導
に
よ
る
国
民
教
化
政
策
施
行
に
お
い
て
は
、
つ

ね
に
社
会
的
な
反
響
を
呼
び
起
こ
す
問
題
で
も
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
宗
教
動
員
の
国
民

教
化
政
策
を
全
体
的
に
眺
め
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
共
通
し
た
一
つ
の
特
徴
が
あ
る

と
い
え
る
。
国
家
は
国
民
に
強
要
す
る
統
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
す
な
わ
ち
天
皇
制
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
を
、
抑
圧
や
強
制
の
形
の
み
で
は
な
く
、
国
民
の
参
加
を
誘
導
し
つ
つ
、

そ
の
場
に
お
い
て
は
国
民
が
自
己
の
立
場
を
要
求
、
調
整
、
競
争
す
る
空
間
、
い
わ

ゆ
る
「
公
共
空
間
」「
公
共
性
」
を
装
っ
て
提
供
す
る
。
ま
さ
に
「
そ
の
競
争
の
場
を

設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
生
存
を
図
っ
て
い
か
ざ
る
を
得
な
い②
」
帝
国
権
力
の

姿
が
み
え
て
く
る
。
宗
教
の
場
合
は
、
そ
の
よ
う
な
偽
装
的
な
「
公
共
空
間
」
の
場

に
お
い
て
、
宗
教
が
公
的
存
在
な
の
か
私
的
存
在
な
の
か
を
め
ぐ
っ
て
、
社
会
的
な

論
争
の
場
を
繰
り
広
げ
つ
つ
、
宗
教
の
内
と
外
の
境
界
線
を
曖
昧
に

0

0

0

浮
上
さ
せ
た
ま

ま
、
決
着
の
付
か
な
い
状
態
を
維
持
し
て
き
た
。
そ
の
曖
昧
な
空
間
の
装
置
を
持
続

的
に
繰
り
返
し
設
定
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
帝
国
日
本
の
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は

存
在
し
て
き
た
、
と
私
は
み
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
本
稿
で
は
、
心
田
開
発
運
動
に
参
加
し
た
者
た
ち
の
要
求
、

調
整
、
競
争
の
内
容
を
推
論
的
に
確
認
し
て
み
た
い
。
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
政
策

に
反
映
／
排
除
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
展
開
を
露
呈
し
た
の
か
が
む
し
ろ
重
要
で
は
あ

る
が
、
現
段
階
で
は
ま
ず
そ
の
内
容
を
確
認
す
る
こ
と
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
。

二　

朝
鮮
仏
教
へ
の
期
待
と
「
寺
刹
令
」
発
布
の
意
味
に
つ
い
て

朝
鮮
総
督
府
に
よ
る
一
九
三
〇
年
代
の
心
田
開
発
運
動
を
本
格
的
に
取
り
上
げ
た

先
行
研
究
は
少
な
い
が③
、宗
教
政
策
と
い
う
側
面
か
ら
は
川
瀬
貴
也
氏
の
「「
心
田
開

発
運
動
」
政
策
に
つ
い
て
」（
二
〇
〇
九④
）
に
ま
ず
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
川
瀬
氏

は
「
心
田
開
発
運
動
」
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
政
策
を
、
植
民
地
支
配
下
に
お
け
る

日
本
人
の
「
朝
鮮
人
像
」
や
「
朝
鮮
宗
教
観
」
が
せ
め
ぎ
合
う
「
ア
リ
ー
ナ
」
の
一

例
と
し
て
着
目
し
、
そ
の
深
い
影
響
の
基
で
形
成
さ
れ
た
、
朝
鮮
人
「
協
力
エ
リ
ー

朝
鮮
総
督
府
「
心
田
開
発
政
策
運
動
」
の
宗
教
談
論

金　
　
　

泰　

勲
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ト
」
の
日
本
へ
の
「
眼
差
し⑤
」
を
も
同
時
に
考
察
し
て
い
る
。
特
に
、
せ
め
ぎ
合
い

の
「
ア
リ
ー
ナ
」
と
い
う
観
点
は
本
稿
の
心
田
開
発
運
動
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
基
本

的
な
方
法
で
も
あ
り
、
氏
の
着
目
点
か
ら
示
唆
を
受
け
た
。
心
田
開
発
運
動
政
策
に

対
す
る
川
瀬
氏
の
研
究
で
は
、
そ
れ
が
朝
鮮
総
督
宇
垣
一
成
の
「
精
神
主
義
」
構
想

に
よ
る
「
空
虚
」
な
政
策
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
植
民
地
支
配
者
と
し
て

の
日
本
人
に
よ
る
朝
鮮
へ
の
眼
差
し
、
つ
ま
り
「
日
本
型
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
の

問
題
、
そ
し
て
そ
れ
を
過
剰
に
内
面
化
し
て
し
ま
っ
た
朝
鮮
人
エ
リ
ー
ト
た
ち
の
矛

盾
し
た
「
日
鮮
同
祖
論
」
の
受
容
な
ど
が
明
ら
か
に
さ
れ
た⑥
。
そ
の
成
果
を
継
承
し

つ
つ
も
、
本
稿
で
は
『
心
田
開
発
に
関
す
る
講
演
集
』
の
分
析
を
通
し
て
、
そ
こ
に

表
面
化
し
て
い
な
い
緊
張
関
係

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
可
能
な
限
り
描
き
出
す
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。

ま
ず
は
宇
垣
の
日
記
か
ら
話
を
始
め
て
み
よ
う
。

一
九
三
一
年
か
ら
第
六
代
朝
鮮
総
督
と
な
っ
た
宇
垣
一
成
は
、
心
田
開
発
運
動
が

提
唱
さ
れ
始
ま
る
一
九
三
五
年
の
前
年
、
一
九
三
四
年
四
月
の
日
記
に
次
の
よ
う
に

記
述
し
て
い
る
。

精
神
の
乾
燥
は
信
仰
に
よ
り
て
潤
を
与
へ
得
る
。
生
活
の
枯
渇
は
物
質
に
よ
り

て
潤
を
与
へ
得
る
。
両
者
併
用
に
よ
り
始
め
て
人
心
の
安
定
が
求
め
得
る
。
人

生
の
向
上
も
此
処
に
根
底
を
有
す
る
。（
四
月
二
十
四
日⑦
）

こ
こ
で
、「
精
神
の
乾
燥
」
に
潤
い
を
与
え
る
「
信
仰
」
の
内
容
に
つ
い
て
、
宇
垣

が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
を
考
え
て
い
た
の
か
は
今
の
と
こ
ろ
確
認
で
き
な
い

が
、
朝
鮮
統
治
二
五
年
目
を
迎
え
る
こ
の
段
階
に
お
い
て
、
信
仰
す
な
わ
ち
宗
教
を

利
用
し
よ
う
と
す
る
宇
垣
の
発
想
か
ら
心
田
開
発
政
策
が
立
案
さ
れ
た
こ
と
は
確
か

で
あ
ろ
う
。
翌
年
一
九
三
五
年
一
月
一
〇
日
の
総
督
府
局
長
会
議
に
お
け
る
訓
示
、

同
一
六
日
か
ら
三
日
間
開
催
さ
れ
た
各
道
参
与
官
会
議
で
「
信
仰
お
よ
び
儀
礼
に
関

す
る
件
」
を
協
議
す
る
こ
と
で
本
格
的
に
政
策
立
案
に
入
り
、翌
三
六
年
一
月
に
「
心

田
開
発
施
設
に
関
す
る
件
」を
発
布
す
る
こ
と
で
同
政
策
は
正
式
に
ス
タ
ー
ト
し
た⑧
。

要
す
る
に
三
五
年
一
月
か
ら
三
六
年
一
月
ま
で
の
一
年
間
は
立
案
期
で
あ
る
と
同
時

に
宇
垣
の
構
想
が
本
格
的
な
運
動
と
し
て
動
き
出
し
た
時
期
で
あ
っ
た
と
い
え
よ

う
。
こ
の
立
案
期
に
お
い
て
宗
教
学
者
、
宗
教
家
た
ち
の
意
見
を
求
め
る
と
い
う
趣

旨
で
、中
枢
院
に
お
い
て
講
演
会
を
行
っ
た
記
録
が
『
心
田
開
発
に
関
す
る
講
演
集
』

で
あ
り
、
三
六
年
二
月
に
中
枢
院
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
内
容
に
入
る
前
に
、
そ
も
そ
も
宇
垣
は
心
田
開
発
運
動
に
お
け
る
朝
鮮
仏
教

の
役
割
に
大
い
に
期
待
を
寄
せ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
三
五
年
一
月
、
要
す
る
に
立

案
段
階
の
日
記
で
は
次
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。

参
与
官
及
各
方
面
の
話
を
聞
い
て
見
て
も
結
局
は
神
、
儒
、
仏
、
耶
を
信
仰
の

対
象
と
す
べ
き
で
あ
る
と
感
知
せ
り
。
敬
神
崇
祖
の
高
潮
、
神
社
の
建
設
、
夫

れ
の
参
拝
奨
励
、
僧
侶
の
素
質
改
善
、
仏
教
の
街
頭
進
出
、
寺
刹
財
産
の
整
理
、

儒
道
の
復
興
、
明
倫
学
院
及
文
廟
の
活
動
等
が
差
当
り
着
眼
す
べ
き
で
あ
る
。

殊
に
政
治
的
に
抑
圧
せ
ら
れ
あ
り
し
仏
教
を
政
治
的
に
生
か
し
て
行
く
こ
と
は

大
に
考
慮
す
べ
き
要
件
で
あ
る
！
（
一
月
三
〇
日⑨
）

朝
鮮
仏
教
に
対
す
る
総
督
府
の
関
心
は
、
宇
垣
本
人
や
こ
の
時
期
に
限
る
も
の
で

は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
「
寺
刹
令
」（
一
九
一
一
）
発
布
の
植
民
地
統
治
が
始
ま
っ
た

当
初
か
ら
の
も
の
で
あ
っ
た
。「
寺
刹
令
」の
性
格
に
つ
い
て
は
す
で
に
多
く
の
先
行

研
究
の
な
か
で
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
植
民
地
当
局
に
よ
る
朝
鮮
仏
教
に
対
す
る

統
制
、
掌
握
の
措
置
で
あ
っ
た
。
し
か
し
「
寺
刹
令
」
発
布
の
意
味
に
つ
い
て
私
は

少
し
異
論
が
あ
る
。「
寺
刹
令
」
に
よ
る
朝
鮮
仏
教
に
対
す
る
統
制
は
、先
行
研
究
で

い
わ
れ
て
い
る
通
り
、
朝
鮮
総
督
府
が
朝
鮮
仏
教
を
直
接
統
制
、
掌
握
す
る
た
め
の

政
策
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
い
わ
ゆ
る
「
親
日
」
的
な
朝
鮮
僧
侶
の
集
団
が
形
成

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
一
方
で
は
「
寺
刹
令
廃
止
運
動
」
の
よ
う
な
被
植
民
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地
民
の
反
対
運
動
も
起
こ
っ
て
い
た⑩
。
し
か
し
、「
寺
刹
令
」
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な

見
方
は
何
れ
も
被
植
民
地
側
か
ら
当
局
の
仏
教
政
策
へ
の
認
識
と
評
価
に
限
定
し
て

い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
朝
鮮
総
督
府
が
「
寺
刹
令
」
を
も
っ
て
朝
鮮
仏
教
を

統
制
し
よ
う
と
し
た
そ
の
理
由
、
要
す
る
に
必
要
性
、
利
用
の
目
的
に
注
目
し
て
み

る
こ
と
で
、「
寺
刹
令
」
発
布
に
対
す
る
よ
り
全
体
的
な
理
解
が
可
能
に
な
る
と
考
え

て
い
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
私
は
別
稿
で
「
植
民
地
当
局
に
よ
る
「
寺
刹
令
」
の
発
布

は
、
帝
国
日
本
の
領
域
内
に
お
い
て
日
本
仏
教
の
み
が
帝
国
仏
教
を
代
表
し
え
な
い

こ
と
を
宣
言⑪
」す
る
出
来
事
で
あ
っ
た
と
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
、一
九
〇
五

年
の
韓
国
統
監
府
設
置
を
契
機
と
し
て
起
こ
っ
て
い
た
日
本
仏
教
各
派
に
よ
る
朝
鮮

寺
院
の
管
理
権
獲
得
問
題⑫
が
、
一
九
一
〇
年
の
日
韓
併
合
に
よ
る
朝
鮮
総
督
府
設
置

以
降
に
状
況
変
化
し
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
の
表
現
で
あ
っ
た
。
朝
鮮
の
寺
院
が

「
内
地
」
の
日
本
仏
教
の
傘
下
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
は
、
そ
の
財
産
の
帰
属
問
題
な

ど
、
朝
鮮
総
督
府
に
と
っ
て
は
統
制
上
の
不
便
も
生
じ
た
に
違
い
な
い
。
こ
の
よ
う

に
、
総
督
府
と
朝
鮮
寺
院
と
の
関
係
の
み
で
は
な
く
、
総
督
府
と
日
本
仏
教
と
の
関

係
に
「
寺
刹
令
」
発
布
の
意
味
を
広
げ
て
考
え
て
み
る
と
、
朝
鮮
総
督
府
が
「
寺
刹

令
」
を
も
っ
て
朝
鮮
寺
院
を
日
本
仏
教
の
直
接
的
な
影
響
か
ら
切
り
離
す
た
め
の
措

置
で
あ
っ
た
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。「
寺
刹
令
」に
よ
っ
て
日
本
仏
教
に
よ

る
朝
鮮
寺
院
の
管
理
が
で
き
な
く
な
っ
た
事
実
に
つ
い
て
は
、『
心
田
開
発
に
関
す
る

講
演
集
』
に
お
け
る
講
演
者
の
一
人
、
李
能
和
の
以
下
の
よ
う
な
発
言
か
ら
も
確
認

で
き
る
。

朝
鮮
寺
刹
令
発
布
以
前
、
朝
鮮
僧
侶
の
頭
領
李
晦
光
和
尚
が
、
臨
時
に
作
っ
た

圓
宗
の
宗
正
の
資
格
を
以
て
、
内
地
の
曹
洞
宗
の
管
長
と
七
箇
條
條
約
を
結
ん

で
朝
鮮
仏
教
の
開
発
を
図
ら
う
と
計
画
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
為
に

当
時
朝
鮮
の
仏
教
社
会
に
於
て
は
非
常
な
物
議
が
起
り
ま
し
た
（
中
略
）
さ
う
し

て
四
十
四
年
、
朝
鮮
寺
刹
令
が
出
来
ま
し
た
の
で
、
之
を
廃
止
し
た
の
で
あ
り

ま
す⑬

「
寺
刹
令
」
の
発
布
は
、
帝
国
の
宗
教
的
な
状
況
が
も
は
や
「
内
地
」
に
準
じ
て
、

ま
た
は
限
定
さ
れ
て
の
み
規
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
な
っ
た
と
い
う
帝
国
的
な
状

況
へ
の
変
換
を
意
味
す
る
出
来
事
で
あ
っ
た
の
だ
。
朝
鮮
仏
教
と
総
督
府
、
そ
し
て

日
本
仏
教
と
い
う
三
者
の
関
係
に
加
え
、
以
下
の
事
情
は
こ
の
問
題
を
帝
国
史
的
な

観
点
か
ら
考
え
る
上
で
よ
り
豊
富
な
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
る
。

寺
内
初
代
総
督
は
夙
に
朝
鮮
に
於
け
る
基
督
教
の
実
情
に
対
し
て
色
々
考
へ
ら

れ
、
ど
う
し
て
も
朝
鮮
の
民
衆
の
為
に
適
当
な
る
宗
教
を
起
す
必
要
が
あ
る
。

そ
し
て
基
督
教
に
対
抗
さ
せ
る
と
い
ふ
こ
と
を
考
へ
ら
れ
、
そ
れ
に
は
仏
教
が

一
番
よ
い
、
仏
教
を
し
て
朝
鮮
民
衆
に
信
仰
を
与
へ
る
こ
と
が
基
督
教
に
対
抗

せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
と
考
へ
、
そ
の
結
果
、
明
治
四
十
四
年
六
月
寺
刹
令
が

出
来
た
の
で
あ
り
ま
す⑭

こ
れ
は
当
時
朝
鮮
総
督
府
の
嘱
託
と
し
て
朝
鮮
仏
教
に
関
す
る
調
査
を
担
っ
て
い

た
高
橋
亨
の
発
言
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
「
寺
刹
令
」
発
布
の
当
局
側
の
意
図
が
キ

リ
ス
ト
教
対
策
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
高
橋
は
「
或
る
時

寺
内
総
督
の
枢
機
に
参
じ
た
参
事
官
の
秋
山
法
学
博
士
に
面
会
致
し
ま
し
て
、
朝
鮮

の
耶
蘇
教
の
現
状
は
憂
ふ
べ
き
も
の
が
あ
る
と
言
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
に
対
し

秋
山
氏
は
、
何
に
心
配
す
る
に
及
ば
ん
。
朝
鮮
は
直
に
仏
教
信
仰
の
土
地
に
な
る
か

ら
と
言
は
れ
た⑮
」
と
述
懐
し
て
い
る
。
ま
さ
に
「
寺
刹
令
」
発
布 

に
お
け
る
当
局
の

意
図
が
明
確
に
確
認
さ
れ
る
場
面
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
植
民
地
朝
鮮
に
お
け
る
キ

リ
ス
ト
教
の
急
速
な
広
が
り⑯
、
特
に
西
洋
宣
教
師
た
ち
に
よ
る
積
極
的
な
伝
道
活
動

に
危
機
感
を
感
じ
た
総
督
府
は⑰
、
キ
リ
ス
ト
教
に
対
抗
さ
せ
る
た
め
に
朝
鮮
仏
教
を

利
用
す
る
と
い
う
発
想
か
ら
「
寺
刹
令
」
を
発
布
し
た
の
だ
と
い
う
推
論
が
可
能
に
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な
る
。
そ
の
際
、
日
本
仏
教
各
派
が
朝
鮮
寺
院
の
管
理
権
を
獲
得
し
て
い
く
過
程
で

生
じ
る
民
族
的
な
葛
藤
や
矛
盾
の
処
理
対
策
、
ま
た
前
述
し
た
よ
う
な
朝
鮮
寺
院
に

関
わ
る
財
産
の
「
内
地
」
へ
の
管
理
・
帰
属
問
題
の
複
雑
さ
を
さ
け
、
ま
た
一
方
で

は
、朝
鮮
民
族
に
よ
る
朝
鮮
仏
教
を
奨
励
す
る
と
い
う
懐
柔
策
の
一
環
と
し
て
も「
寺

刹
令
」
は
妥
当
な
政
策
と
し
て
施
行
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う⑱
。

三　
『
心
田
開
発
に
関
す
る
講
演
集
』
の
緊
張
を
読
み
解
く

「
寺
刹
令
」
発
布
の
帝
国
史
的
な
意
味
も
そ
う
で
あ
る
が
、こ
の
高
橋
の
発
言
に
は

本
稿
の
意
図
に
つ
な
が
る
も
っ
と
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
が
表
れ
て
い
る
。「
朝
鮮
の
民
衆

の
為
に
適
当
な
る
宗
教
を
起
す
」
こ
と
や
「
朝
鮮
民
衆
に
信
仰
を
与
へ
る
」
と
い
う

こ
と
。
植
民
地
統
治
初
頭
に
お
い
て
構
想
さ
れ
て
い
た
、
植
民
地
当
局
に
よ
っ
て
被

植
民
地
民
に
対
し
て
「
宗
教
を
起
こ
す
」
こ
と
、
ま
た
「
信
仰
を
与
へ
る
」
こ
と
が

必
要
か
つ
可
能
で
あ
る
と
す
る
こ
の
よ
う
な
暴
力
的
な
発
想
は
、
実
は
一
九
三
〇
年

代
の
心
田
開
発
運
動
期
に
ま
で
連
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。宇
垣
の
日
記
に
見
え
る「
信

仰
の
対
象
と
す
べ
き
」
と
い
う
発
言
に
こ
そ
そ
の
発
想
が
表
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

神
道
、
儒
教
、
仏
教
、
キ
リ
ス
ト
教
の
何
れ
か
を
、
ま
た
は
そ
れ
ら
全
部
を
適
切
に

利
用
す
る
と
い
っ
た
結
論
に
い
た
る
前
の
段
階
、
つ
ま
り
「
信
仰
の
対
象
」
を
決
め

る
作
業
が
必
要
か
つ
可
能
で
あ
る
と
い
っ
た
発
想
に
、
心
田
開
発
運
動
の
帝
国
史
的

意
義
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
一
言
で
い
え
ば
、
植
民
地
当
局
が
植
民
地
朝
鮮
の
信
仰

さ
れ
る
べ
き
宗
教
を
政
策
的
に
決
め
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
だ

ろ
う
か
。
前
述
し
た
「
キ
リ
ス
ト
教
対
策
」
と
い
う
側
面
に
私
は
重
き
を
置
い
て
い

る
が
、
本
稿
で
は
そ
の
結
論
を
急
ぐ
前
に
ま
ず
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が

あ
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、
こ
の
政
策
に
対
す
る
助
言
者
と
し
て
心
田
開
発
政
策
に
意

見
を
提
出
す
る
形
で
参
加
し
て
い
た
人
々
の
発
言
を
確
認
し
て
、
彼
ら
の
交
わ
す
発

言
の
な
か
に
流
れ
て
い
た
緊
張
と
、
そ
れ
ら
の
発
言
が
向
か
っ
て
い
た
地
点
に
存
在

す
る
も
の
、
対
象
、
つ
ま
り
何
を
対
象
に
し
て
議
論
を
交
わ
し
て
い
た
の
か
を
確
認

し
て
お
こ
う
。

ま
ず
は
、『
心
田
開
発
に
関
す
る
講
演
集
』
の
目
次
か
ら
参
加
者
と
演
題
に
つ
い
て

確
認
し
て
お
こ
う
。

目
次

朝
鮮
の
固
有
信
仰
（
上
）・（
下
） 

…
…
…
…
朝
鮮
史
編
修
会
委
員 

崔
南
善

同 

…
…
…
…
同 

李
能
和

同 

…
…
…
…
朝
鮮
総
督
府
嘱
託 

村
山
智
順

同
（
天
神
の
信
仰
） 

…
…
…
…
京
城
帝
国
大
学
教
授 

秋
葉
隆

心
田
開
発
と
仏
教 

…
…
…
…
京
都
清
水
寺
貫
主 

大
西
良
慶

朝
鮮
仏
教
大
観 

…
…
…
…
朝
鮮
史
編
修
会
委
員 

李
能
和

朝
鮮
の
仏
教
と
民
間
信
仰 

…
…
…
…
京
城
帝
国
大
学
教
授 

赤
松
智
城

朝
鮮
仏
教
の
歴
史
的
依
他
性 

…
…
…
…
同 

高
橋
亨

儒
教
の
有
す
る
宗
教
性 

…
…
…
…
同 

同
人

神
仏
の
信
仰 

…
…
…
…
同 

白
井
成
允

仏
教
は
実
行
に
あ
り 

…
…
…
…
五
台
山
上
院
寺 

方
漢
巌

予
と
基
督
教 

…
…
…
…
中
央
基
督
教
青
年
会
会
長 

尹
致
昊

儒
教
の
真
髄 

…
…
…
…
経
学
院
大
提
学 

鄭
萬
朝

菩
薩
道
と
し
て
の
観
音
信
仰 

…
…
…
…
妙
心
寺
別
院
住
職 

華
山
大
義

朝
鮮
儒
教
大
観 

…
…
…
…
経
学
院
副
提
学 

鄭
鳳
時

宗
教
の
必
要
性 

…
…
…
…
京
城
カ
ト
リ
ッ
ク
司
祭 

 

ジ
ョ
セ
フ
・

ボ
ー
ダ
ン

神
社
の
お
話 

…
…
…
…
朝
鮮
神
宮
宮
司 

 

阿
知
和
安

彦

基
督
教
の
真
髄 

…
…
…
…
朝
鮮
基
督
教
長
老
会
総
務 

鄭
仁
果
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心
地
の
開
拓 

…
…
…
…
春
畝
山
博
文
寺
住
職 

上
野
舜
頴

全
部
一
七
名
で
、
京
城
帝
国
大
学
の
日
本
人
学
者
を
は
じ
め
、
崔
南
善
や
李
能
和

と
い
っ
た
朝
鮮
人
エ
リ
ー
ト
学
者
、
そ
し
て
仏
教
、
儒
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、
神
社
界

の
い
わ
ゆ
る
「
名
士
」
た
ち
か
ら
講
演
を
し
て
も
ら
っ
て
意
見
交
換
を
行
っ
た
の
で

あ
る
。
朝
鮮
総
督
府
は
こ
れ
ら
の
人
物
た
ち
を
集
め
て
何
か
話
を
す
る
よ
う
に
と
求

め
た
の
で
あ
る
。
一
見
、
各
宗
派
の
代
表
者
た
ち
と
学
界
の
専
門
家
を
た
だ
集
め
て

い
る
だ
け
の
「
会
」
に
も
み
え
る
が
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
呼
ん
だ
側
の
総
督
府

の
意
図
、
つ
ま
り
「
信
仰
の
対
象
」
を
決
め
よ
う
と
す
る
意
図
の
存
在
を
念
頭
に
置

き
、
そ
れ
を
（
あ
る
い
は
総
督
府
か
ら
求
め
ら
れ
て
い
た
何
か
を
）
感
知
し
つ
つ
発
言
し

て
い
る
人
と
の
間
に
お
け
る
緊
張
感
と
い
う
も
の
を
見
極
め
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
、
総
督
府
側
が
求
め
て
い
た
も
の
の
中
身
を
講
演
者
た
ち
の
発
言
の
な
か
か

ら
逆
照
し
て
探
っ
て
み
よ
う
。「
朝
鮮
の
固
有
信
仰

0

0

0

0

0

0

0

に
就
て
何
か
話
し
て
呉
れ
と
の

事
」（
崔
南
善
、
傍
点
は
引
用
者
、
以
下
同
様⑲
）、「
民
間
の
信
仰

0

0

0

0

0

の
対
象
」「
民
間
に
於
け

0

0

0

0

0

る
信
仰

0

0

0

の
意
識
」（
村
山
智
順⑳
）、「
固
有
信
仰

0

0

0

0

に
就
て
何
か
話
を
せ
よ
と
の
事
」（
秋
葉

隆㉑
）
な
ど
。
つ
ま
り
、総
督
府
側
は
講
演
者
た
ち
に
朝
鮮
の
民
間
の
信
仰
が
何
か
、ま

た
は
朝
鮮
の
「
固
有
信
仰
」
た
る
も
の
が
何
で
あ
ろ
う
か
に
つ
い
て
話
を
求
め
て
い

た
こ
と
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
「
今
日
信
仰
の
対
象
と
し
て
何
が
一
番
良
い

か
」（
秋
葉
隆㉒
）、「
然
ら
ば
ど
う
い
ふ
宗
教
を
信
仰
し
た
な
ら
ば
宜
敷
い
か
」（
大
西
良

慶㉓
）、「
朝
鮮
の
民
衆
を
宗
教
的
に
、
道
徳
的
に
導
い
て
行
く
為
に
ど
う
い
ふ
風
に
し

た
ら
よ
い
の
で
あ
る
か
」「
民
衆
の
信
仰
を
ど
う
す
べ
き
か
」（
白
井
成
允㉔
）、「
朝
鮮
の

現
存
宗
教
乃
至
信
仰
問
題
に
就
て
話
を
せ
よ
と
の
申
出
」（
方
漢
巖㉕
）、「
朝
鮮
の
宗
教

を
如
何
に
し
て
指
導
す
る
か
と
い
ふ
や
う
な
問
題
」（
華
山
大
義㉖
）
な
ど
で
、
総
督
府

が
政
策
的
に
ど
う
い
う
宗
教
を
も
っ
て
朝
鮮
の
民
衆
を
指
導
す
れ
ば
よ
い
の
か
、
朝

鮮
の
民
間
信
仰
を
ど
の
よ
う
に
扱
え
ば
よ
い
の
か
、
朝
鮮
の
民
衆
に
ど
の
よ
う
な
宗

教
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
っ
た
こ
と
に
対
す
る
意
見
を
求
め
て
い
た
の

で
あ
る
。
要
す
る
に
、
総
督
府
側
が
心
田
開
発
政
策
で
一
次
的
に
問
題
に
し
て
い
る

と
こ
ろ
は
、
朝
鮮
の
民
衆
、
民
間
、
大
衆
の
信
仰
的
な
在
り
方
が
ど
の
よ
う
な
も
の

な
の
か
を
具
体
的
に
把
握
し
、
そ
れ
を
ど
う
扱
う
べ
き
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
れ
を
講
演
者
た
ち
の
以
上
の
発
言
か
ら
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
そ

れ
は
ま
さ
に
朝
鮮
の
民
間
に
お
け
る
「
巫
の
世
界
」
で
あ
っ
た
の
だ
。
ま
た
た
と
え

ば
、「
只
今
御
紹
介
を
頂
き
ま
し
た
御
言
葉
に
依
り
ま
す
と
、
私
は
日
本
神
道
に
就
て

明
る
い
の
み
な
ら
ず
、
又
朝
鮮
の
固
有
信
仰

0

0

0

0

0

0

0

と
い
っ
た
や
う
な
方
面
に
就
て
も
か
な

り
蘊
蓄
が
あ
る
や
う
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
」（
阿
知
和
安
彦㉗
）
の
よ
う
に
、
仏
教
や

神
社
に
関
し
て
の
話
を
す
る
場
合
に
お
い
て
も
朝
鮮
の
固
有
信
仰
と
の
関
連
性
が
求

め
ら
れ
て
い
た
。

こ
こ
ま
で
の
推
論
で
確
認
で
き
る
こ
と
は
、
総
督
府
側
は
朝
鮮
に
お
け
る
「
巫
の

世
界
」
の
存
在
に
対
し
て
、
心
田
開
発
政
策
を
通
し
て
何
か
「
宗
教
を
起
こ
す
」
こ

と
で
、
ま
た
「
信
仰
を
与
へ
る
」
こ
と
で
「
朝
鮮
の
民
衆
を
宗
教
的
に
、
道
徳
的
に

導
い
て
行
く
」
政
策
の
施
行
を
考
え
て
い
た
と
み
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
だ
ろ

う
。
少
な
く
と
も
上
記
の
課
題
を
与
え
ら
れ
た
講
演
者
た
ち
は
そ
の
よ
う
に
総
督
府

側
の
意
図
を
認
識
し
て
い
た
可
能
性
は
高
い
。
し
か
し
、
講
演
者
た
ち
の
反
応
は
意

外
と
そ
の
よ
う
な
総
督
府
側
の
意
図
を
裏
切
る
も
の
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
崔

南
善
は
次
の
よ
う
に
答
え
た
。

心
田
開
発
と
言
ふ
こ
と
は
、
結
局
其
の
人
の
真
心
を
呼
び
起
こ
す
こ
と
が
、
そ

の
始
め
で
で
も
あ
り
又
終
り
で
で
も
あ
る
べ
き
も
の
（
中
略
）
外
か
ら
幾
等
之
を

注
入
し
や
う
と
致
し
ま
し
て
も
、
之
を
受
け
入
れ
る
観
応
作
用
が
起
ら
ね
ば
、

其
の
効
果
は
挙
ら
ぬ
の
で
あ
り
ま
す
。
如
何
に
優
れ
た
頭
で
考
へ
、
如
何
に
権

力
づ
く
で
之
を
伝
へ
や
う
と
致
し
ま
し
て
も
、
之
を
受
け
入
れ
る
素
地
が
な

か
っ
た
な
ら
ば
、
寧
ろ
強
ひ
ら
る
れ
ば
強
ひ
ら
れ
る
程
、
反
撥
を
現
は
す
筈㉘
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崔
南
善
は
こ
こ
で
、
外
か
ら
何
か
を
与
え
る
こ
と
よ
り
は
「
其
の
人
の
真
心
を
呼

び
起
こ
す
こ
と
」
を
要
求
し
て
い
る
。
崔
南
善
に
と
っ
て
「
其
の
人
の
真
心
」
と
い

う
も
の
が
、
す
で
に
朝
鮮
の
人
々
が
持
っ
て
い
る
固
有
信
仰
と
し
て
の
檀
君
信
仰
を

想
定
し
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が㉙
、
彼
の
こ
の
発
言
に
は
総
督
府
の
意
図

に
潜
在
す
る
強
圧
的
な
政
策
が
も
た
ら
し
う
る
危
険
性
に
対
す
る
警
戒
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。総
督
府
が
朝
鮮
の
民
間
信
仰
に
対
し
て「
権

力
づ
く
で
之
を
伝
へ
や
う
と
」
す
れ
ば
、「
強
ひ
ら
る
れ
ば
強
ひ
ら
れ
る
程
、
反
撥
を

現
は
す
筈
」
で
あ
る
と
、
崔
南
善
は
総
督
府
の
意
図
に
対
す
る
朝
鮮
民
衆
の
反
応
を

予
想
し
て
迂
回
的
に
批
判
す
る
姿
勢
を
見
せ
て
い
る
。
ま
た
崔
南
善
の
こ
の
よ
う
な

迂
回
的
な
姿
勢
は
む
し
ろ
日
本
人
宗
教
者
、
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
よ
り
明
確
に
表
れ

て
い
た
。「
朝
鮮
在
来
の
宗
教
信
仰
に
し
ま
し
て
も
、少
し
位
悪
い
所
が
あ
る
か
ら
と

い
っ
て
、
之
を
全
部
取
り
去
っ
て
、
他
に
新
に
之
に
代
る
べ
き
宗
教
を
作
っ
て
与
へ

る
と
い
ふ
こ
と
は
感
心
し
た
事
と
は
思
へ
な
い
」（
華
山
大
義㉚
）、「
新
し
く
理
想
的
な

宗
教
を
創
造
し
て
与
へ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
と
い
ふ
こ
と
に
も
な
っ
て
来
る
か
も
知

れ
ま
せ
ん
が
、
然
し
さ
う
い
ふ
こ
と
は
つ
ま
り
大
宗
教
家
の
出
現
に
俟
つ
よ
り
外
に

道
が
無
い
」「
今
俄
か
に
新
し
い
理
想
的
な
宗
教
を
創
造
し
て
、所
謂
新
宗
教
の
開
祖

の
仕
事
の
や
う
な
こ
と
を
上
か
ら
一
般
民
衆
に
与
へ
て
や
る
と
い
ふ
や
う
な
こ
と

は
、
少
々
馬
鹿
げ
た
考
へ
」（
秋
葉
隆㉛
）
と
ま
で
い
わ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
総
督
府
の

求
め
に
対
し
て
も
っ
と
も
冷
淡
な
姿
勢
を
隠
さ
な
か
っ
た
の
は
、
当
時
朝
鮮
仏
教
界

の
大
僧
で
あ
っ
た
方
韓
巌
で
あ
っ
た
。

貴
方
達
の
お
話
で
は
何
も
解
ら
ぬ
か
ら
と
い
ふ
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
惟

だ
何
も
解
ら
ぬ
か
ら
教
へ
て
で
は
困
り
ま
す
。
解
ら
ぬ
と
い
は
れ
る
の
は
ど
こ

で
、
ど
う
い
ふ
点
が
解
し
兼
ね
る
か
、
本
当
に
解
ら
ぬ
所
乃
至
は
聞
き
度
い
所

を
具
体
的
に
仰
せ
に
な
れ
ば
識
っ
て
い
る
所
は
お
答
へ
し
ま
す
が
、
惟
だ
解
ら

ぬ
か
ら
だ
け
で
は
本
当
に
困
り
ま
す32

何
も
演
説
を
し
た
り
、
講
演
を
し
た
り
し
て
、
宣
伝
に
努
め
な
く
と
も
、
自
然

に
仏
教
は
興
隆
す
る
と
信
ず
る33

一
方
、
中
央
基
督
教
青
年
会
会
長
と
し
て
参
加
し
た
尹
致
昊
の
話
は
他
の
講
演
者

た
ち
と
は
妙
に
異
な
る
入
り
方
を
し
て
い
た
。「
お
前
が
キ
リ
ス
ト
教
を
信
仰
す
る
に

至
っ
た
動
機
は
何
か
と
尋
ね
ら
れ
る
で
あ
り
ま
せ
う
」「
何
故
に
私
が
キ
リ
ス
ト
教
の

信
仰
生
活
に
入
っ
た
か
と
い
ふ
こ
と
34

」
か
ら
話
を
起
こ
す
尹
致
昊
の
姿
勢
、も
し
そ

の
よ
う
な
話
を
す
る
よ
う
に
と
総
督
府
か
ら
求
め
ら
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で

心
田
開
発
政
策
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
位
置
が
少
し
見
え
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
こ

こ
で
、「
お
前
が
キ
リ
ス
ト
教
を
信
仰
す
る
に
至
っ
た
動
機
は
何
か
」
と
尋
ね
る
側

と
、
尋
ね
ら
れ
て
い
る
側
と
の
発
話
の
距
離
、
位
置
は
、
た
と
え
ば
、
前
記
し
た
方

韓
巌
に
対
す
る
尋
ね
方
「
何
も
解
ら
ぬ
か
ら
教
え
て
」
や
そ
の
他
に
「
ど
う
い
ふ
宗

教
を
信
仰
し
た
な
ら
ば
宜
敷
い
か
」「
民
衆
の
信
仰
を
ど
う
す
べ
き
か
」
と
い
っ
た
尋

ね
方
と
は
全
く
そ
の
性
質
が
異
な
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
丁
寧
な
「
ご
依
頼
」
だ
っ

た
の
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
が
、
単
な
る
そ
の
表
現
の
問
題
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト

教
者
に
対
し
て
求
め
る
話
の
内
容
自
体
に
、
当
局
に
と
っ
て
の
キ
リ
ス
ト
教
は
朝
鮮

の
「
巫
の
世
界
」
と
と
も
に
「
ど
う
す
る
べ
き
か
」
に
属
す
る
存
在
と
し
て
心
田
開

発
政
策
の
な
か
に
位
置
し
て
い
た
と
見
る
こ
と
は
、
憶
測
に
過
ぎ
な
い
こ
と
で
は
な

か
ろ
う
。
総
督
府
に
と
っ
て
朝
鮮
の
「
巫
の
世
界
」
が
一
次
的
な
問
題
で
あ
っ
た
と

す
れ
ば
、
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
教
も
朝
鮮
民
衆
の
信
仰
を
啓
発
し
、「
巫
の
世
界
」
に
対

し
て
何
か
信
仰
を
与
え
得
る
宗
教
的
な
存
在
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
前
提
の

内
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
も
そ
も
「
入
信
の
動
機
」
な
ん
か
を
尋
ね
る
こ
と
は
必

要
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
キ
リ
ス
ト
教
者
の
立
場
か
ら
朝
鮮
民
衆
の
信
仰
を
ど
う
思
う

の
か
を
尋
ね
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
対
し
て
自
己
の
存
在

根
拠
を
求
め
る
こ
と
の
暴
力
性
に
注
意
す
れ
ば
理
解
で
き
る
状
況
で
も
あ
ろ
う
。
実

際
、
植
民
地
統
治
が
始
ま
っ
て
以
来
、
西
洋
宣
教
師
を
中
心
に
キ
リ
ス
ト
教
は
朝
鮮
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の
民
間
信
仰
に
つ
い
て
多
く
の
研
究
を
行
っ
て
お
り
、
村
山
智
順
、
秋
葉
隆
、
赤
松

智
城
な
ど
の
朝
鮮
民
間
信
仰
研
究
は
西
洋
宣
教
師
た
ち
の
そ
れ
と
競
争
関
係
に
あ
っ

た
こ
と
を
も
こ
こ
で
喚
起
し
て
お
こ
う
35

。

講
演
会
の
場
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
眼
差
し
に
つ
い
て
も
う
少
し
講
演
者
た

ち
の
発
言
を
み
て
み
よ
う
。「
朝
鮮
に
於
け
る
耶
蘇
教
は
未
だ
朝
鮮
化
し
て
居
な
い
も

の
で
あ
る
。
従
っ
て
基
督
教
に
依
っ
て
朝
鮮
民
衆
の
精
神
的
生
活
を
豊
富
に
す
る
こ

と
は
ま
だ
ま
だ
困
難
」（
高
橋
享36
）
で
あ
り
、「
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
に
於
て
は
、
キ
リ

ス
ト
教
が
広
ま
っ
て
行
く
所
、例
へ
ば
ギ
リ
シ
ャ
に
広
ま
っ
て
は
、ギ
リ
シ
ャ
の
神
々

は
死
ん
で
し
ま
は
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
ロ
ー
マ
に
広
ま
れ
ば
、
ロ
ー
マ
の
神
々
は

死
ん
で
し
ま
は
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
そ
し
て
た
だ
キ
リ
ス
ト
の
神
一
人
だ
け
が
拝

ま
れ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」（
白
井
成
允37
）、
ま
た
、「（
仏
教
は
）
何
時
も
包
容
性
、
そ

の
土
地
の
民
族
の
有
っ
て
を
る
神
様
を
皆
悉
く
拝
ん
で
行
き
ま
し
て
、
決
し
て
拒
否

排
斥
す
る
態
度
を
執
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
教
に
な
り
ま
す
と
、

こ
の
方
面
が
大
変
厳
格
で
、
神
と
謂
へ
ば
天
に
在
し
ま
す
唯
一
の
神
で
、
そ
れ
以
外

の
神
を
拝
む
こ
と
は
真
の
神
を
冒
涜
す
る
と
い
ふ
の
で
あ
り
ま
す
」（
佐
藤
泰
舜38
）
な

ど
の
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
厳
し
い
眼
差
し
の
な
か
で
尹
致
昊
は
発
言
し

て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
他
の
講
演
者
た
ち
が
、
だ
と
え
ば
、「
朝
鮮
に
於
て
は
仏
教
が

一
番
適
当
で
あ
ら
う
」（
大
西
良
慶39
）、「
観
音
様
の
信
仰
を
正
し
く
助
長
し
て
行
く
こ

と
が
一
番
結
構
」（
華
山
大
義40
）
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
自
分
の
宗
教
の

競
争
力
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
た
の
に
対
し
、
キ
リ
ス
ト
教
者
と
し
て
「
キ
リ
ス
ト
教

が
一
番
よ
い
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
と
て
も
い
え
な
い
立
場
に
置
か
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
司
祭
と
し
て
講
演
を
し
た
ジ
ョ
セ
フ
・
ボ
ー
ダ
ン
も
、「
カ
ト

リ
ッ
ク
は
そ
れ
が
行
は
れ
て
い
る
国
々
の
特
性
を
無
視
し
て
は
い
ま
せ
ん
。
即
ち
そ

の
国
の
国
体
、国
民
性
の
特
性
を
無
視
し
な
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。（
中
略
）カ
ト
リ
ッ

ク
を
信
ず
る
事
に
依
っ
て
毫
も
自
己
の
国
民
性
自
己
乃
至
そ
の
愛
国
心
を
喪
失
す
る

と
い
ふ
事
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す41
」
と
、
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

さ
て
、
朝
鮮
民
衆
の
民
間
信
仰
で
あ
る
「
巫
の
世
界
」
を
「
ど
う
す
る
べ
き
か
」

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、彼
ら
の
答
え
は
大
同
小
異
で
あ
っ
た
。
民
間
に
お
け
る「
巫

の
世
界
」
こ
そ
「
朝
鮮
人
の
本
然
精
神
」「
東
方
世
界
に
於
け
る
普
遍
原
理
」（
崔
南

善42
）
で
あ
り
、「
東
洋
或
は
世
界
の
文
化
史
上
よ
り
し
て
没
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
」（
村

山
智
順43
）
と
し
て
、
撲
滅
や
抑
圧
の
対
象
で
は
な
く
、
善
導
す
べ
き
信
仰
の
対
象
で
あ

る
と
主
張
す
る
の
で
あ
っ
た
。「
巫
覡
も
溯
源
的
に
は
軽
視
蔑
視
す
べ
き
も
の
で
は
な

く
」「
徒
ら
に
撲
滅
掃
蕩
を
云
為
す
べ
き
も
の
で
な
」
い
（
崔
南
善44
）。「
民
衆
の
固
有

信
仰
た
る
精
霊
信
仰
を
適
当
に
指
導
し
て
之
を
次
第
に
啓
発
し
、
発
達
せ
し
む
る
こ

と
に
依
っ
て
始
め
て
宗
教
的
な
心
田
開
発
に
著
実
な
其
の
一
歩
を
進
め
得
る
」（
村
山

智
順45
）「
朝
鮮
に
於
け
る
固
有
信
仰
で
世
界
的
な
も
の
」
は
「
天
神
（
하
나
님
）
の
信

仰
」
で
あ
り
「
一
の
民
族
、
一
の
国
民
だ
け
に
限
ら
れ
た
偏
狭
な
信
仰
で
は
」
な
く

「
之
を
善
導
す
れ
ば
世
界
的
な
宗
教
意
識
と
な
り
得
る
可
能
性
」（
秋
葉
隆46
）
を
持
つ
も

の
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
赤
松
智
城
も
「
心
田
開
発
の
提
唱
の
一
重
点
が
、
わ
が
朝
鮮

の
民
間
大
衆
の
心
田
を
開
発
し
、
そ
の
信
仰
心
を
啓
培
す
る
こ
と
に
あ
る
と
し
ま
す

れ
ば
、
そ
の
大
衆
の
信
念
即
ち
そ
の
通
俗
な
信
仰
を
考
へ
て
見
る
こ
と
は
実
に
最
も

緊
要
な
こ
と47
」
で
あ
り
、「
民
間
大
衆
に
本
来
与
へ
ら
れ
て
い
る
宗
教
的
情
操
を
徒
ら

に
軽
侮
し
た
り
弾
圧
し
た
り
、
撲
滅
し
や
う
と
す
る
こ
と
」
が
「
最
も
警
戒
を
要
す

る
こ
と48
」
だ
と
強
調
し
た
。
仏
教
を
積
極
的
に
利
用
す
る
こ
と
で
「
巫
の
世
界
」
を

浄
化
し
得
る
と
い
う
認
識
が
多
く
、「
朝
鮮
の
昔
か
ら
伝
つ
て
い
る
固
有
の
民
間
信
仰

と
い
う
ふ
も
の
を
退
け
る
の
で
な
く
て
、（
中
略
）
そ
の
中
に
本
当
に
真
実
な
も
の
を

導
い
て
、
そ
れ
を
高
い
道
徳
的
な
教
と
し
て
引
上
げ
て
行
く
さ
う
い
ふ
や
う
に
す
る

為
に
仏
教
の
信
仰
と
い
ふ
も
の
は
非
常
に
包
容
力
の
あ
る
」（
白
井
成
允49
）
と
す
る
も

の
で
あ
っ
た
。
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鮮
総
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心
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の
宗
教
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論
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四　

お
わ
り
に

『
天
理
時
報
朝
鮮
版
』
の
一
九
三
五
年
五
月
か
ら
は
、心
田
開
発
運
動
に
関
す
る
全

国
的
な
講
演
会
記
事
が
増
え
て
い
く50
。
ま
た
同
年
七
月
二
八
日
に
は
朝
鮮
仏
教
界
に

お
い
て
「
朝
鮮
仏
教
心
田
開
発
事
業
促
進
発
起
会
」
が
行
わ
れ
、
心
田
開
発
記
念
に

関
す
る
件
と
朝
鮮
仏
教
の
総
本
山
設
立
に
関
す
る
件
が
論
議
さ
れ
た51
。
翌
年
三
六
年

一
月
に
は
同
政
策
を
活
性
化
さ
せ
る
た
め
に
朝
鮮
総
督
府
学
務
局
の
宗
教
係
が
宗
教

課
に
昇
格
す
る
な
ど
、
心
田
開
発
政
策
は
同
時
期
の
植
民
地
朝
鮮
に
お
け
る
全
社
会

的
な
運
動
と
し
て
動
き
始
め
て
い
た
。本
稿
で
は
そ
の
政
策
の
思
想
的
な
側
面
を『
心

田
開
発
に
関
す
る
講
演
集
』
の
な
か
か
ら
考
察
し
て
み
た
。

「
心
田
開
発
」
と
い
う
言
葉
自
体
、
政
策
の
目
的
や
方
向
の
具
体
性
を
欠
く
「
空

虚
」
な
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
ま
た
、
宗
教
を
動
員
し
て
の
国
民

精
神
統
合
政
策
で
あ
っ
た
と
そ
の
意
義
を
説
明
す
る
に
し
て
も
、
や
は
り
ピ
ン
と
来

な
い
も
の
が
残
る
。要
す
る
に
朝
鮮
総
督
府
は
何
を
ど
う

0

0

0

0

し
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
何
故

0

0

。
植
民
地
民
の
精
神
を
統
合
す
る
た
め
に
、
と
い
う
皮
相
的
な
説
明
に

具
体
像
が
与
え
ら
れ
る
そ
の
対
象
と
目
的
、
方
法
を
仮
設
的
に
で
も
描
き
出
そ
う
と

し
た
の
が
本
稿
の
狙
い
で
あ
っ
た
。「
施
政
二
十
五
年
」
の
植
民
地
権
力
は
、植
民
地

朝
鮮
の
大
多
数
を
占
め
る
朝
鮮
民
衆
の
宗
教
的
領
域
が
、
上
層
部
の
儒
学
・
儒
教
や

「
山
中
仏
教
」
の
世
界
と
も
共
存
し
な
が
ら
も
よ
り
広
範
に
、ま
た
民
衆
生
活
の
深
部

を
成
す
も
の
と
し
て
強
烈
に
存
在
し
て
い
た
民
間
信
仰
、「
固
有
信
仰
」、「
巫
の
世

界
」
に
あ
っ
た
こ
と
に
気
づ
い
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
同
じ
外
部
者

と
い
う
意
味
で
の
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
師
た
ち
に
よ
る
、
農
村
へ
、
民
衆
へ
と
波
及
し

て
い
く「
啓
蒙
」的
な
布
教
戦
略
と
は
必
然
的
に
競
争
関
係
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
の
だ
ろ
う
。『
心
田
開
発
に
関
す
る
講
演
集
』
か
ら
、総
督
府
の
意
図
を
読
み
取
っ

て
み
る
と
、
そ
こ
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
も
の
は
、
対
象
と
し
て
の
「
巫
の
世
界
」

と
競
争
者
で
あ
り
な
が
ら
政
策
意
図
の
「
本
音
」
と
し
て
の
「
キ
リ
ス
ト
教
対
策
」

が
あ
っ
た
の
だ
、
と
い
う
よ
う
に
そ
の
政
策
の
対
象
と
目
的
を
具
体
化
し
て
み
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
そ
の
方
法
と
は
仏
教
を
優
遇
し
な
が
ら
の
宗
教
動
員
で

あ
っ
た
の
だ
。

一
方
、
帝
国
的
な
宗
教
状
況
と
い
う
側
面
か
ら
は
、
植
民
地
に
お
け
る
既
存
の
宗

教
的
領
域
を
植
民
地
権
力
が
ど
の
よ
う
に
扱
う
の
か
が
問
題
の
本
質
で
あ
っ
た
。
植

民
地
権
力
に
と
っ
て
は
、
植
民
地
の
民
間
信
仰
を
一
方
的
に
抑
圧
し
た
り
、
強
制
的

に
排
斥
し
た
り
す
る
こ
と
は
容
易
な
戦
略
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
「
心
田
開
発
」

と
い
う
曖
昧
な
言
葉
の
も
と
で
考
え
ら
れ
た
「
信
仰
の
付
与
」
や
「
善
導
」
も
、
本

論
で
見
て
き
た
よ
う
に
さ
ほ
ど
簡
単
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
心
田
開
発
運

動
の
立
案
段
階
に
お
け
る
助
言
者
た
ち
の
要
求
の
な
か
で
は
、
朝
鮮
の
民
衆
に
「
何

か
信
仰
を
与
え
る
」
と
す
る
な
ら
ば
そ
れ
は
「
朝
鮮
の
神
々
を
信
仰
さ
せ
よ
」
と
の

主
張
が
剥
き
出
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
主
張
は
、
朝
鮮
に
神
社
を
建
て
る

の
で
あ
れ
ば
「
朝
鮮
の
神
々
を
祀
る
べ
き
」
な
の
だ
と
い
う
主
張
に
つ
な
が
る
も
の

で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
若
し
、
こ
こ
ま
で
の
行
論
が
妥
当
だ
と
す
れ
ば
、
そ

れ
は
帝
国
の
混
淆
性
を
担
保
す
る
「
帝
国
宗
教
」
へ
の
志
向
性
が
こ
こ
に
表
れ
て
い

た
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
そ
の
後
、
朝
鮮
総
督
府
は
神
社
参
拝
の
強

制
に
本
格
的
に
乗
り
出
し
た
。
そ
し
て
結
局
の
と
こ
ろ
、
朝
鮮
の
神
々
が
帝
国
の
一

つ
の
神
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。

注本
研
究
は
科
研
費
基
盤
研
究
（
Ｃ
）「
植
民
地
朝
鮮
に
お
け
る
日
本
人
宗
教
者
に
関
す
る

基
礎
的
調
査
研
究
」（
研
究
番
号
：
１
８
Ｋ
０
０
０
９
０
）
の
助
成
を
受
け
て
い
る
。

①　

こ
こ
に
、朝
鮮
総
督
府
が
一
九
一
一
年
に
施
行
し
た
「
寺
刹
令
」
を
加
え
る
こ
と
も

で
き
る
が
、
微
妙
に
そ
の
性
格
が
異
な
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述

す
る
。

②　

金
泰
勲
「
唯
一
神
概
念
を
め
ぐ
る
知
の
競
争
―
赤
松
智
城
の
再
評
価
を
め
ぐ
っ
て
」

『
사
이
間
Ｓ
Ａ
Ｉ
』
第
一
一
号
、
国
際
韓
国
文
学
文
化
学
会
、
二
〇
一
一
年
、
一
五
六



二
一
二
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頁
。

③　

朝
鮮
仏
教
の
心
田
開
発
運
動
へ
の
協
力
に
関
す
る
研
究
と
し
て
林
慧
峰『
親
日
仏
教

論　

上
』
民
族
社
、第
二
章
第
三
節
「
心
田
開
発
運
動
」、一
九
九
三
年
、金
淳
碩
『
日

帝
時
代
朝
鮮
総
督
府
の
仏
教
政
策
と
仏
教
界
の
対
応
』
景
仁
文
化
社
、第
六
章
「
心
田

開
発
運
動
と
仏
教
界
」、
二
〇
〇
三
年
、
同
運
動
の
立
案
と
政
策
過
程
に
関
す
る
論
考

と
し
て
、韓
亘
煕
「
１
９
３
５
〜
３
７
年　

日
帝
の
心
田
開
発
政
策
と
そ
の
性
格
」『
韓

国
史
論
』
第
三
五
号
、一
九
九
六
年
、『
心
田
開
発
に
関
す
る
講
演
集
』
の
内
容
を
「
朝

鮮
人
観
」「
朝
鮮
宗
教
観
」
の
側
面
か
ら
考
察
し
た
川
瀬
貴
也
『
植
民
地
朝
鮮
の
宗
教

と
学
知
―
帝
国
日
本
の
眼
差
し
の
構
築
』
青
弓
社
、
第
五
章
「「
心
田
開
発
運
動
」
政

策
に
つ
い
て
」、
二
〇
〇
九
年
、
ま
た
、
神
社
政
策
の
側
面
か
ら
考
察
し
た
青
野
正
明

『
帝
国
神
道
の
形
成
―
植
民
地
朝
鮮
と
国
家
神
道
の
論
理
』
岩
波
書
店
、
第
二
章
「
国

体
明
徴
と
心
田
開
発
運
動
―
国
民
統
合
を
目
指
す
神
社
政
策
」、
二
〇
一
五
年
、
を
特

に
参
考
に
し
た
。

④　

川
瀬
前
掲
、
初
出
は
「
植
民
地
期
朝
鮮
に
お
け
る
〝
心
田
開
発
運
動
〞
政
策
」「
韓

国
朝
鮮
の
文
化
と
社
会
」
第
一
号
、
風
響
社
、
二
〇
〇
二
年
。

⑤　

同
右
、
一
八
〇
頁
。

⑥　

同
右
、
二
〇
八
〜
二
〇
九
頁
。

⑦　
『
宇
垣
一
成
日
記 

二
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
〇
年
、
九
五
七
頁
。

⑧　

韓
亘
煕
前
掲
論
文
、
一
五
一
頁
。

⑨　
『
宇
垣
一
成
日
記 

二
』、
九
九
七
頁
。

⑩　

金
淳
碩
『
日
帝
時
代 

朝
鮮
総
督
府
의 

仏
教
政
策
과 

仏
教
界
의 

対
応
』
景
仁
文
化

社
、
二
〇
〇
三
年
／
二
〇
〇
四
年
、
特
に
「
第
二
章　
「
寺
刹
令
」
의 

公
布
와 
朝
鮮

総
督
府
의 

教
団
掌
握
」、
한
동
민
「
寺
刹
令　

体
制
의 

歴
史
的 

背
景
과 

意
味
」 
大
韓

仏
教
曹
溪
宗
教
育
院
仏
学
研
究
所
編
『
仏
教
近
代
化
의 

展
開
와 

性
格
』
曹
溪
宗
出
版

社
、
二
〇
〇
六
年
、
を
参
照
。

⑪　

金
泰
勲
「
書
評　

中
西
直
樹
著
『
植
民
地
朝
鮮
と
日
本
仏
教
』」『
宗
教
研
究
』
八
八

巻
三
輯
、
二
〇
一
四
年
、
二
六
〇
頁
。

⑫　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、金
泰
勲
「
一
九
一
〇
年
前
後
に
お
け
る
「
宗
教
」
概
念
の
行
方

―
帝
国
史
の
観
点
か
ら
」
磯
前
順
一
・
尹
海
東
編
『
植
民
地
朝
鮮
と
宗
教
―
帝
国
史
・

国
家
神
道
・
固
有
信
仰
』
三
元
社
、
二
〇
一
三
年
を
参
照
。

⑬　

李
能
和
「
朝
鮮
仏
教
大
観
」『
心
田
開
発
に
関
す
る
講
演
集
』、
一
二
八
頁
。

⑭　

高
橋
亨
「
朝
鮮
仏
教
の
歴
史
的
依
他
性
」『
心
田
開
発
に
関
す
る
講
演
集
』、一
八
四

頁
。

⑮　

同
右
、
一
八
五
頁
。
な
お
、「
秋
山
法
学
博
士
」
は
秋
山
雅
之
介
（
一
八
六
六
〜

一
九
三
七
）
の
こ
と
と
推
定
さ
れ
る
。

⑯　

一
九
一
五
年
段
階
の
『
朝
鮮
総
督
府
官
報
』
集
計
に
よ
る
各
宗
派
の
布
教
所
数
と
信

徒
数
を
み
る
と
、
天
理
教
二
七
カ
所
、
二
一
五
八
三
名
、
神
理
教
五
カ
所
、
二
九
六
六

名
、
金
光
教
二
〇
カ
所
、
一
一
四
〇
〇
名
、
真
宗
本
願
寺
派
四
七
カ
所
、
三
七
〇
七
八

名
、
真
宗
大
谷
派
四
一
カ
所
、
二
四
六
八
七
名
、
真
宗
山
元
派
三
カ
所
、
四
〇
六
名
、

浄
土
宗
三
八
カ
所
、
一
一
〇
七
七
名
、
真
言
宗
醍
醐
派
二
カ
所
、
四
一
三
名
、
真
言
宗

各
派
聯
合
二
一
カ
所
、
七
六
四
五
名
、
曹
洞
宗
三
〇
カ
所
、
六
七
八
八
名
、
日
蓮
宗

二
〇
カ
所
、
二
八
五
一
名
、
法
華
宗
一
カ
所
、
七
七
一
名
、
臨
済
宗
妙
心
寺
派
四
カ

所
、
一
一
三
六
名
、
真
宗
佛
光
寺
派
一
カ
所
、
二
五
二
名
、
新
義
真
言
宗
豊
山
派
三
カ

所
、
七
七
〇
名
、
朝
鮮
寺
刹
一
八
九
カ
所
、
五
七
〇
二
三
名
、
日
本
メ
ソ
ヂ
ス
ト
教
会

一
〇
カ
所
、
六
二
二
名
、
日
本
基
督
教
会
九
カ
所
、
七
四
五
名
、　

日
本
組
合
基
督
教

会
七
一
カ
所
、
五
六
七
八
名
、
朝
鮮
耶
蘇
教
長
老
会
一
七
六
一
カ
所
、
一
一
九
六
〇
七

名
、
東
洋
宣
教
会
八
カ
所
、
四
七
七
名
、
大
東
教
会
七
カ
所
、
二
〇
〇
名
、
南
監
理
教

会
二
五
八
カ
所
、
八
七
三
七
名
、
美
監
理
教
会
五
五
二
カ
所
、
三
九
二
六
八
名
、
第
七

日
安
息
日
耶
蘇
再
臨
教
七
三
カ
所
、
九
四
一
名
、
聖
公
会
六
八
カ
所
、
五
七
二
四
名
、

救
世
軍
七
七
カ
所
、
三
三
二
六
名
、
天
主
公
教
五
四
カ
所
、
八
一
八
七
八
名
、
露
国
正

教
会
六
カ
所
、
五
二
六
名
と
な
っ
て
い
る
（『
朝
鮮
総
督
府
官
報
』
一
九
一
五
年

一
二
六
〇
号
一
三
、
一
四
面
）。
こ
の
集
計
は
各
宗
派
か
ら
の
申
告
に
よ
る
も
の
と
し

て
、
ど
こ
ま
で
そ
の
正
確
さ
が
信
用
可
能
な
の
か
の
問
題
は
あ
る
も
の
の
、
キ
リ
ス
ト

教
系
と
日
本
系
仏
教
や
新
宗
教
系
の
格
差
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑰　

朝
鮮
総
督
府
と
キ
リ
ス
ト
教
に
関
し
て
は
、
当
局
、
朝
鮮
の
キ
リ
ス
ト
教
者
、
西
洋

宣
教
師
、日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
多
角
的
な
観
点
か
ら
の
考
察
を
試
み
た
裵
貴
得

「
日
本
組
合
教
会
の
朝
鮮
伝
道
と
自
由
教
会
に
関
す
る
研
究
―
共
鳴
と
失
敗
の
は
ざ
ま

―
」（
立
命
館
大
学
博
士
学
位
論
文
、
二
〇
一
二
年
度
）
と
同
「
一
九
一
〇
年
代
、
崔

重
珍
自
由
教
会
と
そ
の
周
辺
―
「
蓄
妾
」
と
「
祭
祀
」
問
題
を
め
ぐ
っ
て
」
磯
前
順
一
・

尹
海
東
編
『
植
民
地
朝
鮮
と
宗
教
―
帝
国
史
・
神
道
・
固
有
信
仰
』
三
元
社
、
八
四
〜

一
一
一
頁
、
二
〇
一
三
年
が
参
考
に
な
る
。

⑱　
「
寺
刹
令
」
は
一
九
一
一
年
六
月
三
日
に
発
布
さ
れ
、
七
月
八
日
に
「
寺
刹
令
施
行



二
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三

朝
鮮
総
督
府
「
心
田
開
発
政
策
運
動
」
の
宗
教
談
論

521

規
則
」
八
条
発
布
、
九
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
。
こ
の
施
行
後
す
ぐ
、
同
月
か
ら
朝

鮮
総
督
府
は
平
安
道
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
へ
の
弾
圧
を
実
行
し
た
。
一
九
一
〇
年
一
二

月
、
寺
内
総
督
の
平
安
南
北
道
巡
視
の
と
き
、
暗
殺
計
画
の
陰
謀
未
遂
事
件
を
で
っ
ち

あ
げ
、翌
年
三
月
ま
で
六
〇
〇
余
名
を
逮
捕
し
た
。
そ
の
う
ち
監
理
教
会
牧
師
ら
四
名

が
拷
問
の
た
め
死
亡
す
る
な
ど
一
二
八
名
が
起
訴
さ
れ
、一
〇
五
名
が
有
罪
判
決
を
受

け
た
い
わ
ゆ
る
一
〇
五
人
事
件
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
教
弾
圧
で
あ
っ
た
。
韓
皙
曦『
日
本

の
朝
鮮
支
配
と
宗
教
政
策
』
未
来
社
、
一
九
九
六
年
（
初
版
は
一
九
八
八
年
）、
九
二

頁
を
参
照
。

⑲　
『
心
田
開
発
に
関
す
る
講
演
集
』、
一
頁
。

⑳　

同
右
、
五
三
頁
。

㉑　

同
右
、
七
三
頁
。

㉒　

同
右
。

㉓　

同
右
。
九
八
頁
。

㉔　

同
右
、
二
〇
一
、
二
〇
五
頁
。

㉕　

同
右
、
二
二
七
頁
。

㉖　

同
右
、
二
六
九
頁
。
華
山
大
義
は
臨
済
宗
妙
心
寺
派
朝
鮮
布
教
管
理
者
と
し
て
、

一
九
三
〇
年
一
月
三
一
日
に
前
任
者
後
藤
瑞
厳
か
ら
の
変
更
届
け
を
提
出
、朝
鮮
総
督

府
の
認
可
を
得
て
い
る
。後
藤
瑞
厳
は
一
九
二
九
年
八
月
一
三
日
に
同
管
理
者
に
就
任

し
、一
九
三
〇
年
二
月
一
〇
日
付
で
華
山
大
義
に
変
更
と
な
っ
た
。
当
時
の
臨
済
宗
妙

心
寺
派
別
院
の
所
在
地
は
京
畿
道
京
城
府
長
沙
洞
一
八
二
番
地（『
朝
鮮
総
督
府
官
報
』

一
九
三
〇
年
九
三
〇
号
三
面
、
九
三
二
号
三
面
、
九
四
九
号
五
、
六
面
）。

㉗　
『
心
田
開
発
に
関
す
る
講
演
集
』、
二
九
五
頁
。

㉘　

同
右
、
六
頁
。

㉙　

朝
鮮
の
固
有
信
仰
、
と
く
に
檀
君
信
仰
に
関
す
る
崔
南
善
の
議
論
は
、
日
鮮
同
祖
論

の
問
題
や
被
植
民
者
に
よ
る
統
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
転
覆
と
い
っ
た
問
題
に
お
い
て

非
常
に
重
要
な
論
点
と
な
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
沈
煕
燦
「「
方
法
」
と
し
て
の
崔

南
善

―
普
遍
性
を
定
礎
す
る
植
民
地
」
磯
前
順
一
・
尹
海
東
編
『
植
民
地
朝
鮮
と
宗

教
―
帝
国
史
・
国
家
神
道
・
固
有
信
仰
』
三
元
社
、
二
〇
一
三
年
。

㉚　
『
心
田
開
発
に
関
す
る
講
演
集
』、
二
七
〇
頁
。

㉛　

同
右
、
七
四
、
七
五
頁
。

32　

同
右
、
二
二
七
頁
。

33　

同
右
、
二
二
九
頁
。

34　

同
右
、
二
三
一
、
二
三
四
頁
。

35　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、金
泰
勲
前
掲
「
唯
一
神
概
念
を
め
ぐ
る
知
の
競
争
―
赤
松
智
城

の
再
評
価
を
め
ぐ
っ
て
」。

36　
『
心
田
開
発
に
関
す
る
講
演
集
』、
一
七
六
頁
。

37　

同
右
、
二
一
八
頁
。

38　

同
右
、
一
五
一
頁
。

39　

同
右
、
一
〇
〇
頁
。

40　

同
右
、
二
六
九
頁
。

41　

同
右
、
二
九
三
頁
。

42　

同
右
、
六
頁
。

43　

同
右
、
六
九
頁
。

44　

同
右
、
二
六
頁
。

45　

同
右
、
七
一
頁
。

46　

同
右
、
七
七
頁
。

47　

同
右
、
一
五
六
頁
。

48　

同
右
、
一
六
九
頁
。

49　

同
右
、
二
二
五
頁
。

50　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、金
泰
勲
前
掲
「
一
九
一
〇
年
前
後
に
お
け
る
「
宗
教
」
概
念
の

行
方
―
帝
国
史
の
観
点
か
ら
」
注
三
一
、
五
四
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

51　

金
淳
碩
前
掲
『
日
帝
時
代
朝
鮮
総
督
府
の
仏
教
政
策
と
仏
教
界
の
対
応
』、
一
六
八

頁
。

（
四
国
学
院
大
学
准
教
授
）


