
わ
れ
わ
れ
は
特
定
の
宗
教
を
考
え
る
と
き
、
ま
づ
一
定
の
教
義
体
系
や
、
こ
れ
を
信
仰
す
る
集
団
も
し
く
は
教
団
組
織
を
想
い
浮
か

べ
、
そ
の
各
々
の
体
系
や
個
々
の
教
団
を
一
つ
の
宗
教
と
見
な
し
、
そ
れ
ら
の
総
和
が
諸
宗
教
で
あ
る
よ
う
に
思
考
し
て
い
る
。
勿
論
そ

れ
ぞ
れ
の
体
系
や
組
織
の
整
理
や
制
度
化
は
、
実
際
に
は
程
度
の
差
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
そ
れ
ら
の
う
ち
に
は
対
立
関
係
、
相
反

敵
視
、
協
力
連
合
な
ど
が
見
ら
れ
区
々
と
し
て
一
様
で
は
な
く
一
つ
の
宗
教
と
し
て
の
単
位
は
必
ず
し
も
明
確
で
な
く
砿
だ
困
難
な
も
の

人
間
は
有
意
義
の
生
活
を
営
む
た
め
に
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
自
己
の
不
断
の
努
力
を
統
け
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
前
途
に
は
、

つ
ね
に
障
碍
物
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
体
力
に
は
限
界
が
あ
り
、
智
力
に
よ
っ
て
は
、
因
果
関
係
的
な
認
識
の
世
界
の
も
の
だ

け
が
解
決
さ
れ
る
に
止
ま
る
。
情
も
意
も
人
間
生
活
の
問
題
の
一
部
を
解
き
得
る
に
過
ぎ
な
い
。
人
生
の
本
義
に
徹
し
宇
宙
の
真
相
を
究

め
る
た
め
に
は
上
述
の
い
づ
れ
に
よ
る
も
、
な
お
不
十
分
で
あ
っ
て
、
体
力
を
超
越
し
智
情
意
の
い
わ
ゆ
る
精
神
力
を
止
揚
す
る
神
秘
な

力
に
依
存
す
る
ほ
か
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
神
秘
な
力
を
拠
点
と
し
て
そ
の
対
象
を
絶
対
な
る
も
の
に
求
め
よ
う
と
す
る
の
が
宗
教

も
あ
ろ
う
。

心
ま
た
は
宗
教
生
活
で
あ
ろ
う
。

宗
教
の
社
会
生
活
に
お
け
る
地
位
は
教
育
上
こ
れ
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
教
育
基
本
法
の
規
定
を
ま
つ
ま
で
も
な
く

宗
教
の
自
由
に
っ
い

小
て

林
誠
之
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か
く
し
て
近
代
文
明
諸
鬮
は
概
ね
宗
教
の
自
由
を
個
人
の
自
由
に
委
ね
て
い
る
。
わ
が
国
に
お
い
て
も
旧
憲
法
第
二
十
八
条
に
「
日
本

臣
民
ハ
安
寧
秩
序
ヲ
妨
ケ
ス
及
臣
民
タ
ル
ノ
義
務
二
背
カ
サ
ル
限
リ
ニ
於
テ
信
教
ノ
自
由
ヲ
有
ス
」
と
あ
り
、
ま
た
日
本
国
恋
法
第
二
十

条
は
「
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
。
」
と
規
定
し
て
い
る
。
と
も
に
一
般
的
に
信
教
の
自
由
を
保
障
し
た
規
定
と
い
わ
れ
て
い
る
。

、
、
、
、
、

日
本
国
憲
法
第
二
十
条
第
一
項
は
信
教
の
自
由
と
い
う
語
句
の
表
現
を
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
表
題
の
よ
う
に
宗
教
の
自
由
と
い
う
語

句
に
修
正
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
日
本
剛
憲
法
は
、
こ
れ
に
使
用
す
る
語
句
に
平
易
な
も
の
を
選
び
、
そ
の
表
現
に
も
平
明
を
期
し
た

こ
と
は
、
法
の
一
般
化
と
い
う
視
点
か
ら
し
て
答
ぶ
べ
き
こ
と
で
あ
る
が
精
練
を
欠
い
て
い
る
と
こ
ろ
が
少
く
な
い
。
（
拙
稿
「
法
の
一

般
化
と
日
本
国
憲
法
の
修
正
」
山
梨
大
学
部
研
究
報
告
第
一
七
号
一
九
六
六
）

宗
教
の
人
間
生
活
に
必
要
な
こ
と
は
何
人
も
こ
れ
を
認
む
ぺ
く
、
宗
教
心
は
ひ
と
り
個
人
の
徳
性
を
向
上
さ
せ
る
た
め
に
重
要
な
役
割
を

果
す
の
み
な
ら
ず
、
文
化
の
発
展
、
社
会
国
家
の
興
隆
に
貢
献
す
る
と
こ
ろ
も
決
し
て
少
く
な
い
。

宗
教
心
は
人
間
が
自
己
の
無
力
を
肯
定
し
絶
対
者
を
求
め
て
信
仰
の
対
象
と
し
、
そ
の
超
絶
的
な
力
に
依
存
し
て
人
生
の
本
義
に
徹
し

宇
宙
の
秘
奥
に
到
達
し
障
碍
を
除
去
し
自
ら
の
精
神
生
活
を
浄
化
し
、
安
心
立
命
を
得
ん
と
す
る
願
望
の
現
れ
で
あ
っ
て
、
人
間
か
ら
奪

う
べ
か
ら
ざ
る
基
本
的
な
自
由
で
あ
り
要
求
で
も
あ
る
。

ま
た
共
通
の
信
仰
に
生
き
る
も
の
が
相
寄
り
相
集
っ
て
宗
団
を
つ
く
り
、
そ
の
強
烈
な
信
仰
が
そ
の
宗
団
を
し
て
排
他
的
傾
向
を
強
く

す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
る
。
か
く
し
て
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
を
も
っ
た
各
宗
各
派
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
が
、
何
を
国
民
の
信
仰
の

基
準
と
す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
何
人
も
能
く
こ
れ
を
決
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
し
、
ま
た
他
人
に
信
仰
を
強
要
す
べ
き
で
も
な
い
こ
と

は
言
う
を
ま
た
な
い
。
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蓋
し
、
そ
の
理
由
は
原
文
の
犀
の
巴
○
日
具
吋
昌
嗅
○
口
一
⑳
唄
巨
胃
画
口
舜
の
ａ
ｓ
巴
一
の
訳
文
と
し
て
適
切
で
な
い
ば
か
り
で
な
く
、

こ
の
規
定
は
特
定
の
宗
教
を
信
仰
す
る
こ
と
の
自
由
、
宗
教
を
信
仰
し
な
い
こ
と
の
自
由
の
ほ
か
に
宗
教
活
動
、
宗
教
行
為
の
自
由
な
ど

、
、
、
、
、

を
保
障
し
た
規
定
で
も
あ
る
の
で
、
こ
れ
ら
一
連
の
内
容
か
ら
し
て
も
宗
教
の
自
由
と
い
う
語
句
に
改
む
べ
き
で
あ
る
。

思
う
に
、
日
本
剛
憲
法
第
二
十
条
が
信
教
と
い
う
語
を
使
用
し
た
の
は
旧
憲
法
が
信
教
の
自
由
と
い
う
語
句
を
使
用
し
て
い
た
た
め
、

こ
れ
と
令
致
さ
せ
る
と
い
う
意
図
に
よ
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
早
急
の
た
め
無
雑
作
に
使
用
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
が
実
怖
で
あ

ろ
う
か
。

日
本
国
憲
法
は
思
想
、
良
心
の
自
由
と
関
連
し
て
、
宗
教
信
仰
の
自
由
を
保
障
し
て
い
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
旧
憲
法
に
お
い
て
は

信
教
の
自
由
を
認
め
る
と
い
う
原
則
に
立
ち
な
が
ら
、
実
際
に
は
種
々
の
制
限
の
下
に
お
か
れ
て
い
た
。
い
ま
そ
の
障
碍
と
も
い
う
べ
き

も
の
に
つ
い
て
述
べ
る
と
、
先
づ
神
社
神
道
が
、
あ
た
か
も
国
教
的
取
扱
い
を
受
け
、
国
家
皇
室
か
ら
特
別
の
保
護
特
権
を
附
与
さ
れ
て

い
た
こ
と
は
遍
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
更
に
神
宮
皇
学
館
の
よ
う
に
神
官
神
職
の
養
成
機
関
が
、
ま
た
神
道
教
育
の
た
め

に
国
の
教
育
施
設
が
設
け
ら
れ
、
そ
の
他
一
般
の
学
校
に
お
い
て
も
神
道
の
祭
事
に
児
童
、
生
徒
を
参
列
せ
し
め
る
こ
と
が
多
く
、
こ
れ

に
加
え
て
一
般
官
吏
が
、
宮
中
の
祭
事
に
列
し
、
一
般
国
民
も
ま
た
神
寓
神
社
の
祭
事
に
参
加
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
が
多

く
、
こ
れ
ら
の
事
実
は
憲
法
が
規
定
す
る
い
わ
ゆ
る
信
教
の
自
由
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
い
に
対
し
、
当
局
は
神
社
神

道
は
宗
教
で
な
い
か
ら
内
務
省
の
所
管
に
屈
し
、
宗
派
神
道
と
称
さ
れ
る
神
道
十
三
派
は
一
般
宗
教
と
同
じ
く
宗
教
団
体
法
の
下
に
お
か

れ
る
宗
教
で
あ
る
か
ら
文
部
省
宗
教
局
の
所
管
と
し
て
い
る
と
い
う
誼
弁
が
そ
の
答
で
あ
っ
た
ｃ
仏
教
、
基
督
教
そ
の
他
の
宗
教
に
つ
い

て
は
、
こ
ふ
で
は
省
略
す
る
が
、
総
て
の
宗
教
が
国
家
か
ら
一
律
平
等
に
取
扱
わ
れ
る
こ
と
を
基
盤
に
し
て
、
そ
こ
に
は
じ
め
て
宗
教
信

仰
の
自
由
の
意
義
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
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昭
和
二
十
年
十
二
月
十
五
日
付
の
聯
合
軍
司
令
部
の
指
令
は
剛
家
と
神
道
と
の
分
離
を
命
ず
る
と
共
に
、
他
の
一
切
の
陣
砕
を
除
去
し

宗
教
信
仰
の
自
由
に
対
し
、
一
律
平
等
の
国
家
的
姿
勢
の
確
立
で
あ
っ
た
。
日
本
岡
憲
法
第
二
十
条
の
規
定
ば
こ
の
指
令
に
よ
り
、
旧
憲

法
の
そ
れ
と
は
全
く
異
り
完
全
な
意
味
に
お
い
て
宗
教
の
自
由
を
保
障
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
れ
ば
信
教

の
自
由
は
宗
教
を
信
仰
す
る
自
由
、
特
定
の
宗
教
的
行
為
を
行
う
自
由
、
特
定
の
宗
教
団
体
を
結
成
す
る
自
由
を
包
含
す
る
。
こ
こ
に
宗

教
を
信
仰
す
る
自
由
と
は
、
あ
る
宗
教
を
信
仰
す
る
自
由
、
あ
る
宗
教
を
信
仰
し
な
い
自
由
、
す
べ
て
の
宗
教
を
信
仰
し
な
い
自
由
、
更

に
従
来
信
仰
し
て
き
た
宗
教
を
変
更
す
る
自
由
な
ど
を
包
摂
す
る
。
こ
れ
は
広
義
に
お
け
る
思
想
の
自
由
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て

人
間
の
精
神
的
作
用
と
し
て
法
の
拘
束
の
範
囲
の
外
に
屈
し
基
本
的
に
自
由
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
時
に
は
権
力
的
作

用
に
よ
っ
て
こ
の
内
心
の
自
由
を
規
制
し
拘
束
す
る
こ
と
か
な
い
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
宗
教
信
仰
の
自
由
の
保
障
は
、
国
家
に
対

す
る
か
か
る
権
力
的
作
用
を
排
除
す
る
こ
と
を
主
張
し
得
る
権
利
で
あ
る
。

国
家
が
国
民
に
対
し
て
各
自
の
信
仰
す
る
宗
教
を
発
表
す
る
こ
と
、
ま
た
は
発
表
し
な
い
こ
と
を
命
じ
、
あ
る
い
は
特
定
の
求
教
に
つ

い
て
幟
極
的
に
そ
の
宣
陸
を
、
ま
た
消
極
的
に
そ
の
不
慮
伝
を
求
め
、
そ
の
他
僧
仰
に
つ
い
て
一
定
の
外
部
的
態
度
を
要
求
し
た
り
、
何

淳
か
の
利
益
を
与
え
不
利
縊
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
特
定
の
氷
教
を
偏
仰
す
べ
く
、
ま
た
は
信
仰
せ
ざ
る
べ
く
強
制
す
る
こ
と
は
明
ら

か
に
剛
民
の
宗
教
信
仰
の
自
由
に
対
す
る
椛
利
の
侵
害
で
あ
る
。
宗
教
的
行
為
を
行
う
自
山
と
は
、
礼
拝
、
祈
癬
そ
の
他
宗
教
的
僧
仰
の

表
白
と
し
て
な
さ
る
る
す
べ
て
の
行
為
す
な
わ
ち
祝
典
儀
式
定
例
的
、
臨
時
的
行
事
は
、
す
べ
て
こ
こ
に
い
う
宗
教
上
の
行
為
に
包
含
さ

れ
る
。
国
家
は
か
か
る
行
為
を
そ
れ
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
宗
教
の
如
何
に
よ
っ
て
制
限
し
た
り
、
差
別
的
取
扱
い
を
し
た
り
ま
た
は
禁

止
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
か
か
る
宗
教
的
行
為
を
す
べ
く
、
ま
た
は
な
さ
ざ
る
こ
と
を
強
制
し
た
り
、
か
か
る

宗
教
的
行
為
に
対
し
て
参
加
、
不
参
加
を
強
要
す
る
こ
と
は
第
二
十
条
第
二
項
の
違
反
で
あ
る
。
宗
教
的
団
体
を
結
成
す
る
自
由
と
は
、
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然
で
あ
る
。

国
民
が
特
定
の
宗
教
団
体
を
結
成
す
べ
く
、
ま
た
は
結
成
せ
ざ
る
べ
く
命
ぜ
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
ま
た
特
定
の
宗
教
団
体
に
加
入
、
不
加

入
を
強
要
さ
れ
な
い
自
由
で
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
宗
教
団
体
と
は
共
同
の
信
仰
を
も
つ
多
数
人
が
そ
の
宗
教
に
関
す
る
共
同
目
的
を
実
現

す
る
た
め
に
磯
関
を
定
め
、
極
々
の
団
体
的
行
動
を
行
う
組
織
的
集
団
を
意
味
す
る
。

日
本
国
憲
法
第
二
十
条
第
一
項
は
「
い
か
な
る
宗
教
団
体
も
因
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
」
と

規
定
す
る
が
、
国
か
ら
特
権
を
受
け
て
は
な
ら
な
い
と
は
、
宗
教
団
体
相
互
の
関
係
に
お
い
て
特
定
の
宗
教
団
体
が
、
ま
た
一
般
行
政
客

体
と
の
関
係
に
お
い
て
宗
教
団
体
が
、
国
、
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
の
公
的
性
格
を
有
す
る
団
体
か
ら
如
何
な
る
特
殊
的
利
益
を
も
受
け

て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
（
日
本
国
憲
法
第
二
十
条
に
使
用
さ
れ
て
い
る
国
と
い
う
語
は
す
べ
て
国
、
地
方
公
共
団
体
及
び

公
的
性
格
を
有
す
る
諸
国
体
を
包
含
す
る
意
に
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）

日
本
国
憲
法
第
八
十
九
条
に
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
ま
た
は
維
持
の
た
め
、
こ

れ
を
支
出
し
た
り
利
用
に
供
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
こ
に
い
う
宗
教
上
の
組
織
（
Ｈ
巴
喧
ｏ
５
ご
昌
弄
員
ざ
巳
と

宗
教
上
の
団
体
（
旦
喧
◎
５
画
の
ゅ
。
ｇ
胃
５
巳
と
の
区
別
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
明
確
に
説
明
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
宗

教
上
の
団
体
と
い
う
表
現
だ
け
で
足
り
る
の
で
は
な
い
か
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
悲
法
の
条
文
が
日
本
文
と
し
て
的
確
で
な
い
こ
と
を
指

公
金
そ
の
他
の
公
的
財
産
を
宗
教
上
の
団
体
に
対
し
て
支
出
ま
た
は
使
肘
す
る
こ
と
に
つ
い
て
規
制
を
設
け
た
の
は
、
国
ま
た
は
公
的

団
体
が
宗
教
と
の
関
係
を
有
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
と
い
う
建
前
を
財
政
的
に
明
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
宗
教
団
体
が
地
方
公
共
団

体
が
有
す
る
よ
う
な
自
主
立
法
権
、
課
税
権
、
警
祭
権
な
ど
を
有
せ
ず
、
い
わ
ゆ
る
政
治
上
の
権
力
を
行
使
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
当

摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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更
に
日
本
側
恋
法
に
よ
れ
ば
脚
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
の
で
あ
る
。
ボ
教

的
教
育
と
は
宗
教
的
信
仰
を
普
及
宣
伝
す
る
目
的
で
行
な
わ
れ
る
一
切
の
教
育
で
あ
っ
て
、
教
育
基
本
法
、
社
会
教
育
法
に
お
い
て
も
制

限
規
定
を
設
け
て
い
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
こ
れ
ら
の
制
限
規
定
は
宗
教
の
自
由
を
保
障
す
る
第
二
十
条
の
主
旨
を
明
確
に
し
宗
教
に
対

す
る
一
律
平
等
の
国
家
的
態
度
を
確
立
し
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

な
お
付
筒
す
る
な
ら
ば
、
以
上
は
国
民
が
真
に
宗
教
信
仰
及
び
宗
教
上
の
行
為
と
し
て
活
動
す
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、

ボ
教
と
称
し
つ
つ
、
宗
教
に
非
ら
ざ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
自
由
は
保
障
さ
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
宗
教
で
あ
る
か
否
か
、
ま
た
宗
教
上

の
行
為
及
び
宗
教
的
活
動
で
あ
る
か
否
か
は
専
ら
事
実
認
定
の
問
題
で
あ
ろ
う
。

近
頃
靖
国
神
社
ま
た
は
靖
国
神
社
に
関
連
し
て
激
し
い
論
議
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
若
干
私
見
を
述
べ
て
み

た
い
。
い
う
ま
で
も
な
く
靖
国
神
社
は
戦
前
は
国
家
の
直
営
に
よ
る
別
格
官
幣
大
社
と
し
て
伊
勢
神
宮
と
並
ん
で
国
法
上
特
殊
の
地
位
を

与
え
ら
れ
て
い
た
が
、
戦
後
は
（
昭
和
二
十
年
十
二
月
連
合
国
般
高
司
令
官
の
指
令
に
よ
り
神
社
の
国
教
的
取
扱
い
が
廃
止
さ
れ
、
現
在

は
宗
教
法
人
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
端
国
神
社
も
、
他
の
神
社
、
寺
院
、
教
会
と
何
じ
く
宗
教
団
体
と
し
て
取
扱
わ
れ
て
い
る
）
都
知

躯
の
認
可
に
よ
る
宗
教
法
人
と
な
り
、
祭
神
は
幕
末
の
志
士
か
ら
今
次
戦
争
に
到
る
覗
変
戦
争
に
お
い
て
剛
に
殉
じ
た
三
百
万
柱
を
越
す

と
称
せ
ら
れ
る
掘
位
で
あ
る
。
筆
者
の
メ
モ
に
よ
れ
ば
昭
和
三
十
九
年
の
第
一
一
回
全
国
戦
没
者
の
追
悼
式
を
前
年
の
第
一
回
の
追
悼
式
、

（
日
比
谷
公
会
堂
）
と
異
り
会
場
を
変
更
し
て
靖
国
神
社
で
執
行
し
た
。
（
第
三
回
追
悼
式
か
ら
は
日
本
武
道
館
が
使
用
さ
れ
て
今
年
に

及
ん
で
い
る
）
も
ち
ろ
ん
会
場
の
変
更
に
つ
い
て
は
種
々
の
事
情
の
あ
っ
た
こ
と
は
、
そ
れ
と
し
て
靖
国
神
社
に
お
い
て
追
悼
式
を
挙
行

し
た
と
い
う
事
実
に
対
し
て
、
一
般
国
民
の
中
に
も
憲
法
上
の
疑
義
を
感
じ
た
者
も
少
く
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
し
、
ま
た
革
新
政
党
や

基
督
教
団
体
な
ど
か
ら
も
神
社
に
対
す
る
国
家
保
護
の
戦
前
的
復
活
で
あ
る
と
し
て
、
こ
の
措
樅
に
非
雌
が
集
中
し
た
。
窓
法
上
の
疑
義

(〃5）



と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
第
二
十
条
の
い
か
な
る
宗
教
団
体
も
、
国
か
ら
特
権
を
受
け
て
は
な
ら
な
い
。
国
及
び
そ
の
機
関
は
、
い
か
な

る
宗
教
的
活
動
も
し
て
は
な
ら
な
い
。
と
い
う
二
点
の
解
釈
と
の
関
係
に
お
い
て
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
政
府
は
第
一
回
追

悼
式
を
日
比
谷
公
会
堂
で
無
宗
教
と
い
う
形
式
で
挙
行
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
第
二
回
を
靖
国
神
社
に
会
場
を
変
災
す
る
に
つ
い
て
は
、

周
到
な
注
意
と
配
慮
を
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
蛾
者
を
し
て
言
わ
し
め
る
な
ら
ば
、
剛
民
に
憲
法
上
の
疑
義
を
懐
か
せ
、
当
該
神
社
を
除

く
各
種
の
宗
教
団
体
か
ら
反
対
を
受
け
る
必
要
が
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
う
こ
と
と
、
こ
の
会
場
変
災
の
描
悩
が
契
機
と
な
っ
て
靖
国
神
社

国
家
護
持
に
関
連
す
る
運
動
が
活
発
に
な
る
こ
と
を
憂
慮
し
た
の
で
あ
っ
た
。
（
今
日
一
部
の
学
者
は
伊
勢
神
寓
と
靖
国
神
社
の
特
殊
性

を
説
き
、
こ
れ
ら
を
一
般
の
宗
教
団
体
に
属
せ
し
め
る
べ
き
で
な
い
と
い
う
説
を
発
表
し
て
い
る
が
現
在
で
は
通
説
に
対
す
る
異
説
に
す

を
説
き
、

ぎ
な
い
。

杷
憂
が
現
実
と
な
っ
た
と
い
え
ば
過
剰
の
表
現
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
昨
今
世
人
の
耳
目
を
集
め
て
い
る
問
題
の
一
つ
に
靖
国
神

社
国
家
護
持
の
立
法
化
、
す
な
わ
ち
靖
国
神
社
法
案
（
仮
称
）
作
成
の
動
き
と
、
こ
れ
に
反
対
し
こ
れ
を
阻
止
し
よ
う
と
す
る
請
願
及
び

そ
の
他
の
反
対
運
動
が
あ
る
。
昨
年
（
一
九
六
七
年
）
六
川
自
由
民
主
党
の
有
志
議
員
か
ら
な
る
通
家
族
議
員
協
議
会
か
靖
凪
神
社
法
案

を
起
草
し
、
国
会
提
出
の
方
針
を
決
定
し
て
か
ら
特
に
こ
れ
ら
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
世
上
賛
否
両
論
が
激
化
し
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
自

由
民
主
党
の
憲
法
調
査
会
が
現
在
の
ま
ま
の
靖
国
神
社
に
対
し
国
費
を
支
出
し
て
も
別
に
憲
法
第
二
十
条
及
び
第
八
十
九
条
の
違
反
に
は

な
ら
な
い
と
い
う
結
論
を
出
し
た
こ
と
が
一
層
論
議
を
招
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
靖
国
神
社
を
国
家
が
護
持
す
る
と
い
う
こ
と
は

靖
国
神
社
を
現
在
の
宗
教
法
人
か
ら
特
殊
法
人
に
変
更
し
、
同
神
社
が
行
う
各
種
の
行
事
及
び
業
務
に
対
し
て
、
そ
の
要
す
る
経
餐
の
一

部
ま
た
は
全
部
に
国
費
を
充
当
す
る
と
い
う
意
味
の
も
の
で
あ
る
が
、
現
在
宗
教
法
人
に
屈
し
て
い
る
同
神
社
を
継
々
に
特
殊
法
人
に
所

属
替
え
を
す
る
こ
と
は
、
国
家
の
宗
教
へ
の
介
入
強
制
で
あ
り
、
国
費
の
支
出
と
共
に
違
憲
で
あ
る
こ
と
は
極
め
て
明
瞭
で
あ
る
。

ｰ
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か
か
る
実
情
の
下
で
週
家
族
議
員
協
議
会
や
自
由
民
主
党
内
閣
部
会
は
瀧
法
と
の
関
係
を
考
慮
し
つ
つ
、
靖
剛
神
社
法
案
を
試
案
と
し

て
作
成
し
た
の
で
あ
っ
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
こ
れ
ら
の
試
案
は
同
神
社
の
国
家
護
持
を
合
憲
的
に
法
制
化
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ

た
が
、
た
ま
た
ま
、
前
述
の
よ
う
に
憲
法
調
査
会
が
靖
国
神
社
の
特
殊
性
を
強
調
し
、
法
案
に
「
靖
国
神
社
は
特
定
の
教
義
を
も
ち
、
こ

れ
を
普
及
宣
伝
し
、
信
者
を
教
化
育
成
す
る
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
宗
教
的
活
動
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
旨
を
禁
示
し
て
さ
え
お
け
ば
同

神
社
に
対
し
て
剛
挫
を
支
出
す
る
こ
と
も
憲
法
上
差
支
え
な
い
と
い
う
見
解
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
動
き
に
対
し
て
、
野
党
か
ら
は
一
斉
に
反
対
が
起
り
、
宗
教
団
体
な
か
ん
づ
く
基
督
団
体
か
ら
は
衆
参
両
院
に
対
し
、
同

神
社
国
家
護
持
立
法
化
反
対
の
諦
願
が
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
同
法
案
の
国
会
提
出
の
見
通
し
に
つ
い
て
は
、
全
く
予
見

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

錐
者
も
悶
民
の
一
人
と
し
て
伊
勢
神
宮
、
靖
国
神
社
な
ど
特
殊
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
他
の
一
般
神
社
と
異
っ
た
感
情
を
も
た
な
い
こ

と
も
な
い
。
特
に
靖
圃
神
社
に
つ
い
て
は
、
そ
の
祭
神
が
剛
家
の
た
め
と
い
う
旗
の
下
で
拙
牲
に
な
っ
た
多
く
の
人
達
で
あ
る
こ
と
を
想

う
と
き
心
か
ら
悲
し
み
を
感
じ
、
そ
の
霊
を
慰
め
る
努
力
を
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
戦
死
者
の
説
を
慰
め
る
岐
良
の
方
法

を
と
る
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。
し
か
し
妓
良
の
方
法
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
靖
国
神
社
の
国
家
護
持
で
は
な
い
筈
で
あ
る
。

近
時
政
府
は
期
待
さ
れ
る
人
間
像
か
ら
紀
元
節
の
復
活
、
明
治
百
年
祭
、
七
○
年
安
保
等
々
思
想
教
育
の
宜
伝
活
動
を
活
発
化
し
国
民

に
対
し
思
想
的
方
向
を
統
制
し
つ
つ
あ
る
か
の
よ
う
に
受
け
と
れ
る
現
在
、
靖
岡
神
社
の
圃
営
は
憲
法
に
違
反
す
る
の
み
な
ら
ず
、
国
家

神
道
を
復
活
し
、
戦
前
式
の
軍
国
主
義
、
国
家
主
義
並
び
に
そ
の
他
の
い
わ
ゆ
る
反
動
政
策
を
推
進
す
る
足
場
を
つ
く
る
こ
と
と
な
る
こ

と
を
危
恨
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
遺
族
の
感
情
、
遺
族
団
体
の
要
望
な
ど
に
つ
い
て
も
理
解
で
き
な
い
こ
と
も
な
い
が
、
わ
が
国

が
憲
法
前
文
に
明
示
す
る
よ
う
に
戦
争
を
放
棄
し
麓
ね
て
戦
死
者
を
つ
く
ら
ず
、
戦
争
の
悲
劇
を
繰
り
返
え
す
こ
と
な
く
、
世
界
の
平
和

(〃7）



と
繁
栄
に
貢
献
す
る
決
意
の
も
と
に
不
断
の
努
力
を
傾
注
す
る
こ
と
が
戦
争
犠
牲
者
の
霊
に
報
い
る
最
良
の
途
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
一
《
九
六
八
、
八
）
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