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信
教
の
自
由
は
、
精
神
的
自
由
権
の
中
で
も
特
に
歴
史
は
古
く
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
に
あ
っ
て
は
、
中
世
、
近
代
を
経
て
闘
い
取
ら
れ
た

重
要
な
権
利
で
あ
っ
た
。
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
教
会
の
権
威
が
何
も
の
に
も
勝
り
、
国
王
さ
え
も
し
ば
し
ば
そ
の
権
威
の
前
に

屈
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
し
か
し
絶
対
的
な
教
皇
の
権
力
も
や
が
て
教
会
の
内
部
腐
敗
と
外
か
ら
の
宗
教
改
革
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
崩
れ
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始
め
、
次
第
に
信
教
の
自
由
が
獲
得
さ
れ
て
い
っ
た
。

我
が
国
に
お
い
て
は
信
教
の
自
由
を
獲
得
す
る
為
の
闘
い
は
な
く
、
第
二
次
大
戦
後
憲
法
制
定
の
過
程
に
お
い
て
神
道
が
国
家
神
道
と

し
て
天
皇
制
に
結
び
つ
い
た
点
が
考
慮
さ
れ
、
特
に
国
家
と
神
道
の
分
離
が
図
ら
れ
、
二
十
条
一
項
後
半
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
規
定
が
盛

ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
具
体
的
な
事
件
、
事
実
を
通
し
て
信
教
の
自
由
、
特
に
国
家
権
力
と
特
定
宗
教
と
の
関
係
が
重
視
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
靖
国
神
社
法
案
、
津
地
鎮
祭
事
件
、
内
閣
総
理
大
臣
等
閣
僚
の
靖
国
神
社
或
は
伊
勢
神
宮
参
拝
、
自
衛
官
の
護
国
神

社
合
杷
問
題
等
が
そ
れ
で
あ
る
。

一
、
信
教
と
は

信
教
の
自
由
〈
中
里
〉
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日
本
国
憲
法
第
二
十
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
、
固
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
。

① 

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
。

伊
藤
正
巳
著
「
憲
法
」
に
よ
る
と
、
信
教
と
い
う
言
葉
は
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

信
仰
、
宗
教
と
同
じ
で
あ
る
：
：
：
と
し
て
い
る
が
、

わ
た
く
し
は
信
教
と

は
「
宗
教
を
信
ず
る
」
こ
と
で
あ
っ
て
、
信
教
が
信
仰
或
は
宗
教
と
同
じ
だ
と
す
る
表
現
は
妥
当
で
な
い
と
考
え
る
。
宗
教
の
概
念
に
つ

い
て
は
、

「
憲
法
で
い
う
宗
教
と
は
『
超
自
然
的
、

超
人
間
的
本
質
（
す
な
わ
ち
絶
対
者
、

造
物
主
、

至
高
の
存
在
等
、

な
か
ん
ず
く

神
、
仏
、
霊
等
）
の
存
在
を
確
信
し
、
畏
敬
崇
拝
す
る
心
情
と
行
為
』
を
い
い
、
個
人
的
宗
教
た
る
と
、
集
団
的
宗
教
た
る
と
、
は
た
ま
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た
発
生
的
に
自
然
的
宗
教
た
る
と
、
創
唱
的
宗
教
た
る
と
を
問
わ
ず
、
す
べ
て
こ
れ
を
包
含
す
る
も
の
と
解
す
る
を
相
当
と
す
る
。
従
っ

て
、
こ
れ
を
限
定
的
に
解
釈
し
、
個
人
的
宗
教
の
み
を
指
す
と
か
、
特
定
の
教
祖
、
教
義
教
典
を
も
ち
、
か
つ
教
義
の
伝
道
、
信
者
の
教

化
育
成
等
を
目
的
と
す
る
成
立
宗
教
の
み
を
宗
教
と
親
す
べ
き
で
は
な
い
。
」
或
は
、

「
神
ま
た
は
何
ら
か
の
超
越
的
絶
対
者
或
い
は
卑

俗
的
な
も
の
か
ら
分
離
さ
れ
、
禁
忌
さ
れ
た
神
聖
な
も
の
に
関
す
る
信
仰
、
行
事
ま
た
は
そ
れ
ら
の
関
連
体
系
。
帰
依
者
は
精
神
的
共
同

社
会
を
営
む
、

ア
ニ
ミ
ズ
ム
、
自
然
崇
拝
、

ト
！
テ
ミ
ズ
ム
な
ど
の
原
始
宗
教
か
ら
呪
物
崇
拝
、
多
神
教
な
ど
の
低
級
宗
教
を
経
て
、
今

キ
リ
ス
ト
教
、
回
数
に
至
る
ま
で
、
文
化
的
段
階
、
民
族
な
ど
の
差
別
に
従
っ
て
多
種
多
様
」
と
い
っ
た

日
の
世
界
的
宗
教
即
ち
仏
教
、

定
義
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
宗
教
を
信
ず
る
こ
と
の
自
由
、
信
じ
な
い
こ
と
の
自
由
が
信
教
の
自
由
で
あ
る
と
解
す

る。



二
、
信
教
の
自
由
の
内
容

ー
、
内
心
に
お
け
る
信
仰
の
自
由

十
九
条
に
お
い
て
保
障
さ
れ
て
い
る
島
か
の
範
鴎
に
宗
教
が
含
ま
れ
る
と
解
す
る
な
ら
ば
、
宗
教
を
信
じ
或
は
信
じ
な
い
自
由
、
信
ず

る
場
合
ど
の
よ
う
な
宗
教
を
信
ず
る
か
は
専
ら
個
人
の
判
断
に
任
さ
れ
他
か
ら
強
制
さ
れ
な
い
こ
と
は
十
九
条
の
保
障
す
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
ま
た
含
ま
れ
な
い
と
解
す
る
な
ら
ば
十
九
条
を
原
則
規
定
と
君
倣
し
、
二
十
条
を
そ
の
特
別
法
的
規
定
と
看
倣
き
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
つ
ま
り
思
想
・
良
心
が
宗
教
的
色
彩
を
帯
び
た
場
合
二
十
条
の
信
教
の
自
由
と
な
る
と
解
す
る
。
い
ず
れ
の
説
を
と
る
に
せ
よ
、

人
間
の
内
面
的
な
精
神
活
動
と
し
て
作
用
す
る
限
り
、
こ
れ
を
外
商
よ
り
抑
圧
す
る
こ
と
は
、
民
主
主
義
の
精
神
を
根
底
よ
り
覆
す
も
の

で
あ
り
、
思
想
或
は
良
心
の
表
現
・
形
成
が
制
度
的
に
公
権
力
の
干
渉
か
ら
保
護
さ
れ
な
け
れ
ば
、
思
想
・
良
心
は
本
来
の
姿
を
保
つ
こ
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と
は
で
き
な
い
し
、
精
神
的
自
由
の
保
障
の
度
合
如
何
が
民
主
主
義
の
程
度
を
決
め
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
こ
と
に
第
二
次
大

戦
に
お
け
る
戦
争
遂
行
の
精
神
的
背
景
が
国
家
神
道
に
求
め
ら
れ
、
天
皇
と
そ
の
祖
先
を
中
心
に
す
え
る
国
家
神
道
の
信
仰
が
明
治
憲
法

、、内
4
〉

二
十
八
条
に
お
け
る
臣
民
の
義
務
の
名
の
も
と
に
強
制
さ
れ
た
こ
と
を
考
え
る
と
民
主
主
義
を
標
携
す
る
日
本
国
憲
法
が
過
去
の
過
ち
を

二
度
と
繰
り
返
す
こ
と
の
な
い
よ
う
、
特
に
国
家
権
力
か
ら
の
信
教
の
自
由
の
保
障
を
こ
こ
に
規
定
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

宗
教
は
本
質
的
に
人
聞
の
苦
悩
か
ら
の
救
済
を
説
く
こ
と
を
そ
の
存
在
要
素
の
中
に
包
含
し
て
い
る
。
そ
れ
故
そ
の
宗
教
に
よ
っ
て
救

済
さ
れ
た
者
は
必
然
的
に
そ
の
教
義
を
他
に
及
ぼ
し
て
他
人
を
も
救
済
せ
し
め
よ
う
と
す
る
の
が
宗
教
の
も
つ
特
質
で
あ
る
。
自
分
ひ
と

り
救
済
さ
れ
れ
ば
よ
し
と
す
る
教
義
な
ら
ば
宗
教
と
し
て
広
ま
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
し
、
永
々
と
伝
え
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
信
教
の
自
由
が
内
心
の
自
由
に
と
ど
ま
る
な
ら
ば
、
こ
れ
を
十
九
条
に
お
い
て
良
心
の
自
由
と
し
て
保
障
す
れ
ば
足
り
る
の
で
あ

信
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の
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る
。
自
ら
悟
っ
た
と
こ
ろ
の
真
理
を
他
に
語
り
、
自
ら
は
も
と
よ
り
ひ
と
り
で
も
多
く
の
人
々
に
こ
れ
を
及
ぼ
す
こ
と
が
宗
教
の
本
来
の

姿
で
あ
る
か
ら
、
自
ら
信
ず
る
と
こ
ろ
の
宗
教
を
外
部
に
向
っ
て
表
現
し
、
宣
伝
し
、
布
教
し
、
教
育
す
る
自
由
が
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
、

信
教
の
自
由
が
保
障
さ
れ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
真
理
を
他
に
伝
え
る
手
段
が
礼
拝
で
あ
り
、
祈
祷
、
祝
典
等

の
宗
教
上
の
儀
式
な
の
で
あ
る
。

2
、
信
仰
の
表
現

信
仰
が
内
心
に
と
ど
ま
る
限
り
こ
れ
を
権
力
に
よ
っ
て
制
限
、
処
罰
し
得
な
い
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
ひ
と
た
び

外
部
に
向
っ
て
現
わ
れ
た
時
無
制
限
に
保
障
さ
れ
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
加
持
祈
鵡
の
結
果
人
を
死
に
至
ら
し
め
た
事

件
で
最
高
裁
判
所
は
、
個
人
の
生
命
に
危
害
を
及
ぼ
す
行
為
は
た
と
え
そ
れ
が
宗
教
的
行
為
で
あ
っ
て
も
許
き
れ
な
い
と
し
て
信
教
の
自
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由
に
も
制
限
の
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
安
易
に
「
公
共
の
福
祉
」
等
を
持
ち
出
し
て
こ
れ
に
制
限
を
加
え
る
こ
と
に
は
慎
重
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
、
宗
教
上
の
結
社

前
述
し
た
よ
う
に
人
が
自
ら
信
ず
る
と
こ
ろ
の
宗
教
を
他
に
広
め
る
行
為
は
宗
教
に
内
在
す
る
必
然
的
行
為
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は

信
仰
を
同
じ
く
す
る
者
が
組
織
を
作
り
、
儀
式
を
行
い
、
布
教
活
動
を
す
る
こ
と
は
、
上
記
行
為
を
よ
り
効
果
的
に
遂
行
す
る
為
に
不
可

決
の
手
段
で
あ
る
。
結
社
の
自
由
に
つ
い
て
は
二
十
一
条
で
保
障
さ
れ
て
い
る
。
多
数
人
が
宗
教
上
の
目
的
の
た
め
に
継
続
的
に
結
合
す

る
こ
と
は
二
十
一
条
よ
り
も
二
十
条
一
項
に
お
い
て
保
障
さ
れ
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。



三
、
政
教
分
離

二
十
条
一
項
後
半
は
「
い
か
な
る
宗
教
団
体
も
、
固
か
ら
特
権
を
受
け
、
叉
は
政
治
上
の
権
力
を
行
使
し
て
は
な
ら
な
い
。
」
と
定
め

て
国
家
が
特
定
の
宗
教
団
体
を
優
遇
す
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
「
靖
国
神
社
法
案
」
が
し
ば
し
ば
問
題
に
な
っ
て
い

る
。
靖
国
神
社
は
戦
没
者
を
英
霊
と
し
て
祭
っ
て
い
る
が
、
宗
教
的
立
場
か
ら
す
る
と
死
は
何
人
に
対
し
て
も
平
等
な
も
の
で
あ
り
、
国

の
為
に
死
ぬ
こ
と
と
他
の
原
因
で
死
ぬ
こ
と
は
「
死
」
と
い
う
事
実
の
前
で
は
特
別
な
差
異
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
戦
争
と
い
う
事
実
が

原
因
で
死
ん
だ
者
を
す
べ
て
平
等
に
祭
る
の
で
あ
れ
ば
ま
だ
し
も
、
人
に
よ
っ
て
差
異
の
あ
る
現
状
か
ら
見
て
も
、
こ
れ
を
国
家
の
管
理

の
下
に
置
く
こ
と
は
許
さ
れ
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
は
な
い
。
国
家
神
道
と
天
皇
制
が
第
二
次
大
戦
を
支
え
て
来
た
と
い
う
歴
史
的
事
実

を
も
う
い
ち
度
振
り
返
り
、
靖
国
神
社
法
案
が
真
に
意
図
す
る
も
の
は
何
か
を
よ
く
見
極
め
、
自
衛
隊
の
増
強
、
軍
事
予
算
の
膨
張
と
相

( 117) 

侯
っ
て
二
度
と
再
び
こ
の
よ
う
な
敗
戦
の
惨
事
を
繰
り
返
す
こ
と
が
な
い
よ
う
に
と
心
に
普
っ
た
敗
戦
直
後
の
反
省
が
戦
後
三
十
数
年
の

時
の
経
過
に
よ
っ
て
色
槌
せ
て
き
つ
つ
あ
る
こ
と
を
再
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
叉
は
政
治
上
の
権
力
を
行
使
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
条
文
に
つ
い
て
は
、
創
価
学
会
が
国
政
に
参
加
し
始
め
た
頃
、
宗
教
団
体

が
国
政
に
直
接
干
与
す
る
危
険
性
を
は
ら
ん
で
い
た
が
、
表
面
上
は
政
治
団
体
と
し
て
公
明
党
が
存
在
す
る
た
め
二
十
条
違
反
を
ま
ぬ
が

れ
て
い
る
と
い
う
ケ
l
ス
が
あ
る
。

い
か
と
い
う
疑
問
が
出
さ
れ
た
が
、

二
十
条
二
項
に
つ
い
て
は
、
毎
年
八
月
十
五
日
に
日
本
武
道
館
で
行
わ
れ
て
い
る
全
国
戦
没
者
追
悼
式
が
本
条
に
違
反
す
る
の
で
は
な

「
全
国
戦
没
者
追
悼
式
の
実
施
に
関
す
る
件
」
に
よ
る
と
、

「
本
式
典
は
、
宗
教
的
儀
式
を
伴
わ
な

信
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の
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い
も
の
と
す
る
。
」
と
し
て
宗
教
的
色
彩
が
な
い
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
が
、
昭
和
三
十
九
年
以
降
の
閣
議
決
定
に
は
こ
の
項
目
が
省
略

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
第
四
項
の
「
式
典
当
日
は
、
官
街
等
国
立
の
施
設
に
は
半
旗
を
掲
げ
る
こ
と
と
し
、
地
方
公
共
団
体
等
に
対
し
て
も

同
様
の
措
置
を
と
る
よ
う
勧
奨
す
る
。
」
も
翌
年
に
な
る
と
、
「
式
典
当
日
は
、
官
街
等
国
立
の
施
設
に
は
半
旗
を
掲
げ
る
こ
と
と
し
、
地

方
公
共
団
体
等
に
対
し
て
も
同
様
の
措
置
を
と
る
こ
と
を
勧
奨
す
る
と
と
も
に
、
本
式
典
中
一
定
時
刻
に
お
い
て
、
全
国
民
が
一
せ
い
に

黙
と
う
す
る
よ
う
勧
奨
す
る
」
と
全
国
民
的
規
模
で
戦
没
者
追
悼
を
勧
め
る
方
向
に
進
ん
で
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

政
府
の
真
意
が
ど
こ
に
あ
る
か
今
後
の
展
開
を
見
守
る
必
要
が
あ
る
。

二
十
条
三
項
に
つ
い
て
は
総
理
大
臣
及
び
そ
の
他
の
国
務
大
臣
の
伊
勢
神
宮
、
靖
国
神
社
へ
の
公
式
参
拝
が
論
議
さ
れ
て
い
る
が
、
靖

国
神
社
の
国
営
化
を
図
る
法
案
の
国
会
提
出
と
同
時
進
行
の
形
で
参
拝
の
方
法
も
次
第
に
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
来
て
い
る
。
政
府
と
し
て

は
、
大
臣
と
し
て
の
資
格
で
参
拝
し
て
い
な
い
か
ら
本
条
違
反
に
は
な
ら
な
い
と
し
て
い
か
が
、
大
臣
就
任
以
前
か
ら
靖
国
神
社
参
拝
の
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習
慣
が
あ
り
、
か
っ
辞
任
後
も
ひ
き
続
い
て
参
持
す
る
な
ら
ば
ま
だ
し
も
、
現
状
で
は
大
臣
の
座
に
あ
る
時
の
み
奉
拝
す
る
の
で
あ
る
か

ら
私
人
と
し
て
で
は
な
く
公
人
と
し
て
参
拝
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
署
名
簿
に
役
職
名
を
記
載
す
る
か
ど
う
か
を
公
人
、
私
人

の
資
格
の
要
件
に
し
て
い
る
が
こ
の
よ
う
な
形
式
的
な
こ
と
で
は
な
く
、
固
と
し
て
靖
国
神
社
、
伊
勢
神
宮
に
対
し
、
他
の
宗
教
団
体
と

異
っ
た
待
遇
と
し
て
両
神
社
の
地
位
に
国
の
背
景
の
あ
る
こ
と
を
植
え
つ
け
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

次
に
国
で
は
な
い
が
地
方
公
共
団
体
が
宗
教
活
動
を
行
っ
た
と
し
て
裁
判
と
な
っ
た
も
の
に
津
市
の
市
体
育
館
地
鎮
祭
事
件
が
あ
る
。

こ
の
事
件
で
は
地
鎮
祭
に
お
け
る
神
官
の
行
為
が
宗
教
上
の
儀
式
に
当
る
か
否
か
が
関
わ
れ
た
が
、
地
均
最
高
齢
地
鎮
祭
を
習
俗
的

行
事
と
看
倣
し
、
二
十
条
三
項
の
宗
教
的
活
動
に
あ
た
ら
な
い
と
し
て
い
る
o
他
方
高
角
恥
特
定
宗
教
に
よ
る
儀
式
で
あ
る
と
し
、
こ
れ



が
二
十
条
三
条
の
宗
教
活
動
に
該
当
す
る
と
し
て
い
る
。
地
鎮
祭
に
お
い
て
特
定
の
宗
教
に
属
す
る
儀
式
執
行
者
が
宗
教
的
式
次
第
に
の

っ
と
り
、
式
を
行
う
こ
と
は
当
然
二
十
条
三
項
の
宗
教
活
動
に
あ
た
り
、
執
行
者
自
身
も
自
ら
信
ず
る
信
仰
対
象
物
に
対
し
て
土
地
の
竪

牢
地
鎮
、
工
事
の
安
全
を
祈
る
の
で
あ
る
か
ら
習
俗
的
行
為
の
域
を
脱
し
て
い
る
も
の
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
な
判
例
を
意
識
し
て
か
わ

た
く
し
の
知
る
と
こ
ろ
で
は
地
方
自
治
体
の
行
う
地
鎮
祭
、
上
棟
式
、
落
成
式
等
の
儀
式
は
形
式
的
に
は
地
方
自
治
体
主
催
で
あ
る
が
所

〈

mv

謂
儀
式
の
為
の
お
礼
に
つ
い
て
は
施
工
業
者
の
負
担
と
な
っ
て
い
る
。
津
地
鎮
祭
事
件
は
二
十
条
及
び
八
十
九
条
違
反
を
理
由
に
神
宮
に

支
払
っ
た
儀
式
の
お
礼
を
賠
償
す
る
こ
と
を
求
め
た
訴
訟
で
あ
る
か
ら
行
政
側
は
こ
の
事
件
を
二
十
条
違
反
よ
り
は
八
十
九
条
違
反
に
重

き
を
置
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

最
後
に
自
衛
官
の
合
施
問
題
に
触
れ
て
み
た
い
と
思
う
。
こ
れ
は
殉
職
し
た
自
衛
官
が
遺
族
に
無
断
で
畿
圏
神
社
に
合
記
さ
れ
た
こ
と

に
対
し
、
遺
族
で
あ
る
故
人
の
妻
が
当
該
合
組
申
請
統
の
取
消
請
求
と
合
記
行
為
に
よ
っ
て
宗
教
上
の
人
格
権
が
侵
害
さ
れ
た
こ
と
に
対
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す
る
賠
償
請
求
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

先
ず
こ
こ
で
は
合
記
申
請
が
宗
教
活
動
に
あ
た
る
と
ど
う
か
で
あ
る
が
、
合
組
そ
の
も
の
が
宗
教
に
密
接
に
関
連
す
る
事
柄
で
あ
る
か

ら
当
然
そ
の
合
組
を
申
請
す
る
行
為
は
宗
教
活
動
に
あ
た
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
申
請
に
あ
た
っ
て
は
自
衛
隊
職
員
が
こ
れ
に
携

わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
こ
れ
は
国
の
行
為
と
君
倣
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
当
該
行
為
は
二
十
条
三
項
違
反
と
な
る
の
で
あ
る
。

ま

と

め

以
上
憲
法
二
十
条
を
中
心
と
し
て
我
が
国
憲
法
に
定
め
ら
れ
て
い
る
信
教
の
自
由
に
つ
い
て
実
際
の
事
例
を
あ
げ
な
が
ら
考
察
し
て
き

た
が
、
国
家
に
よ
る
宗
教
活
動
、
私
人
の
宗
教
上
の
人
格
に
対
す
る
干
渉
、
国
の
為
の
殉
死
に
対
す
る
特
別
扱
い
等
、
信
教
の
自
由
に
関

信
教
の
自
由
（
中
里
〉



信
教
の
自
由
ハ
中
里
〉

す
る
問
題
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
宗
教
上
の
自
由
と
は
異
っ
た
形
で
様
々
な
問
題
が
展
開
さ
れ
て
き
て
い
る
。
我
々
日
本
人
は
概
し
て

宗
教
に
関
し
て
あ
ま
り
に
も
寛
大
ハ
無
関
心
と
も
言
え
る
〉
で
あ
り
、
こ
だ
わ
ら
な
い
国
民
性
を
有
し
て
い
る
が
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
上
に

お
け
る
宗
教
と
政
治
の
か
か
わ
り
合
い
は
、
権
力
の
奪
い
合
い
、
政
治
に
お
け
る
宗
教
の
利
用
或
い
は
宗
教
の
自
由
を
得
る
為
に
多
大
な

犠
牲
が
払
わ
れ
た
こ
と
を
知
る
時
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
人
が
宗
教
の
持
つ
大
き
な
意
味
を
、
役
割
を
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
、
あ
の
忌
わ

し
い
戦
争
に
対
し
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
不
感
症
と
な
り
、

ひ
い
て
は
精
神
の
退
廃
、

文
化
の
退
廃
が
社
会
、

国
家
の
存
亡
の
危
機

る。を
も
招
き
か
ね
な
い
こ
と
を
充
分
に
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
我
々
宗
教
人
に
課
せ
ら
れ
た
使
命
が
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ

〆「 f、，「 r、rヘ〆「 r、 r、 jl:J:_
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9
〉

昭
和
五
十
七
年
発
行
「
憲
法
」
〈
弘
文
堂
）
二
五
八
頁

昭
和
四
十
六
年
五
月
十
四
日
名
古
毘
高
裁
・
行
政
例
集
ニ
ニ
・
五
・
六
八

O

「
広
辞
苑
」
（
新
村
出
編
〉

大
日
本
帝
国
憲
法
第
二
十
八
条
日
本
医
民
ハ
安
寧
秩
序
ヲ
妨
ケ
ス
及
臣
民
タ
ル
ノ
義
務
に
背
カ
サ
ル
限
ユ
於
テ
信
教
ノ
自
由
ヲ
府
ス

昭
和
三
十
八
年
五
月
十
五
日
最
高
大
法
・
刑
集
一
七
・
四
・
三
O
ニ

昭
和
三
八
・
五
・
一
四
閣
議
決
定

「
世
界
」
〈
岩
波
書
店
〉
六
月
号
七
二
頁

津
市
が
市
体
育
館
の
起
工
に
際
し
、
神
社
神
道
の
儀
式
に
の
っ
と
る
地
鎮
祭
を
挙
行
し
、
そ
の
費
用
と
し
て
市
の
公
金
を
支
出
し
た
の
に
対
し

て
、
或
る
市
議
会
議
員
が
憲
法
二
十
条
、
八
九
条
違
反
を
理
由
に
、
市
長
が
市
に
対
し
支
出
金
額
を
賠
償
寸
る
こ
と
を
求
め
て
出
訴
L
た
住
民
訴

訟
。
〈
「
憲
法
講
義
」
《
小
林
直
樹
箸
）
よ
り
引
用
〉

本
起
工
式
は
そ
れ
が
外
見
上
は
神
道
の
宗
教
的
行
事
に
属
寸
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
実
態
を
み
れ
ば
神
道
の
布
教
宣
伝
を
目

的
と
す
る
宗
教
的
活
動
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
し
、
ま
た
宗
教
的
行
事
と
い
う
よ
り
習
俗
的
行
事
と
表
現
L
た
方
が
適
切
で
あ
る
う
。
（
昭
和
四
十
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年
三
月
二
十
六
日
津
地
・
行
裁
例
集
一
八
・
三
・
ニ
四
六
〉

本
起
工
式
は
、
宗
教
と
か
か
わ
り
合
い
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
否
定
で
き
な
い
が
、
そ
の
目
的
は
建
築
着
工
に
際
し
土
地
の
平
安
堅
固
、
工

事
の
無
事
安
全
を
願
い
、
社
会
の
一
般
的
習
俗
に
従
っ
た
儀
礼
を
行
う
と
い
う
専
ら
世
俗
的
な
も
の
と
認
め
ら
れ
、
そ
の
効
果
は
神
道
を
姪
助
、

助
長
、
促
連
し
又
は
他
の
宗
教
に
圧
迫
、
干
渉
を
加
え
る
も
の
と
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
憲
法
二
十
条
三
項
に
よ
り
禁
止
さ
れ
る
宗

教
的
活
動
は
あ
た
ら
な
い
と
解
す
る
。
（
昭
和
五
十
一
二
年
七
月
十
三
日
最
高
大
法
・
民
集
＝
二
・
四
・
五
三
三
）

憲
法
二
十
条
三
項
は
、
「
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
。
」
と
規
定
す
る
が
、
上
述
の

政
教
分
離
原
則
に
照
ら
し
て
こ
れ
を
み
れ
ば
、
こ
こ
に
い
う
宗
教
活
動
に
は
、
宗
教
の
教
議
の
宣
布
、
信
者
の
教
化
育
成
等
の
活
動
は
も
ち
ろ
ん

の
こ
と
、
宗
教
上
の
祝
典
、
儀
式
、
行
事
等
を
行
う
こ
と
も
そ
れ
自
体
で
当
然
に
含
ま
れ
る
も
の
と
解
す
べ
き
：
：
：
ハ
昭
和
四
十
六
年
五
月
十
四

日
名
古
屋
高
・
行
裁
例
集
ニ
ニ
・
五
・
六
八

O
〉

日
本
国
憲
法
第
八
十
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
、

配
に
属
し
な
い
草
草
弓
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
。

ハ叩〉
ハ日〉

ハロ）

信
教
の
自
由
ハ
中
里
〉

叉
は
公
の
支
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