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宗
教
の
政
治
的
分
断

　

戦
後
七
〇
年
を
過
ぎ
、
日
本
社
会
は
重
大
な
転
機
を
迎
え
て
い
る
。
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
の
記
憶
を
持
つ
高
齢
者
は

続
々
と
他
界
し
て
い
る
。
戦
後
六
〇
年
と
い
う
「
節
目
」
に
は
戦
争
体
験
の
生
の
証
言
を
収
集
す
る
取
り
組
み
が
盛
ん
に

お
こ
な
わ
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
戦
後
七
〇
年
と
い
う
節
目
は
、
戦
後
に
生
ま
れ
た
世
代
が
七
〇
歳
以
上
に
な
り

始
め
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
社
会
の
中
枢
を
担
っ
て
い
る
の
は
戦
争
を
知
ら
な
い
世
代
ば
か
り
で
あ
る
。
一
方
、
従
来
の

「
戦
争
」
の
概
念
を
超
え
た
米
国
の
「
テ
ロ
と
の
戦
い
」、
北
朝
鮮
の
核
を
め
ぐ
る
緊
張
状
態
な
ど
を
契
機
と
し
て
、
不
戦

を
う
た
っ
た
憲
法
九
条
を
改
正
な
い
し
、
空
文
化
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
不
断
に
続
い
て
い
る
。
国
内
外
で
主
張
を
異
に

す
る
民
族
や
集
団
が
対
立
し
て
お
り
、
宗
教
が
そ
こ
に
少
な
か
ら
ず
関
与
し
て
い
る
。
国
内
に
目
を
向
け
れ
ば
、
い
わ
ゆ

る
「
ネ
ッ
ト
右
翼
」
や
レ
イ
シ
ス
ト
や
歴
史
修
正
主
義
者
が
目
立
ち
、
与
野
党
を
問
わ
ず
リ
ベ
ラ
ル
派
が
後
退
し
、
報
道

の
自
由
度
が
低
下
す
る
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
「
右
傾
化
」
が
目
立
つ
（
塚
田
編
著 2017
）。

堀
江
　
宗
正
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宗
教
は
こ
の
よ
う
な
情
勢
の
な
か
で
、
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。「
右
傾
化
」
に
反
対
す
る
宗

教
勢
力
、
た
と
え
ば
二
〇
一
五
年
の
安
保
法
制
に
反
対
す
る
声
は
、
真
宗
大
谷
派
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
、
立
正
佼
成
会
、

ま
た
一
部
の
有
志
で
は
あ
る
が
創
価
学
会
関
係
者
、
日
本
カ
ト
リ
ッ
ク
司
教
団
、
日
本
基
督
教
団
な
ど
広
範
な
宗
教
者
か

ら
出
さ
れ
て
い
る）1
（

。
逆
に
「
右
傾
化
」
を
支
え
る
宗
教
勢
力
が
存
在
す
る
こ
と
も
、
最
近
に
な
っ
て
意
識
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
た
と
え
ば
安
倍
政
権
の
閣
僚
の
ほ
と
ん
ど
が
名
前
を
連
ね
る
保
守
系
の
政
治
団
体
で
あ
る
日
本
会
議
は
、
神
社

本
庁
を
は
じ
め
と
す
る
神
道
関
係
者
や
複
数
の
仏
教
関
係
者
、
倫
理
団
体
等
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る）2
（

。
さ
ら
に
、
東

日
本
大
震
災
と
東
京
電
力
に
よ
る
原
発
災
害
以
後
、
社
会
に
お
い
て
「
宗
教
」
の
果
た
す
役
割
に
期
待
す
る
声
も
あ
る
。

　
「
戦
争
」
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
語
り
、
そ
の
記
憶
の
継
承
も
重
要
だ
が
、
現
在
の
状
況
に
至
っ
た
「
戦
後
」
に
つ
い

て
の
検
討
と
反
省
が
歴
史
的
研
究
に
と
っ
て
の
課
題
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
と
く
に
「
宗
教
と
社
会
」
の
関
係
性
が
、
ど
の

よ
う
な
過
程
を
た
ど
っ
て
今
日
の
よ
う
に
な
っ
た
の
か
は
、
戦
後
七
〇
年
を
意
識
し
た
出
版
物
の
な
か
で
も
類
書
が
あ
ま

り
な
く
、
徹
底
的
に
討
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
テ
ー
マ
で
あ
る
。

戦
後
七
〇
年
と
い
う
時
期
区
分
の
特
異
性
─
二
重
の
時
間
性

　

本
書
は
、
二
〇
一
五
年
六
月
一
四
日
の
「
宗
教
と
社
会
」
学
会
学
術
大
会
で
、
編
者
が
オ
ー
ガ
ナ
イ
ズ
し
た
「
戦
後
七

〇
年
の
宗
教
と
社
会
」
と
題
す
る
テ
ー
マ
セ
ッ
シ
ョ
ン
を
も
と
に
し
て
い
る
（
発
表
者
は
上
村
岳
生
、
中
野
毅
、
島
薗
進
、

小
島
毅
、
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
は
黒
住
真
）（
堀
江 2016

）。
後
日
、
こ
の
テ
ー
マ
セ
ッ
シ
ョ
ン
は
、
い
く
つ
か
の
宗
教
系
メ

デ
ィ
ア
で
取
り
上
げ
ら
れ
、
編
者
は
こ
の
テ
ー
マ
へ
の
関
心
の
高
さ
を
実
感
し
た）（
（

。
当
時
は
書
店
で
も
「
戦
後
七
〇
年
」
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関
連
本
が
多
く
出
版
さ
れ
、
フ
ェ
ア
な
ど
も
組
ま
れ
て
い
た
。
だ
が
宗
教
に
関
わ
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
か
っ
た）（
（

。

　

宗
教
の
戦
後
を
総
括
す
る
よ
う
な
論
説
を
期
待
す
る
読
者
は
潜
在
的
に
多
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
に
考
え
、
当

日
の
発
題
者
に
加
え
て
、
必
要
な
分
野
の
専
門
家
に
も
執
筆
を
依
頼
し
、
出
版
の
準
備
に
取
り
か
か
っ
た
。
そ
れ
か
ら
三

年
以
上
が
経
過
し
て
よ
う
や
く
出
版
に
こ
ぎ
着
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
間
の
遅
れ
は
ひ
と
え
に
編
者
の
努
力
不
足
に

よ
る
が
、
そ
の
分
、
こ
の
「
戦
後
七
〇
年
」
と
い
う
時
間
を
、
歴
史
的
研
究
の
対
象
と
す
る
べ
き
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
時

期
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

仮
に
「
戦
後
」
と
い
う
言
葉
を
使
え
な
く
な
る
と
き
が
来
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
日
本
が
他
国
と
の
戦
争
に
関
与
す
る

と
き
だ
ろ
う
。
そ
の
と
き
、「
戦
後
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
時
代
は
「
戦
間
期
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

そ
こ
ま
で
い
か
な
い
と
し
て
も
、
戦
争
の
放
棄
と
戦
力
・
交
戦
権
の
否
認
を
明
示
し
た
日
本
国
憲
法
第
九
条
が
改
正
な
い

し
空
文
化
し
た
と
き
に
は
、
今
の
時
代
は
「
戦
前
」
な
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
不
安
が
社
会
に
漂
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
。
二
〇
一
五
年
に
は
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
複
数
の
法
律
が
一
挙
に
制
定
さ
れ
た
。
ま
た
、
一

七
年
に
は
北
朝
鮮
の
核
問
題
と
関
連
し
て
先
制
攻
撃
が
表
だ
っ
て
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
不
戦
を
誓
っ
た
憲
法
下

に
お
い
て
、
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。「
戦
後
」
が
七
〇
年
間
続
い
て
き
た
と
い
う

歴
史
認
識
と
並
ん
で
、
七
〇
年
間
か
け
て
実
質
的
に
突
き
崩
さ
れ
て
き
た
と
い
う
歴
史
認
識
も
、
今
日
で
は
現
実
味
を
帯

び
て
い
る
。

　

一
九
四
五
年
の
終
戦
か
ら
現
在
ま
で
を
漠
然
と
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、「
一
九
四
五
年
か
ら
二
〇
一
五
年
ま
で
」
を

研
究
対
象
と
し
て
限
定
す
る
こ
と
で
、
戦
前
回
帰
す
る
よ
う
に
も
思
え
る
潮
流
と
、
そ
れ
に
抗
っ
て
平
和
な
戦
後
を
続
け
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よ
う
と
す
る
勢
力
と
を
可
視
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
え
る
。「
戦
後
社
会
の
構
築
」
か
ら
「
戦
前
回
帰
」
へ
急

に
右
傾
化
し
た
の
で
は
な
く
、
両
者
が
常
に
せ
め
ぎ
合
っ
て
き
た
と
見
る
の
で
あ
る
。
有
り
体
に
言
え
ば
そ
れ
は
進
歩
主

義
と
伝
統
主
義
の
相
克
で
あ
る
。
だ
が
、
二
つ
の
特
定
の
集
団
が
常
に
激
し
く
対
峙
し
て
き
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

無
党
派
層
や
中
道
や
折
衷
の
立
場
を
と
る
人
が
増
え
る
に
つ
れ
て
、「
戦
後
」
を
生
き
続
け
る
と
い
う
時
間
感
覚
と
、「
戦

前
」
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
時
間
感
覚
の
葛
藤
が
見
え
に
く
く
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
二
重
の
時
間
性
に
気
づ
く

こ
と
は
難
し
い
。
と
り
わ
け
、
こ
の
時
間
を
全
体
的
に
捉
え
る
機
会
の
乏
し
い
若
者
に
そ
れ
を
教
え
る
こ
と
は
困
難
で
あ

る
。

　

だ
が
「
宗
教
」
に
注
目
す
る
と
、
そ
れ
が
明
瞭
に
見
え
て
く
る
。
先
述
の
テ
ー
マ
セ
ッ
シ
ョ
ン
を
通
し
て
、
編
者
は
、

戦
後
社
会
に
お
い
て
混
在
す
る
二
重
の
時
間
性
の
構
成
に
「
宗
教
」
が
少
な
か
ら
ず
大
き
な
関
わ
り
を
持
っ
て
い
る
と
い

う
感
触
を
持
つ
に
至
っ
た
。
こ
こ
に
「
宗
教
と
社
会
」
の
戦
後
史
を
考
え
る
意
義
が
あ
る
。
た
と
え
ば
一
方
で
は
、
戦

前
・
戦
中
の
宗
教
弾
圧
か
ら
解
放
さ
れ
、
被
爆
国
日
本
か
ら
核
な
き
世
界
平
和
を
構
築
し
て
い
こ
う
と
教
団
を
超
え
て
協

力
す
る
よ
う
な
動
き
が
続
い
て
い
る
。
他
方
で
は
、
国
家
神
道
的
な
も
の
の
再
興
を
願
っ
て
、
元
号
法
制
定
や
国
旗
国
歌

法
制
定
、
国
家
神
道
と
関
連
の
あ
る
祝
日
の
名
前
を
変
え
た
復
活
な
ど
、
政
治
性
や
宗
教
性
を
多
く
の
人
々
が
意
識
し
な

い
領
域
で
国
民
教
化
を
進
め
よ
う
と
す
る
動
き
が
続
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
宗
教
」
は
現
代
の
政
治
に
お
い
て
対
立

す
る
左
右
の
陣
営
い
ず
れ
と
も
関
係
を
持
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
宗
教
」
を
切
り
口
と
し
て
、
戦
後
社
会
の
二
つ
の
時

間
性
が
明
確
に
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
見
通
し
が
あ
る
。

　

ま
と
め
る
と
「
二
重
の
時
間
性
」
と
は
、
互
い
に
凌
駕
し
よ
う
と
せ
め
ぎ
合
い
つ
つ
並
存
す
る
「
戦
後
を
更
新
し
よ
う
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と
す
る
時
間
性
」
と
「
戦
前
に
回
帰
し
よ
う
と
す
る
時
間
性
」
を
指
す
。
こ
こ
で
の
「
時
間
性
」
と
は
、
歴
史
が
特
定
の

理
想
的
状
態
に
向
か
っ
て
い
る
、
あ
る
い
は
向
か
う
べ
き
だ
と
考
え
る
際
に
前
提
と
さ
れ
る
時
間
の
流
れ
方
で
あ
り
、
そ

れ
を
基
準
に
出
来
事
を
意
味
づ
け
、
ま
た
作
り
出
す
よ
う
な
型
で
あ
る
。
時
間
性
を
意
識
す
る
度
合
い
に
は
個
人
差
が
あ

り
、
こ
れ
を
意
識
し
て
い
る
政
治
家
・
宗
教
家
が
運
動
や
変
化
を
プ
ロ
グ
ラ
ム
し
、
意
識
し
て
い
な
い
大
衆
を
そ
こ
に
組

み
入
れ
よ
う
と
し
て
き
た
。
政
治
的
領
域
で
は
こ
の
二
つ
の
時
間
性
の
対
立
が
顕
在
化
し
や
す
い
が
、
文
化
的
領
域
で
は

曖
昧
に
重
な
り
合
っ
て
い
る
。
戦
後
の
「
宗
教
」
は
ま
ず
政
治
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
文
化
と
し
て
自
己
を
提
示
し
な
が
ら
、

時
に
政
治
性
を
露
出
さ
せ
る
と
い
う
形
で
、
そ
の
間
を
浮
動
し
て
き
た
。

　

本
書
の
編
集
が
一
段
落
し
た
二
〇
一
八
年
末
時
点
で
見
え
て
き
た
の
は
、
戦
後
ま
れ
に
見
る
長
期
政
権
と
な
っ
た
安
倍

政
権
が
、
移
民
政
策
や
対
中
ロ
政
策
に
お
い
て
右
派
の
嫌
う
方
向
へ
と
舵
を
取
り
、
な
お
改
憲
を
狙
う
も
の
の
右
派
が
望

む
よ
う
な
形
で
の
第
九
条
の
改
憲
に
至
る
か
ど
う
か
は
不
透
明
だ
と
い
う
状
況
で
あ
る
。
と
り
わ
け
移
民
政
策
を
経
て
、

日
本
社
会
と
宗
教
は
、
こ
れ
か
ら
ま
た
別
の
激
変
期
を
迎
え
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
予
感
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
す

で
に
述
べ
た
安
保
関
連
法
の
制
定
と
そ
れ
に
対
す
る
反
対
運
動
が
宗
教
界
か
ら
も
出
た
二
〇
一
五
年
は
、
戦
後
七
〇
年
を

経
て
二
重
の
時
間
性
が
顕
在
化
し
た
象
徴
的
な
年
で
あ
る
と
言
え
る
。
今
後
の
動
き
に
つ
い
て
は
、「
未
来
」
を
主
題
的

に
扱
っ
た
終
章
を
読
ん
で
ほ
し
い
。
そ
こ
か
ら
、
さ
ら
に
必
要
に
応
じ
て
「
戦
後
七
〇
年
」
と
い
う
時
代
が
何
で
あ
っ
た

か
を
扱
っ
た
各
章
を
振
り
返
る
こ
と
も
有
意
義
で
あ
ろ
う
。
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本
書
の
構
成

　

本
書
は
、
序
章
の
あ
と
、「
理
論
」「
歴
史
」「
教
団
」
の
三
部
か
ら
な
る
本
論
を
経
て
、
終
章
へ
と
至
る
。
序
章
で
は
、

宗
教
と
社
会
が
複
雑
に
相
互
作
用
す
る
戦
後
史
を
、
い
く
つ
か
の
転
機
に
触
れ
な
が
ら
略
述
す
る
。
第
I
部
の
理
論
編
で

は
、
宗
教
社
会
学
の
世
俗
化
論
、
ポ
ス
ト
世
俗
論
、
公
共
宗
教
論
な
ど
の
理
論
を
参
照
し
な
が
ら
、「
宗
教
と
社
会
」
を

読
み
解
く
た
め
の
視
座
を
提
供
す
る
。
宗
教
は
果
た
し
て
衰
退
し
て
い
る
の
か
、
急
に
政
治
力
を
発
揮
し
は
じ
め
た
よ
う

に
見
え
る
が
、
そ
れ
を
ど
う
と
ら
え
れ
ば
よ
い
の
か
。
こ
の
よ
う
な
目
に
見
え
や
す
い
宗
教
の
影
響
力
を
ど
う
測
り
、
ど

う
論
じ
る
の
か
が
理
論
編
で
は
取
り
扱
わ
れ
る
。
そ
の
際
、「
宗
教
と
社
会
」
と
い
う
と
き
の
「
社
会
」
を
、
ど
の
水
準

で
と
ら
え
る
か
が
問
題
と
な
る
。
政
治
か
ら
社
会
を
見
る
の
か
、
経
済
か
ら
社
会
を
見
る
の
か
、
そ
れ
と
も
文
化
か
ら
社

会
を
見
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　

本
書
は
主
に
政
治
の
側
面
か
ら
社
会
を
と
ら
え
る
。
こ
れ
は
、
政
治
史
が
、
経
済
史
や
文
化
史
よ
り
決
定
的
だ
と
見
る

か
ら
で
は
な
い
。
第
II
部
の
歴
史
編
で
は
、
政
治
的
側
面
か
ら
国
家
と
宗
教
の
関
係
を
扱
う
が
、
こ
れ
は
も
っ
ぱ
ら
効
率

上
の
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
近
年
、「
宗
教
」
と
国
家
と
の
相
互
作
用
が
注
目
を
集
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
を

手
が
か
り
に
戦
後
史
を
振
り
返
る
と
い
う
戦
略
で
あ
る
。「
宗
教
」
的
な
も
の
が
国
家
と
関
わ
る
と
、「
政
教
分
離
に
反
す

る
」「
宗
教
で
は
な
い
か
ら
合
憲
だ
」「
信
者
で
あ
っ
て
も
政
治
活
動
の
権
利
は
あ
る
」「
国
政
へ
の
影
響
が
大
き
す
ぎ
る
」

な
ど
と
い
う
議
論
が
起
こ
る
。
そ
こ
で
は
「
宗
教
」
と
は
何
か
、
ど
う
あ
る
べ
き
か
の
判
断
自
体
が
結
論
を
左
右
す
る
。

こ
の
相
互
作
用
の
場
を
国
家
神
道
、
靖
国
神
社
、
忠
魂
碑
な
ど
、
主
に
神
道
（
的
な
も
の
）
と
関
わ
り
が
あ
る
事
象
に
求

め
て
、
そ
こ
か
ら
戦
後
日
本
の
宗
教
と
社
会
の
歴
史
を
記
述
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
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つ
い
で
、
第
III
部
の
教
団
編
で
は
、
神
道
以
外
の
教
団
宗
教
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
、
仏
教
、
新
宗
教
を
取
り
上
げ
る
。

と
は
い
え
、
そ
れ
ぞ
れ
が
複
数
の
教
団
か
ら
な
る
極
め
て
複
雑
な
歴
史
を
抱
え
た
存
在

─
宗
教
現
象
の
束

─
で
あ
る

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
を
教
団
の
内
と
、
そ
の
外
で
あ
る
社
会
と
の
関
係
か
ら
整
理
す
る
形
で
理
解
す
る
こ
と

が
試
み
ら
れ
る
。

　

終
章
は
、
こ
こ
ま
で
の
議
論
を
踏
ま
え
て
、
そ
れ
ら
に
足
り
な
い
も
の
を
補
い
な
が
ら
、
今
後
の
日
本
の
宗
教
と
社
会

の
ゆ
く
え
を
占
う
。
そ
も
そ
も
「
戦
後
」
を
理
解
す
る
の
に
、
終
戦
後
に
起
き
た
出
来
事
だ
け
を
扱
う
の
で
は
不
十
分
で

あ
る
。
と
く
に
復
古
的
な
動
き
を
理
解
す
る
た
め
に
は
終
戦
前
の
状
況
を
参
照
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
多

く
の
執
筆
者
が
認
識
し
て
お
り
、
適
宜
言
及
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
第
III
部
ま
で
は
方
法
論
的
限
定
と
し

て
戦
後
史
に
ウ
ェ
イ
ト
を
置
い
て
執
筆
す
る
よ
う
依
頼
し
た
。
終
章
で
は
「
戦
後
」
を
終
戦
前
と
現
在
以
降
の
未
来
と
で

サ
ン
ド
イ
ッ
チ
の
よ
う
に
挟
み
、
よ
り
大
き
な
歴
史
的
視
野
か
ら
考
察
し
つ
つ
、
ま
た
経
済
や
文
化
の
側
面
を
も
考
慮
し

て
、
こ
れ
ま
で
の
章
の
記
述
を
補
足
し
、
相
対
化
し
、
宗
教
と
社
会
の
未
来
を
考
え
る
材
料
を
提
示
し
た
い
。

各
章
の
要
約

　

こ
こ
か
ら
先
で
は
、
各
章
の
内
容
を
簡
潔
に
説
明
す
る
。

　

序
章
「
戦
後
七
〇
年
の
宗
教
を
め
ぐ
る
動
き

─
い
く
つ
か
の
転
機
を
経
て
」

　

序
章
で
は
編
者
で
あ
る
堀
江
宗
正
が
、
戦
後
社
会
を
流
れ
る
二
重
の
時
間
性
と
い
う
着
想
に
も
と
づ
き
、
戦
後
史
を
い
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く
つ
か
の
転
機
か
ら
段
階
的
に
把
握
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
終
戦
か
敗
戦
か
と
い
う
歴
史
認
識
の
食
い
違
い
、
再
軍
備
を

進
め
る
逆
コ
ー
ス
の
始
ま
り
、
国
家
神
道
の
象
徴
的
復
興
、
靖
国
問
題
に
よ
る
国
家
神
道
の
中
心
の
転
換
、
冷
戦
期
に
お

け
る
反
共
勢
力
と
し
て
の
宗
教
の
位
置
づ
け
、
戦
後
の
教
団
に
よ
る
平
和
主
義
の
変
遷
、
ポ
ス
ト
冷
戦
期
に
お
け
る
一
神

教
批
判
の
台
頭
、
オ
ウ
ム
真
理
教
事
件
と
公
明
党
の
位
置
づ
け
の
変
化
な
ど
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
巻
末
の
年
表
を
参
照
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
細
か
い
事
実
の
説
明
を
省
き
、
大
ま
か
な
見
通
し
を
立
て
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
。

　

第
Ｉ
部
「
理
論
編

─
戦
後
宗
教
史
を
読
む
た
め
の
視
座
」

　

第
1
章
の
上
村
岳
生
「
近
代
の
規
範
性
と
複
合
性

─『
世
俗
化
』
概
念
の
再
検
討
と
丸
山
眞
男
の
近
代
化
論
」
は
宗

教
社
会
学
の
理
論
を
取
り
上
げ
、
近
代
化
と
宗
教
の
関
係
を
再
検
討
す
る
。
こ
れ
は
、
戦
後
日
本
社
会
に
お
い
て
宗
教
は

世
俗
化
し
た
の
か
、
と
い
う
問
い
と
関
わ
っ
て
く
る
。
世
俗
化
論
に
対
置
さ
れ
る
の
は
宗
教
が
復
興
し
て
き
て
い
る
と
い

う
見
方
で
あ
る
。
上
村
は
、
具
体
的
に
は
ベ
ラ
ー
の
市
民
宗
教
概
念
と
そ
れ
を
批
判
的
に
継
承
す
る
カ
サ
ノ
ヴ
ァ
の
公
共

宗
教
論
の
二
つ
を
取
り
上
げ
、
そ
の
背
景
に
「
宗
教
と
社
会
」
の
関
係
性
の
見
方
の
相
違
が
あ
る
と
見
る
。
そ
し
て
こ
の

二
つ
の
見
方
を
、
戦
後
日
本
に
お
け
る
「
宗
教
と
社
会
」
の
関
係
性
の
理
解
に
つ
な
げ
、
世
俗
化
論
的
な
近
代
観
を
超
え
、

「
複
合
的
近
代
」
と
い
う
観
点
か
ら
宗
教
を
と
ら
え
返
す
。

　

第
2
章
の
伊
達
聖
伸
「
政
権
与
党
と
宗
教
団
体

─
自
民
党
と
保
守
合
同
運
動
、
公
明
党
と
創
価
学
会
の
関
係
を
通
し

て
」
も
、
世
俗
化
か
宗
教
復
興
か
と
い
う
論
争
に
切
り
込
ん
で
い
く
。
そ
し
て
、
脱
政
治
化
に
よ
っ
て
国
民
の
政
治
へ
の

関
与
が
全
体
的
に
低
下
す
る
な
か
、
根
強
い
運
動
を
続
け
る
教
団
の
宗
教
票
の
ウ
ェ
イ
ト
が
相
対
的
に
高
ま
っ
た
結
果
、
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「
宗
教
復
興
」
と
見
え
る
も
の
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
逆
説
的
な
見
方
を
提
示
す
る
。

　

第
（
章
の
中
野
毅
「
戦
後
宗
教
史
と
平
和
主
義
の
変
遷
」
は
、
戦
前
・
戦
中
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
す
る
「
非
公
式
の
戦

後
世
界
」
が
、「
公
式
の
戦
後
世
界
」
の
背
後
に
並
行
し
て
あ
っ
た
が
、
近
年
は
顕
在
化
し
て
き
た
と
い
う
見
方
を
提
示

す
る
。
宗
教
と
平
和
主
義
の
関
係
を
三
つ
の
立
場
に
整
理
し
、
そ
れ
を
軸
に
日
本
国
家
と
宗
教
と
の
関
係
の
変
化
を
た
ど

る
。

　

第
II
部
「
歴
史
編

─
国
家
と
宗
教
の
関
係
性
」

　

こ
こ
ま
で
の
理
論
編
に
お
い
て
は
、
論
者
ご
と
に
用
語
法
や
視
角
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
世
俗
化
と
宗
教
復
興
の
関

係
を
ど
う
と
ら
え
る
か
が
論
点
と
な
っ
て
い
る
。
歴
史
編
で
は
国
家
と
宗
教
（
国
家
神
道
）
の
関
係
を
個
別
の
事
例
に
即

し
て
検
討
し
、
世
俗
化
と
み
ら
れ
る
よ
う
な
戦
後
の
状
況
の
な
か
で
、
い
か
に
国
家
が
宗
教
の
論
理
を
生
き
な
が
ら
え
さ

せ
て
き
た
か
を
見
て
ゆ
く
。

　

第
（
章
の
島
薗
進
「
国
家
神
道
復
興
運
動
の
担
い
手

─
日
本
会
議
と
神
道
政
治
連
盟
」
は
、
形
式
的
に
は
戦
後
に
解

体
さ
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
国
家
神
道
が
、
実
際
に
は
生
き
延
び
て
お
り
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
っ
て
復
興
の
動
き
が

強
ま
っ
て
い
る
と
い
う
見
方
を
提
示
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
変
化
が
ど
う
し
て
生
じ
て
い
る
の
か
を
、
立
憲
主
義

の
危
機
と
い
う
視
点
か
ら
考
察
す
る
。
こ
れ
は
、
公
式
の
戦
後
世
界
と
非
公
式
の
戦
後
世
界
の
同
時
進
行
と
い
う
中
野
の

見
方
と
軌
を
一
に
す
る
。

　

第
5
章
の
小
島
毅
「
靖
国
神
社
に
つ
い
て
の
語
り

─
明
治
維
新
百
五
十
年
で
変
わ
り
う
る
か
」
は
、
靖
国
神
社
に
お
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け
る
攘
夷
や
「
怨
親
差
別
」
の
歴
史
認
識
に
注
目
し
、
日
本
古
来
の
神
道
と
い
う
よ
り
は
、
朱
子
学
的
な
要
素
が
大
き
な

役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
戦
後
社
会
に
適
応
す
る
過
程
で
は
、
盂
蘭
盆
会
を
取
り
入
れ
た
「
み
た
ま
ま

つ
り
」、
世
界
中
の
戦
争
犠
牲
者
を
祀
る
鎮
霊
社
の
設
置
な
ど
、
仏
教
的
な
怨
親
平
等
の
面
が
強
化
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
。
だ
が
怨
親
差
別
に
も
と
づ
い
て
Ａ
級
戦
犯
が
合
祀
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
支
持
者
は
、「
死
者
に
鞭
打
つ
」
中
国

文
化
と
は
異
な
る
も
の
だ
と
中
国
仏
教
の
怨
親
平
等
の
論
理
で
合
祀
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
。
小
島
は
、
怨
親
平
等
の

論
理
を
徹
底
さ
せ
る
つ
も
り
で
あ
れ
ば
、
井
伊
直
弼
や
戊
辰
戦
争
の
敗
者
も
合
祀
す
べ
き
だ
ろ
う
と
す
る
。
こ
の
問
い
か

け
か
ら
、
合
祀
の
基
準
の
党
派
性
が
浮
き
彫
り
に
な
る
。

　

第
6
章
の
西
村
明
「
忠
魂
碑
の
戦
後

─
宗
教
学
者
の
違
憲
訴
訟
へ
の
関
与
か
ら
考
え
る
」
は
、
中
央
で
は
な
く
地
方

に
お
い
て
戦
没
者
を
英
霊
と
し
て
顕
彰
す
る
、
い
わ
ば
「
ム
ラ
の
靖
国
」
で
あ
る
忠
魂
碑
を
取
り
上
げ
る
。
戦
後
ま
も
な

く
撤
去
、
破
壊
さ
れ
た
も
の
の
、
主
権
回
復
後
に
再
建
が
進
み
、
そ
れ
に
よ
っ
て
地
方
行
政
と
の
関
わ
り
が
焦
点
と
な
っ

た
の
が
箕
面
市
忠
魂
碑
訴
訟
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
宗
教
学
者
は
、
原
告
側
証
人
と
し
て
も
被
告
側
証
人
と
し
て
も
裁
判

の
過
程
に
関
与
し
た
。
被
告
側
が
、
慰
霊
と
い
う
行
為
は
特
定
の
宗
教
に
属
す
る
も
の
で
は
な
く
、
忠
魂
碑
は
無
宗
教
の

も
の
だ
と
す
る
の
に
対
し
、
原
告
側
は
宗
教
性
を
指
摘
す
る
と
い
う
構
図
で
あ
る
。
こ
こ
で
西
村
は
、
人
口
の
急
増
す
る

大
都
市
郊
外
と
い
う
文
脈
に
置
か
れ
た
忠
魂
碑
を
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
素
朴
な
無
宗
教
の
慰
霊
施
設
と
み
な
す
こ
と
に
無
理

が
あ
り
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
化
す
る
遺
族
た
ち
と
新
住
民
の
対
立
が
背
景
に
あ
る
と
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
遺
族
の
他
界
に
伴

い
、
も
と
の
文
脈
か
ら
離
れ
た
意
味
づ
け
が
お
こ
な
わ
れ
る
ポ
ス
ト
近
代
的
な
状
況
が
到
来
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示
す
。

　

こ
こ
ま
で
の
歴
史
編
で
は
、
世
俗
化
か
宗
教
復
興
か
と
い
う
理
論
編
の
論
点
は
、
両
者
の
同
時
進
行
、
特
定
集
団
に
よ
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る
先
鋭
化
と
い
う
形
で
肉
付
け
さ
れ
る
。
日
本
国
憲
法
の
政
教
分
離
の
原
則
は
「
宗
教
」
概
念
の
操
作
に
よ
っ
て
形
骸
化

す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
さ
ら
に
い
っ
た
ん
「
宗
教
」
と
分
離
し
た
は
ず
の
行
政
が
関
与
す
る
公
的
祭
祀
は
「
宗
教
」
で
あ

る
は
ず
が
な
い
と
い
う
論
理
、
い
わ
ば
政
教
分
離
の
原
則
こ
そ
が
政
教
一
致
の
実
態
を
見
え
な
く
す
る
と
い
う
パ
ラ
ド
ッ

ク
ス
を
示
す
。
こ
れ
は
、
政
治
と
神
社
と
の
関
わ
り
に
は
何
の
問
題
も
な
い
と
突
っ
ぱ
ね
る
側
と
、
政
教
分
離
を
問
う
側

が
、
ど
う
し
て
平
行
線
を
た
ど
る
の
か
と
い
う
謎
を
解
く
鍵
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

第
III
部
「
教
団
編

─
諸
宗
教
の
内
と
外
」

　

こ
の
よ
う
な
状
況
の
背
景
に
は
、
教
団
と
い
う
形
態
を
と
も
な
う
宗
教
現
象
の
み
を
限
定
的
に
「
宗
教
」
と
呼
ぶ
傾
向

が
あ
る
。
教
団
と
無
関
係
の
国
家
や
公
的
行
事
が
「
宗
教
」
で
あ
る
は
ず
が
な
い
と
い
う
前
提
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

「
宗
教
」
と
呼
ば
れ
る
諸
教
団
は
、
戦
後
社
会
に
適
応
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
自
ら
の
普
遍
性
を
主
張
し
、
そ
の
存
在
意

義
を
示
そ
う
と
模
索
す
る
。

　

第
7
章
の
小
原
克
博
「
キ
リ
ス
ト
教
と
日
本
社
会
の
間
の
葛
藤
と
共
鳴

─
宗
教
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
が
担
う
平
和
主

義
」
は
、
戦
争
協
力
へ
の
反
省
か
ら
平
和
主
義
を
掲
げ
る
よ
う
に
な
っ
た
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
を
、
正
戦
論
を
維
持
す
る

国
外
の
キ
リ
ス
ト
教
と
比
較
す
る
。
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
は
多
数
派
を
形
成
し
な
い
が
ゆ
え
に
、
米
国
の
キ
リ
ス
ト
教
の

よ
う
に
戦
争
の
正
当
化
に
関
与
せ
ず
に
す
み
、
強
い
戦
争
否
定
が
可
能
に
な
っ
た
と
い
う
見
方
で
あ
る
。
一
方
、
二
〇
〇

一
年
の
同
時
多
発
テ
ロ
以
後
、
一
神
教
は
戦
争
を
引
き
起
こ
す
と
い
う
論
調
が
国
内
で
強
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

実
際
の
キ
リ
ス
ト
教
は
平
和
主
義
だ
と
い
う
の
が
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
あ
り
が
ち
な
弁
護
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
犠
牲
を
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美
化
す
る
あ
ま
り
他
者
の
自
己
犠
牲
を
正
当
化
す
る
と
い
う
「
犠
牲
の
シ
ス
テ
ム
」
を
、
近
代
国
家
と
キ
リ
ス
ト
教
は
共

有
す
る
、
と
小
原
は
指
摘
す
る
。

　

戦
後
の
教
団
が
唱
え
る
宗
教
の
平
和
的
性
格
と
、
歴
史
的
に
も
教
義
的
に
も
内
包
さ
れ
て
い
る
暴
力
的
性
格
と
の
乖
離

と
い
う
問
題
は
、
オ
ウ
ム
真
理
教
事
件
を
経
験
し
た
仏
教
に
も
当
て
は
ま
る
。

　

第
8
章
の
川
村
覚
文
「
戦
後
の
仏
教
を
め
ぐ
る
言
説
と
政
治

─
近
代
性
、
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
」
に
よ
れ
ば
、
仏
教
界
は
戦
前
に
は
近
代
の
超
克
を
唱
え
、
戦
争
協
力
を
し
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
戦
後
に
な
る
と
、
そ

れ
は
非
本
来
的
な
逸
脱
だ
と
し
、
一
転
し
て
近
代
原
理
に
近
い
平
和
主
義
こ
そ
が
仏
教
本
来
の
思
想
だ
っ
た
と
と
ら
え
返

し
た
。
ま
た
、「
部
落
問
題
は
な
い
」
と
指
導
者
が
発
言
し
た
こ
と
で
か
え
っ
て
差
別
の
歴
史
が
顕
在
化
し
、
差
別
問
題

へ
の
取
り
組
み
が
な
さ
れ
た
が
、
そ
の
際
に
も
、
そ
の
よ
う
な
取
り
組
み
こ
そ
が
仏
教
本
来
の
姿
な
の
だ
と
い
う
ナ
ル
シ

シ
ズ
ム
的
な
主
張
が
展
開
さ
れ
る
。
オ
ウ
ム
真
理
教
事
件
に
つ
い
て
も
仏
教
本
来
の
姿
で
は
な
い
と
弁
解
す
る
。
そ
し
て
、

原
発
事
故
後
は
原
発
を
物
質
的
欲
望
の
問
題
と
し
、
仏
教
は
物
質
文
明
を
超
え
た
も
の
と
す
る
。

　

そ
の
時
代
に
社
会
で
正
し
い
と
さ
れ
て
い
る
価
値
観
に
寄
り
添
い
、
あ
る
い
は
す
り
寄
り
、
実
は
そ
れ
を
最
初
か
ら
理

想
と
し
て
掲
げ
て
い
た
と
事
後
的
に
主
張
す
る
こ
と
で
、「
宗
教
」
を
正
当
化
、
ま
た
は
賛
美
す
る
。
そ
の
背
景
に
は
、

戦
前
・
戦
中
の
全
体
主
義
的
体
制
の
イ
メ
ー
ジ
を
教
団
宗
教
に
投
影
す
る
よ
う
な
戦
後
社
会
の
「
宗
教
」
へ
の
ま
な
ざ
し

が
あ
る
。
こ
れ
は
実
際
に
全
体
主
義
的
体
質
を
内
包
す
る
教
団
が
戦
後
急
成
長
を
遂
げ
た
と
い
う
事
実
に
も
と
づ
い
て
い

る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
世
間
を
騒
が
せ
る
「
新
興
宗
教
」
と
は
違
い
、
自
分
た
ち
既
成
宗
教
は
本
来
平
和
的
で
民
主
的
だ

っ
た
と
い
う
歴
史
修
正
主
義
に
も
近
い
見
方
が
流
布
さ
れ
る
。
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第
9
章
の
井
上
順
孝
「
新
興
宗
教
か
ら
近
代
新
宗
教
へ

─
新
宗
教
イ
メ
ー
ジ
形
成
の
社
会
的
背
景
と
研
究
視
点
の
変

化
」
は
、
否
定
的
な
価
値
を
帯
び
た
「
新
興
宗
教
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
か
ら
、「
新
宗
教
」
と
い
う
用
語
が
使
わ
れ
る

よ
う
に
な
る
研
究
動
向
を
ま
と
め
、
そ
れ
と
社
会
と
の
関
係
を
論
じ
る
。
編
者
の
見
た
と
こ
ろ
、
井
上
は
戦
後
の
新
宗
教

の
展
開
を
次
の
三
段
階
に
分
け
て
見
て
い
る
。
⑴
戦
後
の
社
会
的
混
乱
と
宗
教
を
め
ぐ
る
法
的
状
況
の
変
化
か
ら
新
宗
教

が
数
多
く
生
ま
れ
、
⑵
高
度
経
済
成
長
期
に
は
血
縁
や
地
縁
と
離
れ
た
同
志
縁
を
提
供
す
る
こ
と
で
巨
大
教
団
が
生
ま
れ
、

⑶
伝
統
宗
教
と
の
非
連
続
性
が
目
立
つ
新
た
な
タ
イ
プ
の
新
宗
教
の
発
生
に
至
る
、
と
。

　

具
体
的
に
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化
や
メ
デ
ィ
ア
の
発
展
な
ど
「
社
会
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
形
態
そ
れ
自
体
の
変
化
に
応
じ

て
、
新
宗
教
に
限
ら
ず
、
宗
教
全
体
が
大
き
く
変
わ
り
つ
つ
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
、
国
家
と
の
関
係
が
改
め
て
問

い
直
さ
れ
つ
つ
あ
る
の
が
、
二
〇
一
五
年
周
辺
の
状
況
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

終
章
「
宗
教
と
社
会
の
『
戦
後
』
の
宿
題

─
や
り
残
し
て
き
た
こ
と
と
そ
の
未
来
」

　

終
章
は
本
書
の
結
論
に
相
当
し
、
黒
住
真
・
島
薗
進
・
堀
江
宗
正
が
座
談
会
形
式
で
こ
れ
ま
で
に
出
て
き
た
論
点
を
洗

い
出
し
、
集
中
的
に
討
議
す
る
。
と
り
わ
け
黒
住
は
、
近
代
を
「
社
会
的
組
織
」「
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
（
ア
ソ
シ
エ

ー
シ
ョ
ン
）」「
中
間
集
団
」
が
国
家
に
切
り
崩
さ
れ
、
従
属
さ
せ
ら
れ
る
過
程
と
と
ら
え
、
そ
の
視
点
を
こ
れ
ま
で
の
議

論
に
か
ぶ
せ
る
。「
宗
教
と
社
会
」
の
関
係
が
主
題
だ
と
い
う
が
、「
社
会
」
と
は
何
な
の
か
。
国
家
な
の
か
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
な
の
か
、
利
益
追
求
型
組
織
な
の
か
、
あ
る
い
は
自
発
的
な
結
社
な
の
か
。
社
会
と
の
相
関
に
お
い
て
「
宗
教
」
を

と
ら
え
る
と
す
る
な
ら
ば
、
ま
ず
こ
れ
ら
の
社
会
的
形
態
と
の
関
係
そ
の
も
の
を
問
い
直
す
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
を
討
議
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す
る
な
か
で
、
自
己
犠
牲
を
他
者
に
強
制
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
明
ら
か
に
な
る
。
人
々
と
と
も
に
苦
し
む
神
的
存
在
や
宗

教
者
を
権
力
側
は
押
さ
え
つ
け
る
と
同
時
に
、
そ
れ
を
利
用
し
て
人
々
に
犠
牲
を
強
制
し
て
き
た
と
い
う
メ
カ
ニ
ズ
ム
で

あ
る
。
そ
し
て
、
環
境
問
題
、
ア
ジ
ア
と
の
関
係
、
外
国
人
と
の
関
係
な
ど
近
い
未
来
に
直
面
す
る
社
会
的
な
課
題
に
お

い
て
国
家
共
同
体
を
超
え
る
公
共
性
を
持
っ
た
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
追
求
が
課
題
に
な
る
と
い
う
展
望
が
開
か
れ
る
。

　

右
の
要
約
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
本
書
は
、
相
互
に
つ
な
が
り
の
な
い
論
文
の
寄
せ
集
め
で
は
な
い
。
原
稿
が
出
る
た

び
に
執
筆
者
同
士
で
目
を
通
し
、
コ
メ
ン
ト
を
交
わ
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
お
互
い
を
意
識
し
な
が
ら
書
か
れ
た
も
の
で

あ
る
。
編
者
は
当
初
、
戦
後
史
の
段
階
的
把
握
の
た
め
、
執
筆
者
に
は
い
く
つ
か
の
転
機
を
提
示
し
な
が
ら
記
述
す
る
よ

う
求
め
た
。
そ
れ
が
お
の
ず
か
ら
、
何
ら
か
の
関
連
を
も
た
ら
す
だ
ろ
う
と
期
待
し
た
た
め
で
あ
る
。

　

次
第
に
、
世
俗
化
と
宗
教
復
興
、
進
歩
主
義
と
伝
統
主
義
、
戦
後
的
価
値
観
の
維
持
と
戦
前
的
価
値
観
へ
の
回
帰
な
ど
、

二
つ
の
異
質
な
も
の
が
併
存
す
る
こ
と
が
、
多
く
の
論
文
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
。
論
者
ら
が
そ
れ

ぞ
れ
の
分
野
で
転
機
と
し
た
も
の
を
並
べ
、
巻
末
の
年
表
と
往
復
し
な
が
ら
「
二
重
の
時
間
性
」
と
い
う
観
点
か
ら
「
宗

教
と
社
会
の
戦
後
史
」
の
概
略
を
ま
と
め
た
の
が
序
章
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ど
う
し
て
そ
う
な
っ
た
の
か
を
日
本
史
の
大

き
な
流
れ
か
ら
考
え
、
議
論
を
重
ね
、
今
後
の
日
本
社
会
と
宗
教
に
と
っ
て
、
何
が
課
題
と
な
る
の
か
を
提
示
し
た
の
が

終
章
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
問
題
に
関
心
の
あ
る
読
者
が
、「
宗
教
」
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
見
聞
き
し
て
き
た
こ
と
を
本
書
の
記
述
に
重

ね
合
わ
せ
れ
ば
、
き
っ
と
新
た
な
見
方
に
到
達
で
き
る
だ
ろ
う
。
高
齢
化
の
進
ん
だ
現
代
社
会
の
読
者
の
な
か
に
は
、
自
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分
自
身
の
人
生
を
重
ね
る
感
慨
を
味
わ
え
る
人
も
い
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
若
い
読
者
が
本
書
を
読
む
こ
と
、
と
り
わ
け

終
章
を
手
が
か
り
と
し
て
今
後
の
生
き
方
を
考
え
る
こ
と
が
、
戦
後
と
い
う
時
代
の
更
新
に
つ
な
が
る
と
希
望
し
た
い
。

（
1
）　

宗
教
情
報
セ
ン
タ
ー
「
宗
教
界
の
戦
後
七
〇
年
と
安
保
関
連
法
案
に
関
す
る
主
な
動
き
（
関
連
年
表
）」（https://w

w
w
.

circam
.jp/popup/detail/201501-12.htm

l

）
二
〇
一
九
年
二
月
一
二
日
ア
ク
セ
ス
。

（
2
）　

日
本
会
議
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
役
員
名
簿
」
に
よ
る
（http://w

w
w
.nipponkaigi.org/about/yakuin

）。
二
〇
一
九
年
二

月
一
二
日
ア
ク
セ
ス
。

（
（
）　

仏
教
タ
イ
ム
ス
「『
宗
教
と
社
会
』
学
会
テ
ー
マ
セ
ッ
シ
ョ
ン　

戦
後
宗
教
の
平
和
主
義
を
問
う
」
二
〇
一
五
年
六
月
一
八
日

（http://w
w
w
.bukkyo-tim

es.co.jp/backnum
ber/pg（58.htm

l

）。

（
（
）　

そ
の
後
、
次
の
よ
う
な
関
連
書
籍
が
出
て
い
る
。
島
田
（2015

）、
ク
ラ
ウ
タ
ウ
（2016

）、
新
教
出
版
社
編
集
部
（2017

）、

山
口
（2018

）
を
参
照
。

【
文
献
】

堀
江
宗
正 2016

「
戦
後
七
〇
年
の
宗
教
と
社
会
」『
宗
教
と
社
会
』
二
二
号
、
一
四
三
─
一
五
二
頁
。

ク
ラ
ウ
タ
ウ
、
オ
リ
オ
ン
編 2016

『
戦
後
歴
史
学
と
日
本
仏
教
』
法
藏
館
。

島
田
裕
巳 2015

『
戦
後
日
本
の
宗
教
史

─
天
皇
制
・
祖
先
崇
拝
・
新
宗
教
』
筑
摩
書
房
。

新
教
出
版
社
編
集
部
編 2017

『
戦
後
70
年
の
神
学
と
教
会
』
新
教
出
版
社
。

塚
田
穂
高
編
著 2017

『
徹
底
検
証　

日
本
の
右
傾
化
』
筑
摩
書
房
。

山
口
輝
臣 2018

『
戦
後
史
の
な
か
の
「
国
家
神
道
」』
山
川
出
版
社
。


