
現
代
宗
教
の
広
が
り
に
見
る
二
重
の
ボ
i
ダ
レ
ス
化

井

上

}I原

孝

現代宗教の広がりに見る二重のボーダレス化

要

旨

グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
行
に
よ
っ
て
、
宗
教
が
広
ま
っ
て
い
く
様
相
に
も
変
化
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
本
稿
は
神
社
神
道
を
含
め
た
日
本
宗
教
の

国
外
布
教
、
及
び
国
外
の
宗
教
の
日
本
布
教
の
二
つ
の
局
面
に
共
通
し
て
み
ら
れ
る
特
徴
に
つ
い
て
分
析
す
る
。
と
り
わ
け
一
九
九
0
年
代
以
降
、

顕
著
に
進
行
し
て
い
る
宗
教
の
広
が
り
に
お
け
る
二
重
の
ボ
l
ダ
レ
ス
化
に
焦
点
を
当
て
る
。
二
重
の
ポ
l
ダ
レ
ス
化
と
は
、
教
団
、
宗
派
な
ど

の
活
動
や
宗
教
習
俗
な
ど
が
き
わ
め
て
容
易
に
国
境
を
こ
え
て
広
が
る
側
面
と
、
そ
う
し
た
広
が
り
の
過
程
で
宗
教
と
宗
教
で
な
い
も
の
と
の
境

界
が
、
以
前
に
増
し
て
格
段
に
見
え
に
く
く
在
り
入
り
組
ん
で
い
る
現
象
を
指
す
。
こ
れ
ら
は
情
報
ツ
l
ル
の
革
新
や
人
的
交
流
の
急
速
な
進
展

に
よ
っ
て
・
も
た
ち
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド

海
外
神
社

グ
ロ
ー
バ
ル
化

宗
教
の
越
境

新
宗
教

長

ボ
1
ダ
レ
ス
化

モ
ス
ク

は
じ
め
に

5 

顕
著
に
な
っ
た
。
宗
教
面
で
も
そ
れ
は
同
様
で
あ
り
、
現
代
日
本
社
会
に
は
こ
れ
ま
で
に
比
し
て
、
よ
り
多
く
の
国
外
か
ら
の
宗
教
が
活

日
本
社
会
は
一
九
八

0
年
代
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
面
で
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
傾
向
が
顕
在
化
し
、
二
一
世
紀
に
入
る
と
さ
ら
に
そ
の
傾
向
は



6 

動
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
他
方
で
日
本
宗
教
の
国
外
で
の
活
動
も
新
た
な
展
開
の
様
相
を
見
せ
て
い
る
。
さ
ら
に
い
ず
れ
の
面
に
お

い
て
も
、

一
九
九

0
年
代
か
ら
二

0
0
0年
代
に
か
け
て
は
、
近
代
化
の
過
程
で
生
じ
た
様
相
と
は
少
し
異
な
る
様
相
が
表
面
化
し
て
き

た
宗
教
が
国
境
を
超
え
て
広
が
る
形
態
に
つ
い
て
は
、
越
境
と
い
う
観
点
か
ら
五
つ
の
類
型
を
提
一
示
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
①

現代宗教の広がりに見る二重のポ ダレス化

近
隣
へ
の
越
境
、
②
布
教
に
よ
る
越
境
、
③
植
民
地
化
に
よ
る
越
境
、
④
移
民
に
と
も
な
う
越
境
、
⑤
ボ
1
ダ
レ
ス
時
代
の
越
境
、
で
あ

む
。
本
稿
で
は
こ
の
う
ち
の
最
後
の
ボ
1
ダ
レ
ス
詩
代
の
越
境
と
い
う
観
点
を
軸
に
据
え
な
が
ら
、
日
本
宗
教
の
国
外
布
教
や
国
外
か
ら

の
宗
教
の
日
本
で
の
活
動
が
、
と
り
わ
け
一
一
一
世
紀
に
は
い
っ
て
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
新
し
い
展
開
を
見
せ
て
い
る
か
、
ま
た
従
来
と
ど

う
い
う
点
で
異
な
っ
た
様
相
を
示
し
て
い
る
か
に
焦
点
を
当
て
る
。
な
お
、
こ
こ
で
言
う
ボ
l
ダ
レ
ス
化
は
、
む
ろ
ん
ボ
ー
ダ
ー
が
な
く

な
る

つ
ま
り
境
界
線
が
消
失
す
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
境
界
線
が
以
前
よ
り
も
見
え
づ
ら
く
な
っ
た
り
、
境
界
線
が
入
り
組
ん
で

く
る
現
象
が
短
期
間
で
顕
著
に
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
の
宗
教
社
会
学
的
な
研
究
に
お
い
て
は
、
宗
教
の
国
外
へ
の
広
ま
り
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
宗
教
活
動
そ
の
も
の
、

つ
ま
り

そ
の
宗
教
の
教
え
の
広
ま
り
ゃ
そ
の
教
え
に
帰
依
す
る
人
々
の
広
ま
り
と
い
っ
た
点
に
注
目
が
置
か
れ
て
き
た
。

し
た
が
っ
て
国
外
支
部

(
教
会
、
寺
院
、
各
種
の
拠
点
)

の
設
置
状
況
や
、

そ
こ
で
の
信
者
数
の
増
減
が
第
一
に
注
目
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
ボ
1
ダ
レ
ス
化
が
進

行
す
る
時
代
に
お
い
て
は
、
宗
教
が
比
較
的
容
易
に
国
墳
を
超
え
て
広
が
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
宗
教
活
動
そ
の
も
の
が
ボ
1
ダ
レ
ス

化
し
て
い
く
現
象
も
顕
著
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
観
点
か
ら
は
宗
教
習
俗
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
広
ま
り
も
無
視
で
き
な
い
。
従
来
の
宗
教
の

広
ま
り
と
い
う
観
点
か
ら
は
見
過
ご
さ
れ
そ
う
な
事
態
も
生
じ
て
い
る
。
本
稿
で
言
う
二
重
の
ボ
1
ダ
レ
ス
化
と
は
、
こ
う
し
た
状
況
を

指
す
も
の
で
あ
る
。

あ
る
特
定
の
宗
教
に
関
わ
る
儀
礼
が

一
つ
の
偶
然
に
よ
り
短
期
間
の
間
に
世
俗
的
な
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
定
着
し
て
い
っ
た
り
、
圏
外

に
お
い
て
民
族
文
化
紹
介
の
一
環
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
り
と
い
っ
た
現
象
は
、
日
本
に
限
ら
ず
世
界
各
地
で
観
察
さ
れ
る
。
宗
教
を

受
け
入
れ
て
い
る
と
い
う
よ
り
、
あ
る
生
き
方
、
生
活
習
慣
、
ま
た
文
化
様
式
な
ど
に
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
と
考
え
た
方
が
い
い
場

合
が
あ
る
o

宗
教
が
広
が
っ
た
と
み
る
べ
き
な
の
か
、
そ
れ
と
も
ボ
l
ダ
レ
ス
な
文
化
拡
散
の
一
環
と
し
て
宗
教
文
化
が
広
ま
っ
て
い
る

と
み
る
べ
き
な
の
か
、
こ
う
し
た
ご
と
を
整
理
し
な
が
ら
議
論
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
現
象
は
、
宗
教
の
国
外
へ
の
広
が

現代宗教の広がりに見る二重のポーダレス化

り
が
教
団
と
し
て
組
織
的
に
関
わ
る
も
の
だ
け
で
な
く
、
情
報
化
の
進
行
や
人
的
交
流
の
多
様
化
に
伴
い
、
さ
ま
ざ
ま
な
ル
l
ト
を
通
じ

て
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
必
然
的
結
果
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

日
本
宗
教
の
毘
外
布
教
の
ボ
I
ダ
レ
ス
化

日
本
宗
教
の
国
外
布
教
に
つ
い
て
の
研
究
が
盛
ん
に
な
る
一
つ
の
大
き
な
き
っ
か
け
は
、

ハ
ワ
イ
と
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
日
系
人
を
対

象
に
し
た
宗
教
調
査
で
あ
っ
た
。

ハ
ワ
イ
で
の
調
査
は
一
九
七
七
年
、
七
九
年
に
柳
川
啓
一
と
森
岡
清
美
を
共
同
代
表
者
と
し
て
、
ま
た

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
で
の
調
査
は
八
一
年
に
柳
川
啓
一
を
代
表
者
と
し
て
行
わ
れ
た
。
日
系
人
の
宗
教
に
つ
い
て
の
研
究
は
そ
れ
以
前
に
も

あ
っ
た
が
、
科
研
費
を
得
て
の
二
一
度
に
わ
た
る
こ
の
共
同
調
査
で
は
、

(2) 

や
現
状
に
つ
い
て
の
概
要
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
調
査
メ
ン
バ
ー
に
よ
る
い
く
つ
か
の
事
例
研
究
も
同
時
に
な
さ
れ
た
。

ハ
ワ
イ
と
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
に
お
け
る
日
本
宗
教
の
歴
史
的
展
開

調
査
に
は
筆
者
を
含
め
十
名
を
超
え
る
研
究
者
が
関
わ
っ
た
が
、
調
査
メ
ン
バ
ー
の
一
部
は
、
こ
の
共
同
調
査
及
び
そ
の
後
独
自
に
な

さ
れ
た
調
査
に
よ
っ
て
、
日
本
宗
教
の
国
外
布
教
に
つ
い
て
の
研
究
を
重
ね
て
い
つ
が

)
O

た
と
え
ば
中
牧
弘
允
は
ブ
ラ
ジ
ル
に
お
け
る
日

(4) 

系
宗
教
の
本
格
的
調
査
を
行
っ
た
。
渡
辺
雅
子
色
、
の
ち
ブ
ラ
ジ
ル
の
臼
系
宗
教
を
調
査
し
て
い
る
。
こ
の
研
究
で
刊
行
さ
れ
た
報
告
書

7 

と
、
以
後
の
調
査
に
基
つ
い
て
刊
行
さ
れ
た
書
籍
や
論
文
が
、
国
外
に
お
け
る
日
本
宗
教
の
活
動
へ
の
関
心
を
集
め
、

一
九
八

0
年
代
以
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降
の
研
究
へ
の
刺
激
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

新
宗
教
の
国
外
布
教
へ
の
研
究
の
大
き
な
足
場
を
提
供
し
た
の
は

一
九
九
O
年
に
刊
行
さ
れ
た
「
新
宗
教
事
典
』

で
あ
る
。
同
事
典

に
は
、
新
宗
教
の
国
外
で
の
活
動
に
つ
い
て
の
部
が
設
け
ら
れ
、
主
に
布
教
に
よ
る
越
境
の
タ
イ
プ
の
日
本
宗
教
の
国
外
へ
の
広
ま
り
に

つ
い
て
幅
広
い
情
報
が
紹
介
さ
れ
て
い
恒
。
各
教
団
の
圏
外
布
教
を
地
域
別
に
ま
と
め
た
年
表
も
作
成
さ
れ
て
い
る
の
で
、
新
宗
教
の
国

現代宗教の広がりに見る二重のボーダレス化

外
布
教
に
つ
い
て
は

一
目
瞭
然
の
見
取
り
図
が
で
き
た
こ
と
に
な
る
。
『
新
宗
教
事
典
』
刊
行
以
後
も
新
宗
教
を
は
じ
め
、
日
本
宗
教

の
国
外
で
の
活
動
は
よ
り
多
く
の
国
に
及
ん
で
い
き
、
ま
た
国
外
布
教
を
行
う
教
団
の
数
も
増
え
た
。
と
こ
ろ
が
、

一
九
九
0
年
代
後
半

以
降
は
、
新
宗
教
に
つ
い
て
は
、
圏
外
布
教
の
研
究
だ
け
で
な
く
、
研
究
そ
の
も
の
が
減
少
傾
向
に
な
っ
た
。
そ
の
大
き
な
理
由
と
し
て
、

一
九
九
五
年
三
月
に
起
こ
っ
た
オ
ウ
ム
真
理
教
の
幹
部
信
者
に
よ
る
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
の
余
波
が
考
え
ら
れ
る
。
事
件
後
、
オ
ウ
ム
真

理
教
の
み
な
ら
ず
、
新
宗
教
一
般
へ
の
社
会
的
評
価
は
厳
し
い
も
の
と
な
っ
た
。
そ
れ
が
研
究
に
も
影
響
を
及
ん
だ
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

る
か
ら
で
あ
る
。

事
件
後
、
オ
ウ
ム
真
理
教
は
一
九
八

0
年
代
末
か
ら
短
期
間
で
ロ
シ
ア
に
三
万
人
と
も
四
万
人
と
も
言
わ
れ
る
信
者
を
得
て
い
た
こ
と

が
分
か
っ
た
。
組
織
が
結
成
さ
れ
て
か
ら
数
年
に
し
て
、
と
く
に
布
教
の
足
場
に
な
り
そ
う
な
も
の
が
な
い
地
域
で
、
と
れ
だ
け
の
組
織

に
な
っ
た
こ
と
は
、
宗
教
社
会
学
的
に
は
き
わ
め
て
興
味
深
い
事
例
で
あ
る
。
だ
が
、
犯
罪
に
関
係
し
た
と
な
る
と
、
調
査
研
究
に
も
さ

ま
ざ
ま
に
難
し
い
要
素
が
入
り
こ
ん
で
く
る
。
結
果
的
に
こ
の
興
味
深
い
事
例
も
、
実
態
が
十
分
解
明
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
る
。

オ
ウ
ム
真
理
教
事
件
の
影
響
も
あ
っ
て

『
新
宗
教
事
典
』
が
刊
行
さ
れ
た
後
、
す
な
わ
ち
一
九
九
0
年
代
以
降
の
日
本
宗
教
の
国
外

布
教
に
つ
い
て
の
総
合
的
な
研
究
は
あ
ま
り
行
わ
れ
て
い
な
い
。
と
は
い
え
個
別
事
例
研
究
は
そ
れ
な
り
に
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
て
い
る

の
で

い
く
つ
か
注
目
す
べ
き
面
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

ハ
ワ
イ
、

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
調
査
で
得
ら
れ
た
日
本
宗
教
の
広
ま
り
、
さ
ら
に
戦
前
の
ア
ジ
ア
各
地
へ
の
広
が
り
に
着
目
し
て
、
拙

著
「
新
宗
教
の
解
龍
」
に
お
い
て
は
、

日
本
宗
教
の
国
外
布
教
の
タ
イ
プ
を
移
民
依
存
タ
イ
プ
、
国
策
依
存
タ
イ
プ
、
無
基
般
タ
イ
プ
の

三
つ
に
分
類
し
た
。
戦
前
は
ハ
ワ
イ
・
北
米
は
移
民
依
存
タ
イ
プ
型
が
主
流
で
あ
り
、
東
ア
ジ
ア
で
は
国
策
依
存
タ
イ
プ
が
主
流
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
戦
後
は
国
策
依
存
タ
イ
プ
は
な
く
な
り
、
移
民
依
存
タ
イ
プ
は
減
少
し
た
。
無
基
盤
タ
イ
プ
が
主
流
と
な
っ
た
。
こ
れ
は

冒
頭
の
越
境
の
五
類
型
と
の
関
係
で
い
う
と
、
移
民
依
存
タ
イ
プ
は
移
民
に
伴
う
越
境
で
あ
り
、
国
策
依
存
タ
イ
プ
は
植
民
地
化
に
よ
る

現代宗教の広がりに見る二重のポーダレス化

越
境
を
基
本
と
す
る
。
ま
た
無
基
盤
タ
イ
プ
は
布
教
に
よ
る
越
境
に
お
お
よ
そ
対
応
す
る
。

し
か
し
、
最
近
に
お
け
る
日
本
宗
教
の
圏
外

で
の
展
開
は
ボ
l
ダ
レ
ス
化
が
進
行
す
る
時
代
の
越
境
に
も
関
わ
っ
て
き
て
い
る
。

グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
本
格
化
す
る
一
九
八

O
年
あ
た
り
か
ら
布
教
を
開
始
し
た
日
本
宗
教
は
、

ほ
と
ん
ど
が
無
基
盤
タ
イ
プ
で
あ
る
。
国

策
依
存
タ
イ
プ
は
あ
り
え
な
い
し
、
移
民
基
盤
タ
イ
プ
も
稀
と
な
っ
た
。
無
基
盤
タ
イ
プ
を
さ
ら
に
細
か
く
み
る
と
、
教
団
が
積
極
的
に

関
わ
っ
て
い
る
も
の
と
、
信
者
の
個
人
的
意
思
で
行
わ
れ
て
い
る
も
の
と
が
あ
る
。
後
者
の
増
加
が
ポ
!
ダ
レ
ス
化
に
関
わ
り
が
深
く
な

る
と
考
え
ら
れ
る
。

(
1
)
民
族
宗
教
の
枠
を
超
え
た
椿
大
社

ボ
ー
ダ
レ
ス
化
に
関
わ
り
が
あ
り
そ
う
な
現
象
は
新
宗
教
に
限
ら
れ
て
は
い
な
い
。
神
社
神
道
や
仏
教
宗
派
に
も
及
ん
で
い
る
。
と
れ

ま
で
神
社
神
道
は
国
外
や
外
国
人
へ
の
布
教
と
い
う
こ
と
に
は
ほ
と
ん
ど
重
き
を
置
い
て
と
な
か
っ
た
し
、
現
在
で
も
そ
う
で
あ
る
。
民

族
宗
教
と
い
う
こ
と
に
強
い
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
あ
る
の
で
、
外
国
人
に
広
め
る
必
要
が
な
い
、
あ
る
い
は
広
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な

い
と
い
う
意
識
が
全
体
と
し
て
強
い
。

と
は
い
え
、
近
代
化
の
過
程
で
国
外
に
も
神
社
は
建
立
さ
れ
た
。
主
と
し
て
移
民
に
よ
る
越
境
と
植
民
地
化
に
よ
る
越
境
で
あ
る
。
移

9 

民
の
要
望
に
応
え
る
形
で
建
立
さ
れ
た
ハ
ワ
イ
の
神
社
は
現
在
で
も
数
社
存
在
す
る
が
、
国
策
に
依
存
す
る
形
で
建
立
さ
れ
た
中
国
、
台
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書湾
で朝
は鮮
な半
Lミ豆島

南
洋
諸
島
の
神
社
等
は
戦
後
は
す
べ
て
な
く
な
てフ

たE

た
だ
し
ハ
ワ
イ
に
現
存
す
る
神
社
は
、

い
ず
れ
も
神
社
本
庁
の

ホ
ノ
ル
ル
に
あ
り
、
戦
前
は
多
く
の
日
系
人
が
初
詣
に
来
た
と
い
う
布
畦
出
雲
大
社
な
ど
は
、
園
内
の
神
社
と
変
わ
り

の
な
い
社
殿
を
有
し
て
い
る
が
、
形
式
的
に
は
教
派
神
道
の
国
外
布
教
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
神
職
は
日
本
人
、
も
し
く
は
日

系
人
で
あ
る
し
、
祭
り
に
参
加
す
る
人
た
ち
も
そ
う
で
あ
る
。
日
本
の
神
社
界
は
、
海
外
布
教
に
関
心
は
ほ
と
ん
ど
抱
か
な
か
っ
た
が
、

現代宗教の広がりに見る二重のボーダレス化

現
地
の
臼
系
人
の
要
望
、
あ
る
い
は
神
道
教
派
と
し
て
国
外
へ
の
布
教
を
行
っ
た
結
果
と
し
て
の
神
社
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
布
教
に

よ
る
越
境
の
要
素
も
若
干
含
ま
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
三
一
世
紀
に
な
る
と
北
米
に
ア
メ
リ
カ
人
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
る
神
社
が
で
き
た
。
シ
ア
ト
ル
郊
外
の
グ
ラ
ニ
ッ
ト
ブ
ォ
1

ル
ズ
と
い
う
町
に
あ
る
椿
大
神
社
(
口
早
を
の

E
E
Eコ
君
。
出

KHEEE)
で
あ
る
。
同
神
社
は
三
重
県
四
日
市
市
に
あ
る
椿
大
神
社
の

ア
メ
リ
カ
分
社
で
あ
る
。

ハ
ワ
イ
の
神
社
と
異
な
り
、
北
米
の
椿
大
神
社
は
ア
メ
リ
カ
人
が
主
な
対
象
で
あ
る
。
二
一
世
紀
に
な
っ
て
神

社
を
預
か
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
ロ
ー
レ
ン
ス
・
パ
リ
ッ
シ
ュ

(「
a
岡

田

ω

コa
E
F
)

と
い
う
ア
メ
リ
カ
人
で
あ
る
。

パ
リ
ッ
シ
ユ
は
三
重
県
の
椿
大
神
社
の
山
本
行
隆
宮
司
と
知
り
合
っ
た
こ
と
を
契
機
に
神
職
に
な
っ
た
と
い
う
人
物
で
あ
る
。
山
本
宮

司
は

一
九
六
八
年
に
初
め
て
渡
米
し
た
際
、

ユ
ニ
タ
リ
ア
ン
・
ユ
ニ
ヴ
ァ

l
サ
リ
ス
ト
協
会
の
年
次
総
会
に
ゲ
ス
ト
参
加
し
た
。
以
後

I
A
R
F
 (
国
際
自
由
宗
教
連
盟
)

の
役
員
を
務
め
る
な
か
に
、
米
国
に
神
社
を
建
立
し
た
い
と
い
う
思
い
を
抱
い
た
よ
う
で
あ
る
。

九
七
九
年
に
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
オ
ー
ク
ラ
ン
ド
に
土
地
を
購
入
し
、
神
社
建
立
に
備
え
た
。
八
七
年
に
ア
メ
リ
カ
椿
神
社
が
建
立
さ
れ

る交
流
が
続
い
て
い
た
。

一
九
八
八
年
に
初
め
て
椿
大
神
社
を
訪
問
す
る
。
そ
の
後
、
山
本
宮
司
と
パ
リ
ッ
シ
ユ
の

二
O
O
一
年
に
ア
メ
リ
カ
椿
犬
神
社
は
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
ス
ト
ッ
ク
ト
ン
か
ら
ワ
シ
ン
ト
ン
州
の
グ
ラ
ニ
ツ

パ
リ
ッ
シ
ュ
は
合
気
道
を
学
ん
で
い
た
が

ト
・
フ
ォ
ー
ル
ズ
に
遷
座
す
る
。

シ
ア
ト
ル
か
ら
車
で
一
時
間
半
ほ
ど
を
要
す
る
場
所
だ
と
い
う
。
二

O
O二
年
に
山
本
宮
高
は
死
去
す

る
が
、
日
本
で
神
職
の
資
格
を
と
っ
た
パ
リ
ッ
シ
ュ
が
禰
宜
と
し
て
、
主
と
し
て
ア
メ
リ
カ
人
を
対
象
に
し
た
活
動
を
行
う
よ
う
に
な
っ

た
。
同
神
社
の
実
態
調
査
を
行
っ
た
石
黒
弓
美
子
は
、
数
千
人
に
の
ぼ
る
初
詣
客
の
大
半
は
ア
メ
リ
カ
人
で
あ
る
と
し
て
い
封
。
石
黒
は

ま
た
、
岡
神
社
が
ワ
シ
ン
ト
ン
州
の
ア
メ
リ
カ
人
に
広
く
知
ら
れ
る
き
っ
か
け
の
一
つ
に
、
た
ま
た
ま
で
あ
る
が
、
大
リ
ー
グ
の
イ
チ
ロ

l

選
手
が
二

0
0
一
年
に
シ
ア
ト
ル
7
リ
ナ

1
ズ
に
移
籍
し
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
歓
迎
式
典
の
際
に
、
山
本
宮
司
は
神
道
式
の
安
全
・

現代宗教の広がりに見る二重のポーダレス化

必
勝
祈
願
を
行
い
、

パ
リ
ッ
シ
ュ
ら
も
奉
仕
に
加
わ
っ
た
。
そ
の
様
子
は
地
元
紙
に
大
き
く
報
じ
ら
れ
た
ほ
か
、
全
米
ネ
ッ
ト
の
テ
レ
ビ

で
も
放
映
さ
れ
た
と
い
う
。
パ
リ
ッ
シ
ュ
は
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
で
も
神
社
の
活
動
に
つ
い
て
紹
介
し
て
お
り
、
こ
れ
で
同
神
社
を
知
っ
た

ア
メ
リ
カ
人
の
参
拝
も
み
ら
れ
る
と
い
う
。

2
)
外
国
人
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
日
本
の
禅
仏
教

日
本
仏
教
は
戦
前
か
ら
ハ
ワ
イ
や
北
米
に
各
宗
派
が
寺
院
を
建
立
し
、
日
系
人
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
の
機
能
を
果
た
し
な
が
ら
、

今
日
ま
で
活
動
を
つ
づ
け
て
い
る
。
日
系
人
を
対
象
と
す
る
寺
院
で
は
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
が
も
っ
と
も
多
い
。
ご
れ
に
対
し
外
国
人
へ

の
布
教
と
い
う
点
で
は
禅
仏
教
が
際
立
っ
て
い
る
。
禅
の
広
ま
り
に
は
ボ
l
ダ
レ
ス
化
の
一
面
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

日
本
の
禅
仏
教
は
、

幻
、
あ
る
い
は
宗
演
の
門
に
連
な
る
曹
渓
庵
ら
の
活
動
に
よ
っ
て
、
少
し
ず
つ
ア
メ
リ
カ
人
の
関
心
を
惹
く
こ
と
に
な
っ
た
。
戦
後
は
一

一
九
世
紀
末
か
ら
二

O
世
紀
前
半
に
い
ず
れ
も
臨
済
宗
僧
侶
の
釈
宗
演
の
弟
子
に
あ
た
る
鈴
木
大
拙
、
千
崎
如

九
六

0
年
代
頃
か
ら
当
時
の
カ
ウ
ン
タ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
の
広
ま
り
も
あ
っ
て
、
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
各
地
に
禅
セ
ン
タ
ー
が

設
立
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
曹
洞
宗
で
も
鈴
木
俊
隆
、
前
角
大
山
が
、
い
ず
れ
も
日
系
人
を
対
象
と
し
た
曹
洞
宗
の
寺
院
存
出
て
、

ア

メ
リ
カ
人
を
対
象
に
し
た
禅
セ
ン
タ
ー
を
設
立
し
、

ア
メ
リ
カ
人
禅
僧
を
育
て
た
。
前
角
が
こ
う
し
た
活
動
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

11 

日
系
人
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
の
機
能
が
つ
よ
か
っ
た
曹
洞
宗
の
寺
院
で
は
、
禅
に
関
心
を
も
っ
て
訪
れ
る
ア
メ
リ
カ
人
の
要
望
に
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(
泌
)

適
切
に
こ
た
え
ら
れ
な
い
こ
と
が
一
つ
の
大
き
な
理
由
で
あ
っ
た
。
禅
仏
教
は
一
時
的
な
プ
1
ム
に
終
わ
る
と
と
が
な
く
、

ア
メ
リ
カ
社

会
に
根
付
い
た
も
の
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

ケ
ネ
ス
・
タ
ナ
カ
は

『
ア
メ
リ
カ
仏
教

(立

ア
メ
リ
カ
も
変
わ
る
」
に
お
い
て
ア
メ
リ
カ
仏
教
を
次
の
四
つ
に
区
分
し

仏
教
も
変
わ
る
、

て
い
る
。
①
旧
ア
ジ
ア
系
仏
教
徒
、
②
新
ア
ジ
ア
系
仏
教
徒
、
③
膜
想
中
心
の
改
宗
者
、
④
題
目
中
心
の
改
宗
者
。
日
本
の
仏
教
に
こ
れ

現代宗教の広がりに見る二重のポ ダレス化

を
あ
て
は
め
る
と
、
移
民
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
と
し
て
機
能
し
て
い
る
伝
統
仏
教
宗
派
は
①
に
あ
た
る
。

ア
メ
リ
カ
人
を
対
象
に

(
創
価
学
会
イ
ン
タ
ナ
シ
ョ
ナ
ル
)
な
ど
仏
教
系
の
新
宗
教
は
④
に
あ
た
る
。

タ
ナ
カ

し
た
禅
セ
ン
タ
ー
は
③
に
あ
た
る
。
そ
し
て

S
G
I

が
注
目
し
て
い
る
の
は
③
の
タ
イ
プ
で
あ
り
、

一一一

O
万
人
ほ
ど
で
あ
る
と
推
定
し
て
い
る
。
本
稿
が
注
目
す
る
ボ
l
ダ
レ
ス
化
と
の
関

係
で
も
、

や
は
り
も
っ
と
も
注
目
さ
れ
る
の
は
③
の
タ
イ
プ
の
増
加
で
あ
る
。

タ
ナ
カ
は
、
③
の
タ
イ
プ
の
仏
教
の
特
徴
を
日
常
生
活
の
中
で
実
施
さ
れ
る
膜
想
(
メ
デ
ィ
テ
l
シ
ヨ
ン
)
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。

そ
し
て
そ
れ
に
関
わ
っ
て
い
る
の
が
、
日
本
の
禅
、

チ
ベ
ッ
ト
仏
教
、
東
南
ア
ジ
ア
の
テ
1
ラ
ワ
!
ダ
仏
教
と
分
析
し
て
い
る
。
も
と
も

と
異
な
っ
た
宗
派
と
し
て
展
開
し
た
仏
教
が
、
米
国
で
は
同
じ
よ
う
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
受

け
入
れ
る
側
の
立
場
に
立
て
ば
、
ボ
1
ダ
レ
ス
化
と
理
解
で
き
る
現
象
が
進
行
し
て
い
る
と
言
え
る
。

一
九
六
七
年

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
曹
洞
宗
の
潔
木
興
道
か
ら
得
度
を
受
け
た
弟
子
丸
泰
仙
が
一
九
六
0
年
代
後
半
か
ら
禅
#
広
め
た
。

そ
の
翌
晩
「
知
識
人
ク
ラ
ブ
」
で
の
禅
を
テ
!
?
と
し
た
講
演
を
頼
ま

に
ナ
ホ
ト
カ
か
ら
シ
ベ
リ
ア
経
由
で
パ
リ
に
着
い
た
弟
子
丸
は
、

れ
た
。
ま
ず
雲
水
姿
で
ス
ピ
ー
チ
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
坐
し
て
数
分
間
何
も
話
さ
ず
坐
禅
を
し
た
と
い
う
。
こ
う
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
彼
の

禅
は
フ
ラ
ン
ス
で
た
ち
ま
ち
注
目
さ
れ
、
以
後
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
六
九
年
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
禅
仏
教
協
会

が
創
立
さ
れ
、
翌
年
A
z
ー

が
い
た
と
さ
れ
る
。

(〉

E
Z
E
5
2
N
S
H
E
m
-
E
E
E】
)
が
で
き
た
。
泰
仙
が
八
二
年
に
死
去
し
た
と
き
、
二
千
人
ほ
ど
の
弟
子

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
南
北
ア
メ
リ
カ
と
は
異
な
り
日
系
人
の
移
民
社
会
が
な
か
っ
た
の
で
、
禅
仏
教
の
広
ま
り
は
基
本
的
に
布
教
と
し
て

の
越
境
と
い
う
性
格
が
前
面
に
出
て
い
る
。
た
だ
、
弟
子
丸
は
当
時
の
日
本
の
禅
宗
に
一
種
の
失
望
感
の
よ
う
な
も
の
も
抱
い
て
い
た
よ

う
で
あ
り
、
む
し
ろ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
こ
そ
、
真
の
禅
が
生
き
る
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い
た
。
そ
の
意
味
で
は
弟
子
丸
は
日
本
の

禅
宗
を
教
団
と
し
て
広
め
る
と
い
う
よ
り
、

そ
の
枠
に
こ
だ
わ
ら
な
い
ボ
I
ダ
レ
ス
な
禅
の
広
ま
り
に
力
#
注
い
だ
と
み
な
す
ζ
と
が
で

現代京教の広がりに見る二重のボーダレス化

き

EAV
。

欧
米
で
は
禅
セ
ン
タ
ー
が
一
二
世
紀
に
は
い
っ
て
ま
す
ま
す
数
を
増
し
て
い
る
が
、

そ
の
中
で
注
目
さ
れ
る
の
は
三
宝
教
団
が
関
係
し

た
セ
ン
タ
ー
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。
三
宝
教
団
は
曹
滑
宗
に
属
し
て
い
た
安
谷
白
雲
が
曹
洞
宗
を
離
脱
し
て
、

一
九
五
四
年
に
設
立
し
た

教
団
だ
が
、
臨
済
宗
の
公
案
も
取
り
入
れ
て
い
る
。
前
角
大
山
も
安
谷
に
師
事
し
た
こ
と
が
あ
る
。
安
谷
が
欧
米
に
禅
を
広
め
よ
う
と
し

(
四
)

ア
メ
リ
カ
人
が
責
任
者
と
な
る
禅
堂
が
広
が
っ
て
い
る
。
総
じ
て
欧
米

た
の
は
一
九
六
二
年
以
降
で
あ
る
。
北
米
で
は
一
九
八

0
年
代
、

の
禅
仏
教
は
師
資
相
承
を
重
視
し
て
本
来
の
禅
の
継
承
に
近
く
な
っ
て
お
り
、
宗
派
閥
の
ボ
ー
ダ
ー
は
む
し
ろ
弱
ま
っ
て
い
る
傾
向
の
よ

う
で
あ
る
。

(
3
)
新
宗
教
の
国
外
で
の
活
動
の
多
様
化

先
に
述
べ
た
よ
う
に
新
宗
教
の
国
外
へ
の
広
が
り
は
布
教
に
よ
る
越
境
と
し
て
理
解
さ
れ
る
も
の
が
大
半
で
、

グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
む

中
で
も
基
本
的
に
そ
の
性
格
は
さ
ほ
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
。
布
教
に
よ
る
越
境
で
も
っ
と
も
多
く
の
信
者
を
獲
得
し
た
の
は
創
価
学
会
で

あ
り
、
百
万
人
単
位
の
外
国
人
信
者
を
得
て
い
る
。
最
も
多
く
の
外
国
人
信
者
が
い
る
の
は
韓
国
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
二

O
世
紀
末
か
ら

は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
対
応
す
る
か
の
よ
う
に
、
新
宗
教
の
国
外
で
の
活
動
の
形
態
は
多
様
化
し
、
布
教
が
そ
れ
ほ
ど
前
面
に
出
な
い
例

13 

も
増
え
て
い
る
。



14 

①
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
の
広
ま
り

新
宗
教
の
布
教
形
態
の
新
し
い
動
き
の
一
つ
が
宗
教
儀
礼
を
宗
派
色
を
あ
ま
り
表
に
出
さ
ず
、

イ
ベ
ン
ト
と
し
て
圏
外
に
紹
介
す
る
も

の
で
あ
る
。
代
表
的
な
も
の
は
真
如
苑
の
ハ
ワ
イ
に
お
け
る
精
霊
流
し
で
あ
る
。

一
九
七
七
年
の
ハ
ワ
イ
調
査
の
際
に
す
で
に
ハ
ワ
イ
に

現代宗教の広がりに見る二重のポーダレス化

は
真
如
苑
の
支
部
が
あ
っ
た
が
、
当
時
の
信
者
は
ほ
ぼ
日
系
人
で
あ
っ
た
。
し
か
し
九
0
年
代
あ
た
り
か
ら
外
国
人
へ
の
布
教
も
積
極
的

に
な
る
。
ま
た
一
九
九
九
年
以
来
ハ
ワ
イ
の
ワ
イ
キ
キ
ビ
l
チ
で
行
わ
れ
て
い
る

F
E
Z
Z
ヨ
E
耳
括
。
。

2
E
S可
(
灯
寵
流
し
)
は
、
信

者
向
け
と
い
う
よ
り
ハ
ワ
イ
住
民
を
対
象
と
し
た
イ
ベ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。
灯
盛
岡
流
し
は
二

O
一
三
年
か
ら
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
も
行

わ
れ
て
い
る
。

ケ
ニ
ア
、
ド
イ
ツ
、
台
湾
、
ベ
ル
ー
で
は
一
回
だ
け
の
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。

真
如
苑
の
国
外
布
教
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
中
で
や
や
変
化
を
見
せ
て
お
り
、
外
国
人
信
者
の
増
加
が
目
立
っ
て
き
て
い
る
。

ア
ジ
ア
で

一
九
八
五
年
に
台
湾
の
真
如
苑
セ
ン
タ
ー
が
設
立
さ
れ
た
が
、
二

O
一
0
年
代
半
ば
に
は
公
称
で
約
四
万
人

は
台
湾
が
代
表
的
で
あ
る
。

の
現
地
信
者
が
い
封
。
台
湾
と
タ
イ
の
真
如
苑
を
調
査
し
た
ベ
レ
ズ
キ
ン
・
リ
イ
サ
は

タ
イ
が
少
数
の
信
者
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
に

対
し
、
台
湾
で
は
多
く
の
信
者
を
得
た
こ
と
に
着
目
し
、
受
け
入
れ
る
側
の
社
会
的
文
化
的
違
い
が
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い

噌令。
②
支
援
活
動
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

新
宗
教
教
団
に
よ
る
国
外
で
の
災
害
や
貧
困
そ
の
他
に
対
す
る
支
援
は
戦
後
に
広
が
り
、
と
り
わ
け
高
度
成
長
期
以
後
に
盛
ん
に
な
っ

て
く
る
が
、
な
か
で
も
新
宗
連
(
日
本
新
宗
教
団
体
連
合
会
)
に
所
属
す
る
教
団
に
そ
の
例
が
多
い
。
立
正
佼
成
会
は
教
団
独
自
に
国
外

へ
の
開
発
援
助
、
医
療
援
助
を
行
う
ほ
か
、
他
教
団
と
協
力
と
し
て
ユ
ニ
セ
フ
募
金
や
ア
フ
リ
カ
に
毛
布
を
送
る
運
動
な
ど
を
展
開
し
た
。

松
緑
神
道
大
和
山
で
は
一
九
七
四
年
に
当
時
の
教
主
大
和
小
松
風
の
提
唱
で

「
一
食
を
捧
げ
一
欲
を
節
す
る
運
動
」
が
開
始
さ
れ
、
そ
の

基
金
で
一
九
七
七
年
以
降
、
国
外
で
の
難
民
救
済
、
救
頼
施
設
の
建
設
(
台
湾
、

タ
イ
)
を
支
援
し
て
い
る
。

そ
の
他
、
創
価
学
会
は
一

九
八
一
年
に

U
N
H
C
R
の
N
G
O
に
登
録
さ
れ
、
青
年
部
の
代
表
が
ア
ジ
ア
、

ア
フ
リ
カ
に
お
い
て
、
難
民
キ
ャ
ン
プ
を
訪
問
し
た
り

農
業
指
導
を
行
っ
た
り
し
た
。

こ
う
し
た
動
き
が
二

O
世
紀
末
か
ら
さ
ら
に
拡
大
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
妙
智
曾
教
団
は
一
九
九
O
年
に
開
始
さ
れ
た

「
あ
り
が
と
う

基
金
」
を
二

O
一
二
年
に
「
あ
り
が
と
う
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
」
と
改
称
し
、
圏
外
へ
の
支
援
活
動
に
さ
ら
に
力
を
い
れ
る
よ
う
に
な
っ

現代宗教の広がりに見る二重のポーダレス化

た
。
ま
た
一
九
九
九
年
に
は
ア
ジ
ア
の
経
済
的
に
困
難
な
地
域
の
子
ど
も
を
対
象
に
、
「
ア
ジ
ア
子
ど
も
奨
学
金
」
に
よ
る
支
援
を
行
つ

(n) 

て
い
る
。

災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
は
、
真
如
苑
が
組
織
だ
っ
た
活
動
を
開
始
し
た
。

s
e
R
V
(
真
如
苑
救
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
)

の
活
動
は

九
九
五
年
の
阪
神
淡
路
大
震
災
を
契
機
に
始
ま
り
、
園
内
で
の
活
動
を
中
心
に
し
て
き
た
が
、
二

O
一
五
年
五
月
か
ら
は
圏
外
で
も
活
動

を
は
じ
め
た
。
同
年
四
月
二
五
日
に
ネ
パ
ー
ル
で
発
生
し
た
大
地
震
を
受
け
て
S
e
R
V
、
ネ
パ
ー
ル
が
結
成
さ
れ
た
。
二

O
一
五
年
か
ら

翌
年
に
か
け
、
米
や
一
足
の
配
布
、
巡
回
治
療
、
寺
院
の
清
掃
な
ど
を
行
っ
て
き
て
い
る
。
国
内
で
の
活
動
向
様
、
教
団
色
を
出
さ
な
い
よ

う
に
し
て
い
る
。
意
識
的
に
宗
教
活
動
の
ボ
1
ダ
レ
ス
化
に
向
か
っ
て
い
る
と
み
な
せ
る
。

③
教
育
機
関
へ
の
各
種
の
寄
付
・
寄
贈

国
外
の
教
育
機
関
と
の
連
携
や
寄
付
等
は
創
価
学
会
が
突
出
し
て
い
る
。
創
価
学
会
は
一
九
七
一
年
に
創
価
大
学
を
設
立
し
た
。
創
価

大
学
は
と
り
わ
け
中
国
の
多
く
の
大
学
と
の
関
係
が
密
で
、
二

O
一
七
年
八
月
時
点
で
四
七
の
大
学
や
学
院
(
香
港
、

マ
カ
オ
を
除
く
)

と
学
術
交
流
協
定
#
結
ん
で
い
る
。
多
数
の
図
書
を
寄
贈
し
た
り
、
留
学
生
を
突
換
し
た
り
し
て
い
る
。
中
華
人
民
共
和
国
憲
法
の
第
三

六
条
四
項
に
は
「
宗
教
団
体
及
び
宗
教
事
務
は
、
外
国
勢
力
の
支
配
を
受
け
な
い
。
」
と
あ
る
か
ら
、
中
国
で
は
国
外
か
ら
の
宗
教
は
布

教
で
き
な
い
。
国
外
の
宗
教
か
ら
支
援
を
仰
ぐ
こ
と
も
で
き
な
い
。

し
た
が
っ
て
創
価
学
会
の
布
教
は
で
き
な
い
。

し
か
し
ご
う
し
た
教

15 

育
機
関
に
お
け
る
交
流
を
仲
介
と
し
て
池
田
大
作
名
誉
会
長
の
書
籍
等
が
、
中
国
で
広
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
教
育
・
文
化
学
術
と
い
っ
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た
面
で
の
交
流
を
深
め
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
、
こ
こ
に
は
宗
教
と
そ
れ
以
外
の
領
域
が
ボ
!
ダ
レ
ス
化
す
る
形
で
中
国
に
お
け
る
存

在
感
を
蓄
え
て
い
る
様
相
が
う
か
が
え
る
。

国
外
布
教
の
一
環
と
し
て
学
校
を
設
置
す
る
と
い
う
の
は
、
近
代
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
世
界
各
地
に
お
け
る
布
教
で
は
よ
く
克
ら

(
幻
)

れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
日
本
に
も
明
治
以
降
に
設
立
さ
れ
た
多
く
の
キ
リ
ス
ト
教
系
の
学
校
が
あ
る
。
し
か
し
と
こ
で
示
し
た
よ
う
な
国

現代宗教の広がりに見る二重のポーダレス化

外
の
教
育
へ
の
関
わ
り
で
は
、
布
教
と
い
う
目
的
は
だ
い
ぶ
退
い
て
い
る
。
新
宗
教
で
大
学
を
も
つ
の
は
創
価
学
会
と
天
理
教
だ
け
で
あ

る
の
官
、
国
外
の
留
学
生
の
受
け
入
れ
や
大
学
同
士
の
交
流
を
基
盤
に
し
た
圏
外
へ
の
支
援
等
は
こ
の
二
教
団
に
限
ら
れ
る
。
二
一
世
紀

に
は
い
る
と
、
そ
う
で
は
な
い
形
で
の
国
外
の
教
育
機
関
へ
の
寄
付
等
も
出
て
い
る
。

ロ
ン
ド
ン
大
学
の

S
O
A
S
の
入
口
に
は
、
支
援

(
深
見
東
州
)

の
名
前
が
あ
る
。

そ
こ
に
は
阿
含
宗
管
長
の
桐
山
靖
雄
、
及
び
ワ
ー
ル
ド
メ
イ
ト
の
教
祖
半
田
晴
久

(
銘
)

ワ
ー
ル
ド
メ
イ
ト
は
ま
た
北
米
の
大
学
に
主
に
深
見
名
で
の
寄
付
講
座
を
設
け
て
い
る
。

を
受
け
た
人
や
団
体
へ
の
感
謝
が
刻
ま
れ
て
い
る
が
、

圏
外
か
ら
の
宗
教
布
教
の
ポ

I
ダ
レ
ス
化

近
代
日
本
に
到
来
し
た
国
外
の
宗
教
は
圧
倒
的
に
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
っ
た
。
こ
の
布
教
の
タ
イ
プ
は
先
ほ
ど
の
五
分
類
で
い
う
と
、
布

教
に
よ
る
越
境
が
主
流
で
あ
っ
た
。

ロ
!
?
・
カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
は
わ
ず
か
で

中串

'hv
。
一
九
世
紀
に
英
国
や
米
国
で
設
立
さ
れ
た
新
し
い
教
団
も
す
で
に
戦
前
に
到
来
し
て
い
る
。
英
国
で
ウ
ィ
リ
ア
ム
ブ
ー
ス
に
よ
っ

て
設
立
さ
れ
た
救
世
軍
、
米
国
で
ジ
ョ
セ
フ
・
ス
ミ
ス
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
末
日
聖
徒
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
教
会
(
通
称
モ
ル
モ
ン
教
)
、

同
じ
く
チ
ャ
ー
ル
ズ
・

T
・
ラ
ッ
セ
ル
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
エ
ホ
バ
の
証
人
(
も
の
み
の
塔
)
は
い
ず
れ
も
戦
前
か
ら
日
本
で
布
教
を
行
つ

(
m
m
)
 

モ
ル
モ
ン
教
の
宣
教
師
は
一
九
O
一
年
に
東
京
で
布
教
を
開
始
し
、
も
の
み
の
塔
は
米
国
で
入
信
し
た
明
石
順
三
が
一
九
二
六

て
い
マ
@
。

年
に
活
動
を
開
始
し
が
。

戦
後
は
キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
も
多
様
化
す
る
。
戦
前
に
欧
米
各
国
か
ら
到
来
し
た
ロ
!
?
・
カ
ト
リ
ッ
ク
や
主
流
派
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

(
長
老
派
、
ル
タ
1
派、

メ
ソ
ジ
ス
ト
、
パ
プ
テ
ス
ト
立
ど
)

は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
が
は
る
か
に
や
り
や
す
く
な
っ
た
戦
後
に
お
い
て
も

信
者
数
が
そ
れ
ほ
ど
伸
び
ず
、
現
在
で
も
合
わ
せ
て
人
口
の
一
%
に
達
し
て
い
な
い
。
他
方
で
エ
ホ
パ
の
証
人
や
モ
ル
モ
ン
教
は
戦
前
に

現代宗教の広がりに見る二重のポーダレス化

比
べ
て
か
な
り
増
加
し
た
。
ま
た
韓
国
系
の
キ
リ
ス
ト
教
会
も
一
九
六

0
年
代
あ
た
り
か
ら
顕
著
に
増
え
始
め
る
。
乙
の
中
に
は
汝
央
島

露?
主土
な純
ど福
に音
よ教
つ会
ての
、よ
そう
のな

詰ま
竺室
時会
社宅5
L>. 竺全

面王
題ち
化?
しレ

2ま
2続
教動
会主主
も E

t雪iii
Z塁
郁裂

;i 
日 ε

ff 
EE 
韓.-

国い
系わ
のゆ
人る
た「
ち霊

だ
け
で
な
く
ド
)
日
本
人
信
者
も
い
る
。
統
一
教
会
の
場
合
で
あ
る
と
、
公
称
信
者
数
は
五
六
万
人
と
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、

日
本
人
で
あ
る
。

そ
の
大
半
は

キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
宗
教
が
目
立
つ
よ
う
に
な
る
の
は
、

グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
行
が
進
む
一
九
八

0
年
代
頃
で
あ
る
。

一
九
九

0
年
代

以
降
、

モ
ス
ク
の
増
加
が
目
立
っ
て
く
る
。
韓
国
の
園
悌
教
、
台
湾
の
悌
光
山
、

イ
ン
ド
宗
教
系
だ
が
米
国
で
展
開
し
た
ラ
ジ
ニ

l
シ
の

運
動
、
品
る
い
は
パ
ハ
イ
教
な
ど
ア
ジ
ア
か
ら
の
宗
教
の
数
が
増
え
て
い
る
。
さ
ら
に
中
国
で
は
邪
教
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
法

輪
功
の
活
動
も
な
さ
れ
て
お
り
、
日
本
語
の
ホ

1
ム
ベ

1
ジ
も
あ
る
。
こ
れ
ら
は
移
民
に
と
も
な
う
越
境
も
し
く
は
布
教
に
よ
る
越
境
が

多
い
が
、
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
、
ボ
l
ダ
レ
ス
化
の
傾
向
も
見
え
始
め
て
お
り
、
活
動
の
形
態
は
多
様
に
な
っ
て
き
て
い
封
。

(I)
モ
ス
ク
の
増
加

モ
ス
ク
の
増
加
は
一
一
一
世
紀
に
は
い
っ
て
顕
著
で
あ
る
。

一
九
九

O
年
以
前
に
日
本
に
あ
っ
た
モ
ス
ク
は
四
つ
に
過
ぎ
な
い
が
、
二

O

17 

一
0
年
代
に
は
五

O
を
大
き
く
超
え
、

二
O
一
七
年
時
点
で
は
百
を
超
え
た
と
さ
れ
て
い
る
。
日
本
に
お
け
る
ム
ス
リ
ム
と
モ
ス
ク
の
噌
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加
に
つ
い
て
は
庖
田
ら
の
研
究
が
あ
平
ま
た
こ
う
し
た
モ
ス
ク
の
増
加
の
現
状
や
そ
の
社
会
的
背
景
な
ど
に
つ
い
て
は
一
二
木
英
ら
の
研

(
招
)

究
が
あ
る
。

ム
ス
リ
ム
に
と
っ
て
礼
拝
の
た
め
の
施
設
で
あ
る
モ
ス
ク
は
強
い
精
神
的
拠
り
所
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
多
少
な
り
と
も
経
済
的

現代宗教の広がりに見る二重のポーダレス化

設
を
借
り
た
り
と
い
う
努
力
を
す
る
。

余
裕
が
あ
る
よ
う
に
な
る
と
、
地
域
に
住
む
ム
ス
リ
ム
が
協
力
し
て
モ
ス
ク
を
設
立
し
た
り
、
あ
る
い
は
モ
ス
ク
と
し
て
利
用
で
き
る
施

日
本
で
の
ム
ス
リ
ム
の
割
合
は
外
国
人
を
入
れ
て
も
十
万
人
強
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
人
口
の

0
・
一
覧
程
度
で
あ
る
。
日
本
人
信
者

と
な
る
と
、
そ
の
ま
た
十
分
の
一
程
度
で
あ
る
。
信
者
の
絶
対
数
は
少
な
い
が
、
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
、

ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦
、

一
九
七
三
年
の
石
油
シ
ョ
ッ
ク
以

来
、
イ
ス
ラ
i
ム
へ
の
関
心
は
当
初
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
経
済
絡
み
で
強
ま
っ
て
き
た
。

イ
ラ
ン
な
ど
、
石
油
輸
入
量
の
ト
ッ
プ
券
占
め
る
国
々
が
イ
ス
ラ
l
ム
圏
で
あ
る
こ
と
が
関
係
し
て
、

グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
行
す
る
に
つ
れ
て
、
と
く

カ
タ
ー
ル
、

に
東
南
ア
ジ
ア
の
イ
ス
ラ

1
ム
圏
の
国
々
と
の
人
的
交
流
が
深
ま
り
、
石
油
産
業
に
関
係
し
た
企
業
だ
け
で
な
く
、
食
品
関
係
、
観
光
産

し
だ
い
に
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ロ

イ
ス
ラ

l
ム
の
戒
律
へ
の
理
解

の
必
要
性
が
、

ム
ス
リ
ム
に
な
る
か
ど
う
か
と
は
関
係
な
く
、

業
関
係
な
ど
、
幅
広
い
分
野
で
の
関
心
が
高
ま
っ
て
き
た
。
イ
ス
ラ
l
ム
金
融
や
ハ
ラ

1
ル
概
念
な
ど
、

ハ
ラ
l
ル
と
い
う
言
葉
が
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
こ

O
一
0
年
代
で
あ
る
が
、
二

O
一
0
年
代
に
は
東
南
ア
ジ
ア
か
ら
の

訪
日
外
国
人
が
目
立
っ
て
増
え
る
時
期
で
あ
る
。

マ
レ
ー
シ
ア
か
ら
の
訪
日
者
は
二

O
O七
年
に
初
め
て
一

O
万
人
に
達
す
る
が
、
二

O

一
ム
ハ
年
に
は
三
九
万
人
余
と
な
り
、
十
年
ほ
ど
で
四
倍
近
く
に
増
え
て
い
る
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
か
ら
は
、
二

O
O七
年
に
初
め
て
六
万
人

を
超
え
た
が
、
二

O
二
ハ
年
に
は
二
七
万
人
余
と
な
り
、
四
倍
以
上
に
増
え
て
い
る
(
グ
ラ
ブ
参
照
)
。

二
O
一
一
年
に
減
少
し
て
い
る
の
は
、
東
日
本
大
震
災
と
そ
の
と
き
に
起
こ
っ
た
福
島
原
発
事
故
が
関
係
し
て
い
る
。
と
の
と
き
は
東

南
ア
ジ
ア
だ
け
で
な
く
、
外
国
人
は
放
射
能
の
影
響
を
恐
れ
、
訪
日
を
控
え
た
り
、
自
国
に
帰
国
し
た
り
し
た
。
そ
の
後
は
ま
た
増
え
続

け
て
い
る
。

マ
レ
ー
シ
ア
は
人
口
の
五

l
六
割
が
ム
ス
リ
ム
で
あ
り
、

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
九
割
以
上
が
ム
ス
リ
ム
で
あ
る
。
東
南
ア
ジ
ア
に

は
そ
の
他
、

バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
、
プ
ル
ネ
イ
な
ど
が

ム
ス
リ
ム
が

人
口
の
大
半
を
占
め
る
国
で
あ
る
。

マ
レ
ー
シ
ア
や
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

現代宗教の広がりに見る二重のポ}ダレス化

ほ
ど
で
は
な
い
が
、

二
O
一
六
年
に
は
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
か
ら
約
一

万
五
千
人
、
ブ
ル
ネ
イ
か
ら
三
千
人
が
日
本
を
訪
れ
て
い
る
。

観
光
客
な
ど
短
期
間
の
訪
問
者
で
あ
っ
て
も
、
必
ず
宿
泊
し
、
食

事
し
、
買
い
物
を
す
る
か
ら
、
イ
ス
ラ
l
ム
の
戒
律
は
し
だ
い
に
関

連
す
る
産
業
で
関
心
を
持
た
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
食
品
産
業
は
直

接
的
で
あ
る
が

ホ
テ
ル
、
交
通
関
連
産
業
な
ど
も
そ
う
し
た
こ
と

に
配
慮
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
き
た
。
と
く
に
東
南
ア
ジ
ア
か
ら
の

団
体
旅
行
を
請
け
負
う
よ
う
な
業
界
に
お
い
て
は
、

そ
の
知
識
が
不

可
欠
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

ハ
ラ
l
ル
に
関
し
て
は

ハ
ラ
1
ル
・
レ
ス
ト
ラ
ン

ハ
ラ

l
ル

食
品
な
、
と
と
、
主
に
食
べ
る
こ
と
に
関
し
て
注
意
が
集
ま
っ
て
い
る

が
、
本
来
食
べ
物
に
限
ら
れ
ず
、
人
間
と
し
て
行
う
べ
き
行
為
規
範

に
関
わ
る
概
念
で
あ
る
。
イ
ス
ラ

l
ム
法
(
シ
ャ
リ
1
7
)
で
は

19 

人
間
の
行
為
は
次
の
五
つ
に
分
け
ら
れ
る
。

入国者数(日本政府観光局発表の数値に基つく)グラフ
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①
義
務
と
さ
れ
る
行
為

(義務、

フ
ア
ル
ド
ま
た
は
ワ
ジ
ド
)

②
義
務
で
は
な
い
が

望
ま
し
い
行
為

(推奨、

マ
ン
ド
ゥ

1
ブ
ま
た
は

ム
ス
タ
ハ
ッ
ブ
)

③
ど
ち
ら
で
も
よ
い
行
為

(許可、

ム
パ

1
7

④
禁
止
さ
れ
な
い
が
望
ま
し
く
な
い
行
為

(忌避、

マ
ク
ル
l
7

ハ
ラ
l
ム
)
。
最
後
の
ハ
ラ
1
ム
の
み
に
刑
罰
が
科
さ
れ
る
。

⑤
禁
止
さ
れ
る
行
為
(
禁
止
、

ハ
ラ

1
ム
が
殺
人
、
窃
盗
や
姦
遇
、
偶
像
崇
拝
、
棄
教
、
飲
酒
な
ど
、

日
本
で
は
ハ
ラ
i
ム
よ
り
ハ
ラ
1
ル
が
広
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、

現代宗教の広がりに見る二重のボ ダレス化

比
較
的
明
確
に
定
ま
っ
て
い
る
の
に
対
し

ハ
ラ
|
ル
は
こ
の
五
区
分
の
う
ち
の
忌
避
ま
で
含
む
か
は
学
派
に
よ
り
解
釈
が
異
な
る
よ
う

つ
ま
り
禁
止
以
外
な
ら
い
い
と
い
う
考
え
で
あ
る
。

し

で
あ
る
。

緩
や
か
な
解
釈
は
ハ
ラ
l
ム
で
な
け
れ
ば
い
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

か
し
忌
避
は
ハ
ラ

1
ル
で
は
な
い
と
い
う
考
え
も
あ
る
。

経
済
活
動
に
関
わ
る
も
の
も
あ
る

た
と
え
ば

ハ
ラ

i
ム
は
殺
人
や
窃
盗
な
ど
は
日
本
で
あ
れ
ば
刑
法
に
含
ま
れ
る
も
の
も
あ
る
が

イ
ス
ラ
l
ム
金
融
が
複
雑
に
感

利
子
を
と
る
こ
と
も
ハ
ラ

1
ム
で
あ
る
。

カ
ジ
ノ
な
ど
は
賭
博
に
属
す
る
こ
と
だ
か
ら
ハ
ラ
l
ム
だ
し

た
ん
に
名
目
上
の
利
子
を
と

常
に
一
切
ハ
ラ
l
ム
を
避
け
て
な
さ
れ
る
商
行
為
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

じ
ら
れ
る
の
は
、

ギ
ャ
ン
ブ
ル
に
関
わ
る
事
業
や
飲
酒
に
関
わ
る
事
業
か
ど
う
か
ま
で
も
事
前
に
調
べ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
っ
た
注
意
だ
け
で
な
く

ら
な
い
。

ム
ス
リ
ム
が
ど
れ
ほ
ど
い
る
か

モ
ス
ク
が
ど
れ
だ
け
建
立
さ
れ
た
か
と
い

つ
ま
り
イ
ス
ラ
l
ム
諸
国
と
の
付
き
合
い
の
深
ま
り
は

市山一一一一寸一日一一一一山出一一一明…山田一柏市山市…一一川

組
ん
で
き
て
い
る
状
態
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

(2)
活
動
す
る
仏
教
僧
侶
へ
の
関
心

チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
一
四
世
や
ベ
ト
ナ
ム
僧
の
テ
イ
ク
ナ
ッ
ト
・
ハ
ン
は
、
と
り
わ
け
若
い
世
代
に
広
く
知
ら
れ
て
い

る
。
ダ
ラ
イ
ラ
マ
一
四
世
は
頻
繁
に
日
本
を
訪
れ
て
い
る
。

い
ろ
い
ろ
な
人
物
と
会
い
、
麻
原
彰
晃
と
も
対
談
し
た
こ
と
が
あ
る
。
チ

ベ
ッ
ト
問
題
が
あ
る
の
で
、
中
国
か
ら
は
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
は
悪
魔
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
日
本
で
は
そ
う
し
た
中
国
で
の
評
価

現代宗教の広がりに見る二重のボーダレス化

に
は
ほ
と
ん
ど
影
響
を
う
け
て
い
な
い
。

テ
ィ
ク
・
ナ
ッ
ト
ハ
ン
は
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
と
い
う
膜
想
法
を
広
げ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。

マ
イ
ン
ド
ブ
ル
ネ
ス
は

I
T先
端
企

業
か
ら
も
注
目
さ
れ
、
二

O

一
年
に
は
、

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
グ

l
グ
ル
本
社
で
マ
イ
ン
ド
フ
ル
、
ネ
ス
に
よ
る
リ
ト
リ
I
ト
の
指
導
を

行
っ
た
。
原
始
仏
教
で
説
か
れ
た
と
い
う
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
と

I
T企
業
と
の
結
び
つ
き
は
、
宗
教
の
ボ
1
ダ
レ
ス
化
と
し
て
考
え
る

と
と
も
で
き
る
。

へ
の
関
心
と
い
う
よ
り
、
宗
教
家
と
し
て
の
個
人
的
魅
力
を
感
じ
る

日
本
人
が
多
い
と
い
う
と
と
、
ま
た
二
人
が
積
極
的
な
社
会
活
動
を
す
る
こ
と
へ
の
共
感
の
よ
う
で
あ
る
。
僧
院
に
お
け
る
膜
想
の
生
活

二
人
に
共
通
す
る
の
は
、
二
人
が
所
属
し
て
い
る
宗
教
(
団
体
)

と
は
異
な
る
タ
イ
プ
で
、
テ
ィ
ク
・
ナ
ッ
ト
ハ
ン
は
そ
う
し
た
仏
教
の
あ
り
方
を
エ
ン
ゲ
イ
ジ
ド
・
ブ
デ
イ
ズ
ム
と
名
付
け
た
。
こ
れ

は
一
九
六

0
年
代
の
乙
と
で
あ
る
が
、
こ
の
言
葉
が
日
本
で
一
般
に
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
宗
教
研
究
者
の
聞
で
広
く
議
論
さ
れ
る

(
鈍
)

よ
う
に
な
る
の
は
一
二
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

日
本
に
お
け
る
二
人
の
活
動
は
、
東
南
ア
ジ
ア
の
上
座
仏
教
国
か
ら
の
移
民
、
観
光
客
の
増
加
と
関
係
す
る
も
の
で
は
な
い
。

タ
イ
か

ら
の
訪
日
者
も
一
一
一
世
紀
に
は
い
っ
て
急
激
に
増
え
て
い
る
が
、

チ
ベ
ッ
ト
仏
教
は
上
座
仏
教
で
は
な
い
し
、

ベ
ト
ナ
ム
の
仏
教
も
多
く

は
大
乗
仏
教
で
あ
る
。
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
や
テ
ィ
ク
・
ナ
ッ
ト
・
ハ
ン
へ
の
関
心
は
日
本
に
住
む
南
ア
ジ
ア
や
東
南
ア
ジ
ア
の
人
び
と
の
増

21 

加
と
関
係
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

つ
ま
り
移
民
に
と
も
な
う
宗
教
の
越
境
で
も
な
い
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。
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タ
イ
や
ミ
ャ
ン
マ
ー
な
ど
上
座
仏
教
固
か
ら
の
人
々
が
増
え
た
と
と
に
よ
る
上
座
仏
教
と
の
関
係
の
深
ま
り
は
、

ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て

い
な
い
が
、
別
の
形
で
少
し
だ
け
起
こ
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
タ
イ
の
新
し
い
仏
教
教
団
で
あ
る
タ
ン
マ
ガ
l
イ
が
日
本
に
も
寺
院
亭
持
ち
、

タ
イ
人
だ
け
で
な
く
、
少
数
の
日
本
人
も
信
者
と
な
っ
て
い
る
よ
う
な
現
象
で
あ
針
。
こ
う
し
た
布
教
に
よ
る
上
座
仏
教
の
広
ま
り
は
ま

だ
限
定
的
で
あ
る
ロ

現代宗教の広がりに見る二重のポ ダレス化

し
か
し
日
本
の
仏
教
宗
派
と
は
異
な
る
流
れ
に
属
す
る
東
南
ア
ジ
ア
や
南
ア
ジ
ア
の
仏
教
者
の
活
動
に
対
し
、
宗
教
的
な
関
心
を
抱
い

て
注
目
し
て
い
る
日
本
人
が
増
え
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
宗
派
の
ボ
ー
ダ
ー
に
と
ら
わ
れ
な
い
形
で
の
関
心
の
あ
り
方
と
言

え
る
。3

)
東
ア
ジ
ア
の
新
宗
教
の
増
加

日
本
に
お
け
る
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
行
が
顕
著
に
な
る
一
九
八

0
年
代
あ
た
り
か
ら
、
韓
国
と
台
湾
の
宗
教
の
日
本
に
お
け
る
布
教
が

目
立
っ
て
く
る
。
乙
れ
は
布
教
と
移
民
に
よ
る
宗
教
の
越
境
が
主
で
あ
る
が
、
韓
国
や
台
湾
か
ら
来
た
人
た
ち
は
か
つ
て
の
米
国
へ
の
日

系
人
移
民
の
よ
う
に
比
較
的
ま
と
ま
っ
た
居
住
地
域
に
集
中
す
る
こ
と
は
少
な
く
日
本
各
地
に
分
散
し
て
い
る
。
こ
れ
を
反
映
し
て
宗
教

の
広
ま
り
自
体
が
そ
れ
ほ
ど
移
民
に
依
存
し
て
い
な
い
場
合
が
増
え
て
き
て
い
る
。

韓
国
か
ら
の
も
の
は
キ
リ
ス
ト
教
系
が
多
い
。
キ
リ
ス
ト
教
系
以
外
で
は
仏
教
系
の
園
仏
教
、
儒
教
系
の
甑
山
道
、
犬
巡
真
理
会
く
ら

(
泌
)

い
で
あ
る
が
、

い
ず
れ
も
日
本
で
の
活
動
は
そ
れ
ほ
ど
盛
ん
で
は
な
い
。
国
悌
教
は
東
京
、
横
浜
、
大
阪
に
教
堂
が
あ
る
が
、
主
に
日
本

日
本
人
信
者
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。
園
偽
教
は
国
光
大
学
校
、
ま
た
大
巡
真
理
会
は

大
填
大
学
校
と
い
う
大
学
を
設
立
し
て
お
り
、
教
育
を
通
じ
て
の
日
本
と
の
交
流
も
志
向
し
て
い
る
が
、
本
格
的
な
交
流
に
は
至
っ
て
い

に
い
る
韓
国
人
の
集
ま
り
と
し
て
機
能
し
て
お
り
、

E
3
0
 

2
L
 

キ
リ
ス
ト
教
系
以
外
の
東
ア
ジ
ア
か
ら
の
日
本
へ
の
布
教
で
は
、
台
湾
の
宗
教
の
活
動
が
目
立
っ
て
き
て
い
る
。
台
湾
で
は
一
貫
道
(
天

道
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
)
と
そ
の
系
統
の
教
団
が
一
定
の
信
者
を
有
す
る
。

(
釘
)

れ
た
。
天
道
総
天
壇
、
天
道
、
孔
孟
聖
道
院
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
教
団
に
は
日
本
人
の
信
者
も
い
る
。
国
際
品
開
光
会
は
台
湾
で
一
九

一
貫
道
系
の
教
団
が
戦
後
い
く
つ
か
日
本
に
も
設
立
さ

現代宗教の広がりに見る二重のポーダレス化

六
七
年
に
創
始
さ
れ
た
仏
教
系
の
教
団
で
あ
る
が
、

(
持
)

日
本
人
信
者
も
少
数
い
る
。
台
湾
で
大
学
(
南
華
大
学
、
悌
光
大
学
、
西
来
大
学
)
を
設
立
し
て
お
り
、
教
育
を
通
し
て
の
日
本
と
の
交
流

(
鈎
)

も
志
向
し
て
い
る
。

一
九
九
0
年
代
に
日
本
に
も
支
部
を
設
立
し
た
。
信
者
は
台
湾
系
華
僑
が
多
い
が
、

こ
う
し
た
動
き
は
あ
る
も
の
の
、
東
ア
ジ
ア
か
ら
の
教
団
の
場
合
は
ボ
1
ダ
レ
ス
化
の
現
象
は
さ
ほ
ど
顕
著
で
は
な
い
。
た
だ
台
湾
で

議
厳
法
師
と
い
う
女
性
出
家
者
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
慈
済
会
は
、
日
本
の
東
日
本
大
震
災
後
の
支
援
活
動
を
す
る
な
ど
、
布
教
だ
け
で

(ω) 

な
く
慈
善
活
動
に
も
力
を
入
れ
て
い
る
。
宗
教
と
宗
教
で
な
い
も
の
と
の
ボ
l
ダ
レ
ス
化
の
進
行
の
例
と
も
み
な
せ
る
。

(4)
カ
ト
リ
ッ
ク
的
習
俗

法
務
省
が
公
表
し
て
い
る
二

O
一
六
年
版
の
統
計
で
は
在
留
外
国
人
が
も
っ
と
も
多
い
国
は
中
国
で
約
七
O
万
人
、

そ
の
次
は
韓
国
で

約
四
五
万
人
で
あ
る

(
表
参
照
)
。
三
番
目
の
フ
ィ
リ
ピ
ン

(
約
二
四
万
人
)
と
五
番
目
の
ブ
ラ
ジ
ル

(
約
一
八
万
人
)
は

カ
ト
リ
ッ
ク

信
者
が
人
口
の
大
半
を
占
め
る
国
で
あ
る
。
九
番
目
に
多
い
ベ
ル
l

(
約
五
万
人
)
も
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
カ
ト
リ
ッ
ク
国
か
ら
の
在

留
外
国
人
の
数
が

g
立
っ
て
増
え
て
く
る
の
は
一
九
九
0
年
代
以
降
で
あ
る
。

と
く
に
一
九
九

O
年
に
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
が

改
正
さ
れ
た
こ
と
が
大
き
い
。
就
業
活
動
に
制
限
の
な
い
定
住
者
資
格
が
創
設
さ
れ
、
こ
れ
が
日
本
で
働
く
南
米
の
日
系
三
世
が
急
増
す

る
大
き
な
原
因
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
と
と
も
あ
っ
て
、

一
九
八

O
年
に
在
留
外
国
人
の
全
人
口
に
占
め
る
割
合
は

0
・
六
七
%
で
あ
っ
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手
一
守
ミ

ナ'・カ

一
九
九
二
年
に
一
目
を
超
え
、

一一

O
一
二
年
に
は
一
五
九
%
と
な
っ
て
い
る
。
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1 中国 695，522 

2 韓国 453，096 

3 フィリピン 243，662 

4 ベトナム 199，990 

5 ブラジル 180，923 

6 ネノ~-)レ 67，470 

7 米国 53，705 

8 台湾 52，768 

9 ベルー 47，740 

10 タイ 47，647 

11 インドネシア 42，850 

12 朝鮮 32，461 

13 インド 28，667 

14 ミャンマー 17，775 

15 スリランカ 17，346 

16 英国 16，454 

17 ノtキスタン 13，752 

18 ノミングラデシュ 12，374 

19 プランス 11，640 

20 オーストラリア 10，387 

表 2016年在留外国人数

現代宗教の広がりに見る二重のボーダレス化

ブ
ラ
ジ
ル
は
人
口
の
七

1
八
割
程
度
が
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
は
九
割
程
度
が
カ
ト
リ
y
ク
信
者
と
さ
れ
て
い
る
。
日
本
に

来
て
も
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
会
に
通
う
こ
と
を
願
う
か
ら
、
南
米
や
フ
ィ
リ
ピ
ン
か
ら
の
労
働
者
が
多
く
住
む
地
域
の
カ
ト
リ
ソ
ク
教
会
に

は
多
く
の
外
国
人
が
日
曜
日
の
ミ
サ
に
出
席
す
る
。
日
本
人
よ
り
も
外
国
人
の
方
が
多
い
教
会
も
あ
る
。
ま
た
日
本
で
住
む
人
た
ち
が
中

心
に
な
っ
て
設
立
し
た
教
会
も
あ
る
。
教
区
制
度
が
確
立
し
て
い
る
カ
ト
リ
ッ
ク
で
は
あ
る
が
、
ボ
1
ダ
レ
ス
化
と
呼
べ
る
よ
う
な
現
象

が
萌
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。

と
は
い
え
、
こ
う
し
た
現
象
に
お
い
て
は
、
ボ
ー
ダ
レ
ス
化
は
さ
ほ
ど
顕
著
で
は
な
い
。

他
方
で
習
俗
化
し
た
カ
ト
リ
ッ
ク
の
儀
礼
と
言
え
る
ハ
ロ
ウ
ィ
ン
が
、
二

0
0
0年
代
に
日
本
社
会
で
急
速
に
広
が
っ
た
。
だ
が
宗
教
的

習
俗
と
い
う
側
面
は
希
薄
で
、
も
っ
ぱ
ら
若
い
世
代
を
中
心
と
し
た
奇
抜
な
仮
装
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
。

ハ
ロ
ウ
ィ
ン
は
一
応
キ
リ
ス
ト

教
関
連
の
習
俗
に
な
っ
て
い
る
が
、
も
と
も
と
ケ
ル
ト
人
の
習
俗
が
淵
源
で
あ
る
。

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
な
ど
で
は
ケ
ル
ト
脂
の
新
年
(
一
一
月

日

の
前
夜
祭
で
あ
る
ハ
ロ
ウ
ィ
ン
を
祝
っ
て
い
た
。
こ
の
日
は
死
者
が
肉
体
を
も
っ
て
と
の
世
に
あ
ら
わ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
系
移
民
が
こ
の
祭
を
米
国
に
も
た
ら
し
、
独
特
な
展
開
を
し
た
。

一
月
一
日
)
と
も
複

カ
ト
リ
ッ
ク
の
諸
聖
人
の
日
(
一

雑
に
絡
む
こ
と
に
な
っ
た
。
子
ど
も
た
ち
が
「
ト
リ
ッ
ク
・
オ
ア
・
ト
リ
l
ト
」
と
き
一
口
い
な
が
ら
お
菓
子
を
ね
だ
る
の
は
以
前
か
ら
あ
っ

，-寺、局、

+
I
A
M
 

カ
ボ
チ
ャ
の
お
化
け
を
作
る
の
は
米
国
で
生
ま
れ
た
習
俗
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
ま
た
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
て
も
っ
ぱ
ら
大
人

現代宗教の広がりに見る二震のポーダレス化

の
仮
装
の
日
に
な
っ
た
。

ハ
ロ
ウ
ィ
ン
は
さ
ほ
ど
宗
教
性
が
意
識
さ
れ
な
い
ま
ま
臼
本
で
年
中
行
事
的
に
な
っ
た
と
い
う
点
で
は
、

ク
リ
ス
マ
ス
や
パ
レ
ン
タ
イ

ン
デ
1
の
習
慣
の
場
合
と
似
て
い
る
。
た
だ
そ
の
広
ま
り
は
世
界
的
に
相
互
影
響
し
あ
っ
て
お
り
、

日
本
の
仮
装
を
中
心
と
し
た
あ
り
方

が
、
逆
に
国
外
で
も
注
目
さ
れ
た
り
、
模
倣
さ
れ
た
り
と
い
う
現
象
に
な
っ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
会
が
主
導
す
る
も
の
で
な
く
、
宗
教

と
宗
教
で
な
い
も
の
の
境
界
が
ほ
と
ん
ど
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
ま
ま
に
習
俗
が
広
が
っ
た
と
い
う
点
は
、
ボ
l
ダ
レ
ス
化
の
現
象
に
含

め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

む
す
び

本
稿
で
は
二
重
の
ボ
l
ダ
レ
ス
化
の
進
行
と
と
ら
え
ら
れ
る
現
象
の
例
を
い
く
つ
か
掲
げ
た
。
国
・
地
域
の
境
界
で
の
ボ
l
ダ
レ
ス
化

と
、
宗
教
と
さ
れ
て
き
た
も
の
と
、
通
常
そ
の
よ
う
に
は
捉
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
も
の
と
の
ボ
1
ダ
レ
ス
化
で
あ
る
。
前
者
は
、
国
外

に
お
け
る
日
本
宗
教
の
展
開
に
も
、
ま
た
日
本
に
到
来
し
た
圏
外
の
宗
教
の
展
開
に
も
、

し
だ
い
に
広
く
見
出
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て

い
る
こ
と
を
述
べ
た
。
さ
ら
に
こ
の
場
合
、
宗
教
ご
と
の
枠
と
い
う
意
味
の
ボ
ー
ダ
ー
も
薄
れ
る
場
合
も
見
曲
さ
れ
た
。
禅
が
宗
派
色
を

25 

あ
ま
り
出
さ
ず
広
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
例
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ボ
l
ダ
レ
ス
化
は
、
世
界
宗
教
者
平
和
会
議
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
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宗
教
聞
の
協
力
と
い
う
流
れ
の
中
で
生
じ
て
い
る
も
の
も
あ
る
の
で
、
宗
教
の
新
し
い
活
動
形
態
と
い
う
観
点
か
ら
も
捉
え
ら
れ
る
。

し

か
し
宗
教
問
の
協
力
も
ま
た
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
い
う
大
き
な
潮
流
の
中
で
生
じ
て
い
る
こ
と
と
考
え
ら
れ
、
こ
こ
で
の
議
論
と
相
互
参
照

し
て
い
く
べ
き
視
点
と
考
え
て
い
る
。

ま
た
宗
教
と
宗
教
で
な
い
も
の
と
の
ボ

i
ダ
レ
ス
化
は
、
宗
教
が
布
教
よ
り
も
文
化
活
動
、
援
助
活
動
、
そ
の
他
の
社
会
活
動
を
中
心

現代宗教の広がりに見る二重のポーダレス化

と
し
な
が
ら
、
国
外
で
の
活
動
を
展
開
す
る
傾
向
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
ま
た
宗
教
習
俗
が
占
あ
ま
り
宗
教
面
を
考
慮
さ
れ
ず
広
が
っ
て

い
く
現
象
の
増
加
も
合
わ
せ
て
考
え
る
べ
き
点
で
あ
る
。
こ
の
意
味
の
ボ
l
ダ
レ
ス
化
も
圏
内
の
外
国
宗
教
と
国
外
の
日
本
宗
教
の
双
方

に
広
が
っ
て
き
て
お
り
、

そ
の
様
相
は
、
今
後
多
様
に
な
っ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
。
宗
教
の
越
境
が
、
宣
教
師
、
布
教
師
の
よ
う
な
宗

教
専
門
家
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
経
済
活
動
、
文
化
交
流
、
観
光
な
ど
、
多
く
の
人
が
日
常
的
に
関
わ
る
活
動
の
な
か
で
、

さ
ほ
ど
意
識
さ
れ
ず
に
越
境
の
機
能
が
担
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

本
稿
で
は
論
じ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
こ
う
し
た
ボ
l
ダ
レ
ス
化
に
は
情
報
化
が
決
定
的
と
も
一
一
言
う
べ
き
影
響
力
を
も
っ
て
い
る
。
日

本
の
ア
ニ
メ
や
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
-
ゲ
l
ム
な
ど
を
通
し
て
、
日
本
宗
教
の
断
片
が
多
く
の
外
国
人
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
は
情
報
化
の
影

響
の
分
か
り
ゃ
す
い
例
で
品
目
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
時
代
に
は
、
そ
れ
と
同
時
に
人
的
交
流
の
多
様
化
が
、
対
面
状
況
で
の
宗
教
や
宗
教

文
化
の
広
が
り
方
を
多
様
に
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
国
外
で
働
く
中
に
周
囲
の
外
国
人
に
日
本
文
化
を
伝
え
よ
う
と
、
日
本
の
古
典
を
紹

介
し
た
り
、
雅
楽
を
紹
介
し
た
り
、

お
守
り
を
見
せ
た
り
す
れ
ば
、

そ
れ
が
神
道
や
日
本
仏
教
に
つ
い
て
伝
え
る
結
果
に
な
る
場
合
も
あ

る
。
合
気
道
や
少
林
寺
拳
法
は
国
際
的
に
広
が
っ
て
い
る
が
、
武
道
の
中
に
潜
む
宗
教
的
要
素
が
、
伝
え
る
当
人
も
意
識
し
な
い
ま
ま
に
、

圏
外
で
関
心
を
持
た
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
逆
に
各
国
か
ら
や
っ
て
き
た
人
た
ち
が
、
布
教
の
意
図
は
な
く
、
た
だ
自
分
た
ち
の
生
活
習
慣

そ
れ
が
日
本
人
の
生
活
に
も
影
響
を
与
え
る
よ
う
に
な
っ
て
も
い
る
。

や
戒
律
を
守
ろ
う
と
す
る
う
ち
に
、

ハ
ラ
l
ル
食
品
が
い
い
例
で

あ
る
。布

教
型
の
越
境
が
、
宗
教
が
国
境
を
越
え
て
広
が
る
際
に
も
っ
と
も
多
く
見
ら
れ
る
形
態
で
あ
る
こ
と
は
、
現
代
に
お
い
て
も
変
わ
ら

な
い
が
、
そ
う
で
な
い
タ
イ
プ
が
多
様
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
ロ
移
民
型
は
、
移
民
社
会
が
固
ま
っ
て
存
続
す
る
例
が
減
っ
て
い
る
の
で
、

こ
れ
に
と
も
な
う
越
境
は
以
前
よ
り
は
顕
著
で
な
い
。

つ
ま
り
移
民
型
の
宗
教
の
越
境
と
い
う
の
は
、
移
民
し
た
人
た
ち
が
あ
る
程
度
ま

と
ま
り
を
も
っ
て
移
民
先
の
地
域
に
住
み
、
母
国
で
の
宗
教
生
活
を
保
と
う
と
す
る
場
合
に
顕
著
に
生
じ
る
こ
と
で
あ
る
。
日
系
人
が
そ

現代宗教の広がりに見る二重のボーダレス化

う
で
あ
っ
た
が
、
移
民
先
で
農
業
等
に
従
事
す
る
人
が
多
い
と
、
ま
と
ま
り
あ
る
移
民
社
会
が
形
成
さ
れ
や
す
い
。

し
か
し
現
代
は
工
業

へ
の
従
事
や
第
三
次
産
業
へ
の
従
事
者
も
増
え
て
き
て
い
る
。
各
地
に
分
散
し
て
生
活
す
る
人
の
割
合
が
多
く
な
る
。

こ
れ
は
、
品
る
特
定
の
宗
教
を
も
っ
た
人
聞
が
、
自
国
を
出
て
世
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
で
そ
れ
ぞ
れ
に
移
民
先
の
宗
教
文
化
と
日
常

的
に
接
し
な
が
ら
生
活
す
る
割
合
が
増
え
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
が
国
境
、
地
域
な
ど
の
ボ
ー
ダ
ー
が
あ
ま
り
意
識
さ
れ
る
こ
と
な

く
宗
教
の
教
え
や
習
俗
な
ど
の
伝
達
が
な
さ
れ
て
い
く
割
合
を
増
や
し
、
ま
た
宗
教
と
宗
教
で
な
い
も
の
と
の
ボ
ー
ダ
ー
を
さ
ほ
ど
意
識

さ
せ
な
い
方
向
に
作
用
す
る
一
つ
の
大
き
な
理
由
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
。
そ
の
具
体
的
様
相
は
、
各
地
に
お
け
る
実
証
的
な
調
査
に

よ
っ
て
検
証
し
て
い
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
述
べ
た
二
重
の
ボ
1
ダ
レ
ス
化
が
今
後
一
層
進
行
し
て
い
く
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と

は
、
す
で
に
生
じ
て
い
る
現
象
と
マ
ク
ロ
な
社
会
条
件
か
ら
当
然
に
提
起
さ
れ
る
仮
説
と
考
え
て
い
る
。

註
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(1)

井
上
順
孝
「
越
境
す
る
宗
教
」
(
山
折
哲
雄
監
修
『
宗
教
の
事
典
』
朝
倉
書
宿
、
二
O
一
二
年
)
参
照
。

(2)

一
連
の
調
査
結
果
は
次
の
三
冊
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
柳
川
積
一
・
森
岡
清
美
編
『
ハ
ワ
イ
日
系
人
宗
教
の
展
開
と
現
況
』
(
東
京
大

学
宗
教
学
研
究
室
、
一
九
七
九
年
)
。
柳
川
啓
一
森
岡
清
美
編
司
ハ
ワ
イ
日
系
入
社
会
と
日
本
宗
教
』
(
東
京
大
学
宗
教
学
研
究
室
、
一
九

八
一
年
)
。
同
2
E
V
H
J
P
E官
E
E
K苦
言
語
同
巳
晶
E
E
E
口
巴

E
0
2
5
，
C
E
5
5
4
丘
叶
。
写
0
5
8
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(3)

筆
者
は
ハ
ワ
イ
と
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
調
査
を
ふ
ま
え
て
『
海
を
渡
っ
た
日
本
宗
教
』
(
弘
文
堂
、
一
九
八
五
年
)
を
刊
行
し
た
。

(4)

中
牧
弘
允
『
新
世
界
の
日
本
宗
教
』
(
平
凡
社
、
一
九
八
六
年
)
、
同
編
『
研
究
レ
ポ
ー
ト
医
ブ
ラ
ジ
ル
の
日
系
新
宗
教
』
(
サ
ン
パ
ウ
ロ

人
文
科
学
研
究
所
、
一
九
八
五
年
)
、
同
『
日
本
宗
教
と
日
系
宗
教
の
研
究
」
(
万
水
書
房
、
一
九
八
九
年
)
を
参
照
。

(5)

渡
辺
雅
子
『
ブ
ラ
ジ
ル
日
系
新
宗
教
の
展
開

l
i異
文
化
布
教
の
課
題
と
実
践
』
(
東
信
堂
、
二
O
O
一
年
)
を
参
照
。

(6)

こ
の
調
査
を
起
点
と
す
る
よ
う
な
調
査
メ
ン
バ
ー
に
よ
る
研
究
、
及
び
そ
の
後
な
さ
れ
た
一
九
八
0
年
代
か
ら
九
0
年
代
に
か
け
て
の
他

の
研
究
者
に
よ
る
研
究
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
プ
ロ
セ
ス
か
ら
み
た
新
宗
教
」
(
脇
本
平
也
田
丸
徳
善
編
「
ア
ジ
ア
の

宗
教
と
精
神
文
化
』
、
新
曜
社
、
一
九
九
七
年
、
所
収
)
を
参
照
。
ま
た
移
民
の
日
系
宗
教
に
注
目
し
た
比
較
的
最
近
の
研
究
と
し
て
、
高

橋
典
史
『
移
民
、
宗
教
、
故
国
1
近
現
代
ハ
ワ
イ
に
お
け
る
日
系
宗
教
の
経
験
』
(
ハ

l
ベ
ス
ト
社
、
一
一

O
一
四
年
)
が
あ
る
。

(7)

井
上
順
孝
孝
本
貢
対
馬
路
人
中
牧
弘
允
・
西
山
茂
編
「
新
宗
教
事
典
』
(
弘
文
堂
、
一
九
九
O
年
)
の
「
咽
新
宗
教
と
異
文
化
」

の
章
を
参
照
。
な
お
同
事
典
の
本
文
は
改
訂
さ
れ
、
縮
刷
版
と
し
て
一
九
九
四
年
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

(8)

ロ
シ
ア
で
の
活
動
に
つ
い
て
の
も
っ
と
も
ま
と
ま
っ
た
研
究
は
、
井
上
ま
ど
か
「
ロ
シ
ア
に
お
け
る
オ
ウ
ム
真
理
教
の
活
動
」
(
宗
教
情

報
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー
編
『
情
報
時
代
の
オ
ウ
ム
真
理
教
』
(
春
秋
社
、
二

O
一
一
年
)
、
及
び
同
「
今
な
お
ロ
シ
ア
で
続
く
オ
ウ
ム
真
理
教

の
活
動
|
日
本
と
ロ
シ
ア
の
並
行
現
象
」
(
宗
教
情
報
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー
編
『
〈
オ
ウ
ム
真
理
教
〉
を
検
証
す
る
そ
の
ウ
チ
と
ソ
ト
の

境
界
線
』
(
春
秋
社
、
二

O
一
五
年
)
で
あ
る
。

(9)

筑
摩
書
房
、
一
九
九
二
年
。
な
お
増
補
版
が
一
九
九
六
年
に
筑
摩
学
芸
文
庫
と
し
て
理
訂
さ
れ
て
い
る
。

(
叩
)
東
ア
ジ
ア
の
神
社
が
た
ど
っ
た
運
命
に
つ
い
て
は
、
新
田
光
子
『
大
連
神
社
史
|
あ
る
海
外
神
社
の
社
会
史
』
(
お
う
ふ
う
、
一
九
九
七
年
)
、

菅
浩
二
「
日
本
統
治
下
の
海
外
神
社
朝
鮮
神
宮
台
湾
神
社
と
祭
神
』
(
弘
文
堂
、
二

O
一
一
年
)
立
E
を
参
照
。
ま
た
海
外
神
社
の
跡

地
の
様
子
を
丹
念
に
調
べ
た
も
の
と
し
て
、
中
島
三
千
男
「
海
外
神
社
跡
地
の
景
観
変
容
さ
ま
ざ
ま
在
現
在
(
い
ま
)
」
(
御
茶
の
水
書
房
、

二
O
一
三
年
)
が
晶
る
。

(
日
)
ハ
ワ
イ
の
神
社
の
研
究
に
つ
い
て
は
拙
論
「
異
文
化
内
状
況
と
神
社
神
道
」
(
柳
川
啓
一
森
岡
清
美
編
「
ハ
ワ
イ
日
系
入
社
会
と
日
本

宗
教
』
、
東
京
大
学
宗
教
学
研
究
室
、
一
九
八
一
年
、
所
収
)
及
び
前
田
孝
和
『
ハ
ワ
イ
の
神
社
史
」
(
大
明
堂
、
一
九
九
九
年
)
を
参
照
c

(
ロ
)
布
娃
出
雲
大
社
は
戦
前
神
道
十
三
派
の
一
つ
で
あ
っ
た
出
雲
大
社
教
の
分
院
で
あ
る
。

現代宗教の広がりに見る二重のポーダレス化
現代宗教の広がりに見る二重のポーダレス化

(
日
)
ア
メ
リ
カ
椿
大
神
社
の
歴
史
と
現
況
に
つ
い
て
は
、
石
黒
弓
美
子
「
ア
メ
リ
カ
「
椿
大
神
社
」
の
研
究
」

大
学
院
提
出
の
修
士
論
文
)
参
照
。

ア
メ
リ
カ
椿
大
神
社
の
ホ
l
ム
ベ

1
ジ
の
口
同
門
は

Z
8
0
¥
¥当
者
堤
富
忌
島
Z
F
2
5
Z同
¥
で
あ
る
(
二

O
一
七
年
十
一
月
確
認
)
。

(
H
H
)

『
禅
と
骨
』
は
米
国
人
禅
僧
の
へ
ン
リ
・
ミ
ト
ワ
を
描
い
た
二

O
一
六
年
公
開
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
で
あ
る
が
、
ヘ
ン
リ
も
米
国

で
千
椅
如
幻
に
よ
っ
て
禅
を
知
っ
た
一
人
で
あ
る
。

(
日
)
岩
本
明
美
「
ア
メ
リ
カ
禅
の
誕
生
!
ロ
l
リ
1
大
道
老
師
の
マ
ウ
ン
テ
ン
禅
院
」
(
『
東
ア
ジ
ア
文
化
交
渉
研
究
別
冊
」
一
一
O
一
O
年
)
は
、

一
九
世
紀
末
に
端
を
発
す
る
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
禅
の
広
ま
り
を
概
括
し
て
い
る
。

(
日
)
星
野
英
紀
は
、
前
述
の
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
調
査
の
メ
ン
バ
ー
の
一
人
で
あ
っ
た
が
、
禅
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
も
調
査
を
行
っ
た
。
そ
れ
を

ま
と
め
た
の
が
、
星
野
英
紀
「
ア
メ
リ
カ
的
サ
ン
ガ
の
展
開

l
禅
セ
ン
タ
ー
の
現
状
と
分
析
禅
セ
ン
タ
ー
北
米
に
お
け
る
禅
の
展
開
に
か
ん

し
て
」
(
「
大
正
大
事
研
究
紀
要
』
六
八
、
一
九
八
三
年
)
で
畠
る
。

(
口
)
武
蔵
野
大
学
出
版
会
、
二

O
一
O
年。

(
日
)
弟
子
丸
泰
仙
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
活
動
は
、
弟
子
丸
泰
仙
「
禅
僧
ひ
と
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
行
く
』
(
春
秋
社
、
一
九
七
一
年
)
、
同
「
ヨ
l
ロ
ッ

パ
狂
雲
記
」
(
読
売
新
聞
者
、
一
九
七
三
年
)
立
ど
が
参
考
に
な
る
。

(
M
M
)

こ
の
よ
う
主
動
き
を
佐
藤
研
の
よ
う
に
、
「
禅
キ
リ
ス
ト
教
」
と
い
う
視
点
か
ら
捉
え
る
研
究
者
も
い
る
。
佐
藤
研
『
禅
キ
リ
ス
ト
教
の

誕
生
』
(
岩
波
書
倍
、
二

O
O七
年
)
参
照
。

(
初
)
台
湾
で
は
日
本
宗
教
の
活
動
が
ふ
え
て
お
り
、
二

O
一
七
年
段
階
で
、
真
如
苑
の
他
、
創
価
学
会
、
天
理
教
、
立
正
佼
成
会
、
日
蓮
ま
宗

が
複
数
の
法
人
を
設
置
し
て
い
る
。

(
れ
)
ベ
レ
ズ
キ
ン
リ
イ
サ
「
真
如
苑
の
国
際
信
者
|
台
湾
と
タ
イ
の
比
較
を
通
し
て
」
(
『
神
道
研
究
集
録
』
担
、
二

O
一
七
年
)
参
照
。

な
お
、
ベ
レ
ズ
キ
ン
は
台
湾
と
タ
イ
の
真
如
苑
の
比
較
調
査
を
お
こ
な
い
、
タ
イ
の
信
者
が
少
な
い
こ
と
の
理
由
を
受
け
入
れ
る
側
の
社
会

的
文
化
的
な
違
い
で
説
明
し
て
い
る
。
パ
ン
コ
ソ
ク
の
セ
ン
タ
ー
は
こ

0
0
0年
に
設
立
さ
れ
、
三

O
O人
ほ
ど
と
さ
れ
て
い
る
。

(n)
妙
智
曾
教
団
の
活
動
に
つ
い
て
は
李
和
珍
「
研
究
ノ

l
ト
妙
智
曾
教
団
と
グ
ロ
ー
バ
ル
化
「
あ
り
が
と
う
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
」

へ
の
改
称
を
中
心
ー
に
!
」
(
「
園
事
院
大
事
研
究
開
発
推
進
機
構
日
本
文
化
研
究
所
年
報
』
第
8
号
、
二

O
一
五
年
)
を
参
照
。

一一

O
一
三
年
に
園
事
院
大
事
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(
お
)
一
九
九
0
年
代
に
園
事
院
大
事
日
本
文
化
研
究
所
の
宗
教
教
育
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
実
施
し
た
全
国
的
調
査
で
あ
き
ら
か
に
立
っ
た
よ
う
に
、

日
本
で
は
キ
リ
ス
ト
教
系
の
学
校
は
宗
教
系
学
校
の
お
お
よ
そ
三
分
り
手
占
め
る
。
商
事
続
大
事
日
本
文
化
研
究
所
編
井
上
順
孝
監
修
怠
市

教
教
育
資
料
集
』
(
す
ず
き
出
版
、
一
九
九
三
年
)
参
照
。

(
μ
)
F
L
学
園
女
子
短
期
大
学
は
一
九
七
四
年
に
設
立
さ
れ
た
が
、
二

O
O
九
年
に
廃
止
さ
れ
た
。
ま
た
幸
福
の
科
学
は
二

O
一
四
年
度
に
「
幸

福
の
科
学
大
学
」
の
設
立
を
文
部
科
学
省
に
申
請
し
た
が
不
認
可
と
な
っ
た
。

(
お
)
深
見
東
州
は
ワ
ー
ル
ド
メ
イ
ト
の
リ
ー
ダ
ー
名
で
あ
り
、
本
名
は
半
田
晴
久
。

(
お
)
戦
前
の
モ
ル
モ
ン
教
の
日
本
で
の
布
教
活
動
に
つ
い
て
は
、
杉
内
寛
幸
「
戦
前
に
お
け
る
末
日
聖
徒
イ
エ
ス
-
キ
リ
ス
ト
教
会
の
日
本
布

教
と
キ
リ
ス
ト
界
の
反
応
」
(
『
神
道
研
究
集
録
』
第
二
九
輯
、
二

O
一
五
年
、
所
収
)
、
伺
「
明
治
中
期
の
宗
教
行
政
と
外
来
系
新
宗
教

日
本
伝
道
開
始
時
の
モ
ル
モ
ン
教
へ
の
反
応
を
事
例
と
し
て
」
(
『
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
研
究
紀
要
』
第
一

O
号
、
ニ

O
一
六
年
、

所
収
)
を
参
照
。

(
幻
)
も
の
み
の
塔
の
布
教
は
宣
教
師
が
来
日
し
て
の
布
教
で
は
な
く
、
在
米
中
に
入
信
し
た
明
石
の
活
動
が
契
機
と
な
っ
て
い
る
点
で
特
徴
が

あ
る
。
し
か
し
こ
の
団
体
は
一
九
三
一
一
一
年
に
弾
圧
が
始
ま
り
、
三
九
年
に
は
明
石
は
投
獄
さ
れ
た
。
戦
後
米
国
か
ら
宣
教
師
が
派
遣
さ
れ
布

教
活
動
が
立
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
灯
台
社
と
は
連
続
性
の
な
い
組
織
で
あ
る
。

(
お
)
二

O
一
五
年
八
月
に
そ
れ
ま
で
の
世
界
基
督
教
統
一
神
霊
協
会
か
ら
世
界
平
和
統
一
家
庭
連
合
へ
と
名
称
を
変
え
た
。
統
一
教
会
の
活
動

が
社
会
問
題
化
し
た
の
は
、
霊
感
商
法
と
呼
ば
れ
る
よ
う
在
活
動
と
の
関
わ
り
が
、
新
聞
雑
誌
等
や
一
九
八
七
年
に
結
成
さ
れ
た
全
国
霊
感

商
法
対
策
弁
護
士
連
絡
会
な
ど
で
指
摘
さ
れ
た
こ
と
が
大
き
い
。
霊
感
商
法
対
策
弁
護
士
連
絡
会
は
現
在
で
も
、
統
一
教
会
の
活
動
に
対
す

る
批
判
的
な
内
容
の
報
告
書
を
定
期
的
に
刊
行
し
て
い
る
。

(
却
)
五
六
万
と
い
う
数
字
は
公
益
財
団
法
人
国
際
宗
教
研
究
所
宗
教
情
報
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー
が
ウ
ェ
ブ
上
に
公
開
し
て
い
る
デ
l
タ
に
よ
る
。

実
数
は
こ
れ
よ
り
だ
い
ぶ
少
立
い
と
推
測
さ
れ
る
。
同
サ
イ
ト
の
口
出
円
は
宮
召

¥
¥
5
2
2
2・
。
ど
更
で
あ
る
。

(
初
)
こ
う
し
た
動
向
に
つ
い
て
ご
く
概
括
的
で
は
あ
る
が
、
全
般
的
な
紹
介
を
行
っ
て
い
る
の
が
「
在
留
外
国
人
の
宗
教
事
情
に
関
す
る
資
料

集
ー
東
ア
ジ
ア
・
南
ア
メ
リ
カ
編
」
(
文
化
庁
文
化
部
宗
務
課
、
二

O
一
四
年
)
で
あ
る
。

(
訂
)
底
田
康
文
岡
井
宏
文
「
日
本
の
イ
ス
ラ
I
ム
ム
ス
リ
ム
-
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
現
状
と
課
題
|
」
(
文
化
庁
文
化
部
宗
務
課
編
『
宗
務

現代宗教の広がりに見る二重のポーダレス化現代宗教の広がりに見る二重のボーダレス化

時
報
』

1
1
9
、
二

O
一
五
年
、
所
収
)
を
参
照
。

(
辺
)
三
木
英
棲
井
義
秀
編
『
日
本
に
生
き
る
移
民
た
ち
の
宗
教
生
活
1
ニ
ュ

l
カ
7
1
の
も
た
ら
す
宗
教
多
元
化
』
(
ミ
ネ
ル
ヴ
ア
書
房
、

二
O
一
二
年
)
、
三
木
英
編
『
異
教
の
ニ
ュ

l
カ
マ
ー
た
ち
!
日
本
に
お
け
る
移
民
と
宗
教
』
(
森
話
社
、
二

O
一
七
年
)
な
ど
を
参
照
。

(
お
)
し
か
し
な
が
ら
日
本
社
会
に
お
け
る
イ
ス
ラ
1
ム
問
題
は
、
ま
だ
そ
の
核
心
は
品
ま
り
議
論
さ
れ
て
い
立
い
。
そ
れ
は
外
国
人
の
ム
ス
リ

ム
で
は
な
く
、
日
本
人
の
ム
ス
リ
ム
に
対
す
る
態
度
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
二

O
一
O
年
に
周
事
院
大
事
日
本
文
化
研
究
所
の
主
催
で

行
わ
れ
た
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
「
イ
ス
ラ
1
ム
と
向
か
い
合
う
日
本
社
会
」
に
お
い
て
、
師
岡
カ
リ
l
マ
エ
ル
サ
ム
ニ
ー
が
こ
の
点
在
鋭
く

指
摘
し
た
。
闘
拳
院
大
事
日
本
文
化
研
究
所
編
『
国
際
研
究
フ
ォ
ー
ラ
ム
報
告
書
2
0
0
8
1
2
0
1
3
年
度
』
(
園
皐
院
大
事
、
二
O
一

三
年
)
参
照
。

(
泊
)
エ
ン
ゲ
イ
ジ
ド
プ
デ
イ
ズ
ム
は
日
本
で
は
「
社
会
参
加
仏
教
」
と
訳
さ
れ
る
。
ェ
ン
ゲ
イ
ジ
ド
・
ブ
デ
イ
ズ
ム
の
観
点
か
ら
日
本
の
新

宗
教
の
社
会
活
動
を
分
析
し
た
も
の
に
、
ラ
ン
ジ
ヤ
ナ
目
ム
コ
パ
デ
イ
ヤ
l
ヤ
「
法
音
寺
と
立
正
佼
成
会
の
社
会
活
動
と
社
会
倫
理
日
本

の
社
会
参
加
仏
教
』
(
東
信
堂
、
二

0
0五
年
)
が
あ
る
。

(
お
)
タ
ン
マ
ガ
l
イ
に
つ
い
て
は
、
現
地
で
の
長
期
の
実
態
調
査
に
基
づ
く
矢
野
秀
武
『
現
代
タ
イ
に
お
け
る
仏
教
運
動
タ
ン
マ
ガ
l
イ
式

膜
想
と
タ
イ
社
会
の
変
容
』
(
東
信
堂
、
二

O
O
六
年
)
を
参
照
。

(
訪
)
闘
仏
教
の
日
本
に
お
け
る
活
動
に
つ
い
て
は
李
相
珍
「
闘
悌
教
の
海
外
布
教
現
況

l
日
本
教
区
を
中
心
に
」
(
園
撃
院
大
皐
研
究
開
発

推
進
機
構
日
本
文
化
研
究
所
年
報
』
第
5
号
、
二

O
一
二
年
)
を
参
照
。

(
幻
)
こ
れ
ら
の
教
団
の
設
立
に
つ
い
て
は
井
上
順
孝
・
孝
本
貢
対
馬
路
人
中
牧
弘
允
・
西
山
茂
編
『
新
宗
教
教
団
・
人
物
事
典
』
(
弘
文
堂
、

一
九
九
六
年
)
を
参
照
。

(
羽
)
二

O
一
七
年
の
時
点
で
日
本
に
六
ケ
所
の
支
部
が
あ
る
。

(
印
)
仏
光
山
の
日
本
で
の
活
動
に
関
し
て
は
五
十
嵐
真
子
「
悌
光
山
か
ら
み
る
、
台
湾
仏
教
と
日
本
と
の
関
係
」
(
宣
言
』

t
E
S
E

b
E
s
h
z
b
E
N
~
、
二

O
O
六
年
)
を
参
照
。

(
紛
)
慈
済
会
な
ど
の
仏
教
系
教
団
の
慈
善
活
動
に
つ
い
て
は
志
賀
浄
邦
「
台
湾
仏
教
-
慈
済
会
に
よ
る
慈
善
活
動
と
そ
の
思
想
的
基
盤
菩
薩

行
と
し
て
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
と
「
人
間
仏
教
」
の
系
譜

i
」
(
「
京
都
産
業
大
学
日
本
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
一
一
一
号
、
二

O
二
ハ
年
)
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を
参
照
。
こ
の
論
文
で
は
、
台
湾
の
倒
光
山
、
法
鼓
山
、
中
台
禅
寺
、
慈
済
会
は
、
台
湾
で
「
四
大
法
脈
(
道
場
)
」
、
と
も
呼
ば
れ
て
い
る

こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
社
会
活
動
に
力
を
い
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。

(
H
U
)

た
と
え
ば
宮
崎
駿
の
ア
ニ
メ
映
画
「
千
と
千
尋
の
神
隠
し
」
「
風
の
谷
の
ナ
ウ
シ
カ
」
主
ど
と
い
っ
た
作
品
に
、
日
本
人
の
宗
教
性
を
見

ょ
う
と
す
る
研
究
も
田
内
外
に
多
く
見
出
さ
れ
る
が
、
こ
れ
も
宗
教
と
宗
教
で
な
い
も
の
の
ボ
ー
ダ
ー
が
見
え
に
く
く
立
っ
て
い
る
状
況
を

反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

現代宗教の広がりに見る二重のポーダレス化


