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は
じ
め
に

「
二
・
一
一
集
会
」
は
本
来
信
教
の

自
由
と
平
和
を
祈
り
求
め
る
集
い
で
す

が
、
昨
年
の
東
日
本
大
震
災
の
事
を
抜

き
に
し
て
は
キ
リ
ス
ト
教
会
と
し
て
の

今
日
的
発
言
は
あ
り
得
な
い
と
考
え
、

今
日
は
そ
の
よ
う
な
方
向
で
お
話
を
い

た
し
ま
す
。

一
、
東
日
本
大
震
災

被
災
地
を
訪
ね
て

─
─「
共
に
う
め
き
共
に
苦
し
む
」

（
ロ
ー
マ
八
・
二
二
）

昨
年
七
月
半
ば
に
機
会
を
得
て
新
生

釜
石
、
大
船
渡
両
教
会
を
訪
ね
、
陸
前

高
田
の
現
場
に
接
し
て
来
ま
し
た
。
地

震
と
津
波
の
災
害
の
跡
は
尚
生
々
し

く
、
特
に
新
生
釜
石
教
会
の
門
扉
に
は

「
今
は
祈
り
の
時
」
と
の
張
り
紙
が
深

く
胸
に
刻
ま
れ
ま
し
た
。
牧
師
自
身
が

避
難
所
生
活
を
続
け
な
が
ら
支
援
物
資

の
配
布
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
労
働
奉
仕

の
企
画
、
派
遣
に
忙
殺
さ
れ
て
い
る
姿

を
眼
に
し
、
今
日
の
聖
句
、「
共
に
う

め
き
共
に
苦
し
む
」
と
い
う
御
言
葉
が

迫
っ
て
き
ま
し
た
。
傷
つ
い
た
教
会
が

傷
つ
い
た
街
の
人
々
の
癒
し
の
場
に

な
っ
て
お
り
、
教
会
と
い
う
組
織
を
越

え
て
町
の
人
々
の
拠
り
所
に
な
っ
て
い

る
と
い
う
事
態
の
中
に
身
を
置
い
て
、

「
こ
こ
に
主
の
教
会
が
あ
る
」
と
実
感

い
た
し
ま
し
た
。
聞
い
た
話
で
す
が
、

新
婚
一
年
の
、
あ
る
学
校
の
教
師
で
あ

る
妻
が
行
方
不
明
と
な
り
、
別
の
学
校

の
教
師
で
あ
る
夫
は
全
て
を
流
出
さ

れ
、
残
っ
た
の
は
妻
が
そ
の
朝
作
っ
て

く
れ
た
弁
当
箱
だ
け
で
あ
っ
た
そ
う
で

す
。二

、
「
神
の
沈
黙
」

─
─
不
条
理
の
世
界

こ
の
よ
う
な
悲
し
い
状
態
が
至
る
所

に
起
こ
っ
て
い
る
と
き
、
私
た
ち
は

「
何
故
だ
」「
ど
う
し
て
？
」
と
い
う
言

葉
し
か
で
て
来
ま
せ
ん
。
ま
こ
と
に
不

条
理
の
世
界
で
す
。「
ど
う
し
て
？
」

と
い
う
呟
き
と
共
に
被
災
地
の
惨
状
の

中
を
歩
き
つ
つ
気
付
か
さ
れ
た
事
が
あ

り
ま
す
。
そ
れ
は
主
イ
エ
ス
の
十
字
架

上
で
の
叫
び
で
す
。「
わ
が
神
、
わ
が

神
、
な
ぜ
私
を
お
見
捨
て
に
な
っ
た
の

で
す
か
。」
神
学
生
の
頃
、
こ
の
言
葉

は
詩
篇
第
二
二
篇
の
冒
頭
の
句
で
あ
っ

て
、
本
来
は
神
へ
の
信
頼
の
歌
で
あ

り
、
主
は
十
字
架
に
か
か
り
な
が
ら
も

神
へ
の
信
頼
を
失
わ
ず
、
こ
の
言
葉
を

述
べ
ら
れ
た
の
だ
、
と
い
う
説
明
を
聞

か
さ
れ
ま
し
た
。
そ
う
で
し
ょ
う
か
。

私
は
む
し
ろ
こ
こ
で
人
生
の
絶
望
的
な

事
態
に
追
い
つ
め
ら
れ
た
人
々
と
一
つ

に
な
っ
て
、「
な
ぜ
で
す
か
、
神
様
！
」

と
絶
叫
さ
れ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
沈
黙
を
続
け
る
神
に
対
し
て
全
人

類
的
な
究
極
の
不
条
理
の
中
か
ら
の
叫

び
を
、
私
ど
も
の
為
に
私
ど
も
に
代

わ
っ
て
、
私
ど
も
に
先
立
っ
て
叫
ん
で

下
さ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。「
事
実
、
御
自
身
、
試
練
を
受
け

て
苦
し
ま
れ
た
か
ら
こ
そ
、
試
練
を
受

け
て
い
る
人
た
ち
を
助
け
る
事
が
お
で

き
に
な
る
の
で
す
。」（
ヘ
ブ
ラ
イ
二
・

一
八
）「
こ
の
大
祭
司
は
、
私
た
ち
の

弱
さ
に
同
情
で
き
な
い
方
で
は
な
く
、

罪
を
犯
さ
な
か
っ
た
が
、
あ
ら
ゆ
る
点

に
お
い
て
、
私
た
ち
と
同
様
に
試
練
に

遭
わ
れ
た
の
で
す
。」（
ヘ
ブ
ラ
イ
四
・

一
五
）

キ
リ
ス
ト
教
会
は
そ
の
中
心
的
メ
ッ

セ
ー
ジ
と
し
て
十
字
架
の
主
に
よ
る
罪

の
赦
し
の
福
音
を
語
っ
て
参
り
ま
し

た
。
そ
れ
は
全
く
正
し
い
事
で
す
が
、

今
日
、
東
日
本
大
震
災
に
代
表
さ
れ
る

よ
う
な
、
人
生
の
苦
難
、
不
条
理
の
問

題
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
福
音
を
語
っ

て
来
た
で
し
ょ
う
か
。
勿
論
「
ヨ
ブ

記
」
の
提
起
し
た
「
義
人
は
な
ぜ
苦
し

む
の
か
」
と
い
う
問
題
は
あ
り
ま
し
た

が
、
人
類
的
な
不
条
理
の
世
界
の
救
い

に
つ
い
て
充
分
語
っ
て
来
た
で
し
ょ
う

か
。
私
た
ち
は
改
め
て
主
の
十
字
架
に

お
け
る
叫
び
を
苦
し
む
人
と
一
つ
に

な
っ
て
叫
ん
で
下
さ
る
主
こ
そ
「
救
い

主
」
と
仰
ぐ
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
人
生
の
不
条
理
に
つ
い
て
の
説
明

や
答
は
あ
り
ま
せ
ん
。
教
会
と
し
て

は
、
私
ど
も
と
一
つ
に
な
っ
て
苦
し
ん

で
下
さ
る
主
の
慰
め
を
こ
そ
、
罪
の
赦

し
と
共
に
福
音
と
し
て
語
る
べ
き
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

三
、
神
の
答
と
し
て
の

「
復
活
事
件
」

十
字
架
の
主
の
叫
び
に
も
沈
黙
を
続

け
ら
れ
た
神
は
遂
に
答
を
発
せ
ら
れ
ま

し
た
。
そ
れ
は
言
葉
に
よ
る
答
で
は
な

く
、
主
イ
エ
ス
の
「
復
活
事
件
」
と
い

う
形
で
答
え
ら
れ
た
の
で
す
。
罪
深
い

人
間
の
手
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
た
主
イ

エ
ス
の
存
在
を
神
は
肯
定
さ
れ
た
の
で

す
。
そ
れ
が
「
復
活
事
件
」
の
意
味
で

あ
り
ま
し
ょ
う
。
主
イ
エ
ス
は
徹
頭
徹

尾
、
神
の
使
命
に
生
き
抜
か
れ
、「
十

字
架
の
死
に
至
る
ま
で
従
順
」（
ピ
リ

ピ
二
・
八
）
で
あ
っ
た
の
に
、
こ
の
世

は
主
イ
エ
ス
を
否
定
し
、
神
は
沈
黙
さ

れ
た
ま
ま
で
し
た
。
し
か
し
遂
に
神
は

主
イ
エ
ス
を
復
活
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

注
意
し
た
い
の
は
主
イ
エ
ス
が
自
力
で

復
活
な
さ
っ
た
の
で
は
な
く
、
神
に

よ
っ
て
復
活
さ
せ
ら
れ
た
の
で
す
。
主

イ
エ
ス
御
自
身
が
神
に
よ
る
復
活
の
恵

み
に
先
ず
第
一
に
与
か
ら
れ
、
そ
し
て

私
た
ち
の
復
活
の
「
初
穂
」（
一
コ
リ
ン
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ト
一
五
・
二
〇
）
と
な
ら
れ
た
の
で
す
。

使
徒
パ
ウ
ロ
は
申
し
ま
す
。「
ア
ダ

ム
に
よ
っ
て
全
て
の
人
が
死
ぬ
こ
と
に

な
っ
た
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
全

て
の
人
が
生
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の

で
す
。」（
一
コ
リ
ン
ト
一
五
・
二
二
）

あ
の
津
波
の
激
流
の
中
で
海
に
流
さ
れ

た
人
々
、
建
物
の
倒
壊
に
よ
り
圧
死
せ

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
人
々
、
そ
し
て
私

た
ち
も
ま
た
、
こ
の
復
活
の
約
束
に
つ

つ
ま
れ
て
い
る
の
で
す
。「
全
て
の
人

キ
リ
ス
ト
に
在
り
て
生
く
べ
し
」
と
。

こ
こ
に
「
わ
れ
ら
の
希
望
」
が
あ
り
ま

す
。し

か
し
キ
リ
ス
ト
の
復
活
の
体
は

「
傷
だ
ら
け
」
で
あ
っ
た
事
を
忘
れ
て

は
な
り
ま
せ
ん
。
キ
リ
ス
ト
復
活
の
日

の
夕
方
、
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
の
攻
撃
を
恐

れ
て
弟
子
た
ち
は
隠
れ
家
の
中
に
閉
ぢ

こ
も
っ
て
い
ま
し
た
が
、
主
イ
エ
ス
が

中
に
立
ち
た
も
う
て
、「
平
安
あ
れ
」

（
文
語
ヨ
ハ
ネ
二
〇
・
一
九
以
下
）
と

言
わ
れ
て
「
手
と
わ
き
腹
」
と
を
お
見

せ
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
弟
子
た
ち

が
主
を
見
捨
て
て
逃
げ
去
っ
た
後
、
主

が
独
り
数
々
の
暴
行
と
共
に
十
字
架
上

で
受
け
た
傷
あ
と
に
他
な
り
ま
せ
ん
。

そ
の
傷
を
眼
に
し
て
弟
子
た
ち
は
自
分

た
ち
の
罪
、
弱
さ
、
不
甲
斐
な
さ
を
主

の
前
で
思
い
知
ら
さ
れ
た
事
で
し
ょ

う
。
し
か
し
主
は
「
安
か
れ
」
と
言
わ

れ
ま
す
。
そ
の
言
葉
の
中
に
は
弟
子
た

ち
へ
の
赦
し
が
響
い
て
い
た
こ
と
で

し
ょ
う
。
弟
子
た
ち
は
涙
な
が
ら
に
喜

ん
だ
の
で
し
た
。（
ヨ
ハ
ネ
二
〇
・
二

〇
）
私
た
ち
の
復
活
も
東
日
本
大
震
災

の
傷
を
始
め
と
す
る
様
々
な
傷
だ
ら
け

の
復
活
で
あ
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
傷
を

見
る
度
に
復
活
の
恵
み
を
思
う
べ
き
で

あ
り
ま
す
。

四
、
人
災
と
し
て
の

原
発
事
故

地
震
と
共
に
生
じ
た
福
島
原
発
の
事

故
は
明
ら
か
に
人
災
と
い
う
べ
き
も
の

で
し
ょ
う
。「
原
子
力
平
和
利
用
」
と

「
安
全
神
話
」
と
共
に
発
展
し
た
原
発

の
恐
ろ
し
さ
を
こ
れ
程
深
く
知
ら
さ
れ

る
こ
と
は
思
い
も
か
け
ま
せ
ん
で
し

た
。
広
島
、
長
崎
、
第
五
福
龍
丸
の
放

射
能
の
災
害
は
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
も
の

で
し
た
が
、
こ
の
度
は
日
本
人
の
手
に

よ
る
日
本
人
の
災
害
で
す
。
こ
こ
で
示

さ
れ
る
事
は
現
代
日
本
の
文
明
の
あ
り

方
で
す
。
戦
後
急
速
に
成
長
し
た
経
済

的
豊
か
さ
は
日
本
社
会
に
物
欲
と
傲
慢

を
呼
ん
だ
上
、
更
に
豊
か
さ
を
求
め
る

た
め
に
使
用
済
燃
料
の
処
置
も
で
き
な

い
ま
ま
に
五
四
基
の
原
発
を
造
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
ブ
レ
ー
キ
の
利

か
な
い
車
を
発
進
し
た
よ
う
な
も
の
で

す
。
一
方
で
国
家
財
政
の
赤
字
が
増
え

続
け
る
の
に
平
和
憲
法
を
持
つ
国
は
自

衛
隊
の
費
用
を
削
減
す
る
意
志
が
全
く

あ
り
ま
せ
ん
。
か
つ
て
「
足
る
を
知
る

者
は
富
む
」
と
言
っ
た
中
国
の
老
子
の

言
葉
を
噛
み
し
め
た
い
も
の
で
す
。

今
、「
見
張
り
の
務
」
が
教
会
に
求
め

ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

五
、
キ
リ
ス
ト
は

わ
れ
ら
の
希
望

今
回
の
聖
句
の
「
忍
耐
し
て
待
ち
望

む
」（
ロ
マ
八
・
二
五
）
を
し
っ
か
り

受
け
と
め
た
い
と
思
い
ま
す
。
日
本
の

教
会
は
少
数
派
で
す
。
し
か
し
少
数
で

あ
る
事
を
嘆
く
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

唯
「
本
物
」
の
信
仰
に
生
き
る
か
ど
う

か
が
「
鍵
」
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
前

大
戦
中
、
少
数
派
の
無
教
会
の
南
原
、

矢
内
原
両
先
生
の
よ
う
な
「
本
物
」
の

信
仰
者
の
働
き
が
歴
史
を
ゆ
さ
ぶ
る
の

で
す
。
今
日
の
開
会
礼
拝
で
語
ら
れ

た
、「
小
さ
な
群
れ
よ
、
恐
れ
る
な
。

あ
な
た
が
た
の
父
は
喜
ん
で
神
の
国
を

く
だ
さ
る
」（
ル
カ
一
二
・
三
二
）
と

い
う
御
言
葉
の
通
り
で
す
。「
本
物
」

は
少
数
者
こ
そ
が
創
り
出
す
の
で
す
。

だ
か
ら
と
言
っ
て
、
伝
道
し
な
く
て
も

良
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
人
で

も
信
仰
の
仲
間
を
増
し
て
行
き
ま
し
ょ

う
。宣

教
の
方
向
性
は
復
活
の
主
が
示
し

て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。「
あ
の
方
は
、

あ
な
た
が
た
よ
り
先
に
ガ
リ
ラ
ヤ
ヘ
行

か
れ
る
。
か
ね
て
言
わ
れ
た
と
お
り
、

そ
こ
で
お
目
に
か
か
れ
る
。」（
マ
ル
コ

一
六
・
七
）
復
活
の
主
に
お
目
に
か
か

り
た
い
の
な
ら
、「
ガ
リ
ラ
ヤ
ヘ
行

け
。」
ガ
リ
ラ
ヤ
は
ユ
ダ
ヤ
の
「
辺
境
」

と
さ
れ
た
地
で
す
。
ユ
ダ
ヤ
の
国
で
は

差
別
さ
れ
疎
外
さ
れ
た
地
で
す
。（
ヨ

ハ
ネ
二
・
四
六
、
七
・
七
・
四
一
、

七
・
五
二
）
し
か
し
復
活
の
主
は
先

立
っ
て
そ
こ
に
お
ら
れ
る
の
で
す
。
今

日
、
日
本
の
「
ガ
リ
ラ
ヤ
」
は
ど
こ
で

し
ょ
う
か
。
そ
こ
で
復
活
の
主
に
お
会

い
い
た
し
ま
し
ょ
う
。「
わ
れ
ら
の
希

望
な
る
」
主
キ
リ
ス
ト
に
。
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今
、
私
た
ち
の
国
を
含
め
先
進
国

と
言
わ
れ
る
ア
メ
リ
カ
や
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
国
々
の
多
く
が
、
巨
額
の
財
政

赤
字
を
抱
え
て
、
急
速
に
力
を
失
い
つ
つ
あ
る
。
変
わ
っ

て
新
興
国
と
呼
ば
れ
る
中
国
、
イ
ン
ド
、
ブ
ラ
ジ
ル
と

い
っ
た
国
々
が
急
成
長
し
、
世
界
の
経
済
を
支
え
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
国
々
も
楽
観
は
で
き
な
い
。
先
進
国

の
経
済
悪
化
は
、
こ
う
し
た
国
に
輸
出
を
し
て
い
る
新
興

国
に
も
陰
を
落
と
し
は
じ
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

昨
年
十
一
月
、
ブ
ー
タ
ン
王
国
か
ら
若
い
ワ
ン
チ
ュ
ク

五
世
夫
妻
が
来
日
し
、
話
題
に
な
っ
た
。
こ
の
国
が
二
〇

〇
五
年
に
行
っ
た
国
政
調
査
で
、
国
民
の
九
七
％
が
「
幸

せ
」
と
答
え
た
と
い
う
。
一
九
七
六
年
よ
り
ブ
ー
タ
ン
で

は
、
経
済
の
豊
か
さ
を
表
す
国
民
総
生
産
（
Ｇ
Ｎ
Ｐ
）
や

国
内
総
生
産
（
Ｇ
Ｄ
Ｐ
）
で
は
な
く
、
健
康
や
教
育
、
精

神
的
な
幸
福
と
い
っ
た
九
項
目
を
調
査
し
、
国
民
総
幸
福

量
（
Ｇ
Ｎ
Ｈ
）
を
測
っ
て
い
る
。
経
済
的
に
決
し
て
豊
か

で
な
い
国
で
、
こ
ん
な
に
多
く
の
人
々
が
「
幸
せ
」
と
答

え
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
物
質
的
に
多
く
を
求
め
な
い

チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
信
仰
に
よ
る
も
の
と
も
言
わ
れ
る
。

「
貧
し
い
人
々
は
、
幸
い
で
あ
る
、
神
の
国
は
あ
な
た
が

た
の
も
の
で
あ
る
。」（
ル
カ
六
章
二
十
節
）
こ
の
「
幸
い
」

は
、
神
と
の
交
わ
り
が
人
々
に
も
た
ら
す
幸
い
の
こ
と
、

「
貧
し
い
人
々
」
と
は
、
神
と
の
交
わ
り
を
心
か
ら
望
む

人
々
の
こ
と
で
あ
る
。
物
質
的
な
豊
か
さ
を
追
い
求
め
、

そ
れ
を
一
時
享
受
し
た
私
た
ち
で
す
が
、
そ
の
こ
と
で
大

切
な
も
の
を
失
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

Ｇ
Ｎ
Ｐ
が
一
番
で
な
く
て
も
い
い
、
今
、
小
粒
だ
け
れ

ど
多
く
の
人
が
「
幸
せ
」
を
実
感
で
き
る
社
会
づ
く
り
を

目
指
す
良
い
機
会
で
は
な
い
か
。
そ
う
し
た
意
味
で
の
先

進
国
を
め
ざ
し
て
は
ど
う
か
。

主
　
張



関
東
教
区

「
靖
国
天
皇
制
問
題
学
習
会
」

報
告

浦
和
東
教
会
牧
師

永
井
二
三
男

二
〇
一
一
年
十
一
月
十
四
日
に
、
大

宮
教
会
を
会
場
に
行
わ
れ
、
私
も
埼
玉

地
区
の
同
委
員
と
し
て
出
席
い
た
し
ま

し
た
。
当
日
の
発
題
は
、
同
委
員
で
も

あ
る
、
森
野
善
衛
門
先
生
と
内
山
一
兄

の
お
二
人
、
森
野
先
生
の
題
は
「
三
・

一
一
と
天
皇
制
を
考
え
る
─
新
し
い
戦

前
を
来
ら
せ
な
い
た
め
に
」
で
あ
り
、

①
三
・
一
一
を
ど
う
受
け
止
め
る
か
、

②
関
東
大
震
災
と
そ
の
後
、
③
三
・
一

一
と
そ
の
後
、
④
新
し
い
戦
前
を
来
ら

せ
な
い
た
め
に
、
の
各
区
分
に
分
け
て

発
題
さ
れ
ま
し
た
。

三
・
一
一
の
よ
う
な
災
害
時
や
非
常

時
に
は
、
大
き
な
社
会
不
安
が
広
が

り
、
民
衆
は
強
力
な
統
率
力
を
、
お
上

に
期
待
す
る
心
理
が
働
き
や
す
い
と

し
、
関
東
大
震
災
で
の
例
と
し
て
、
風

評
デ
マ
、
そ
れ
に
反
応
す
る
民
衆
、
そ

の
延
長
線
上
に
生
じ
た
朝
鮮
人
虐
殺
、

さ
ら
に
は
そ
う
し
た
不
安
心
理
・
社
会

状
況
に
応
じ
る
形
で
の
、
政
府
に
よ
る

天
皇
の
名
に
よ
る
戒
厳
令
、
国
策
の
強

化
、
戦
争
へ
の
道
が
進
め
ら
れ
た
と
い

う
趣
旨
を
か
た
ら
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
今
、
国
民
主
権
の
立
場
に

た
っ
て
考
え
る
と
、
天
皇
の
政
治
利
用

が
問
題
に
な
る
と
提
起
さ
れ
た
。
そ
う

い
え
ば
、
首
相
・
大
臣
等
の
被
災
地
、

避
難
所
訪
問
と
な
ら
ん
で
、
天
皇
夫
妻

の
訪
問
が
大
き
く
、
マ
ス
コ
ミ
・
テ
レ

ビ
な
ど
で
報
道
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
想

い
だ
し
ま
す
。

続
い
て
内
山
兄
が
、「
靖
国
神
社
の

い
わ
れ
」
に
つ
い
て
発
題
さ
れ
ま
し

た
。
前
半
は
、
靖
国
神
社
の
成
立
の
歴

史
的
経
過
を
説
明
し
、
前
身
の
招
魂
社

が
明
治
二
年
に
、
明
治
天
皇
の
勅
令
に

よ
っ
て
建
て
ら
れ
や
が
て
、
明
治
十
二

年
に
富
国
強
兵
の
国
策
の
も
と
に
、
国

の
た
め
に
死
ん
だ
人
々
を
英
霊
と
し
て

祭
る
靖
国
神
社
と
し
て
、
別
格
官
幣
社

と
な
っ
た
旨
か
た
ら
れ
ま
し
た
。（
ま

た
、
資
料
と
し
て
、
靖
国
神
社
問
題
の

歴
史
、
を
添
付
）

後
半
で
は
、
特
に
中
曽
根
康
弘
元
首

相
以
後
の
首
相
・
官
僚
の
靖
国
公
式
参

拝
に
関
す
る
司
法
判
断
の
歴
史
に
つ
い

て
の
発
題
と
な
り
、
司
法
判
断
は
違
憲

（
な
い
し
違
憲
の
疑
い
）
が
主
流
で
あ

る
こ
と
を
紹
介
さ
れ
た
。

ま
た
、
い
わ
ゆ
る
靖
国
神
社
に
さ
さ

げ
る
玉
ぐ
し
料
の
公
費
支
出
問
題
、
岩

手
靖
国
神
社
訴
訟
や
愛
媛
玉
ぐ
し
料
訴

訟
に
も
触
れ
、
特
に
前
者
は
〈
天
皇
、

首
相
の
公
式
参
拝
は
、
目
的
が
宗
教
的

意
義
を
持
ち
特
定
の
宗
教
へ
の
関
心
を

呼
び
起
こ
す
行
為
。
憲
法
の
政
教
分
離

原
則
に
照
ら
し
、
相
当
と
さ
れ
る
限
度

を
超
え
る
も
の
と
判
断
せ
ざ
る
を
え
な

い
〉（
仙
台
高
裁
）
と
明
確
に
違
憲
と

断
じ
た
。
岩
手
県
の
上
告
を
最
高
裁
が

却
下
し
て
い
る
の
で
、
仙
台
高
裁
の
判

決
を
持
っ
て
確
定
し
て
お
り
、
こ
こ
で

示
さ
れ
た
憲
法
判
断
は
現
在
も
重
要
な

意
味
を
持
つ
と
強
調
さ
れ
た
。
更
に

は
、
二
〇
〇
一
年
の
小
泉
純
一
郎
首
相

の
い
わ
ゆ
る
私
的
参
拝
に
も
話
が
及
び

ま
し
た
。

両
氏
の
発
題
後
に
は
、
出
席
者
と
の

質
疑
応
答
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
私
自
身

初
め
て
の
靖
国
天
皇
制
問
題
学
習
会
で

し
た
が
、
こ
う
し
た
こ
と
が
語
ら
れ
て

い
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
私
は
一
九

六
〇
年
代
前
半
の
生
ま
れ
で
す
が
、
賛

否
の
立
場
は
と
も
か
く
と
し
て
、
よ
り

若
い
世
代
に
興
味
・
関
心
を
持
っ
て
も

ら
う
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
な
あ
、

と
思
い
つ
つ
帰
途
に
つ
き
ま
し
た
。

本
庄
九
条
の
会
に

参
加
し
て

本
庄
教
会

堀
越
　
徹
也

「
日
本
国
憲
法
・
第
九
条
」
を
守
る
、

こ
の
一
点
に
お
い
て
結
成
さ
れ
た
本
庄

九
条
の
会
は
、
今
年
で
丸
六
年
を
迎
え

ま
す
。
二
〇
〇
六
年
六
月
十
日
の
結
成

大
会
当
日
に
は
、
全
国
の
九
条
の
会
事

務
局
長
で
あ
る
小
森
陽
一
氏
を
お
迎
え

し
、
あ
い
に
く
の
雨
模
様
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
市
内
外
よ
り
六
百
名
を
超
え
る

参
加
者
の
も
と
、
そ
の
第
一
歩
を
標
し

ま
し
た
。

発
足
当
時
の
会
員
数
は
約
百
五
十
名

ほ
ど
で
し
た
が
、
現
在
は
三
百
五
十
名

を
超
え
て
、
呼
び
か
け
人
に
名
を
連
ね

て
い
た
だ
い
て
い
る
方
々
も
五
十
名
に

の
ぼ
り
ま
す
。

九
条
の
会
は
全
国
各
地
に
お
い
て
約

七
千
を
超
え
る
「
会
」
が
存
在
し
ま
す

が
、
こ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
地
域
ご
と
に
作

ら
れ
た
単
一
組
織
で
独
立
し
て
お
り
、

中
央
集
権
的
な
上
意
下
達
機
関
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

地
域
間
ど
う
し
の
つ
な
が
り
に
つ
き

ま
し
て
も
、
本
庄
・
児
玉
郡
内
に
は
四

つ
の
「
会
」
が
存
在
し
ま
す
が
、
お
隣

り
の
深
谷
・
大
里
郡
内
に
あ
る
九
条
の

会
と
「
大
里
児
玉
郡
市
九
条
の
会
連
絡

協
議
会
」
を
結
成
し
、
定
期
的
に
意
見

交
換
会
や
平
和
学
習
会
等
を
開
催
し
て

交
流
を
深
め
て
お
り
ま
す
。

本
庄
九
条
の
会
は
「
戦
争
体
験
を
語

る
会
」
や
「
憲
法
学
習
会
」
な
ど
を
開

催
し
、
毎
回
多
く
の
市
民
の
皆
様
に
ご

参
加
頂
い
て
お
り
ま
す
。
講
師
陣
も
多

岐
に
わ
た
り
、
詩
人
の
ア
ー
サ
ー
・
ビ

ナ
ー
ド
氏
や
、「
世
界
が
百
人
の
村

だ
っ
た
ら
」
の
翻
訳
家
と
し
て
知
ら
れ

る
池
田
香
代
子
さ
ん
を
は
じ
め
、
様
々

な
方
々
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
、
憲
法

や
平
和
へ
の
想
い
を
語
っ
て
お
ら
れ
ま

す
。一

昨
年
私
は
本
庄
教
会
よ
り
、
埼
玉

地
区
社
会
活
動
委
員
会
に
委
員
の
一
人

と
し
て
参
加
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
が
、

同
じ
委
員
の
皆
様
の
な
か
に
も
そ
れ
ぞ

れ
の
地
区
の
九
条
の
会
の
会
員
と
し
て

活
躍
さ
れ
て
お
ら
れ
る
方
も
い
て
、
互

い
の
地
域
で
の
運
動
の
取
り
組
み
方
な

ど
お
話
し
さ
せ
て
頂
く
機
会
が
あ
り
、

と
て
も
参
考
に
な
り
ま
し
た
。

冒
頭
で
も
ふ
れ
ま
し
た
が
、
九
条
の

会
は
思
想
・
信
条
の
違
い
を
超
え
て

「
憲
法
九
条
を
守
る
」
こ
の
一
点
の
も

と
に
結
成
さ
れ
た
「
会
」
で
あ
り
、
主

義
主
張
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
幅

広
い
人
達
が
活
動
し
て
い
ま
す
。
現
在

国
会
に
お
い
て
は
衆
参
両
院
に
憲
法
審

査
会
が
設
置
さ
れ
、
改
憲
に
向
け
た
動

き
が
あ
り
ま
す
が
、
私
達
は
こ
う
し
た

報
道
に
一
喜
一
憂
す
る
こ
と
な
く
、
こ

れ
か
ら
も
草
の
根
ネ
ッ
ト
・
ワ
ー
ク
を

フ
ル
活
用
し
て
、
平
和
憲
法
擁
護
、
九

条
改
悪
阻
止
の
た
め
、
さ
ら
な
る
会
の

拡
大
と
運
動
の
進
展
に
向
け
て
参
り
た

い
と
想
い
ま
す
。
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『
鉄
は
魔
法
使
い
』

畠
山
　
重
篤
著
（
小
学
館
）

前
北
川
辺
伝
道
所
牧
師

柳
下
　
　
仁

「
森
は
海
の
恋
人
」
と
い
う
言
葉
を

ご
存
じ
の
方
は
多
い
で
し
ょ
う
。
海
の

生
物
、
海
藻
や
貝
類
や
魚
た
ち
が
元
気

に
育
つ
に
は
、
海
に
そ
そ
ぐ
川
の
流
れ

が
豊
か
で
あ
る
こ
と
が
大
切
で
、
そ
の

た
め
に
は
上
流
の
森
に
豊
か
な
広
葉
樹

林
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
表
し

た
表
現
で
す
。
こ
の
言
葉
で
人
々
の
目

を
覚
ま
さ
せ
、
川
の
水
を
き
れ
い
に
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
教
え
た

上
、
二
十
年
以
上
前
か
ら
各
地
の
川
の

上
流
に
盛
ん
に
植
林
運
動
を
進
め
た
畠

山
重
篤
さ
ん
が
「
森
は
海
の
恋
人
」
に

は
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
か
を
説
き
明
か

し
た
新
し
い
本
を
著
し
ま
し
た
。
そ
れ

が
『
鉄
は
魔
法
使
い
』
で
す
。

畠
山
さ
ん
は
、
カ
キ
の
養
殖
に
当

た
っ
て
、
川
が
海
に
注
ぐ
汽
水
域
で
な

け
れ
ば
美
味
し
い
カ
キ
が
育
た
な
い
こ

と
を
知
り
ま
し
た
。
カ
キ
は
一
日
に
ド

ラ
ム
缶
一
杯
ぶ
ん
も
の
海
水
を
吸
っ
た

り
吐
い
た
り
し
な
が
ら
、
植
物
プ
ラ
ン

ク
ト
ン
を
食
べ
て
育
つ
の
で
す
。
森
と

川
と
海
を
一
つ
の
も
の
と
し
て
考
え
る

こ
と
が
大
切
だ
と
い
う
こ
と
は
分
か
り

ま
し
た
が
、
森
と
川
と
海
が
ど
ん
な
物

質
で
繋
が
っ
て
い
る
か
を
調
べ
る
の
が

次
の
段
階
で
し
た
。
遠
く
に
い
る
特
別

な
研
究
者
を
訪
ね
て
細
か
な
話
を
聞
い

た
り
し
て
、
い
ろ
い
ろ
勉
強
し
ま
し

た
。
そ
し
て
分
か
っ
た
の
は
、「
森
林

が
海
に
鉄
分
を
供
給
し
て
い
る
」
と
い

う
こ
と
で
し
た
。
人
間
が
健
康
な
生
活

を
送
る
た
め
に
は
、
血
液
の
成
分
と
し

て
鉄
分
が
欠
か
せ
な
い
こ
と
は
常
識
で

す
。
若
い
女
性
が
青
白
い
顔
を
し
て
い

る
と
、
鉄
分
不
足
じ
ゃ
な
い
？
と
言
わ

れ
た
り
し
ま
す
。
人
間
や
動
物
ば
か
り

で
は
な
く
、
実
は
植
物
に
も
鉄
は
絶
対

必
要
だ
と
い
う
こ
と
は
あ
ま
り
知
ら
れ

て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
中
学
生
の
こ

ろ
、
カ
キ
の
種
が
よ
く
育
た
な
い
と

き
、
カ
キ
博
士
・
今
井
丈
夫
さ
ん
か
ら

「
森
に
行
っ
て
腐
葉
土
を
取
っ
て
来
て

入
れ
な
さ
い
」
と
言
わ
れ
て
、
森
に
は

魔
法
使
い
が
い
る
の
か
な
あ
と
思
っ
た

こ
と
を
畠
山
さ
ん
は
思
い
出
し
ま
し

た
。
そ
の
魔
法
使
い
と
は
鉄
だ
っ
た
の

で
す
！
森
林
に
雨
が
降
る
と
、
下
の
地

中
の
鉄
を
溶
か
し
て
鉄
入
り
の
地
下
水

に
な
り
、
腐
葉
土
の
中
の
フ
ル
ボ
酸
と

結
び
つ
い
て
フ
ル
ボ
酸
鉄
と
な
り
ま

す
。
フ
ル
ボ
酸
鉄
の
鉄
分
は
植
物
プ
ラ

ン
ク
ト
ン
や
海
藻
に
よ
く
吸
収
さ
れ
る

の
で
す
。
畠
山
さ
ん
は
日
本
が
た
く
さ

ん
の
鉄
鉱
石
を
輸
入
し
て
い
る
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
の
鉄
鉱
山
を
視
察
し
て
み
た

り
、
鉄
炭
団
子
（
鉄
の
粉
と
炭
の
粉
を

糊
を
つ
な
ぎ
に
し
て
焼
い
た
も
の
）
を

磯
焼
け
で
不
毛
だ
っ
た
海
に
ま
い
て
海

藻
を
増
や
し
た
り
、
い
つ
も
好
奇
心

い
っ
ぱ
い
で
研
究
を
続
け
て
い
ま
す
。

畠
山
さ
ん
の
本
業
は
、
宮
城
県
の
気

仙
沼
湾
で
カ
キ
、
ホ
タ
テ
の
養
殖
を
す

る
漁
師
で
す
。
そ
の
一
方
、
子
ど
も
た

ち
を
海
に
招
い
て
海
と
森
を
知
る
体
験

学
習
を
さ
せ
、
京
都
大
学
フ
ィ
ー
ル
ド

科
学
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
社
会
連
携
教

授
と
し
て
、
大
学
生
に
海
の
魅
力
を
教

え
て
い
ま
す
。

（『
鉄
は
魔
法
使
い
─
命
と
地
球
を
は

ぐ
く
む
「
鉄
」
物
語
』
二
〇
一
一
小
学

館
）

◎
第
四
回
委
員
会

日
時
・
一
〇
月
一
六
日
（
日
）

場
所
・
上
尾
合
同
教
会

（
出
席
八
名
、
欠
席
二
名
）

開
会
礼
拝
・
本
間
牧
師

議
事
内
容

●
第
三
回
議
事
録
承
認

●
委
員
長
よ
り
の
報
告

①
八
・
一
五
集
会
内
容
を
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
掲
載
。

②
委
員
長
が
九
州
地
区
と
沖
縄
教
区
と

の
会
合
に
出
席
予
定

●
二
・
一
一
集
会
に
つ
い
て

日
時
・
二
月
一
一
日
（
休
日
）

一
〇
時
～
一
二
時

場
所
・
大
宮
教
会

講
師
・
関
田
寛
雄
先
生

司
式
・
開
会
礼
拝
・
飯
野
敏
明
牧
師

総
合
司
会
・
本
間
一
秀
牧
師

●
小
委
員
会
報
告

環
境
問
題
で
は
来
年
度
も
六
ヶ
所
村

の
見
学
だ
け
で
な
く
原
発
問
題
に
取

り
組
ん
で
い
く
。
そ
の
他

◎
第
五
回
委
員
会

日
時
・
一
月
一
五
日
（
日
）

場
所
・
埼
玉
和
光
教
会

（
出
席
九
名
、
欠
席
二
名
）

開
会
礼
拝
・
本
間
牧
師

●
第
四
回
委
員
会
議
事
録
の
承
認

●
二
・
一
一
集
会
の
各
委
員
の
役
割
、

準
備
に
つ
い
て
確
認
。

●
集
会
後
、
同
じ
場
所
（
会
堂
）
で
一
時

間
延
長
可
能
か
を
大
宮
教
会
に
確
認

す
る
。

●
新
年
度
の
委
員
補
充
に
つ
い
て

●
新
年
度
の
社
会
活
動
委
員
の
派
遣
を

各
教
会
、
伝
道
所
に
要
請
す
る
。

●
新
年
度
の
活
動
予
定

①
第
一
回
委
員
会

・
四
月
三
〇
日
（
休
）
川
口
教
会

②
第
二
回
委
員
会
、
第
一
回
社
会
活
動

委
員
会
・
六
月
一
七
日（
日
）・
川
口

教
会

③
第
三
回
委
員
会
、
社
会
活
動
委
員
会

・
一
〇
月
二
一
日
（
日
）
・
上
尾
合

同
教
会

④
環
境
問
題
講
演
会

講
師
・
片
岡
夫
妻（
若
松
栄
町
教
会
）

演
題
・
原
発
問
題

⑤
八
・
一
五
集
会

講
師
・
村
椿
先
生

◎
二
・
一
一
集
会
報
告

二
月
一
一
日
（
土
）

一
〇
時
～
一
二
時
・
大
宮
教
会

講
師
・
関
田
寛
雄
先
生

講
演
題
・
「
キ
リ
ス
ト
は
わ
れ
ら
の

希
望
」

参
加
者
一
〇
二
名
（
地
区
内
二
九
教

会
、
集
会
所
　
他
地
区
四
教
会
）

三
月
十
一
日
、
巨
大
地
震
と
大
津
波

そ
し
て
原
発
事
故
に
よ
り
東
日
本
太
平

洋
沿
岸
地
域
は
大
災
害
に
見
舞
わ
れ
て

し
ま
っ
た
。

あ
れ
か
ら
一
年
、
復
興
は
徐
々
に
進

ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
廃
棄
物
処

理
や
放
射
能
除
染
作
業
は
ま
だ
ま
だ
手

探
り
状
態
だ
。
被
災
さ
れ
た
方
々
の
苦

難
は
計
り
知
れ
な
い
。
共
に
歩
む
私

達
、
継
続
的
に
支
援
の
輪
に
加
わ
っ
て

い
け
た
ら
と
思
っ
て
い
ま
す
。（
浅
子
）
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