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教会ブックレット

いま
なぜ

だい じょっさい

大嘗祭力・

キリスト者と天皇制 Q&A

は じめに

1969年「靖国神社法案」が国会に提出されて以来、推進

者側はあらゆる方法を使って、天皇を中心とした国造りを

めざしています。

これに対し、私たちは靖国神社問題を教会の信仰を問われ

る信仰告自の課題・戦いと位置づけ、そのたびに声明。決

議を行い、教会の立場を明らかにしてきました。しかしそ

れにもな々ヽわらず、天皇の重体・死去 :葬儀をめぐる異常

な雰囲気は、天皇を中心とした国家の再現を思わせるもの

でした。  |
さらに、199o年秋には、いわゆる「大嘗祭」カンテわれる

と言われています。そこで当委員会は、教会ブックレット

『いま なぜ 大嘗祭か』を発行し、教会としてどのようにキ

リストの主権と真実を私たちの国において告自するのか、

Q&Aのかたちで、問題を歴史的・ネ申学的 (告白的)・ 教会

的に整理し、教会員の信仰の訓練と証言のため編集した次

第です。

各教会では、これをテキストにして、牧師や長老ととも

に学び、指導を受けていただき、やがての時に備えて、あ

わてたり、ためらったり●動揺することなくヌ寸応でき、イ

エス・キリストを主と告自する教会の信イrpの立場を鮮明に

して頂くことを願ってやみません。         |
「あなたがたのうちにある望みについて説明を求める人

には、いつでも弁明のできる用意をしていなさぃ。しかし、

やさしく4真み深く、明らかな良心をもらて、弁明しなさい」。

|      (Iペ テ,3章15～ 16節)

日本基督教会大会靖国神社問題特別委員会

委員長 小池 創造

日本基督教会大会靖国神社問題特別委員会



は
じ
め
に

Ａ
　
大
嘗
祭
に
つ
い
て

４

０
１
　
大
嘗
祭
と
は
な
ん
で
す
か
？

２
　
天
皇
の
即
位
式
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
る
の
で
す
か
？

３
　
大
嘗
祭
は
こ
れ
ま
で
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
き
た
の
で
す
か
？

４
　
現
憲
法
に
そ
ぐ
わ
な
い
大
嘗
祭
を
な
ぜ
行
お
う
と
す
る
の
で
す
か
？

５
　
大
嘗
祭
が
行
わ
れ
た
場
合
、
ど
の
よ
う
な
影
響
が
考
え
ら
れ
ま
す
か
？

６
　
大
嘗
祭
が
皇
室
の
私
的
行
事
と
し
て
行
わ
れ
る
な
ら
ば
問
題
は
な
い
の
で
す
か
？

７
　
キ
リ
ス
ト
者
は
大
嘗
祭
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
す
か
？

Ｂ
　
天
皇
制
に
つ
い
て

１２

０
８
　
い
ま
、
憲
法
で
は
天
皇
は
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
か
？

９
　
か
つ
て
、
天
皇
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
教
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
か
？

１０
　
か
つ
て
、
キ
リ
ス
ト
者
に
と
っ
て
、
天
皇
の
こ
之
で
ど
の
よ
う
な
問
題
が
お
こ
り
ま
し
た
か
？

Ｈ
　
敗
戦
後
、
天
皇
裕
仁
は
人
間
宣
言
を
し
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

‐２
　
敗
戦
後
、教
会
は
天
皇
の
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
た
の
で
す
か
？

‐３
　
キ
リ
ス
ト
者
に
と
っ
て
象
徴
天
皇
制
の
ど
こ
が
問
題
な
の
で
す
か
？

‐４
　
教
会
は
な
ぜ
天
皇
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
の
で
す
か
？

Ｃ
　
政
治
権
力
と
キ
リ
ス
ト
者
に
つ
い
て

２０

０
‐５
　
聖
書
は
「上
に
立
つ
権
威
に
従
う
べ
き
で
あ
る
」
と
教
え
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

‐６
　
教
会
で
天
皇
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
こ
と
は
伝
道
の
妨
げ
に
な
り
ま
せ
ん
か
？

‐７
　
教
会
と
国
家
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
し
ょ
う
か
？

‐８
　
教
会
で
は
天
皇
の
戦
争
責
任
問
題
を
ど
の
よ
う
に
考
え
ま
す
か
？

‐９
　
教
会
の
戦
争
責
任
を
ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
？

２０
　
キ
リ
ス
ト
教
会
で
は
靖
国
神
社
問
題
と
ど
の
よ
う
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
か
？

Ｄ
　
キ
リ
ス
ト
者
の
今
後
の
課
題

２０

０
２‐
　
天
皇
問
題
に
つ
い
て
今
後
に
残
さ
れ
た
課
題
は
な
ん
で
し
ょ
う
か
？

２２
　
一元
号
は
ど
う
考
え
る
べ
き
で
す
か
？

２３
　
日
の
丸
は
な
ぜ
問
題
な
の
で
す
か
？

２４
　
君
が
代
は
歌

っ
て
も
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
？

２５
　
天
皇
制
は
差
別
の
根
源
な
ど
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
何
が
問
題
な
の
で
す
か
？

２６
　
イ
ギ
リ
ス
の
女
王
と
同
じ
よ
う
に
天
皇
の
こ
と
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
か
？

２７
　
キ
リ
ス
ト
者
は
天
皇
を
神
さ
ま
だ
と
思
わ
な
い
か
ら
、
そ
れ
で
よ
い
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

‐
　

２８
　
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
る
こ
と
と
日
本
人
で
あ
る
こ
と
と
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
？

年
表
　
＝
／
「現
代
日
本
の
状
況
に
お
け
る
教
会
と
国
家
に
関
す
る
指
針
」
３６
／
参
な
文
献

４０



旧
皇
室
典
範
は
、
大
日
本

帝
国
憲
法
制
定
日
と
同
時
に

制
定
さ
れ
、
同
憲
法
と
並
ぶ

国
家
の
根
本
大
法
と
さ
れ
、

天
皇
自
ら
こ
れ
を
定
め
、
国

民
や
議
会
は
関
与
す
べ
き
で

は
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

現
行
皇
室
典
範
は
そ
の
名
は

同
名
で
す
が
、
通
常
の
法
律

と
し
て
国
会
の
議
決
に
よ
り

改
廃
さ
れ
ま
す
。

登
極
令

（
一
九
〇
九
年
制

定
二

九
四
五
年
廃
止
）

天

皇
の
儀
式
で
あ
る
践
酢

・
改

元
・
卸
位
の
礼

。
大
嘗
祭
に

つ
い
て
そ
の
方
法
を
定
め
た

も
の
で
す
。

「大
嘗
祭
」
は
戦
前
国
家
神
道
体
制
下
で
規
定
さ
れ
て
い
た
天
皇
即
位
に
と
も
な
う
儀
式
で
す
が
、　
一

九
四
五
年
国
家
神
道
体
制
と
と
も
に
廃
止
さ
れ
た
も
の
で
す
。

「大
嘗
祭
」
は
新
し
く
即
位
す
る
天
皇
を
神
と
す
る
た
め
の
、
最
も
重
要
と
さ
れ
て
い
た
神
道
儀
式
で

す
。
新
天
皇
即
位
の
後
、
前
天
皇
の
服
喪
の
期
間
貧
年
）
が
終
っ
て
か
ら
、
占
い
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
た

田

（悠
紀
。主
基
の
両
斎
酢
ン
で
と
れ
た
新
穀
の
飯
と
酒
を
天
皇
の
祖
先
の
神
々
に
供
え

（神
餞
の
儀
）、
共
に
食
し

（共

食
の
儀
）、
共
に
寝
る
（御
会
の
儀
）
儀
式
で
す
。
そ
の
よ
う
に
し
て
先
祖
の
天
皇
霊
が
新
天
皇
と

一
体
化
す
る
と
い
う
、

天
皇
霊
受
け
継
ぎ
の
た
め
の

「神
道
秘
儀
」
で
あ
り
、
同
時
に
臣
下
が
新
天
皇
に
服
属
し
、
忠

誠ヽ
を
誓
う
儀
式
で
も
あ

り
ま
す
。

毎
年
秋
、
宮
中
で
は

「新
嘗
祭
」
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
新
天
皇
即
位
後
初
め
て
行
う
と
き
、
こ
れ
を

「大
嘗
祭
」

と
呼
び
ま
す
。新
天
皇
は
こ
れ
に
よ
っ
て
宗
教
的
権
威
を
身
に
つ
け
、支
配
権
を
確
か
な
も
の
と
し
て
、祭
司
王
。現
人
神

と
な
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

「大
嘗
祭
」
は
、
中
国
大
陸
や
朝
鮮
半
島
か
ら
伝
わ
っ
た
農
耕
文
化
や
政
治
支
配
体
制
と
関
わ
り
が
あ
る
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
穀
物
の
豊
か
な
実
り
（五
穀
豊
穣
）を
約
束
す
る
祭
司
王
と
し
て
、
新
天
皇
が
神
格
性
を
帯
び
て
統
治
す
る
、

政
治
的

。
宗
教
的
意
味
を
持
つ
も
の
で
し
た
。
古
代
以
来
い
ろ
い
ろ
な
形
で
伝
え
ら
れ
、
明
治
以
降
の
近
代
天
皇
制
国

家
に
お
い
て
も
、
天
皇
を
現
人
神
と
す
る
た
め
の
原
点
と
な

っ
て
き
ま
し
た
。

現
行
皇
室
典
範
に
は

「皇
位
の
継

承
が
あ

っ
た
と
き
は
、
即
位
の
礼
を
行
う
」
（第
二
四
条
）
と
あ
り
ま

す
が
、
こ
れ
は
現
憲
法
に
従

っ
て
、
国
民
主
権
の
も
と
で
の
象
徴
天
皇
制
の
即
位
式
と
し
て
行
わ
れ
る
べ

き
も
の
で
す
。

天
皇
の
即
位
儀
式
は
、
古
く
は

「践
詐

・
即
位
の
礼
。
大
嘗
祭
」
の
一ら

か
ら
成

っ
て
い
ま
し
た
。
こ

れ
は
時
代
の
変
化
と
と
も
に
形
を
変
え
て
受
け
継
が
れ
、　
一
八
八
九
年

（明
治
三
二
年
）
の
旧
皇
室
典
範
で
明
確
に
成
文

化
さ
れ
、
そ
の
後

「
登
極
令
」
貧
九
〇
九
年
）
で
、
施
行
細
則
も
定
め
ら
れ
ま
し
た
。

そ
の

「登
極
令
」
に
よ
れ
ば
、
「即
位
の
礼
」
は
天
皇
践
詐
の
後
、
皇
位
に
就
く
こ
と
を
人
々
に
伝
え
る
儀
式
で
、
天

皇
が
里
員
御
座
」
に
昇
る
「
賢

所

大

前
の
儀
」
と

「紫
辰
殿
の
儀
」
を
中
心
と
し
て
、
内
外
の
客
を
も
て
な
す

「
大

饗
」

ま
で
、
二
八
の
儀
式
が
あ
り
、
大
正

・。
昭
和
の
天
皇
即
位
の
と
き
は

「登
極
令
」
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
敗
戦
後
連
合
国
総
司
令
部
は
、
神
道
指
令

（
一
九
四
五
年
）
で
国
家
神
道
体
制
を
解
体
し
ま
し
た
。
新
憲
法

貧
九
四
六
年
）
の
も
と
で
の
新
皇
室
典
範
の
規
定
は

「即
位
の
礼
」
だ
け
を
残
し
て
、
他
の
二
つ

（践
詐
。大
嘗
祭
）
を

廃
止
し
て
い
ま
す
。
し
か
も
、
「即
位
の
礼
を
行
う
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
そ
の
具
体
的
な
方
法
に
つ
い
て
は

何
も
定
め
て
い
ま
せ
ん
。

今
回
は

「即
位
の
礼
」
「大
嘗
祭
」
共
に
東
京
。皇
居
内
で
行
う
方
針
を
宮
内
庁
は
た
て
て
い
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
具
体
的
に
は
、
前
天
皇
の
喪
が
明
け
た

一
月
、
「即
位
の
礼
委
員
会
」
が
発
足
し
て
か
ら
定
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る

で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
「践
酢
」
の
諸
儀
式
が
強
行
さ
れ
た
よ
う
に
、
「即
位
の
礼
」
も
、
「皇
室
の
伝
統
」
を
重
視
す
る
と
い
い
な

が
ら

「登
極
令
」
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
、
大
正

。
昭
和
天
皇
の
例
に
な
ら

っ
て
行
わ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。



「大
嘗
祭
」
に
つ
い
て
、

村
上
重
良
教
授
は
、
「現
人
神

杯

そ皇
起
点
は
、
明
治
天
皇

践
詐
、
即
位
式
。
大
嘗
祭
で

あ
り
、
そ
の
後
十
数
年
に
わ

た
る
皇
室
祭
祀
復
興
、
新
定

に
よ
っ
て
〔
む
天
皇
と
皇
祖
神

お
よ
び
神
武
以
下
の
歴
代
の

天
皇
霊
と
の
一
体
化
が
進
行

し
、
そ
の
帰
結
と
し
て
、
天

皇
そ
れ
自
身
が
神
と
な
っ
た
」

と
『天
皇
の
祭
祀
』
（岩
波
新

書
）
で
述
べ
て
い
ま
す
。
「大

瞥
祭
」
が
大
き
な
意
味
を
持

つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
明
治

以
降
で
あ
り
ま
す
。

一
九
七
九
年
四
月
、
衆
議

院
内
閣
委
員
会
で
、
当
時
の

内
閣
法
制
局
長
官
真
田
秀
夫

は

「そ
う
い
う
神
式
の
も
と

で
国
が
大
嘗
祭
と
い
う
儀
式

を
行
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い

と
考
え
る
」
と
答
弁
と
し
て

い
ま
す
。―

最
近

「皇
室
の
伝
統
」
と
い
う
表
現
で

「大
嘗
祭
」
な
ど
が
古
代
以
来
同
じ
よ
う
に
受
け
継
が
れ
て
き

て
い
る
か
の
よ
う
に
宣
伝
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
実
態
は
そ
の
時
そ
の
時
様
々
で
、
い
ま
言
わ
れ
る
よ
う
な

形
が
整
っ
た
の
は
明
治
時
代
の
こ
と
で
し
た
。

明
治
天
皇
は
即
位
式
か
ら
二
年
余
を
経
た

一
八
七

一
年

（明
治
四
年
）

一
一
月

一
七
日
、
東
京
・皇
居
内

の
吹
上
御
苑
で

「大
嘗
祭
」
を
行
い
、
宗
教
面
で
も
最
高
め
軒
統
で
あ
る
こ
と
を
公
に
表
明
し
ま
し
た
。
そ
の
後

「大

日
本
帝
国
憲
法
」
督
工室
典
範
」
盆
八
八
九
年
）
お
よ
び
「
登
極
令
」
貧
九
〇
九
年
）
な
ど
に
よ
っ
て
国
家
と
宗
教
と
を

結
合
し
、
政
治
支
配
者
を
宗
教
的
に
権
威
付
け
、
国
家
神
道
体
制
を
法
的
に
整
え
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
法
令

に
基
づ
い
て
天
皇
即
位
儀
式
が
行
わ
れ
た
の
は
、
た
だ
二
回
だ
け
で
し
た

（大
正
。昭
和
の
即
位
の
礼
）。
戦
後

一
九
四
七

年
五
月

一
日
に
、
こ
れ
ま
で
の

「皇
室
典
範
」
と

「皇
室
令
」
は
す
べ
て
廃
止
さ
れ
て
、
国
民
主
権
を
定
め
た

「
日
本

国
憲
法
」
貧
九
四
七
年
五
月
二
日
施
行
）、
な
ら
び
に

「皇
室
典
範
」
（六
月
一
日
施
行
）
が
定
め
ら
れ
ま
し
た
。

政
府
は
、　
一
九
八
八
年

一
月
の
国
会
答
弁
書
以
来
、
「憲
法
の
主
旨
に
添
い
、
皇
室
の
伝
統
等
を
尊
重
し
」
と
繰
り
返

し
言
明
し
な
が
ら
、
現
実
に
は
国
民
主
権
の
憲
法
の
枠
を
超
え
て
、
「皇
室
の
伝
統
を
重
視
す
る
」名
目
の
下
に
、
「登
極

令
」
に
あ
る
よ
う
な
儀
礼
を
強
行
し
て
き
て
い
ま
す
。
「大
嘗
祭
」
も
こ
の
よ
う
な
方
向
で
強
行
す
る
危
険
性
が
あ
り
ま

す
。

「大
嘗
祭
」
は
、
現
憲
法
の
下
で
は
い
か
な
る
法
的
根
拠
も
持
た
な
い
ば
か
り
か
、
神
格
天
皇
を
裏
づ

け
る
儀
礼
で
あ
る
た
め
、
す
で
に

一
九
四
七
年
に
廃
止
さ
れ
た
も
の
で
す
。
こ
れ
を
い
ま
改
め
て
取
り
上

げ
る
こ
と
は
、
理
性
と
良
心
に
反
し
、
国
民
主
権
を
定
め
た
民
主
主
義
体
制
に
ま
っ
こ
う
か
ら
対
立
す
る

儀
式
を
強
行
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

「大
嘗
祭
は
、
皇
室
神
道
の
最
高
祭
儀
で
あ
り
、
天
皇
自
ら
祭
司
と
な
る
祭
り
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
方
は
皇
室
神

道
の
考
え
方
で
、
宗
教
そ
の
も
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
宗
教
と
国
家
が
結
び
つ
く
こ
と
を
現
在
の
憲
法
は
は

っ
き
り
と
否
定
し
て
い
ま
す
（憲
法
二
〇
条

政
教
分
離
原
則
）。
わ
が
国
の
憲
法
に
政
教
分
離
原
則
が
厳
し
く
規
定
さ
れ
て

い
る
の
は
、
侵
略
戦
争
の
思
想
的
根
源
で
あ
る
国
家
神
道
体
制
を
解
体
し
、
再
び
こ
の
宗
教
が
国
家
と
結
び
つ
く
こ
と

が
な
い
よ
う
に
定
め
ら
れ
た
か
ら
で
す
。

憲
法
第
八
九
条
で
は

「公
金
そ
の
他
の
公
の
財
産
は
、
宗
教
上
の
組
織
も
し
く
は
団
体
の
使
用
、
便
益
も
し
く
は
維

じ

ぜ

ん

持
の
た
め
、
ま
た
は
公
の
支
配
に
属
し
な
い
慈
善
、
教
育
も
く
し
は
博
愛
の
事
業
に
対
し
、
こ
れ
を
支
出
し
、
ま
た
は

そ
の
利
用
に
供
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
、
神
道
儀
式
の
た
め
の
支
出
を
禁
じ
て
い
ま
す
。
「大
嘗
祭
」
は
神
道
祭

儀
そ
の
も
の
で
す
か
ら
、
こ
の
費
用
を
国
か
ら
支
出
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
も
し
こ
の
祭
儀
を
他
の
宗
教
と
区
別

し
て

「特
別
」
な
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
戦
前
の
国
家
神
道
体
制

（天
昨
”郊
一枕
を
祭
る
伊
勢
神
宮
を
中
心
と
す
る

皇
室
神
道
を
、
他
の
宗
教
と
区
別
し
て
、
国
民
す
べ
て
が
そ
の
個
人
の
宗
教
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
拝
む
べ
き
も
の
と
強
制
し

た
）
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。



「大
嘗
祭
」
が
、
国
の
行
事
と
し
て
行
わ
れ
た
場
合
、
そ
れ
は
計
り
知
れ
な
い
問
題
を
引
き
起
こ
す
こ

と
に
な
り
ま
す
。

「大
嘗
祭
」
の
準
備
段
階
か
ら
多
く
の
人
々
を
動
員
し
、
さ
ら
に

「即
位
式
。
大
嘗
祭
。
大
饗
」
と
連

日
に
わ
た
る
盛
大
な
儀
礼
は
、
天
皇
賛
美
の
マ
ス
コ
ミ
報
道
と
あ
い
ま

っ
て
、
多
種
多
様
な
祝
賀

・
記
念

行
事
と
と
も
に
全
国
的
に
祝
賀
ム
ー
ド
を
盛
り
上
げ
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
中
で
天
皇
の
「神
格
化
」
が
人
々

の
前
に
強
調
さ
れ
、
「天
皇
を
中
心
と
し
た
国
造
り
」
は
、
信
教
・思
想
の
自
由
を
脅
か
し
、
様
々
な
形
で
の
人
権
侵
害

を
引
き
起
こ
す
危
険
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
時
期
に
あ
わ
せ
て
文
部
省
は
、
学
習
指
導
要
領
を
改
定
し
、
「天
皇
に
つ
い
て
の
理
解
と
敬
愛
」を
教
え
、

「
日
の
丸
・
君
が
代
」
を
強
制
す
る
こ
と
を
決
め
て
い
ま
す
。
こ
の
新
天
皇
即
位
の
礼
の
祝
賀
ム
ー
ド
に
便

乗
し
て
、

天
皇
制
強
化
の
教
育
を
実
施
す
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

さ
ら
に
、
現
憲
法
を
連
合
国
の
「押
し
つ
け
憲
法
」
と
宣
伝
し
、
「帝
国
憲
法
発
布
百
年
記
念
」
や

「教
育
勅
語
百
年
」

を
祝
う
運
動
を
す
る
人
々
は
、
国
民
主
権
を
定
め
、
平
和
原
則
、
基
本
的
人
権
確
立
を
強
調
し
た
民
主
主
義
憲
法
の
改

悪
ま
で
も
く
ろ
ん
で
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
「大
嘗
祭
」
の
問
題
は
、
現
憲
法
を
形
だ
け
の
も
の
と
し
、
天
皇
の
神
格
化
・元
首
化
を
復
活
さ
せ
よ

う
と
す
る
恐
ろ
し
い
動
き
と
結
び
つ
い
て
い
ま
す
。

「裕
仁
」
「明
仁
」
と
い
う
人
間
に
は
私
的
営
み
が
当
然
あ
る
と
し
て
も
、
「天
皇
」
の
地
位
は
国
家
機

関
の
立
場
を
表
す
も
の
で
す
。
「天
皇
」
と
い
う
公
的
な
機
関
と
し
て
は
、
政
教
分
離
が
貫
か
れ
て
い
な
く

て
は
な
り
ま
せ
ん
。

例
え
ば
、
学
校
の
校
長
の
就
任
式
を

「私
的
」
に
行
う
こ
と
が
あ
り
得
な
い
の
と
同
じ
で
す
。
就
任
祝

い
を
私
的
に
行
っ
た
り
、
そ
の
勤
め
を
よ
く
果
た
し
得
る
よ
う
に
神
仏
に
祈
願
す
る
こ
と
が
一
各
自
の
信
仰
に
基
づ
い

て
私
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
あ

っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
公
職
の
就
任
式
が
私
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
の
で

す
ｏ
い
ま

「川
肇
架
「
が
、ィ
天
皇
「
即
位
式
ど
じ
で
行
わ
れ
な
和
洋
酵
趣
イ
ス
カ
％か
聯

―こ―
ば
ヽ
そ
れ
圏
私
的
同
行
引
Ｊ
Ｉ
！

と
自
体
が
あ
り
得
な
い
こ
と
な
の
で
す
。

「憲
法
の
政
教
分
離
規
定
を
守
り
つ
つ
、
皇
室
の
伝
統
を
尊

重
す
る
」
と
い
う
矛
盾
し
た
こ
と
を
無
理
や
り
成
り
立

た
せ
る
た
め
に
、
「大
嘗
祭
」
を
皇
室
の
私
的
行
事
と
し
て
行
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
れ

は
矛
盾
を
国
民
に
押
し
つ
け
る
こ
と
で
す
。
国
家
神
道
体
制
の
も
と
で
の
主
権
的
統
治
者
で
あ
っ
た
天
皇
の
即
位
儀
礼

を
改
め
な
い
限
り
、
現
憲
法
に
従

っ
た
天
皇
即
位
式
を
行
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

も
し
こ
れ
が
、
憲
法
の
政
教
分
離
規
定
に
反
し
て
強
行
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
と
、
そ
れ
が
元
と
な
っ
て
今
後

ま
す
ま
す
、
天
皇
神
格
化
を
求
め
て
い
る
人
々
に
そ
の
根
拠
を
与
え
る
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
い
ま
す
。
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天皇裕仁年頭詔書で

日本国憲法施行

「人間宣言」発表

日本基督教会 (以下日基と略)倉 J立大会 (日 本基督教団離llt)

日基第 3回大会 信仰告自・憲法規則制定

「建国記念の日」祝 日法改正案国会初提出

自民党 伊勢・靖国神社国家管理検討 信教の自由に関する決議 (近畿中会 )

日本遺族会、靖国神社の国家護持に関する要綱発表

閣議、生存者叙勲復活を決定

天皇 。皇后、靖国神社境内での政府主催全国戦没者追悼式出席

建国記念日を合む祝 日法改正案国会提出 日基第16回大会反対声明

日基第17回大会、靖国ネ申社国家保護反対決議

日基各中会に靖国神社問題特別委員会設置

自民党「靖国神社法案」国会提出 日基臨時大会で抗議声明

日基第19回大会 靖国神社問題特別委員会設置

日基第20回大会 靖国神社祭神名簿抹消要求決議

靖国神社法案廃案 (以後国会提出はされていない)

天皇裕仁記者会見 戦争責任について「言葉のアヤはわかりません」と発言

英霊にこたえる会結成

「天皇在位50年式典」 日基第26回大会反対声明

津地鎮祭違憲訴訟最高裁判決

元号法成立 日基北海道 。東京中会「元号法制化反対」決議

鈴木首相 ら19閣僚、靖国神社参拝 日基第30回大会公式参拝反対決議

天皇裕仁記者会見「立憲政治のため開戦を留め得なかった」

日基第33回大会「現代日本の状況における教会と国家に関する指針」採択

「天皇在位60年式典」 日基反対声明

天皇裕仁すい癌の手術

日基第37回大会 戦前朝鮮の教会に強要 した神社参拝を調査検討する建議採択

自衛官合祀拒否訴訟最高裁判決

天皇裕仁容体悪化 (吐血)

日基第38回大会「最近の天皇問題に関する日本基督教会の姿勢表明」

天皇裕仁死去 。明仁即位  「父1璽等承継の儀」

日基大会議長「天皇の葬儀にともなう政教分離・信教の自由声明」

天皇明仁「即位後朝見の儀」

日基大会議長「前天皇裕仁葬儀に関する見解と要望」内閣官房長官に提出

前天皇葬儀 大喪反対集会全国100ヶ 所以上 日基抗議声明

新天皇明仁、皇后と共に即位後初の記者会見
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「大
嘗
祭
」
は
、
天
皇
を
神
と
す
る
儀
礼
と
し
て
行
わ
れ
よ
う
と
す
る
の
で
す
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
者
は

十
戒
に
示
さ
れ
て
い
る
偶
像
礼
拝
の
問
題
と
し
て
、
こ
れ
を
取
り
上
げ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
神
な
ら
ざ

る
も
の
を
神
と
し
て
祭
ろ
う
と
す
る
こ
と
に
、　
い
か
な
る
か
た
ち
で
あ
ろ
う
と
も
、
荷
担
し
て
は
な
り
ま

せ
ん
。
‐ま
た
黙
認
す
る
こ
と
も
、
証
し
の
つ
と
め
を
放
棄
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

パ
ウ
ロ
は
、
出
エ
ジ
プ
ト
の
歴
史
を
思
い
出
し
て
、
「
こ
れ
ち
の
出
来
事
は
、
わ
た
し
た
ち
に
対
す
る
警
告
で
あ
っ
て
、

彼
ら
が
悪
を
む
さ
ぼ
っ
た
よ
う
に
、
わ
た
し
た
ち
も
悪
を
む
さ
ぼ
る
こ
と
の
な
い
た
め
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
彼
ら

の
中
に
あ
る
者
た
ち
の
よ
う
に
、
偶
像
礼
拝
者
に
な

っ
て
は
な
ら
な
い
」
（Ｉ
コ
リ
ン
ト
一
〇
章
六
、
七
節
）
と
警
告
し
て

い
ま
す
。

戦
後
民
主
主
義
の
大
き
な
転
換
期
を
迎
え
て
、
昔
出
エ
ジ
プ
ト
の
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
が
、
エ
ジ
プ
ト
の
生
活
を
思
い

出
し
て
そ
れ
に
ひ
か
れ
た
り

（出
エ
ジ
プ
ト
記
一
六
章
二
節
）、
新
た
な

「神
」
を
必
要
と
し
て
そ
れ
を
求
め
た
り

（同
三

二
章
一
節
）し
た
時
の
よ
う
に
い
国
際
化
時
代
の
中
で
わ
が
国
の
政
治
家
は
、
国
を
統

一
す
る
何
か
強
力
な
力
に
な
る
も

の
を
求
め
、
そ
の
役
割
を

「天
皇
」
に
担
わ
せ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
者
は
い
ま
こ
そ
、
ま
こ
と
の
神
の
正

義
と
平
和
、
そ
し
て
公
平
と
真
実
を
こ
の
国
に
お
い
て
証
し
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。



三
種
の
神
器
　
天
熙
扶
神

か
ら
天
皇
の
祖
先
が
授
与
さ

れ
た
神
器
と
さ
れ
、
皇
位
の

象
徴
と
し
て
代
々
天
皇
に
引

き
継
が
れ
て
い
る
鏡

・
剣

。

ま
が
玉
の
こ
と
で
す
。
こ
れ

ら
を
受
け
継
い
で
い
る
天
皇

は
世
界
を
支
配
す
る
者
だ
と

い
う
の
が
侵
略
戦
争
の
思
想

的
う
し
ろ
だ
て
に
な

っ
た

「八
紘
一
宇
」
と
い
う
考
え

方
で
し
た
。

天
皇
を
絶
対
視
乳
証
職
痴
の
滞
燃
を
改
め
、
現
憲
法
で
は
、
そ
の
前
文
に

「主
権
が
国
民
に
荷
す
る
こ

と
を
宣
言
し
」、
「恒
久
平
和
を
念
願
す
る
」
と
記
し
て
い
ま
す
。

第

一
章
に
天
皇
を
位
置
づ
け
、
そ
の
一
条
は
、
天
皇
を
日
本
国
の
象
徴
と
定
め
、
日
本
国
民
統
合
の
象

徴
で
あ
る
と
規
定
し
、
そ
の
地
位
は
主
権
の
存
す
る
日
本
国
民
の
総
意
に
基
づ
く
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
二

条
に
皇
位
の
継
承
に
つ
い
て
定
め
、
三
条
は
、
天
皇
の
国
事
行
為
に
は
、
内
閣
の
助
言
と
承
認
を
必
要
と
し
、
内
閣
が

そ
の
責
任
を
負
う
と
定
め
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
四
条
に
は
、
天
皇
は
、
こ
の
憲
法
の
定
め
る
国
事
に
関
す
る
行
為
の
み

を
行
い
、
国
政
に
関
す
る
権
能
を
有
し
な
い
、
と
定
め
て
い
ま
す
。

現
行
憲
法
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
天
皇
の
地
位
は
、
主
権
の
存
す
る
日
本
国
民
の
総
意
に
基
ゴ
ぐ
と
規
定
さ
れ
て
い
る

の
で
す
か
ら
、
戦
前
と
同
じ
よ
う
に
、
国
家
元
首
と
し
て
扱
わ
れ
た
り
、
絶
対
者
の
よ
う
に
報
道
さ
れ
た
り
し
て
は
な

ら
な
い
の
で
す
。

ま
た
、
前
天
皇
死
去
後
に

「剣
璽
等
承
継
の
儀
」
と

「即
位
後
朝
見
の
儀
」
が
、
国
事
行
為
の
一
〇
項
に
あ
る

「儀

式
を
行
う
こ
と
」
と
し
て
行
わ
れ
た
と
政
府
は
説
明
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
ゴ
別
璽
」
‐の
問
題
は
、
皇
室
神
道
の
宗
教
「

思
想
に
基
づ
ぐ
儀
式
で
あ
っ
て
、
政
教
分
離
原
則
に
反
す
る
こ
と
で
す
。
そ
し
て

「朝
見
の
儀
」
は
、
■
螢
素
箭
暴
摯
「

′権
者
で
あ
‐っ「魯
時
代
に
、‐
天
皐
の
代
替
わ
咲
．の
際
．に
、‐
支
配
者
で
あ
る
天
皇
が
日
、
０
み
な
国
‐‐民‐

に
対
面
し
、
被
支
配

ｆ
者
で
あ
る
国
民
が
服
従
を
誓
う
儀
式
で
、
現
憲
法
の
国
民
主
権
ど
根
本
的
に
全
ぐ
違
っ
た
考
え
方
に
基
‐づ
ぐ
も―
の
で
す
．

か
ら
、
現
憲
法
下
で
の
天
皇
代
替
わ
り
に
お
い
て
は
、
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。

「明
治
」
時
代
以
来
、
大
日
本
帝
国
憲
法
で
は
、
そ
の
第

一
条
に

「大
日
本
帝
国

ハ
万
世

一
系
ノ
天
皇

之
ヲ
統
治
ス
」
と
定
め
、
第
二
条
に
は

「天
皇

ハ
神
聖
ニ
シ
テ
侵
ス
ヘ
カ
ラ
ス
」
と
定
め
て
い
ま
し
た
。

こ
の
事
を
当
時
の
教
科
書
で
は
、
次
の
よ
う
に
教
え
て
い
ま
し
た
。

天

町
郊
“枕
が

Ｊ
ユ葦
原
瑞
穂
国

（日
本
国
）
は
、
わ
が
子
、
わ
が
孫
が
代
々
そ
の
王
た
る
べ
き
地
で
あ

る
」
と
言
わ
れ
た
。
三
種
の
神
器
を
受
け
て
こ
の
国
を
治
め
始
め
て
か
ら
、
歴
代
の
天
皇
は
厳
に
そ
れ
を
受
け
継
ぎ
、

万
世

一
系
の
天
皇
は
ず
っ
と
引
き
継
い
で
、
こ
の
国
の
上
に
い
ま
し
て
統
治
さ
れ
る
。
天
皇
は
、
大
日
本
帝
国
の
統
治

権
の
主
体
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
か
ら
だ
。
天
皇
を
統
治
権
の
主
体
と
仰
ぐ
こ
と
は
、
建
国
の
初
め
か
ら
定
め
ら
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
未
来
永
遠
に
変
わ
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
憲
法
は
こ
の
こ
と
を
明
記
し
た
だ
け
の
こ
と
で
、
そ

の
本
質
は
も

っ
と
深
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
‐天
皇
ば
天
か
ら
の
世
継
ぎ
ど
じ
で
現
打
た
も
の
で
あ

っ
、で
、‐ぞ
が
た
権
ば
■

昌
曇
留
硼
先
ｄ
椰
を
か
ら
受
け
た
す
の
で
あ‐
る
α
天
皇
は
統
治
権
の
主
体
で
、
至
一畳
圭
上
の
地
位
に
あ
る
の
だ
か
ら
、，
そ

の
行
い
に
関
し
―
政
治
上
ま
一々
法
律
上
だ
れ

，
そ‐
の
責
任
を
問
う
こ
と
が
で
き
な
い
不
可
侵
権
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
、
天
皇
は
こ
の
国
を
治
め
る
神
の
子
孫
で
あ
り
、
こ
の
国
の
主
権
者

・
統
治
者
で
あ
る
こ
と
は
最
初
か
ら
明
ら

か
な
こ
と
で
あ
り
、
国
民
は
臣
下
と
し
て
、
こ
の
天
皇
に
絶
対
に
服
従
す
る
義
務
を
負
う
。

天
皇
の
神
格
性
が
強
調
さ
れ
、
そ
の
権
威
を
少
し
も
疑
っ
て
は
な
ら
な
い
と
、
神
さ
ま
に
仕
え
る
よ
う
に
天
皇
に
仕

え
る
べ
き
こ
と
が
教
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
近
隣
の
国
々
と
比
べ
て
わ
が
国
が
特
別
優
れ
た
存
在
で

あ
る
と
い
う
考
え
方
と
結
び
つ
い
て
い
ま
し
た
。



「天
皇
」
を
中
心
と
し
た
国
家
体
制
を
整
え
つ
つ
あ
っ
た
明
治
政
府
は
、　
一
八
八
九
年
に

「大
日
本
国

帝
国
憲
法
」
を
定
め
、
さ
ら
に

一
八
九
〇
年
に
は

「
教
が
離
獣
卜
を
発
布
し
ま
し
た
。
こ
の
勅
語
は
、
教

牛蒙
が
「蓼
鶴
霧
貶
靡
貪
醒
わ
しヽ‐こ割競畔
馨
詭
囃

一
八
九

一
年
の
正
月
に
、
東
京
の
第

一
高
等
中
学
校
（現
茎
示
大
学
）
で
、
教
育
勅
語
の
奉
読
式
が
行
わ
れ
た
と
き
に
、

同
校
の
教
員

。
生
徒
に
こ
れ
を
拝
礼
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
し
た
。
同
校
の
教
員
で
あ

っ
た
キ
リ
ス
ト
者
内
村
鑑
三

は
、
そ
れ
を
宗
教
的
に
拝
礼
が
求
め
ら
れ
た
と
考
え
て
、
「勅
語
」
に
向
か
っ
て
拝
礼
す
る
こ
と
を
た
め
ら
い
ま
し
た
。

こ
の
出
来
事
は

「内
村
鑑
三
不
敬
事
件
」
と
呼
ば
れ
て
、
人
々
の
非
難
を
浴
び
、
後
日
、
内
村
鑑
三
は
、
敬
意
を
表
す

こ
と
に
同
意
し
、
代
理
を
立
て
て
代
拝
を
さ
せ
ま
し
た
が
、
結
局
そ
の
職
を
追
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
事
件
が
き

っ
か
け
と
な

っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
は
日
本
の
「国
体
」
に
合
わ
な
い
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
、
「教
育

と
宗
教
の
衝
突
事
件
」
と
し
て
多
く
の
人
の
関
心
を
呼
び
、
論
争
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
「キ
リ
ス
ト
教
は
日
本
国
家
の
た

・　
　
　
　
　
　
め
に
な
ら
な
い
」
と
す
る
批
判
に
対
し
、
キ
リ
ス
ト
者
の
側
か
ら
、
「お
国
の
た
め
に
な
る
キ
リ
ス
ト
教
」
と
い
う
姿
勢

の
反
論
が
あ
ら
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
国
家
が
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
強
調
し
、
日
清

。
日
露
と
戦
争
を
重
ね
る
に
従
い
、

キ
リ
ス
ト
教
会
は
、
そ
の
国
家
体
制
に
協
力
す
る
よ
う
な
傾
向
を
強
め
て
い
ざ
ま
し
た
ｏ

ま
た
、
国
家
神
道
体
制
の
も
と
で
、
「神
社
は
宗
教
に
あ
ら
ず
」
と，
し
て
、
皇
室
の
祖
先
で
あ
る
天
昨
”
洋
一枕
ど
ま
つ

る
伊
勢

‐神
宮
な
ど
に
参
拝
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
と
き
も
こ
れ
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
妥
協
し
て
し
ま
い
ま

ｔ
た
。
島劇
ａ
ｒ
ば
、‘朝
鮮
半
島
の
キ
リ
ス
ト
者
だ
ぢ
に
も
、
一端
呻社
参
書
は
国
民
と
し
て
の
儀
礼
で
あ
●
て
神
社
ば
宗
教‐

雀

曇

『内
警

一
■
．一
■

．■

鮮

舞

饗

覇

鮒

騨

錦

徒

零

覇

錯

恣

笹

踊

肝

打

午

別

彎

不
敬
事
件
』
新
教
出
版
社
　
　
　
さ‥
ら
に
国
民
儀
礼
と
い
う
名
で
宮

城

邊

輝

札
拝
と
天
皇
礼
拝
が
矛
盾
し
な
い
か
の
よ
う
に
行
っ
て
い
ま
じ
た
，
そ
し
て
つ
い
に
は

「お
国
の
た
め
に
犠
牲
を
負
う

こ
と
」
が
最
も
信
仰
的
な
態
度
で
あ
る
と
説
い
て
、
ア
ジ
ア
諸
国
の
隣
人
に
対
す
る
愛
を
忘
れ
た
よ
う
な
聖
書
の
説
き

明
か
し
を
す
る
者
ま
で
現
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。



一
九
四
五
年
敗
戦
と
共
に
、
連
合
国
総
指
令
部
の
指
令
に
よ
り
国
家
神
道
体
制
が
解
体
さ
れ
、
神
社
も

国
と
の
関
係
が
断
ち
切
ら
れ
、　
〓
ホ
教
法
人
と
し
て
そ
の
存
続
が
認
め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
戦
後

改
革
が
推
し
進
め
ら
れ
る
中
で
、　
一
九
四
六
年
の
元
旦
に
、
「天
皇
裕
仁
」
は
詔
書
を
発
表
し
ま
し
た
。
天

あ
ら
ひ
と
が
み

皇
が
現
人
神
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
、
日
本
を
、
神
話
と
伝
説
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
他
民
族
に
優
越

し
た
も
の
と
す
る
考
え
を
退
け
ま
し
た
。

当
時
の
キ
リ
ス
ト
者
は
、
こ
れ
で
天
皇
の
神
格
化
が
否
定
さ
れ
た
と
喜
び
ま
し
た
。
し
か
し

一
九
七
七
年
天
皇
裕
仁

は
、
那
須
で
の
記
者
会
見
で
、
一
九
四
六
年
の
詔
書
の
意
図
に
つ
い
て
、
「民
主
主
義
を
採
用
し
た
の
は
明
治
大
帝
の
思
召

し
で
あ
る
。
『五
箇
条
の
御
誓
文
』
を
発
表
し
て
そ
れ
が
も
と
と
な

っ
て
明
治
憲
法
が
で
き
た
ん
で
、
民
主
主
義
と
い
う

も
の
は
決
し
て
輸
入
の
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
示
す
必
要
が
大
い
に
あ
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
」
と
述
べ
て
、

神
格
性
否
定
の
人
間
宣
言
を
し
た
こ
と
を
あ
い
ま
い
に
し
ま
し
た
。

こ
の
た
び
天
皇
の
死
去
に
際
し
行
わ
れ
た
諸
儀
式
や
マ
ス
コ
ミ
の
反
応
を
考
え
る
と
、
「人
間
宣
言
」
が
架
空
の
事
で

あ
っ
た
か
の
よ
う
に
、
天
皇
の
事
が
絶
対
化
さ
れ
、
儀
式
も
ほ
と
ん
ど
戦
前
の
ま
ま
に
行
わ
れ
て
、
本
皇
の
神
格
化
の

問
題
が
日
本
の
キ
リ
ス
ト
者
に
と
っ
て
、
再
び
重
要
な
課
題
に
な

っ
て
き
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
中
で
、
天
皇
を
神

と
す
る

「
大
嘗
祭
」
が
行
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
。

肝

罰

筒

′ヽ 年
此こ敗
刹
』
罪

翔

饒

趾

薇

謗

妾

嚇

っ
喘

隣

一
唯

疑

斜

♂

］

二
傾
ケ
以
テ
聖
慮
二
応

へ
奉
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
い
ま
改
め
て
こ
れ
を
読
ん
で
み
て
、

「聖
旨
」
や

「聖
慮
」
と
い
う
、
私
た
ち
が
教
会
の
信
仰
上
使
う
言
葉
が
天
皇
に
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に

気
づ
き
ま
す
。
国
民
全
体
が
そ
う
で
あ

っ
た
よ
う
に
教
会
全
体
も
ど
っ
ぷ
り
と
天
皇
神
格
化
に
漬

っ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
。
敗
戦
後
も
天
皇
制
の
本
質
に
触
れ
よ
う
と
せ
ず
、
国
体
護
持
の
一
念
に
徹
す
る
こ
と
が
、
キ
リ
ス
ト
者
と

し
て
の
つ
と
め
で
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
て
い
ま
し
た
。

そ
の
よ
う
な
と
き
に

「天
皇
の
人
間
宣
言
」
が
出
さ
れ
、
キ
リ
ス
ト
者
は
、
そ
の

「神
格
性
の
否
定
」
を
歓
迎
は
じ

ま
し
た
が
、
侵
略
戦
争
の
原
因
の
ひ
と
つ
に
天
皇
制
の
問
題
が
あ

っ
た
事
を
、
歴
史
的
に
理
解
す
る
人
は
ほ
と
ん
ど
い

ま
せ
ん
で
し
た
。
明
治
以
来
の

「天
皇
絶
対
視
教
育
」
が
、
教
会
の
な
か
で
も

「天
皇
」
を
相
対
化
し
て
見
る
こ
と
の

で
き
な
い
問
題
と
し
て
残
っ
て
い
ま
し
た
。

キ
リ
ス
ト
教
会
に
お
い
て

「天
皇
」
の
問
題
が
相
対
的
な
問
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
き
た
の
は
、
戦

後
二
〇
年
も
た
っ
た
、　
一
九
六
〇
年
代
に
靖
国
神
社
問
題
に
取
り
組
む
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
し
た
。



戦
後
民
主
的
改
革
が

「国
体
護
持
」
を
大
前
提
に
し
て
行
わ
れ
た
た
め
、
多
く
の
問
題
を
残
し
て
し
ま

っ
た
の
で
す
。

ま
ず
、
今
回
の
天
皇
代
替
り
で
明
ら
か
に
な

っ
た
よ
う
に
、
天
皇
が
神
格
化
さ
れ
る
危
険
性
が
常
に
つ

き
ま
と
っ
て
い
ま
す
。
天
皇
が
「天
皇
」
と
呼
ば
れ
、
「君
が
代
」
が
歌
わ
れ
、
「日
の
丸
」
の
旗
が
国
旗
と

し
て
振
ら
れ
続
け
る
限
り
、
天
皇
が
神
格
化
さ
れ
る
危
険
性
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

カ

ま
た
、
「お
国
の
た
め
に
死
ん
だ
者
」を
祭
る
靖
国
神
社
に
、
「天
皇
」
が
参
拝
す
る
こ
と
を
最
高
の
栄
誉
と
考
え
る
人
々

が
少
な
く
な
い
こ
の
国
の
現
実
に
お
い
て
、
そ
し
て

「天
皇
」
の
問
題
を
タ
ブ
ー
視
し
て
相
対
的
な
問
題
と
し
て
論
じ

る
こ
と
の
で
き
な
い
中
で
、
さ
ら
に

「元
号
」
と
い
う
制
度
で
天
皇
に
よ
っ
て
自
分
達
の
時
間
を
区
切
ら
れ
る
こ
と
が

法
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
状
況
の
中
で
、
キ
リ
ス
ト
者
は
そ
の
生
活
の
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
信
仰
を
貫
く
こ
と
に
困
難

を
覚
え
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

そ
し
て
ま
た
、
「天
皇
」
の
存
在
が
、
人
の
仕
事
の
価
値
評
価
を
し
た
り

（勲
章
）、
「天
皇
」
が
各
地
を
旅
行
す
る
た

び
に
障
害
者
の
外
出
が
禁
じ
ら
れ
る
な
ど
人
権
が
無
視
さ
れ
た
り
、
皇
位
継
承
問
題
が
、
わ
が
国
で
は
男
女
差
別
の
源

泉
と
な

っ
た
り
、
わ
が
国
と
そ
の
国
民
が
近
隣
の
他
の
国
よ
り
も
優
れ
た
民
族
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
た
り
な
ど
し

て
い
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

「象
徴
天
皇
制
」
は
、
天
皇
統
治
の
昔
と
違
っ
て
国
民
主
権
・
民
主
主
義
の
制
度
の
下
に
あ
り
な
が
ら
、
な
お
現
実

に
は
「神
格
化
」
の
問
題
や
、
「差
別
」
の
問
題
の
根
源
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
を
な
か
な
か
克
服
す
る
こ
と

の
で
き
な
い
現
状
で
は
、
い
ま
一
度
こ
の
制
度
を
相
対
的
な
問
題
と
し
て
、
根
本
的
に
考
え
直
す
べ
き
で
は
な
い
で
い

し
ょ
う
か
。

主
イ
エ
ス
・キ
リ
ス
ト
は

「カ
イ
ザ
ル
の
も
の
は
カ
イ
ザ
ル
に
、
神
の
も
の
は
神
に
返
し
な
さ
い
」
（
マ

タ
イ
二
二
章
二
一
節
）と
お
教
え
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
カ
イ
ザ
ル
の
肖

像
の
刻
印
さ
れ
た
貨
幣
が
流
通

す
ケ
鰹
一っ喚

径
ぽ
世
界
の
構
応
の
脆
な
）
を
認
め
、
世
俗
領
域
に
お
い
て
郎
わ
さ
れ
た
場
で
神
に
仕
え
る
こ

と
を
認
め
た
も
の
で
す
。

し
か
し
、
世
俗
権
力
が
そ
の
領
域
を
超
え
て
信
仰
の
領
域
に
ま
で
そ
の
権
力
を
及
ぼ
そ
う
と
す
る
と
き
に
は
、
あ
る

い
は
ま
た
政
治
領
域
の
問
題
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
権
力
が
正
し
く
公
平
に
行
使
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
教
会
は

権
力
に
抗
し
て
神
の
主
権
と
真
実
と
正
義
を
証
し
す
る
つ
と
め
を
委
ね
ら
れ
て
い
ま
す
。

歴
史
上
明
ら
か
な
よ
う
に
、
国
家
権
力
は
政
治
目
的
を
遂
行
す
る
た
め
に
際
限
な
く
そ
の
領
域
を
拡
大
し
、　
つ
い
に

は
人
間
の
心
の
領
域
ま
で
も
自
己
の
思
い
の
ま
ま
に
方
向
づ
け
た
り
、
支
配
し
た
り
し
よ
う
と
す
る
傾
向
を
持

っ
て
い

ま
す
。

わ
が
国
の
歴
史
に
お
い
て
も
、
「天
皇
」
が
あ
ら
ゆ
る
価
値
判
断
の
基
準
と
さ
れ
た
時
代
が
あ
り
ま
し
た
。
い
ま
ま
た
、

「
象

謄
保
っ天

皇
」
と
い
う
法
制
度
の
下
で
、
「天
皇
」
を
中
心
と
し
た
国
家
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
よ
う
と
し

て
お
り
ま
す
。
天
皇
の
名
の
ゆ
え
に

「神
の
も
の
を
神
に
」
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
つ
て
の
教
会
の
過
ち
を

繰
り
返
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

「天
皇
」
が
人
の
心
を
支
配
し
た
り
、
価
値
基
準
と
な

っ
て
し
ま
っ
た
り
、
こ
の
国
の
支
配
者
で
あ
る
か
の
よ
う
な

取
り
扱
い
を
受
け
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
警
戒
し
ま
し
ょ
う
。
キ
リ
ス
ト
者
は
、
預
言
者
と
し
て
の
見
張
り
の
っ
と
め

を
怠
ら
ず
、
キ
リ
ス
ト
の
主
権
に
服
し
つ
つ
、
証
し
の
つ
と
め
、
祈
り
の
つ
と
め
に
励
み
ま
し
ま
つ
。



ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙

一
三
章
に
は
、
政
治
的
な
権
威
を
「す
べ
て
神
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
た
も
の
」
貧

節
）
と
教
え
、
「権
威
に
逆
ら
う
も
の
は
、
神
の
定
め
に
背
く
も
の
で
あ
る
」
公
一節
）
と
教
え
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
「彼
は
、
あ
な
た
に
益
を
与
え
る
た
め
の
神
の
僕
」
と
さ
れ
、
「悪
事
を
行
う
も
の
に
対
し
て
は
、

怒
を
も

っ
て
報
い
る
」
（四
節
）
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
世
の
秩
序
が
強
い
者

。
悪
し
き
力
に
よ
っ
て

踏
み
に
じ
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
弱
い
も
の
、
正
し
い
も
の
、
良
き
も
の
が
守
ら
れ
る
よ
う
に
、
良
き
こ
と
の

た
め
に
役
立
つ
よ
う
に
、
神
か
ら
つ
と
め
を
与
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
は
、
こ
の
よ
う
な
国
家
の
つ
と
め
が

よ
く
果
た
さ
れ
る
よ
う
に
と
り
な
し
、
祈
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

し
か
し
、
本
来
神
の
僕
と
し
て
立
て
ら
れ
た
権
威
が
、
そ
の
使
命
を
は
ず
れ
て
悪
し
き
支
配
を
行
お
う
と
す
る
と
き
、

キ
リ
ス
ト
者
は
こ
れ
に
抵
抗
し
、
そ
の
本
来
の
責
任
を
想
起
さ
せ
る
つ
と
め
を
神
か
ら
与
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
ナ
チ
ス
・

ヒ
ッ
ト
ラ
ー
政
権
が
悪
魔
的
な
支
配
を
行
っ
た
と
き
、
こ
れ
に
抵
抗
し
て
立
つ
こ
と
を
、
信
仰
告
自
の
戦
い
と
し
て
ド

イ
ツ
の
キ
リ
ス
ト
者
は
結
集
し
ま
し
た
。

当
時
日
本
の
キ
リ
ス
ト
者
は
、
拡
大
す
る
国
家
の
侵
略
戦
争
を
間
違
っ
た
こ
と
と
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
む
し

ろ
国
家
目
的
に
仕
え
る
こ
と
こ
そ
キ
リ
ス
ト
者
の
使
命
で
あ
る
か
の
よ
う
に
教
え
て
い
ま
し
た
。
近
隣
諸
国
と
わ
が
国

で
人
権
が
侵
害
さ
れ
、
主
イ
エ
ス
。
キ
リ
ス
ト
の
主
権
が
権
力
者
に
よ
っ
て
踏
み
に
じ
ら
れ
る
よ
う
な
事
態
が
お
き
て

い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
間
違
っ
た
政
治
権
力
に
抗
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
わ
た
し
た
ち
は
、
国
家
権
力

が
そ
の
本
来
の
使
命
を
正
し
く
果
た
す
よ
う
に
、
証
し
し
祈
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

|

|

確
か
に
、
求
道
者
に
向
か
っ
て
い
き
な
り
天
皇
問
題
を
取
り
上
げ
て
も
、
理
解
で
き
ず
に
妨
げ
に
な
っ

た
り
、　
つ
ま
ず
き
を
与
え
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
真
の
神
を
知
り
、
信
じ
、
礼
拝
す
る

よ
う
に
な
る
こ
と
と
、
神
な
ら
ざ
る
を
も
の
を
知
る
こ
と
と
は
不
可
分
の
こ
と
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
求

道
者
は
天
皇
の
問
題
に
つ
い
て
教
え
ら
れ
る
よ
り
も
、
ま
ず
真
の
神
に
つ
い
て
正
し
い
認
識
を
持
つ
よ
う

に
教
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

わ
が
国
で
明
治
以
来
天
皇
制
教
育
は
、
「天
皇

ハ
神
聖
ニ
シ
テ
侵
ス
ヘ
カ
ラ
ス
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
し
た
か
ら
、

そ
し
て
こ
れ
が
国
民
の
大
多
数
の
人
々
の
心
の
奥
深
く
ま
で
浸
透
し
て
い
ま
す
か
ら
、
天
皇
の
こ
と
を
取
り
上
げ
る
こ

と
自
体
つ
ま
ず
き
を
引
き
起
こ
す
人
も
い
ま
す
。
し
か
し
、
天
皇
の
こ
と
を
語
っ
て
は
な
ら
な
い
と
タ
ブ
ー
視
す
る
こ

と
そ
の
こ
と
が
、
天
皇
神
格
化
と
深
く
結
び
つ
い
て
お
り
ま
す
。
絶
対
者
で
あ
る
神
の
前
に
す
べ
て
の
も
の
を
相
対
的

な
も
の
と
理
解
す
る
信
仰
者
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
こ
の
国
で
神
な
ら
ざ
る
も
の
を
神
と
し
て
き
た
歴
史
を
顧
み
て
、

天
皇
の
問
題
や
、
祖
先
崇
拝
の
問
題
に
触
れ
ず
に
、
正
し
い
福
音
宣
教
を
推
進
し
、
求
道
者
を
真
の
キ
リ
ス
ト
者
に
導

く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

天
皇
の
問
題
を
単
な
る
政
治
上
の
問
題
と
だ
け
理
解
し
て
、
信
仰
の
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま

る
ご
と
天
皇
神
格
化
の
大
き
な
枠
組
の
中
に
取
り
込
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
戦
前
の
教
会
の
妥
協
の
歴
史
を
忘
れ
て
は

な
り
ま
せ
ん
。



「現
代
日
本
の
状
況
に
お

け
る
教
会
と
国
家
に
関
す
る

指
針
」
第
二
三
回
日
本
基
督

教
会
大
会
決
議
参
照

（三
六

頁
）

神
は
、
人
間
の
罪
と
堕
落
の
ゆ
え
に
混
乱
と
無
秩
序
が
生
じ
な
い
よ
う
に
、
国
家
に
法
的
な
秩
序
を
与

え
て
公
平
を
維
持
さ
せ
、
人
は
そ
れ
ら
を
福
音
宣
教
に
役
立
て
る
責
任
を
与
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

国
家
の
権
威
や
力
や
そ
の
他

一
切
の
こ
と
は
、
神
の
委
託
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
で

す
か
ら
、
国
家
を
絶
対
化
し
て
、
わ
た
し
た
ち
の
唯

一
の
生
き
る
よ
り
ど
こ
ろ
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。
絶
対
的
な
も
の
は
常
に
神
の
主
権
と
支
配
で
あ
り
、
教
会
は
こ
の
権
威
に
の
み
栄
光
を
帰
し
、
そ
の
他
の
あ
ら

ゆ
る
権
威
や
力
を
相
対
的
な
も
の
と
す
る
の
で
す
。

し
か
し
国
家
は
、　
一
つ
の
権
力
機
構
と
し
て
、
そ
の
相
対
性
を
わ
き
ま
え
る
こ
と
な
く
、
委
託
に
仕
え
る
べ
き
神
の

僕
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
、
自
己
目
的
の
た
め
に
そ
の
権
能
を
限
り
な
く
拡
大
す
る
傾
向
に
陥
り
や
す
い
も
の
で
す
。

そ
の
時
教
会
は
神
の
委
託
を
果
た
し
得
る
よ
う
に
、
国
家
と
し
て
の
本
来
の
使
命
に
立
ち
帰
る
よ
う
に
、
証
し
し
祈
り
、

警
告
し
抵
抗
す
る
責
務
を
担
っ
て
い
ま
す
。

神
の
国
が
完
成
す
る
時
に
は
、
キ
リ
ス
ト
は
す
べ
て
の
権
威
を
滅
ぼ
し
て
、
国
を
父
な
る
神
に
渡
さ
れ
ま
す
（Ｉ
コ
リ

ン
ト
一
五
章
一
一四
節
）。
そ
の
時
が
満
ち
る
ま
で
、
地
上
の
国
家
は
存
続
し
、
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
権
能
を
果
た
し
続
け
る

の
で
す
。
教
会
は
地
上
の
国
家
の
中
に
あ
っ
て
、
神
の
国
の
到
来
を
待
ち
望
み
つ
つ
、
神
の
国
の
福
音
の
宣
教
と
そ
の

証
し
と
を
委
ね
ら
れ
て
い
ま
す
。

一
人
の
人
間
の
生
涯
は
罪
人
と
し
て
神
の
前
に
問
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
人
間
に
対
し
て
も

同
じ
で
す
。
そ
の
人
が
民
衆
を
治
め
る
特
別
な
責
任
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
当
然
そ
の
責
任
が
問
わ

れ
る
の
で
す
。
戦
争
責
任
を
考
え
る
と
き
に
、
そ
れ
と
関
わ
っ
た
す
べ
て
の
人
が
、
自
ら
の
責
任
を
認
識

し
、
そ
の
過
去
の
責
任
を
引
き
受
け
る
決
意
が
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
あ
の
戦
争
の
責
任
を

そ
れ
に
関
わ
っ
た
す
べ
て
の
者
が
問
わ
れ
る
こ
と
で
、
当
時
の
最
高
責
任
者
で
あ

っ
た
天
皇
の
責
任
が
解

消
さ
れ
る
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
個
々
人
が
自
己
の
戦
争
の
責
任
を
、
特
に
加
害
者
と
し
て
の
責
任
を
真
剣
に
追

及
し
、

明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
天
皇
の
戦
争
責
任
を
問
わ
ず
に
は
す
ま
さ
れ
な
い
の
で
す
。

わ
が
国
は
ア
ジ
ア
近
隣
諸
国
を
侵
略
し
、
民
衆
の
生
活
を
破
壊
し
、
二
千
万
人
を
上
回
る
生
命
を
奪
い
ま
し
た
。
こ

の
事
実
を
前
に
、
わ
た
し
た
ち
は
単
に
個
人
の
戦
争
体
験
や
内
面
的
な
領
域
に
限
ら
れ
た
反
省
と
い
う
こ
と
に
と
ど
ま

っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
悲
劇
に
至
っ
た
戦
争
構
造
全
体
を
根
源
的
に
問
い
、
こ
れ
を
繰
り
返
す
こ
と
が
決
し
て
お

こ
ら
な
い
よ
う
努
力
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

で
す
か
ら
教
会
は
問
い
た
だ
し
ま
す
。
天
皇
に
は
、
ま
ず
ひ
と
り
の
人
間
で
あ
る
ゆ
え
の
責
任
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

日
本
の
最
高
責
任
者
で
あ
り
、
軍
国
主
義
体
制
の
頂
点
に
い
た
者
と
し
て
の
責
任
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
当
時
現
人
神

と
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
責
任
が
問
わ
れ
な
い
と
法
的
に
規
定
さ
れ
て
い
て
も
、
ま
た
連
合
国
が
東
京
裁
判
で

そ
の
責
任
を
問
わ
な
い
こ
と
に
し
た
と
し
て
も
、
」ヽ
の
問
題
は
神
と
人
と
の
前
に
あ
い
ま
い
に
さ
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

政
府
は
、
い
ま
な
お
残
さ
れ
て
い
る
戦
後
責
任
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
新
天
皇
は
、
前
天
皇
の
戦
争

責
任
を
道
義
的
に
は
継

承
す
る
者
と
し
て
、
ア
ジ
ア
近
隣
諸
国
を
は
じ
め
す
べ
て
の
人
々
と
接
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

キ
リ
ス
ト
者
が
天
皇
の
戦
争
責
任
を
問
わ
ず
に
す
ま
せ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
新
た
な
天
皇
の
神
格
化
に
組
み
す
る
こ

と
と
な
る
で
し
ょ
う
。
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の
使
命
を
果
た
し
得
ま
せ
ん
で
し
た
。

日
本
の
教
会
自
体
が
す
で
に
国
家
権
力
の
不
当
な
要
求
に
屈
ｔ
て
、宮
城
邊
拝
や
神
社
参
拝
を
強
い
ら

れ
て
も
、
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
に
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
つ
い
に
は
政
府
の
総
動
員
体
制
に
し
た
が
っ
て
教

会
合
同

（日
本
基
督
教
団
成
立
）
に
同
意
し
、
侵
略
戦
争
の
協
力
さ
え
も
行
っ
て
き
ま
し
た
。
特
に
日
本
軍
が
ア
ジ
ア
の

各
地
に
お
い
て
、
宮
城
邊
拝
や
神
社
参
拝
の
強
制

。
弾
圧
を
行
っ
て
い
た
こ
と
に
、
あ
ま
り
に
無
関
心
で
し
た
。
そ
れ

ど
こ
ろ
か
、
日
本
の
教
会
の
代
表
者
は
ア
ジ
ア
諸
国
の
キ
リ
ス
ト
者
に
、
神
社
に
参
拝
す
る
よ
う
に
説
得
し
ま
し
た
。

た
し
か
に
日
本
の
教
会
で
も
、
そ
れ
を
喜
ん
で
行
っ
た
人
は
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
国
家
権
力
の
圧
力

に
抵
抗
し
、
少
数
な
が
ら
殉

教
し
た
キ
リ
ス
ト
者
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
点
で
は
当
時
の
教
会
は
被
害
者
で
あ

っ
た
と

も
言
え
ま
す
。
し
か
し
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
戦
争
責
任
が
な
い
か
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
¨
重
大
な
こ

と
は
、
個
人
と
し
て
国
家
権
力
に
抵
抗
し
た
か
ど
う
か
よ
り
も
、
教
会
と
し
て
抵
抗
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
国
に
仕
え

る
こ
と
は
神
の
召
命
で
あ
る
か
の
よ
う
に
福
音
を
変
質
さ
せ
、
自
己
保
全
を
は
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

祈
る
べ
き
時
に
祈
ら
ず
、
拒
否
す
べ
き
時
に
拒
否
せ
ず
、
隣
人
を
愛
す
べ
き
事
を
怠
り
、
預
言
者
の
つ
と
め
を
果
た

さ
な
か
っ
た
の
で
す
。
神
は
イ
ス
ラ
エ
ル
の
王
国
の
滅
亡
に
対
し
て
、
責
任
の
所
在
を
、
民
に
対
し
て
と
と
も
に
、
預

言
者
の
つ
と
め
を
全
う
し
な
か
っ
た
者
に
向
け
て
お
り
ま
す

（哀
歌
二
章
一
四
節
）。
教
会
は
国
の
不
義
を
明
ら
か
に
し
、

救
い
に
導
く
べ
き
預
言
者
の
つ
と
め
を
担

っ
て
い
ま
す
。
そ
の
つ
と
め
に
忠
実
で
な
い
な
ら
ば
、
い
か
な
る
迫
害
に
あ

っ
て
も
被
害
者
で
は
な
く
、
国
家
と
共
に
加
害
者
の
側
に
立

っ
て
い
た
の
で
す
。

そ
れ
ゆ
え
、
教
会
は
自
ら
の
責
任
と
し
て
深
く
悔
い
改
め
、
再
び
あ
の
よ
う
な
罪
を
繰
り
返
す
こ
と
が
な
い
よ
う
に

つ
と
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
果
た
し
て
戦
後
の
教
会
は
戦
争
責
任
を
共
同
の
痛
み
と
し
て
負
い
、
戦
中

の
教
会
の
問
題
と
充
分
取
り
組
ん
で
き
た
で
し
よ
う
か
。
ま
た
い
ま
、
そ
の
こ
と
が
厳
し
く
問
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。



キ
リ
ス
ト
教
会
の
靖
国
神
社
問
題
へ
の
具
体
的
な
取
り
組
み
は
、　
一
九
六
〇
年
代
後
半
、
靖
国
神
社
国

営
化
に
反
対
す
る
運
動
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
そ
の
前
に
、
靖
国
問
題
と

一
連
の
も
の
と
し
て
出
て
き
た

紀
元
節
復
活
に
反
対
す
る
取
り
組
み
も
あ
り
ま
し
た
。
各
教
派
に
も
靖
国
神
社
問
題
に
取
り
組
む
委
員
会

が
設
け
ら
れ
、
政
教
分
離

。
信
教
の
自
由
を
守
る
戦
い
と
し
て
取
り
組
ま
れ
て
き
ま
し
た
。
署
名
活
動
、

国
会
議
員
へ
の
説
得
、
諸
教
会

・
団
体
と
の
共
闘
な
ど
の
取
り
組
み
の
中
か
ら
、
こ
の
戦
い
に
関
わ
る
キ
リ
ス
ト
教
会

の
神
学
的
な
立
場
が
問
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
た
だ
単
に
政
治
問
題
へ
の
関
心
と
し
て
取
り
組
む
だ
け
で
な
く
、
信
仰
告

自
の
戦
い
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
の
主
権
に
仕
え
る
者
の
戦
い
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
ま
た
関
心
の
強
い
個
人
の
取
り

組
み
で
な
く
、
こ
れ
を
全
教
会
的
な
取
り
組
み
と
す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

一
九
七
〇
年
後
半
に
な
り
、
靖
国
神
社
問
題
が
国
会
を
中
心
と
し
た
法
案
反
対
運
動
か
ら
も

っ
と
幅
広
い
運
動
と
し

て
取
り
組
ま
れ
て
き
ま
し
た

（
一
九
七
四
年
六
月
靖
国
神
社
法
案
廃
案
以
降
国
会
に
提
出
さ
れ
て
い
な
い
）。
町
の
ヤ
ス
ク
ニ

と
い
う
表
現
で
、
日
常
性
の
中
に
あ
る
靖
国
問
題
、
思
想

。
信
教
の
自
由
の
問
題
と
取
り
組
む
こ
と
が
大
切
に
さ
れ
た

の
で
す
。
そ
こ
で
教
会
は
あ
ら
た
め
て
従
来
の
教
会
の
歩
み
と
そ
の
体
質
を
問
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で
し
た
。
い
ま
、

靖
国
神
社
国
営
化
に
反
対
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
あ
の
戦
時
下
に
お
い
て
教
会
は
何
を
し
て
き
た
の
か
、
あ
ら
た
め
て

キ
リ
ス
ト
教
会
の
歴
史
と
そ
の
体
質
が
問
わ
れ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
は
、
元
号
法

（
一
九
七
九
年
成
立
）
ヽ
の
取
り
組
み
の
中
で
、
あ
ら
た
め
て

「天
皇
制
」
問
題
が
出
て
き
ま
し

た
。
明
治
以
来
教
会
は
こ
の
問
題
と
い
か
に
取
り
組
ん
で
き
た
の
か
、
否
い
か
に
取
り
組
ん
で
こ
な
か
っ
た
の
か
が
問

題
と
な

っ
て
き
た
の
で
す
。
そ
し
て
い
ま
、
新
天
皇
が
即
位
し
よ
う
と
す
る
な
か
で
、
教
会
は
い
か
な
る
信
仰
を
告
自

靖
国
問
題
年
表
参
照

（
一　
し
、
主
を
信
じ
、
主
に
仕
え
る
も
の
と
し
て
い
か
に
そ
の
証
し
の
つ
と
め
を
果
た
す
か
が
問
わ
れ
て
い
ま
す
。
わ
た
し

一
頁
）　
　
　
　
　
　
　
た
ち
は
歴
史
の
支
配
者
な
る
主
に
向
か
っ
て
告
白
的
な
信
仰
に
生
き
る
教
会
で
す
。
こ
の
時
、
こ
の
国
に
あ
っ
て
、
キ

リ
ス
ト
告
白
を
お
び
や
か
す
様
々
の
勢
力
の
う
ご
き
を
黙
っ
て
見
過
ご
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。



朧

一
世

一
元
の
原
則
が
確
立

し
た
の
は

「明
治
」
以
降
の

こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

万
物
は
、
天
に
あ
る
も
の
も
地
に
あ
る
も
の
も
、
位
も
主
権
も
、
支
配
も
権
威
も
、
み
な
御
子
に
あ

っ

て
造
ら
れ
、
御
子
に
よ
っ
て
造
ら
れ
、
御
子
の
た
め
に
造
ら
れ
ま
し
た
曾

ロ
サ
イ
一
章
エ
ハ
節
）。
わ
た
し

た
ち
は
、
こ
の
世
に
あ
っ
て
遣
わ
さ
れ
た
場
で
キ
リ
ス
ト
の
主
権
に
仕
え
て
生
き
て
い
ま
す
。
い
か
な
る

権
力
が
そ
の
位
置
を
犯
そ
う
と
し
て
も
、
決
し
て
譲
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

国
家
権
力
に
よ
っ
て
偶
像
礼
拝
が
奨

・励
さ
れ
た
り
、
「天
皇
」や
、国
家
や
、民
族
や
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
被
造
物
を
神
格
化

し
た
り
す
る
風
潮
が
広
が
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

ま
た
、
人
は
神
の
か
た
ち
に
創
造
さ
れ
、
神
を
目
指
し
て
生
き
る
自
由
を
与
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
人
間

に
価
値
の
優
劣
が
あ
る
よ
う
に
扱
っ
た
り
、
主
体
的
に
生
き
よ
う
と
す
る
人
間
の
自
由
の
権
利
を
侵
す
よ
う
な
あ
り
か

た
を
放
っ
て
お
く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

と
く
に
国
民
の
信
仰
・思
想
の
自
由
を
侵
害
し
て
元
号
の
法
制
化
を
図
り
、
「
日
の
九
・
君
が
代
」
を
公
教
育
機
関
で
強

制
し
、
「
象

徴

天
皇
」を
も
神
格
化
し
よ
う
と
す
る
よ
う
な
動
き
が
目
立
っ
て
き
て
い
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
者
は
信
仰
の

立
場
か
ら
こ
れ
ら
を
黙
認
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

聖
書
の
中
に
、
そ
の
時
代
の
王
の
名
や
政
治
支
配
者
の
名
に
よ
っ
て
、年
数
が
数
え
ら
れ
た
箇
所
が
幾
度

も
出
て
き
ま
す

（エ
レ
ヽヽヽ
ヤ
一
章
二
節
、
ル
空
二
章
一
節
等
）。
何
を
基
準
に
時
を
刻
む
か
と
い
う
こ
と
は
、

そ
の
人
が
だ
れ
に
服
従
し
て
い
る
か
、
何
に
基
づ
い
で
生
活
し
て
い
る
か
と
い
う
問
題
と
深
く
関
わ
っ
て

い
ま
し
た
。

わ
が
国
に
お
い
て
も
、
年
を
数
え
る
基
準
を
、
中
国
か
ら
伝
え
ら
れ
た
国
家
元
首
の
名
に
よ
っ
て
す
る
方
法
が
古
く

か
ら
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
神
話
に
登
場
す
る
日
本
の
紀
元
か
ら
年
を
数
え
る
皇
紀

・
・
・
年
と
い
う
言
い
方

が
用
い
ら
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

「明
治

。
大
正

。
昭
和

。
平
成
」
と
い
う
年
の
数
え
方
は
、
天
皇
の
即
位
か
ら
始
め
て
時
を
数
え
、
自
分
の
歩
み
を

天
皇
の
存
在
に
結
び
つ
け
て
表
現
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
意
識
す
る
し
な
い
に
関
わ
ら
ず
、
天
皇
に
よ
る
時
間
的
支

配
を
日
常
的
に
受
け
入
れ
、
さ
ら
に
は
時
間
の
み
な
ら
ず
、
わ
た
し
た
ち
の
全
生
活
、
全
領
域
を
天
皇
が
支
配
す
る
こ

と
を
表
す
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

時
間
を
計
る
単
位
と
し
て
の
年
号
は
、
世
界
共
通
で
な
い
と
不
便
な
の
で
、
合
理
的
理
由
か
ち
世
界
で
も
最
も
広
く

普
及
し
て
い
る
キ
リ
ス
ト
暦

（西
暦
）
を
基
準
と
す
べ
き
だ
と
考
え
る
人
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
主
イ
エ
ス
。キ
リ
ス

ト
の
支
配
と
主
権
を
信
じ
る
わ
た
し
た
ち
キ
リ
ス
ト
者
は
、
主
の
降
誕
を
基
準
と
理
解
す
る
暦
を
、
わ
た
し
た
ち
の
信

仰
を
告
白
す
る
意
味
で
意
識
的
に
用
い
、
決
し
て
他
の
基
準
に
よ
っ
て
自
分
の
時
を
刻
む
こ
と
は
い
た
し
ま
せ
ん
。



響

明
治
時
代
、
西
欧
先
進
国
の
国
旗
を
ま
ね
て
作
ら
れ
た

「日
の
九
」
は
、
日
清

。
日
露
の
戦
争
の
時
、

旗
行
列
の
か
た
ち
で
軍
国
主
義
の
気
風
を
盛
り
上
げ
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
日
中
。

大
平
洋
戦
争
の
時
代
に
な
っ
て
、
侵
略
地
に

「日
の
丸
」
を
立
て
て
、
天
皇
の
名
に
よ
る
支
配
を
拡
大
し

て
い
き
ま
し
た
。
侵
略
さ
れ
た
被
害
者
ア
ジ
ア
の
人
々
か
ら
見
れ
ば
、
「日
の
九
」
の
赤
色
は

「天
皇
の
軍

隊
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
た
親
し
い
者
た
ち
の
血
」
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
も
の
に
他
な
り
ま
せ
ん
。

沖
縄
で
国
民
体
育
大
会
が
開
催
さ
れ
た
時

貧
九
八
七
年
）、
戦
争
末
期
「本
土
」
の
防
波
堤
と
な

っ
た
沖
縄
戦
の
悲
劇

を
経
験
し
た
人
々
の
気
持
を
逆
な
で
す
る
よ
う
に
、
激
戦
地
読
谷
村
に
強
制
的
に
「日
の
九
」
が
掲
げ
ら
れ
た
の
で
す
。

そ
れ
を
見
た
地
元
の
男
性
が

「日
の
九
」
を
引
き
降
ろ
し
、
焼
き
捨
て
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
裁
判
が
行
わ

れ
て
い
ま
す
。
韓
国
で
は
、
日
本
が
全
面
降
伏
し
た
敗
戦
記
念
日
八
月

一
五
日
を

「光
復
節
」
と
呼
ん
で
、
そ
の
日
に

は
い
ま
で
も

「
日
の
九
」
を
焼
く
こ
と
が
毎
年
行
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。
わ
た
し
た
ち
は
こ
れ
ら
の
人
々
の
、
い
ま
な

お
続
く
悲
し
み
と
痛
み
を
覚
え
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
す
。

他
の
国
々
で
国
旗
を
用
い
る
の
と
同
様
に
、
日
本
で
も
国
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
旗
が
あ
っ
て
も
よ
い
、
と

「日
の

九
」
問
題
を
論
ず
る
人
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
日
の
丸
を
国
旗
と
定
め
た
こ
と
は
戦
前
戦
後
を
通
じ
て
ま
だ

一
度
も

あ
り
ま
せ
ん
。
天
皇
を
賛
美
し
、
他
国
を
侵
略
す
る
旗

印
と
し
て
「日
の
丸
」
が
用
い
ら
れ
て
き
た
歴
史
を
考
え
る
と
、

安
易
に
い
ま
こ
の
旗
を
わ
が
国
の
シ
ン
ボ
ル
と
じ
て
用
い
て
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
で
「日
の
九
」

が
掲
げ
ら
れ
て
も
、
こ
れ
に
敬
意
を
表
し
た
り
拝
礼
を
し
た
り
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
り
ま
す
。

い
か
な
る
歌
を
歌
う
か
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
人
の
物
の
考
え
方
や
生
き
方
と
関
わ
っ
て
い
ま
す
。例
え

ば
、
わ
た
し
た
ち
キ
リ
ス
ト
者
は
、
わ
た
し
た
ち
の
信
仰
に
基
づ
い
て
讃
美
歌
を
歌

っ
て
、
神
を
ほ
め
た

た
え
る
の
で
す
。

「君
が
代
」
を
歌
う
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
歌
詞
に
同
意
し
、
そ
の
内
容
を
告
自
し
て
い
る
こ
と
を
意

味
し
ま
す
。
「君
が
代
は
、
千
代
に
八
千
代
に
、
さ
ざ
れ
石
の
巌
と
な
り
て
、
苔苔
の
む
す
ま
で
」。
こ
の
「君
が
代
」
の
歌

詞
は
、
戦
前
の
国
定
教
科
書
で
は

「わ
が
天
皇
陛
下
の
お
治治
め
に
な
る
こ
の
御
代
が
、
千
年
も
万
年
も
、
い
や
い
つ
い

つ
ま
で
も
い
つ
ま
で
も
続
い
て
お
栄
え
に
な
る
よ
う
に
」
と
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
「君
」
を
天
皇
と
結
び
つ
け
な
い
無

理
な
解
釈
も
あ
り
ま
す
が
、
「君
が
代
」
が
天
皇
賛
美
の
歌
で
あ
る
こ
と
は
歴
史
が
証
明
し
て
い
ま
す
。

文
部
省
は
新
学
習
指
導
要

領
に
よ
っ
て

「日
の
九
。君
が
代
」
の
義
務
化
を
徹
底
す
る
こ
と
と
し
、
「君
が
代
」
の
歌

詞
の
内
容
説
明
と
し
て
、
「象
徴
で
あ
る
天
皇
陛
下
を
中
心
と
し
て
日
本
国
、
日
本
国
民
が
と
こ
し
え
に
繁
栄
す
る
よ
う

に
と
い
う
願
い
を
込
め
た
歌
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
日
本
人
と
し
て
の
主
体
性
や
愛
国
心
を
強
め
る
こ
と
が
、

道
徳
教
育
の
基
で
あ
る
か
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
か
つ
て

「
日
の
九

・
君
が
代
」
教
育
に
よ
っ
て
愛

国
心
を
た
た
き
込
ま
れ
た
日
本
人
が
、
ア
ジ
ア
諸
国
で
は
い
か
に
非
人
道
的
な
こ
と
を
行
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

昔
、
天
皇
が
神
格
化
さ
れ
て
い
た
と
き
に
、
そ
の
天
皇
を
賛
美
す
る
た
め
に
歌
わ
れ
た
歌
を
、
い
ま
わ
た
し
た
ち
は

歌
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
平
和
主
義

。
国
民
主
権
に
基
づ
い
た
憲
法
の
制
定
の
と
き
に
、
こ
の
歌
に
つ
い
て
も
考
え

直
す
べ
き
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
「君
が
代
」
は
い
ま
の
憲
法
に
定
め
ら
れ
た
国
民
主
権
に
反
す
る
ば
か
り

で
な
く
、
わ
た
し
た
ち
の
信
じ
告
自
す
る
信
仰
の
内
容
と
も
相
反
す
る
も
の
で
す
。



覇

明
治
時
代
に
、
そ
れ
以
前
の
身
分
制
度

「士

・
農

。
工

。
商
…
…
」
を
廃
止
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
ま
で

特
別
差
別
さ
れ
て
き
た
人
々
に
対
し
て
は
、
「新
平
民
」
と
呼
ん
で
同
等
の
扱
い
を
し
よ
う
と
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
こ
の

「新
平
民
」
が
新
し
い
差
別
の
も
と
と
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
一
方
で
は
皇
族

・
華
族

・

爵
位
な
ど
の
公
的
な
新
し
い
特
権
の
差
別
体
制
が
行
わ
れ
た
の
で
す
。

戦
後
に
な

っ
て
、
憲
法
は
国
民
主
権

貧

条
）
と
と
も
に
、
基
本
的
人
権
を
強
調
し
盆

四
条
）
を
定
め
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
「華
族
そ
の
他
の
貴
族
制
度
は
、
こ
れ
を
認
め
な
い
」
貧
四
条
二
項
）と
定
め
つ
つ
、
皇
位
継
承
の
た
め

の

「皇
族
」
を
残
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
国
民
主
権
を
定
め
、
法
の
下
で
の
平
等
を
定
め
た
現
憲
法
に
お
い
て
大
き
な
問

題
点
と
な

っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
皇
位
継
承
に
関
し
て
も
、
「皇
位
は
、
皇
統
に
属
す
る
男
系
の
男
子
が
、
こ
れ
を
継
承
す
る
」
（皇
室
典
範

一
条
）

と
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
性
差
別
に
外
な
り
ま
せ
ん

（古
く
は
女
帝
が
立
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
）。
ま
た
、

天
皇
が
地
方
旅
行
を
す
る
場
合
、
精
神
障
害
者
が
外
出
を
禁
じ
ら
れ
た
り
、
天
皇
が
身
体
障
害
者
施
設
を
訪
問
す
る
と

き
、
重
度
の
障
害
者
は
天
皇
の
目
に
触
れ
な
い
よ
う
に
す
る
な
ど
、
障
害
者
の
人
権
を
侵
害
す
る
よ
う
な
出
来
事
が
次
々

に
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
天
皇
の
名
に
よ
っ
て
叙
勲
な
ど
が
行
わ
れ
、
人
の
仕
事
の
価
値
を
評
価
す
る
職
業
差
別

が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

キ
リ
ス
ト
者
が
、
そ
の
信
仰
の
立
場
か
ら
、
「日
の
丸
」
を
掲
げ
る
こ
と
を
た
め
ら
い
、
「君
が
代
」
を
歌
う
こ
と
に
も

た
め
ら
い
を
覚
え
る
と
き
に
、
す
ぐ
に

「非
国
民
」
呼
ば
わ
り
し
て
排
除
し
よ
う
と
す
る
差
別
傾
向
が
す
で
に
現
れ
て

き
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
天
皇
制
の
問
題
を
、
神
格
化

・
偶
像
化
の
問
題
と
し
て
だ
け
で
な
く
、

人
権
の
問
題
と
し
て
も
考
え
な
い
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。

ツ
Ｆ
脚
終
】
日
本
で
は
歴
史
が
違
い
、
大
多
数
の
国
民
の
意
識
が
違
い
ま
す
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
か
つ
て
、

「王
権
神
授
説
」
を
と
っ
た
と
き
に
も
、
王
の
上
に
天
の
真
の
神
が
い
ま
す
こ
と
が
前
提
と
な

っ
て
い
ま

し
た
。
ま
た
、
「王
権
神
授
説
」
を
否
定
し
、
王
を
そ
の
王
座
か
ら
引
き
降
ろ
し
、
追
放
・処
刑
し
た
革
命

の
歴
史
さ
え
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
わ
た
し
た
ち
の
国
に
お
い
て
は

「天
皇
」
と
い
う
言
葉
自
体
が
、
王
以
上
の
神
格
性
を
持

っ
た
存
在
で
あ

る
こ
と
を
あ
ら
わ
す
名
称
で
す
。
し
か
も
、
大
多
数
の
国
民
が
天
皇
を
神
格
化
し
て
あ
り
が
た
が
る
傾
向
を
強
く
持
っ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
天
皇
即
位
を
め
ぐ
る
儀
式
行
事
の
多
く
は
、
人
間
を
神
々
と
の
交
わ
り
に
よ
っ
て
神
格
化
す
る
と

い
う
こ
と
を
そ
の
本
質
と
す
る
儀
式
で
す
し
、
さ
ら
に
は
、
そ
の
こ
と
に
基
づ
い
て
天
皇
が
あ
ら
ゆ
る
面
に
お
い
て
、

日
本
の
支
配
者
で
あ
る
こ
と
を
繰
り
返
し
示
す
行
事
が
昔
な
が
ら
に
行
わ
れ
る
の
で
す
。
」ヽ
れ
ら
を
あ
わ
せ
考
え
る
と
、

天
皇
神
格
化
の
危
険
性
は
い
ま
も
な
お
決
し
て
な
く
な

っ
て
は
い
な
い
の
で
す
。

わ
た
し
た
ち
は
こ
の
一
年
ほ
ど
の
間
に
、
「昭
和
」
の
天
皇
の
重
体
、
死
去
、
葬
儀
の
中
で
そ
の
こ
と
を
は
っ
き
り
と

見
て
略
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
わ
が
国
の
現
実
を
考
え
た
時
、
わ
た
し
た
ち
日
本
の
キ
リ
ス
ト
者

は
、
イ
ギ
リ
ス
の
女
王
と
同
じ
よ
う
に

「天
皇
」
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

法
の
下
で
の
平
等

貧



軍

昔
か
ら
キ
リ
ス
ト
者
は
だ
れ
も

「天
皇
」
の
こ
と
を
神
さ
ま
と
は
思
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
「天
皇
」

を

一
番
偉
い
と
し
、
あ
り
が
た
い
と
す
る
風
潮
の
中
で
も
変
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
次
世
界
大
戦
に
お
け
る
日
本
の
敗
戦
ま
で
、
日
本
の
キ
リ
ス
ト
者
の
大
部
分

は
、
「天
皇
」
が
神
で
は
な
い
こ
と
を
正
し
く
力
強
く
証
し
す
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
の
で
す
。
あ
る
い
は

意
識
的
に
「天
皇
」
の
こ
と
は
触
れ
な
い
で
き
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
そ
の
時
キ
リ
ス
ト
者
は
、
「天
皇
」

を
す
べ
て
の
も
の
の
上
に
置
こ
う
と
す
る
政
治
状
況
、
時
代
の
風
潮
の
中
で
、
結
果
的
に
は

「天
皇
」
を
神
と
す
る
全

体
状
況
を
認
め
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

す
る
と
、
天
皇
問
題
は
、
単
に
キ
リ
ス
ト
者
が
そ
の
信
仰
に
お
い
て
は

「天
皇
」
を
神
と
は
思
わ
な
い
か
ら
そ
れ
で

よ
い
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
す
ま
な
い
も
の
で
す
。
わ
た
し
た
ち
キ
リ
ス
ト
者
が

「天
皇
」
を
神
と
は
思
っ
て
い

な
く
て
も
、
他
の
人
々
が

「天
皇
」
を
神
格
化
す
る
時
、
「天
皇
」
は
偶
像
化
さ
れ
る
の
で
す
。
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
者
も

そ
の
全
体
状
況
の
中
に
巻
き
込
ま
れ
て
し
ま
う
の
で
す
。

御
言
葉
と
主
イ
エ
ス
。
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
ご
自
身
を
現
わ
す
一
生
け
る
真
の
神
以
外
の
も
の
を
拝
む
者
は
す
べ
て

偶
像
礼
拝
者
で
す
。
天
皇
神
格
化
が
い
ろ
い
ろ
な
か
た
ち
で
わ
た
し
た
ち
の
周
り
に
起
こ
り
つ
つ
あ
る
事
態
に
、
わ
た

し
た
ち
は
も

っ
と
敏
感
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

わ
た
し
た
ち
キ
リ
ス
ト
者
は
、
救
い
主
イ
エ
ス
。キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
罪
の
赦
し
の
恵
み
に
あ
ず
か
り
、

神
の
国
の
民
と
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
約
束
を
待
ち
望
み
つ
つ
、
神
の
国
の
福
音
の
証
し
人
と
し
て
こ
の
世

に
遣
わ
さ
れ
て
い
ま
す
。

わ
た
し
た
ち
が
日
本
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
神
か
ら
遣
わ
さ
れ
た
者
と
し
て
、
こ
の
国
の
中
で
主

の
恵
み
を
証
し
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
わ
が
国
の
い
ろ
い
ろ
な
課
題
の
中
に
あ
っ
て
こ
そ
、
真
の
神
を
証

し
し
、
神
の
恵
み
を
宣
べ
伝
え
、
神
の
国
の
証
し
を
立
て
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

異
教
社
会
の
中
で
、
様
々
な
偶
像
化
の
嵐
の
た
だ
中
で
こ
そ
、
主
イ
エ
ス
。
キ
リ
ス
ト
の
主
権
と
勝
利
を
信
じ
、
そ

れ
を
証
し
し
、
そ
れ
を
待
ち
望
む
こ
と
が
キ
リ
ス
ト
者
の
使
命
で
す
。
わ
た
し
た
ち
の
地
上
の
国
籍
は
、
天
に
あ
る
国

籍
を
思
い
、
そ
れ
に
従
い
、
そ
れ
を
証
し
す
る
場
合
に
だ
け
、
わ
た
し
た
ち
自
身
に
と
っ
て
も
、
ま
た
わ
た
し
た
ち
の

国
に
と
っ
て
も
祝
福
と
な
る
の
で
す
。
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一
体
の
神
は
、
御
子
イ
エ
ス
。
キ
リ

ス
ト
に
あ
っ
て
、
神
の
国
を
実
現
し
、
私
た
ち
を
神
の
民
と
し
て
召
し

出
し
、
福
音
宣
教
の
た
め
全
世
界
に
派
遣
さ
れ
た
。
教
会
は
、
主
イ
エ

ス
ｏ
キ
リ
ス
ト
を
か
し
ら
と
仰
ぎ
、
聖
霊
の
働
き
に
よ
り
神
の
救
い
の

福
音
の
た
め
に
集
め
ら
れ
た
キ
リ
ス
ト
の
か
ら
だ
で
あ
っ
て
、イ
エ
ス
・

キ
リ
ス
ト
の
ほ
か
に
、
よ
っ
て
立
つ
べ
き
岩
を
も
た
な
い
。

し
か
し
、
私
た
ち
の
教
会
は
、
そ
の
歴
史
の
中
で
、
国
家
権
力
の
不

当
な
要
求
に
屈
し
、
天
皇
礼
拝
や
神
社
参
拝
を
し
い
ら
れ
て
も
、
十
分

に
戦
う
こ
と
が
で
き
ず
、
政
府
の
方
針
に
の
っ
と
っ
て
教
会
合
同
を
行

い
、
聖
戦
の
名
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
侵
略
戦
争
の
た
め
、
自
国
を
含
め

て
ア
ジ
ア
の
諸
国
民
と
諸
教
会
の
生
命
と
権
利
と
が
侵
害
さ
れ
て
も
、

真
に
キ
リ
ス
ト
の
証
人
と
し
て
の
役
目
を
果
た
し
え
な
か
っ
た
。
私
た

ち
は
こ
の
こ
と
を
心
か
ら
懺
悔
し
、
そ
の
罪
を
告
白
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
歴
史
を
か
え
り
み
、
悔
改
め
と
反
省
を
な
し
つ
つ
、
こ
こ

に
キ
リ
ス
ト
を
真
実
に
告
白
し
、
御
言
葉
に
よ
っ
て
た
え
ず
改
革
さ
れ

る
教
会
た
ろ
う
と
決
意
し
て
い
る
。

現
在
、
こ
の
国
の
靖
国
神
社
の
国
営
化
、
国
家
神
道
復
活
の
動
き
の

中
で
、
教
会
は
、
真
に
教
会
と
国
家
の
関
係
と
そ
の
正
し
い
在
り
方
を
、

も
う

一
度
問
い
直
す
よ
う
迫
ら
れ
て
い
る
。
教
会
が
ふ
た
た
び
、
国
家

権
力
の
過
ち
の
ゆ
え
に
、
そ
の
主
か
ら
託
さ
れ
た
つ
と
め
を
な
お
ざ
り

に
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
こ
の
新
し
い
事
態
の
中
で
、
私
た
ち
は
聖

書
に
基
づ
い
て
、
こ
の
指
針
を
つ
く
り
、
主
に
対
す
る
、
心
か
ら
な
る

信
仰
の
言
い
表
わ
し
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

１
　
キ
リ
ス
ト
の
主
権

聖
書
に
お
い
て
証
し
さ
れ
、
聖
霊
に
お
い
て
語
り
た
も
う
イ
エ
ス
・

キ
リ
ス
ト
は
、
教
会
が
聞
き
、
信
じ
、
従
い
、
讃
美
す
べ
き
神
の
唯
一

の
御
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
、
教
会
の
か
し
ら
で

あ
る
と
共
に
、
全
世
界
の
主
で
あ
り
た
も
う
。
私
た
ち
は
、
生
き
る
の

も
主
の
た
め
に
生
き
、
死
ぬ
の
も
主
の
た
め
に
死
ぬ
。
生
き
る
に
し
て

も
死
ぬ
に
し
て
も
、
私
た
ち
は
主
の
も
の
で
あ
る
。

主
イ
エ
ス
。
キ
リ
ス
ト
は
、
十
字
架

・
復
活

・
昇
天
に
よ
り
、
す
べ

て
の
支
配
・
権
威

・
権
力

・
権
勢
に
勝
利
し
、
す
べ
て
の
も
の
の
か
し

ら
と
な
ら
れ
た
。
神
は
、
こ
の
キ
リ
ス
ト
を
万
物
の
上
に
か
し
ら
と
し

て
教
会
に
お
与
え
に
な
っ
た
。
こ
の
教
会
は
キ
リ
ス
ト
の
か
ら
だ
で
あ

っ
て
、
す
べ
て
の
も
の
を
、
す
べ
て
の
も
の
の
う
ち
に
満
た
し
て
い
る

か
た
が
、
満
ち
み
ち
て
い
る
と
こ
ろ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
教
会

は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
世
界
の
主
で
あ
る
こ
と
を
告
白
し
、
宣
ベ

伝
え
る
使
命
を
託
さ
れ
て
い
る
ゆ
え
、
公
同
の
教
会
と
し
て
存
在
し
、

時
と
場
所
を
こ
え
、
全
世
界
に
聖
徒
の
交
わ
り
を
も
っ
て
い
る
。

一御
言
葉
に
お
い
て
、
世
界
を
創
造
し
た
も
う
た
神
は
、
摂
理
に
よ
っ

て
こ
の
世
界
を
保
ち
、キ
Ｌ
ス
ト
の
福
音
に
よ
っ
て
罪
の
世
に
勝
利
し
、

聖
霊
に
よ
り
教
会
を
起
こ
し
、
聖
化
の
業
を
行
い
、
神
の
国
を
成
就
じ

た
も
す
。
教
会
は
、
そ
の
こ
と
の
証
人
で
あ
る
。

福
音
を
教
会
に
託
し
た
も
う
神
は
、
こ
の
世
界
が
人
間
の
罪
と
堕
落

ゆ
え
に
、
混
乱
に
お
ち
い
ら
な
い
た
め
、
さ
ら
に
世
界
が
、
神
の
正
義

教
会
は
、
そ
の
真
の
主
に
い
ま
す
キ
リ
ス
ト
に
し
た
が
っ
て
行
動
す
る

こ
と
を
ゆ
る
さ
れ
、
ま
た
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
時
、
私
た
ち
は
、

「人
間
に
従
う
よ
り
は
、
神
に
従
う
べ
き
で
あ
る
」。

＝
　
教
　
　
会

教
会
は
、
キ
リ
ス
ト
の
か
ら
だ
と
し
て
、
神
の
国
の
鍵
を
与
え
ら
れ
、

イ
エ
ス
。
キ
リ
ス
ト
に
注
が
れ
た
聖
霊
の
油
に
あ
ず
か
り
、
キ
リ
ス
ト

の
満
た
し
た
も
う
預
言
者

・
祭
司
・
王
と
し
て
の
つ
と
め
を
果
た
す
た

め
、
世
に
た
て
ら
れ
て
い
る
。

教
会
は
、
預
言
者
と
し
て
の
つ
と
め
を
果
た
す
た
め
に
、
福
音
宣
教

に
よ
っ
て
、
イ
エ
ス
。
キ
リ
ス
ト
の
御
業
と
く
に
十
字
架
と
復
活
に
よ

る
、
全
人
類
に
対
す
る
神
の
救
い
の
御
業
を
告
げ
ひ
ろ
め
る
。
そ
の
た

め
、
私
た
ち
は
主
イ
エ
ス
の
復
活
の
日
、
週
の
初
め
の
日
に
、
説
教
と

聖
礼
典
を
中
心
と
す
る
礼
拝
を
行
う
。
こ
れ
は
、
何
も
の
に
よ
っ
て
も

奪
わ
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
教
会
は
、
そ
の
宣
教
を
通

し
、
ま
た
必
要
な
時
に
は
、
宣
言
。
勧
告
に
よ
っ
て
、
こ
の
世
の
秩
序

の
責
任
者
に
対
し
、
神
の
御
旨
に
そ
う
よ
う
、
そ
の
使
命
を
思
い
お
こ

さ
せ
る
。

教
会
は
、
察
司
と
し
て
の
つ
と
め
を
果
た
す
た
め
に
、
「神
が
キ
リ
ス

ト
に
よ
り
、
世
を
御
自
分
と
和
解
さ
せ
、
そ
の
罪
過
を
こ
れ
に
負
わ
せ

る
こ
と
を
し
な
い
で
、
私
た
ち
に
和
解
の
務
を
ゆ
だ
ね
ら
れ
た
」
こ
と

を
信
じ
、
キ
リ
ス
ト
が
、
世
の
た
め
に
祈
り
、
こ
れ
を
愛
し
、
世
の
人

び
と
に
仕
え
た
よ
う
に
、
自
ら
を
神
に
献
げ
、
世
の
た
め
に
祈
り
、
世

の
人
び
と
を
愛
し
て
、
奉
仕
の
業
を
行
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
キ
リ
ス
ト
者

は
こ
の
世
の
秩
序
が
、
神
の
業
と
し
て
、
「圭
口を
賞
し
、
悪
を
罰
し
」、
人

間
の
福
祉
と
平
和
を
守
る
よ
う
、
祈
り
、
奉
仕
し
、
協
力
す
る
。

教
会
は
、
王
の
つ
と
め
を
果

・た
す
た
め
、
こ
の
世
の
悪
と
戦
い
、
キ

リ
ス
ト
が
十
字
架
に
お
い
て
勝
ち
と
っ
て
下
さ
っ
た
、
そ
の
勝
利
に
あ

■
■
■
＝
甫
■
■
＃
一

之
公
平
と
憐
み
の
も
と
に
正
し
く
保
た
れ
、
人
び
と
が
平
和
で
自
由
な

生
を
い
と
な
む
た
め
に
世
の
秩
序
を
お
定
め
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
神

の
忍
耐
と
寛
容
の
ゆ
た
か
さ
の
ゆ
え
に
、
悔
改
め
を
待
ち
、
キ
リ
ス
ト

に
あ
る
恵
み
の
福
音
へ
と
罪
人
を
招
き
た
も
う
、
救
い
の
御
旨
の
中
に

あ
る
神
の
配
慮
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
世
の
秩
序
は
、
キ
リ
ス
ト
に
お

い
て
あ
ら
わ
さ
れ
た
神
の
義
の
ゆ
え
に
、
求
め
ら
れ
、
ゆ
る
さ
れ
た
地

上
の
秩
序
で
あ
っ
て
、
神
の
国
が
来
る
ま
で
、
法
と
制
度
と
に
よ
っ
て
、

社
会
の
公
正
を
維
持
し
、
貧
し
き
者

・
弱
き
者
の
権
利
を
擁
護
し
、
地

上
に
お
け
る
正
義
と
平
和
を
守
る
た
め
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。

教
会
は
、
こ
の
よ
う
な
神
の
恵
み
の
定
め
を
、
神
へ
の
感
謝
と
お
そ

れ
の
中
で
承
認
し
、
す
べ
て
の
も
の
を
支
え
た
も
う
御
言
葉
の
力
に
信

頼
し
服
従
す
る
。
し
か
し
、
教
会
は
、
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
約
束
の
成
就

を
待
つ
全
被
造
物
と
共
に
、
苦
し
み
、
う
め
き
つ
つ
、
神
の
国
の
到
来

を
待
ち
望
ん
で
い
る
。
そ
の
時
ま
で
地
上
に
完
全
な
秩
序
は
な
い
。
そ

れ
ゆ
え
教
会
は
、
世
の
秩
序
が
、
人
間
の
罪
と
茨
坐
息
の
ゆ
え
に
悪
用
さ

れ
、
神
の
御
旨
に
逆
ら
い
、
自
己
を
絶
対
化
し
、
神
聖
化
す
る
危
険
の

あ
る
こ
と
を
も
知
っ
て
い
る
。

し
か
も
、
教
会
は
、
い
か
な
る
権
威
も
力
も
、
キ
リ
ス
ト
の
主
権
を

究
極
的
に
は
、
お
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
こ
と
を
信
じ
て
お
り
、
栄
光

を
キ
リ
ス
ト
に
帰
し
つ
つ
、キ
リ
ス
ト
よ
り
託
さ
れ
た
つ
と
め
を
行
う
。

教
会
は
、
こ
の
つ
と
め
を
行
う
た
め
、
御
言
葉
に
も
と
づ
き
、
自
ら
定

め
た
法
堡
庁
を
も
ち
、
そ
の
法
に
し
た
が
っ
て
選
ば
れ
た
役
職
に
よ
っ

て
運
営
さ
れ
る
。
こ
の
世
の
法
は
、
こ
の
キ
リ
ス
ト
の
主
権
の
も
と
に

あ
る
教
会
の
法
に
干
渉
し
、
そ
の
自
主
性
を
お
か
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

ま
た
こ
の
世
の
法
は
、
私
た
ち
の
良
心
の
課
題
、
信
仰
の
内
容
に
つ
い

て
、
制
限
や
束
縛
や
指
示
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
点
に
つ

い
て
、
世
の
秩
序
は
、
「神
の
も
の
は
、
神
に
返
し
な
さ
い
」
と
の
御
言

葉
に
従
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。キ
リ
ス
ト
の
主
権
が
お
か
さ
れ
る
時
、
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ず
か
り
、
主
の
勝
利
を
証
し
し
て
ゆ
く
。
キ
リ
ス
ト
は
、
終
末
の
時
に

は
、
「も
ろ
も
ろ
の
君
た
ち
、
権
威
、
権
力
を
打
ち
滅
ぼ
し
、
国
を
父
な

る
神
に
渡
さ
れ
る
」。
そ
れ
ゆ
え
教
会
は
、
こ
の
世
の
秩
序
が
神
の
委
託

に
反
し
、
御
言
葉
を
お
か
し
た
時
、
御
言
葉
に
ふ
さ
わ
し
い
仕
方
で
戦

い
、
抵
抗
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
の
勝
利
の
証
し
を
た
て
、

永
遠
の
御
国
の
到
来
を
待
ち
望
む
の
で
あ
る
。

Ⅲ
　
国
　
　
家

国
家
は
、
地
上
に
た
て
ら
れ
た
秩
序
の
一
つ
で
あ
っ
て
、
そ
の
使
命

は
、
教
会
と
は
異
な
る
。
こ
の
地
上
に
あ
っ
て
、
人
間
の
罪
と
堕
落
の

ゆ
え
に
、
混
乱
と
無
秩
序
が
生
じ
な
い
た
め
に
、
人
間
の
理
性
と
能
力

の
量
り
に
し
た
が
っ
て
、
地
上
の
法
的
秩
序
を
も
ち
、
立
法

・
行
政
。

司
法
に
よ
っ
て
、
人
間
の
幸
福
と
平
和
を
保
ち
、
基
本
的
人
権
を
擁
護

し
、
社
会
正
義
を
守
る
た
め
に
存
在
す
る
。

教
会
は
、
こ
の
神
の
配
剤
の
恵
み
に
感
謝
す
る
と
共
に
、
キ
リ
ス
ト

の
勝
利
の
ゆ
え
に
、
国
家
も
、
そ
の
権
能
も
キ
リ
ス
ト
の
御
支
配
の
も

と
に
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
神
は
万
物
を
キ
リ
ス
ト
の

足
の
下
に
従
わ
せ
、
キ
リ
ス
ト
を
万
物
の
上
に
か
し
ら
と
し
て
、
教
会

に
お
与
え
に
な
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
者
は
、
主
へ
の
信
仰
に
基
づ
き
、
国

家
の
法
秩
序
に
対
し
て
、
信
仰
か
ら
く
る
良
心
に
し
た
が
っ
て
、
そ
の

義
務
を
果
た
す
。
そ
れ
と
共
に
国
家
は
、
主
の
委
託
に
反
し
、
自
己
を

絶
対
化
し
、
す
べ
て
の
権
力
を
自
ら
の
う
ち
に
お
さ
め
て
、
人
間
の
良

心
・
信
仰
・
思
想
に
ま
で
介
入
し
て
、
聖
書
が
示
し
て
い
る

「獣
の
国

家
」
に
な
っ
て
は
な
ら
な
い
。

Ⅳ
　
現
代
の
課
題

こ
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
の
主
権
の
も
と
に
あ
る
教
会
と
国
家
の
関
係

お
よ
び
そ
の
在
り
方
か
ら
見
て
、
現
在
の
日
本
の
国
の
危
機
的
状
況
の

中
で
、
私
た
ち
は
、
特
に
次
の
四
つ
の
課
題
を
、
キ
リ
ス
ト
の
福
音
か

ら
く
る
神
の
戒
め
に
照
し
て
、
緊
急
に
表
明
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

①
　
偶
像
礼
拝

私
た
ち
は
、
イ
エ
ス
。
キ
リ
ス
ト
と
御
言
葉
に
お
い
て
御
自
身

を
啓
示
さ
れ
た
三
位

一
体
の
神
に
の
み
仕
え
、
こ
れ
以
外
の
も
の

を
礼
拝
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
御
言
葉
に
よ
っ
て
示
さ
れ

た
礼
拝
の
仕
方
以
外
の
も
の
を
受
け
い
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

私
た
ち
は
、
天
皇
。英
雄
。指
導
者
な
ど
い
か
な
る
人
間
を
も
、

国
家
や
民
族
を
も
、
神
格
化
し
た
り
、
神
の
ご
と
き
も
の
と
し
て

敬
っ
た
り
、
拝
礼
し
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
す
べ
て

の
物
体
・
象
徴
物

・
死
者
を
あ
た
か
も
生
け
る
も
の
の
ご
と
く
拝

礼
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
神
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
行
う
者

も
、
ま
た
行
わ
せ
る
者
も
、
厳
し
く
罰
せ
ず
に
は
お
か
な
い
で
あ

ス
マ
つ
。

②
　
自

　

由

人
間
は
キ
リ
ス
ト
に
あ
っ
て
造
ら
れ
、
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
造

ら
れ
、
キ
リ
ス
ト
を
目
ざ
し
て
造
ら
れ
た
者
と
し
て
、　
つ
ね
に
自

由
な
人
格
で
あ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
は
自
由
を
得
さ
せ
る
た
め
に
、

私
た
ち
を
解
放
し
て
下
さ
っ
た
。
私
た
ち
は
、
こ
の
自
由
に
よ
っ

て
神
を
讃
美
し
、
礼
拝
し
、
イ
エ
ス
・キ
リ
ス
ト
を
信
じ
告
自
し
、

福
音
を
宣
べ
伝
え
る
こ
と
を
ゆ
る
さ
れ
て
い
る
。
聖
霊
の
ほ
か
に
、

い
か
な
る
も
の
も
、
私
た
ち
に
キ
リ
ス
ト
を
告
白
さ
せ
る
こ
と
は

、
で
き
な
い
し
、
ま
た
こ
の
世
の
い
か
な
る
権
力
も
力
も
、
私
た
ち

か
ら
キ
リ
ス
ト
告
白
を
取
り
去
る
こ
と
も
、
ま
た
こ
れ
を
入
び
と

に
強
制
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

こ
の
キ
リ
ス
ト
に
あ
る
自
由
は
、
い
っ
さ
い
の
人
間
の
自
由
と

基
本
権
の
源
泉
で
あ
る
か
ら
、
国
家
と
そ
の
法
は
、
信
教
・思
想
・

良
心
・
礼
拝

・
伝
道

。
報
道

・
学
問

・
表
現
・
集
会

・
結
社
等
の

自
由
を
保
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③
　
教
　
　
育

人
間
は
、
神
の
か
た
ち
に
造
ら
れ
、
そ
の
か
た
ち
は
、
キ
リ
ス

ト
の
中
に
こ
そ
完
全
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
ゆ
え
に
、
キ
リ
ス
ト

に
従
い
、
キ
リ
ス
ト
の
か
た
ち
が
、
私
た
ち
の
中
に
形
成
さ
れ
て

ゆ
く
こ
と
こ
そ
、
教
育
の
真
の
目
的
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
真
実

に
行
わ
れ
る
の
は
、
た
だ
神
の
御
霊
の
働
き
に
よ
る
。
し
か
し
神

は
、
こ
の
教
育
が
な
さ
れ
る
た
め
、
御
自
身
の
父
子
関
係
の
反
映

と
し
て
、
地
上
に
親
子
関
係
を
定
め
、
導
く
者
と
導
か
れ
る
者
の

関
わ
り
の
中
で
、
人
間
に
よ
る
教
育
と
形
成
が
な
さ
れ
、
御
言
葉

に
よ
る
認
識
と
応
答
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
さ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、

両
親
お
よ
び
そ
れ
に
代
る
者
た
ち
は
、神
か
ら
子
供
を
託
さ
れ
、
子

供
た
ち
が
、神
と
キ
リ
ス
ト
の
御
名
を
あ
が
め
、
キ
リ
ス
ト
に
従
う

者
と
な
る
よ
う
、教
育
の
つ
と
め
の
た
め
に
召
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

私
た
ち
は
、
神
の
御
言
葉
を
伝
達
す
る
信
仰
の
教
育
と
、
神
の

造
り
た
も
う
た
世
界
の
諸
真
理
を
教
え
る
一
般
的
教
育
の
あ
る
こ

と
を
承
認
す
る
。
信
仰
の
教
育
は
、
両
親
と
教
会
に
託
さ
れ
て
お

，
、　
一
般
的
教
育
は
、
両
親
と
両
親
の
委
託
を
受
け
た
教
師
た
ち

に
託
さ
れ
て
い
る
。
教
師
と
学
校
は
、
そ
の
一
般
的
教
育
の
中
で
、

真
理
を
尊
ぶ
と
共
に
、
他
方
、　
一
つ
の
価
値
観
を
意
図
的
に
子
供

に
押
し
つ
け
て
は
な
ら
な
い
。
学
問

。
学
習
は
、
あ
く
ま
で
も
真

理
を
追
求
し
て
ゆ
く
中
で
、
あ
ら
ゆ
る
価
値
の
中
か
ら
、
自
由
に

選
び
う
る
条
件
の
も
と
で
研
究
が
進
め
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

，
　
国
家
で
あ
れ
、
い
か
な
る
組
織

・
制
度

一
勢
力
で
あ
れ
、
真
理
を

ふ
み
に
し
り
、
抑
圧
し
、
ま
た
差
別
や
偏
見
を
助
長
し
て
、
神
か

ら
託
さ
れ
て
い
る
教
育
の
つ
と
め
を
お
か
し
て
は
な
ら
な
い
。

０
　
平
　
　
和

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
、
十
字
架
に
よ
っ
て
神
と
人
と
の
和
解

の
業
を
な
し
と
げ
、
平
和
の
主
と
し
て
、
私
た
ち
の
う
ち
に
あ
る

敵
意
と
い
う
へ
だ
て
の
中
垣
を
こ
わ
し
、
御
自
身
の
か
ら
だ
に
よ

っ
て
、
二
つ
の
も
の
を

一
つ
に
し
、
平
和
を
告
げ
た
も
う
た
。
私

た
ち
は
、
こ
の
イ
エ
ス
。
キ
リ
ス
ト
に
あ
る
和
解
に
基
づ
い
た
平

和
以
外
に
、真
に
神
の
喜
ぴ
た
も
う
平
和
は
な
い
と
信
じ
て
い
る
。

そ
し
て
平
和
を
き
た
ら
せ
る
者
は
、
こ
の
主
キ
リ
ス
ト
に
な
ら
う

者
と
し
て
、
神
の
子
ら
と
呼
ば
れ
る
。

キ
リ
ス
ト
者
は
神
の
子
ら
と
し
て
平
和
の
主
の
御
心
に
そ
う
よ

う
、
平
和
を
愛
し
、
戦
争
の
悲
惨
を
叫
び
、
武
力
に
よ
る
紛
争
を

さ
け
、
世
界
が
軍
備
を
縮
小
し
て
ゆ
く
よ
う
祈
り
、
か
つ
訴
え
る
。

と
く
に
核
兵
器
を
は
じ
め
、
大
量
殺
数
兵
器
は
、
平
和
に
役
立
た

ず
、
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
神
の
平
和
に
対
す
る
反
逆
と
考
え
、
そ

の
廃
棄
を
訴
え
る
。

日
本
基
督
教
会
大
会
は
、
現
代
の
状
況
の
中
で
、
教
会
と
国
家

と
の
関
係
に
つ
い
て
主
の
御
言
葉
に
基
づ
き
、
こ
こ
に
表
明
さ
れ

た
こ
と
を
、
全
教
会
員
が
、
そ
の
か
し
ら
な
る
主
キ
リ
ス
ト
に
従

っ
て
決
断
し
、
実
践
し
て
ゆ
く
こ
と
を
願
う
。

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
主
権
は
、
現
在
の
悪
と
悲
惨
の
た
だ
中

で
は
、
信
仰
と
愛
と
希
望
の
中
で
、
見
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
今

そ
の
見
る
と
こ
ろ
が
、
お
ぼ
ろ
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
キ
リ
ス
ト

は
信
仰
の
告
白
と
証
し
の
あ
る
と
こ
ろ
、　
つ
ね
に
共
に
い
ま
し
、

や
が
て
栄
光
と
勝
利
の
う
ち
に
来
つ
た
も
う
。
そ
の
日
に
は
、
聖

書
に
記
さ
れ
た
ご
と
く
、
キ
リ
ス
ト
の
主
権
と
支
配
は
、
す
べ
て

の
も
の
に
明
ら
か
に
な
り
、
す
べ
て
の
も
の
が
主
の
御
前
に
膝
を

屈
め
、
「イ
エ
ス
・キ
リ
ス
ト
は
主
で
あ
る
」
と
告
自
し
て
、
栄
光

を
父
な
る
神
に
帰
す
る
で
あ
ろ
う
。　
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