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権

と

仏
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―

靖
国
神
社
公
式
参
拝
違
憲
訟
訴
を
終
え
て
―

毛

利

悠

1

は
じ

め

に

一
九
八
五
年
八
月

一
五
日
に
当
時
の
中
曽
根
康
弘
首
相
が
靖
国
神
社

に
公
式
参
拝
し
た
の
に
対
し
て
、
国
や
中
曽
根
康
弘
を
被
告
と
し
て
播

春磨

(
一
一
月
二
八
日
)
と
大
阪

(
一
二
月
六
日
)
と
九
州

(八
六
年
八
月

一
一

日
)
か
ら
憲
法
二
〇
条
、
八
九
条
の

「信
教
の
自
由
、
政
教
分
離
」
違

反
で
あ
る
と
民
事
訴
訟
を
起
こ
し
ま
し
た
。
仏
教
徒
が
直
接
関
係
し
た

の
は
播
磨
と
九
州
で
し
た
が
、
三
箇
所
と
も
仏
教
徒
と
く
に
浄
土
真
宗

の
僧
侶
、
門
徒
が
支
援
の
中
心
で
し
た
。
首
相
に
よ
る
靖
国
神
社
公
式

参
拝
は
、
憲
法
二
〇
条
三
項
に
い
う
宗
教
行
為
で
あ
り
、
公
用
車
を
使

用
し
公
費
か
ら

「
供
花
料
」
を
支
払

っ
た
の
は
憲
法
八
九
条
の
政
教
分

離
規
定

に
反
し
、
原
告
ら
の
信
教
の
自
由
を
侵
害
し
た
と
い
う
訴
え
で

す
。

2

判

決

播
磨
の
地
裁
判
決
は
、
九
〇
年
三
月
二
九
日

に
あ

り

ま

し
た
。
播

磨
、
大
阪
、
九
州
の
判
決
に
共
通
し
て
い
る
と

こ
ろ

の
第

一
は
、
「宗

教
上
の
強
制
が
な
い
」
と

い
う
見
解
で
す
。
「
原
告
ら
が
本
件
公
式
参

拝
に
よ
り
具
体
的
に
信
教
の
自
由
を
理
由
と
す
る
不
利
益
な
取
り
扱
い

や
宗
教
上
の
強
制
を
受
け
た
も
の
で
な

い
」
(大
阪
)
「中
曽
根
康
弘
が

内
閣
総
理
大
臣
と
し
て
行

っ
た
靖
国
神
社

へ
の
参
拝
に
よ
り
具
体
的
に

原
告
ら
が
信
教
上
不
利
益
な
取
り
扱
い
を
受
け
た
と
か
、
宗
教
上
の
強

制
を
受
け
た
点
は
な

い
」
(九
州
)
「中
曽
根
総
理
の
行

っ
た
本
件
公
式

参
拝
は
、
原
告
ら
に
対
し
不
利
益
な
取
扱
を
な
し
、
あ
る
い
は
宗
教
上

の
強
制
を
な
し
た
も
の
で
は
な
く
」
(播
磨
)。
個
人
の
価
値
観
、
人
生

の
あ
り
方
に
国
家
権
力
が
介
入
し
て
い
る
こ
と

へ
の
理
解
が
た
り
な

い

こ
と
は
明
白
で
す
。
そ
れ
は
、
二
つ
の
方
向
か
ら
確
認
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
第

一
に
問
題

に
な

る

の
は
、
価
値
観
、
宗
教
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観
、
人
生
観
が
法
的
利
益
の
対
象
に
な
ら
な
い
と
い
う
発
想
で
す
。
こ

れ
は
、
戦
前
に
あ

っ
た
精
神
は
国
家
に
統

一
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、

一

つ
の
も

の
で
あ
る
と

い
う
意
識
が
背
景
に
生
き
て
い
る
と

い
う

こ
と
だ

と
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
も
す
で
に
愛
媛

の
玉
串
料
違
憲
訴
訟

の
地
裁
判
決
で
明
確
に
示
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
日
本
的
風
土
が
あ
る
か

ら
こ
そ
、
こ
の
人
格
権
の
侵
害
に
は
敏
感
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
、
愛

媛
の
地
裁
判
決
は
次
の
よ
う
に
い

っ
て

い
ま
す
。
「靖
国
神
社

は
、
か

つ
て
国
家
と
の
間
に
強
い
結
び
付
き
を
有
し
た
と
い
う
歴
史
を

持

っ
て

い
る
こ
と
、
我
が
国
に
お
い
て
は
、
信
仰
の
多
元
的
重
層
性
あ

る
い
は
宗
教
.の
雑
居
性
と
い
わ
れ
る
現
象
が
存
在
す
る
た
め
、
元
来
、

各

人
の
信
仰
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
靖
国
神
社
の
祭
神
に
対
し
て
畏

敬
崇
拝

の
念
を
持
つ
の
は
当
然
で
あ
る
と
の
考
え
が
定
着
し
や
す
い
素

地
が
あ

る
こ
と
な
ど
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
こ
の
可
能
性
は
よ
り
大
き

い
も
の
と
評
価
せ
ざ
ゐ
を
得
な
い
。」
近
代
的
な
人
権
意
識
を

ふ
ま
え

た
明
快

な
判
決
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
ま
す
。
ま
た
、
宗
教
そ
の
も

の
の
理
解
が
裁
判
官
や
弁
護
士
に
乏
し
い
と
い
う
こ
と
が
確
認
で
き
ま

す
。
播
磨

の
今
井
証
言
の
日
蓮
宗
の
信
者
の
将
校
の
理
解
は
、
裁
判
官

よ
り
も
明
確
に

「
ひ
と
り
の
人
間
が
自
ら
信
じ
る
宗
教
に
立

っ
て
、
絶

対
に
妥
協
譲
歩
で
き
な
い
信
条
を
い
の
ち
が
け
で
守
る
権
利
で
あ
り
ま

す
。
し
た
が

っ
て
宗
教
を
も
た
な
い
人
に
理
解
さ
れ
ず
、
そ

の
権
利
の

存
在
が

し
ば
し
ば
見
過
ご
し
に
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
」
と

い
う
点
を

確
認
し
て
い
ま
す
。
信
心

(信
仰
)
の
内
容
は
、
そ
れ
を
体
験

し
た
者

し
か
理
解
で
き

ま

せ

ん
。
「
人
間
の
心
の
最
奥
に
お
け
る
精
神
的
霊
的

な
営
み
で
あ

っ
て
、
こ
れ
に
は
国
家
も
法
も
親
兄
弟
で
す
ら
も
絶
対
に

立
ち
入
る
こ
と
の
出
来
な
い
性
格

の
も

の
」

で
あ
り
、
「絶
対
に
妥
協

譲
歩
で
き
な
い
信
条
を
い
の
ち
が
け
で
守
る
権
利
」
な
の
で
す
。
以
上

の
よ
う
に
こ
の
訴
訟
で
は
、
宗
教
を
理
解
す
る
こ
と
が
、
最
も
重
要
な

課
題
と
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。

播
磨
、
大
阪
、
福
岡
の
地
裁
判
決
に
共
通
し
て
い
る
第
二
の
点
は
、

「宗
教
上
の
感
情
は
主
観
的
、
抽
象
的
な
も

の
で
あ

っ
て
、
国
賠
法
の

対
象
と
な
る
明
確
な
法
的
利
益

(権
利
)
は
な
い
」
と
い
う
見
解
で
す
。

「そ
の
内
容
が
き
わ
め
て
個
別
的
、
主
観
的
、
抽
象
的
な
も

の
で
あ

っ

て
、
法
律
上
の
権
利
な
い
し
法
的
利
益
と
し
て
客
観
的
に
把
握
し
う
る

よ
う
な
明
確
性
を
有
せ
ず
、
に
わ
か
に
権
利
保
護
の
対
象
と
し
て
承
認

す
る
こ
と
は
で
き

な

い
」
(大
阪
)
「国
家
賠
償
法
上
法
的
保
護
に
値
す

る
明
確
な
権
利
で
あ
る
と
ま
で
認
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
」
(九
州
)

「
か
か
る
宗
教
上
の
感
情
は
主
観
的
、
抽
象
的
な
も

の
で
あ

っ
て
、
国

賠
法

一
条
の
対
象
と
な
る
明
確
な
法
的
利
益

(権
利
)
と

し
て

は
到
底

認
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
」
(播
磨
)
こ
の
点
は
、
す
で
に
大
阪
の
原
告

側
の
平
野
武
証
人
が

「主
観
的
な
も
の
が
客
観
的
な
評
価
を
さ
れ
れ
ば

そ
れ
で
い
い
と
い
う
ふ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
も
う

一
度
繰
り
返
し
ま
す

と
、
要
す
る
に
平
た
く
言
う
な
ら
ば
、
誰
が
見
て
も
当
該
本
人
の
立
場

に
立
て
ば
、
や
は
り
そ
れ
は
精
神
的
な
苦
痛

で
あ
る
と
。
あ
る
い
は
不

快
感
を
感
じ
る
の
は
よ
く
理
解
で
き
る
と
。

こ
う
い
う
こ
と
で
あ
れ
ぽ
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い
い
と

い
う

こ
と
で
あ
り
ま
す
。」
こ
の
平
野
証
人
の
い
う
よ
う
に
「
主

観
的
」

で
あ

っ
て
も
、
「
不
快
感
」
で
も
法
的
に
保
護
す
べ
き

も

の
で

あ
る
こ
と
は
明
ら

か
で
す
。
と
く
に
、
九
州
の
判
決
は
、
「原
告
ら
が

深
い
、

怒
り
、
…
…
危
惧
の
念
か
ら
の
感
情
を
抱
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と

は
容
易

に
察
知
し
う
る
」
と
い
い
な
が

ら
、
「法
的
保
護
に
値
す
る
明

確
な
権
利
で
あ
る
と
ま
で
認
め
る
こ
と
は
困
難
」
と
形
式
議
論
に
終
始

し
、
法

の
本
来
の
意
味
で
あ
る
国
民

の
権
利
保
護
の
姿
勢
は
、
見
当
り

ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
な
地
裁
判
決
を
承
け
て
、
原
告
は
控
訴
し
ま
し
た
。
控
訴

の
理
由

は
、
仏
教
的

に
は
、
大
阪
の
訴
訟
団
が
高
裁
に
提
出
し
た
第

一

準
備
書
面
の
次
の
よ
う
な
主
張
が
注
目
に
値

し
ま
す
。
「真
宗
門
徒
の

場
合
、
死
者
の
死
後
の
運
命

(例
え
ば
、
「冥
福
」
と
い
う
言
葉
は
、
通
常
、

死
ん
で
か
ら
極
楽
へ
行
く
か
地
獄
へ
行
く
か
の
運
命
と
い
う
意
味
に
使
わ
れ
て

い
る
。
あ
る
い
は

『迷
わ
ず
成
仏
し
た
』
と
か
)
を
生
者
の
行
い
に
よ

っ
て

ど
う
こ
う
で
き
る
と
は
考
え
て
い
な

い
。
例
え
ば
、
追
善
供
養
と
い
う

も
の
を
否
定
し
て
お
り
、
こ
れ
を
行
な
わ
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
同
門

徒
は
霊
魂
の
存
在
を
否
定
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
死
者
の

生
前
、
そ
の
人
の

一
生
の
歴
史
を
記
憶
に
刻
み
、
思
い
を
馳
せ
、
そ

の

意
味
を
自
分
の
生
き
方

へ
託
さ
れ
た

メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
、
真
剣
に
受

け
取
る
。
霊
の
存
在
を
前
提
と
し
た
靖
国
の
宗
教
儀
礼

に
係
わ
る
中
曽

根
康
弘

の
行
為

は
、
(真
宗
門
徒
に
と
っ
て
は
)
霊
の
存
在
を

一
方
的
に

強
制
し
、
そ
れ
ゆ
え
自
分
た
ち
の
信
仰

へ
の
圧
迫
干
渉
と
な
る
の
で
あ

る
。
」
こ
こ
に
あ
る
宗
教
の
理
解
は
、
仏
教
や
キ
リ
ス
ト
教
の
よ
う

な

創
唱
宗
教
で
あ
れ
ば
、
立
場
は
違

っ
て
も
理
解
し
あ
え
る
見
解
で
す
。

と
く
に
、
死
後
に
つ
い
て
は
、
真
宗
の
開
祖
で
あ
る
親
鸞
は
光
明
土
と

い
う
理
解
を
し
て
い
ま
す
。
自
分
の
醜
い
本
性
を
照
ら
し
だ
す
教
え
の

世
界
と
理
解
し
、
浄
土
教
の
伝
統
と
し
て
の
極
楽
ー
此
の
世
か
ら
逃
避

す
る
楽
な
と
こ
ろ
ー
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
し
て
の
理
解
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人

間
の
エ
ゴ
を
投
影
し
た
宗
教
を
明
確
に
否
定
し
、
深
く
深
く
自
ら
の
偽

善
を
切
り
開

い
て
い
っ
た
。
真
宗
の
原
告
は
、
こ
の
よ
う
な
明
確
な
信

心

(信
仰
)
を
生
命
と
し
て
生
き
て
い
る
の
に
、
国
家
が
介
入

し
て

い

る
と
主
張
し
ま
し
た
。

播
磨
の
控
訴
審
判
決
は
、

一
九
九
三
年
三
月

一
八
日

に
あ

り

ま

し

た
。
判
決
文

の
要
旨

は
、
「判
決
主
文

一

本
件
各
控
訴
を
棄
却
す

る
。

二

控
訴
費
用
は
控
訴
人
ら

の
負
担
と
す
る
。
…
…
1

憲
法
二

〇
条
で
保
障
さ
れ
た
信
教
の
自
由
に
対
す
る
侵
害
に
つ
い
て

な
に
び

と
も
、
信
教
の
自
由
を
保
障
さ
れ
、
こ
れ
に
対
す
る
侵
害
が
違
法
で
あ

る
こ
と
は
、
憲
法
二
〇
条
に
照
ら
し
て
明
ら
か
で
あ
り
、
↑公
権
力
の
行

使
に
よ
り
私
人
の
信
教
の
自
由
が
侵
害
さ
れ
た
と
き
は
、
国
ま
た
は
公

共
団
体
は
、
国
家
賠
償
法

(以
下
、
国
賠
法
と
い
う
。)
一
条
に
よ
り
、
被

侵
害
者
に
対
し
て
損
害
賠
償
の
責
任
を
負
う
べ
き
こ
と
は
い
う
ま
で
も

な
い
。
こ
こ
に
、
信
教
の
自
由
と
は
、
個
人

の
内
心
に
お
け
る
宗
教
的

信
条

(無
神
論
を
含
む
、
以
下
同
じ
。)
の
自
由
を
意
味
す
る
と
と
も
に
、

右
信
条
に
従

っ
た
行
事
等
の
宗
教
的
行
為
を
行
い
、
ま
た
は
右
信
条
に
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反
す
る
宗
教
的
行
事
等
を
行
わ
な
い
自
由
を
も
意
味
す
る
も

の
で
あ
る

と
こ
ろ
、
信
教
の
自
由
に
対
す
る
侵
害
が
あ

っ
た
と

い
え
る

た

め
に

は
、
私
人
に
対
し
て
、
直
接
、
右
信
教
の
自
由
に
対
す
る
弾
制
的
干
渉

が
行
わ
れ
た
こ
と
を
必
要
と
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
こ
れ
を
本
性
に

つ
い
て
み
る
に
、
中
曽
根
総
理
の
行

っ
た
本
件
公
式
参
拝
は
、
靖
国
神

社
に
対
す
る
信
仰
を
否
定
す
る
控
訴
人
ら
に
と

っ
て
不
快
感
、
憤
り
な

い
し
危
惧

の
念
を
生
ぜ
し
め
る
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
は
そ
の
と
お
り
で

あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
本
件
公
式
参
拝
の
間
接
的

・
反
射
的
効
果
で
あ

っ
て
、

こ
れ
を
も

っ
て
、
本
件
公
式
参
拝
が
控

訴

人
ら

に
対

し
、
直

接
、
そ

の
宗
教
的
信
条
に
強
制
的
干
渉
を
行

い
、
控
訴
人
ら
の
信
教
の

自
由
を
侵
害
す
る
も
の
と
は
い
え
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
控
訴
人
ら
の

前
記
主
張
は
採
用
で
き
な

い
。」
で
し
た
。
こ
の
判
決
で
、
唯

一
評
価

で
き
る
内
容
は
、
公
式
参
拝
を
合
憲
だ
と
い
わ
な
か

っ
た
と
こ
ろ
だ
と

思
い
ま
す
。
各
地
の
靖
国
神
社
公
式
参
拝
違
憲
訴
訟

の
原
告
が
最
初
か

ら
求
め
た
も
の

「違
憲
判
断
」
「
政
教
分
離
の
厳
格
判
断
」
「宗
教
的
人

格

の
法

的
権
利
の
確
立
」
は
、
す
べ
て
無
視
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
原
告

の
求
め
た
内
容
か
ら
い
え
ば
門
前
払
と
も
言
え
る

「控
訴
人
ら
の
権
利

ま
た
は
法
的
利
益
に
対
す
る
侵
害
の
事
実
を
認
め
る
こ
と
が

で
き
な

い
」
と

い
う
理
由
で
、
控
訴
が
棄
却
さ
れ
た
の
で
す
。

こ
れ

で
、
原
告
は
、
上
告
す
る
こ
と
を
や
め
ま
し
た
。
上
告
し
な
い

の
は
、
す

で
に
九
州
、
大
阪

の
判
決
で
、
敗
訴
で
し
た
が

「公
式
参
拝

違
憲
」

の
内
容
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
か
ら
で
す
。
今
の
情
勢
で
は
、

上
告
す
る
と
最
高
裁
で
覆
さ
れ
る
恐
れ
が
あ

る
か
ら
で
す
。
九
州

の
控

訴
審
判
決
で
は
、
「宗
教
団
体
で
あ
る

こ
と

の
明
ら
か
な
靖
国
神
社
に

対
し
、
『援
助
、
助
長
、
促
進
』
の
効
果
を
も
た
ら
す
こ
と

な
く
、
内

閣
総
理
大
臣
の
公
式
参
拝
が
制
度
的

に
継
続
し
て
行
わ
れ
う
る
か
は
疑

問
で
あ
り
、
参
拝
の
方
式
が
神
道
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
ら
な
い
と
い

う
こ
と
で
、
従
来

の
政
府
統

一
見
解
で
問
題
と
さ
れ
て
い
た
点
が
解
消

し
た
と
は
必
ず

し
も
考

え

難

い
」
と

い
い
、
大
阪
の
控
訴
審
判
決
で

も
、
「①
靖
国
神
社
は
宗
教
法
人
法
に
基
づ

き

東
京
都
知
事
の
認
証
を

受
け
て
設
立
さ

れ

た
宗
教
法
人

(宗
教
団
体
)
で
あ

っ
て
、
(前
記
の

施
設
、
目
的
、
活
動
を
行
う
も
の
)
で
あ
る

こ
と
、
②
し
た
が

っ
て
本

殿
や
社
殿
に
お
い
て
参
拝
す
る
行
為
は
、
…
…
外
見
的

・
客
観
的
に
神

社
、
神
道
と
か
か
わ
り
を
も

つ
宗
教
的
活
動

で
あ
る
と
の
性
格
を
否
定

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
、
③
…
…
政
府
も
靖
国
懇
談
会
報
告
が
出

さ
れ
る
ま
で
は
公
式
参
拝
は
違
憲
で
は
な
い
か
と
の
疑
い
を
否
定
で
き

な
い
と
す
る
見
解
を
と

っ
て
い
た
こ
と
、
④
本
件
公
式
参
拝
が
行
わ
れ

た
当
時
は
勿
論
の
こ
と
、
現
在
に
お
い
て
も

…
…
強
く
反
対
す
る
者
が

あ
り
未
だ
右
公
式
参
拝
を
是
認
す
る
圧
倒
的
多
数

の
国
民
的
合
意
は
得

ら
れ
て
い
な
い
こ
と
、
⑤
…
…
国
の
機
関
と
し
て
公
式

に
参
拝
し
た
場

合
の
わ
が
国
の
内
外

に
及
ぼ
す
影
響
は
極
め
て
大
き

い
こ
と
、
…
…
⑥

(そ
れ
は
現
実
の
事
実
で
あ

る

こ
と
)
⑦

(国
の
機
関

に
よ
る
)
本
件

公
式
参
拝
は

一
回
限
り
の
も
の
と
し
て
行
わ
れ
た
も

の
で
は
な

く
、

将
来
も
継
続
し
て

(行
わ
れ
る
)
こ
と
を
予
定
さ
れ
て
な
さ
れ
た
も
の
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二
七
三

で
単
に
儀
礼
的
、
習
俗
的
な
も
の
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
と
は

一
概
に

い
い
が
た
い
こ
と
、
等

の
諸
事
実
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
他
に
立
証

の
な
い
本
件
に
お
い
て
は
、
右
の
諸
事
実
か
ら
直
ち
に
被
控
訴
人
中
曽

根
の
行

っ
た
本
件
公
式
参
拝
が
憲
法
二
〇
条
三
項
、
八
九
条
に
違
反
す

る
と
ま
で
は
断
定
し
難
い
が
右
の
よ
う
な
本
件
公
式
参
拝
の
、
行
わ
れ

た
場
所
、

一
般
人
に
与
え
る
効
果
、
影
響
、
そ
の
他
右
②
の
諸
事
情
を

総
合
し
、
社
会
通
念
に
従

っ
て
考
え
る
と
昭
和
六
〇
年
当
時
に
お
け
る

わ
が
国

の

一
般
社
会
の
状
況
下
に
お
い
て
は
被
控
訴
人
中
曽
根
の
行

っ

た
本
件
公
式
参
拝
は
憲
法
二
〇
条
三
項
所
定

の
宗
教
的
活
動

に
該
当
す

る
疑

い
が
強
く
、
公
費
か
ら
三
万
円
を
支
出
し
て
行

っ
た
本
件
公
式
参

拝
は
憲
法

二
〇
条
三
項
、
八
九
条
に
違
反
す
る
疑
い
が
あ
る
と

い
う
べ

き
で
あ

る
。
」
と
し
ま
し
た
。

3

ま

と

め

日
本

で
は
、
町
内
会
や

「慰
霊
」
と
い
う
形
の
土
俗
信
仰
な
ど
が
、

習
俗
性
、
雑
居
性
と
し
て
、
個
人
の
宗
教
的
人
格
を
無
視
し
て
、
権
力

と
し
て
覆
い
か
ぶ
さ

っ
て
く
る
場
合
が
多
い
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、

既
成
仏
教
教
団
、
と
く
に
浄
土
真
宗
教
団
の
日
常
の
実
践
が
あ
れ
ば
、

そ
の
土
俗
信
仰
上
の
不
純
性
は
明
確
に
な
り
、
純
粋
信
仰
、
創
唱
宗
教

的
な
価
値
観
は
常
識
化
す
る
は
ず
で
す
。
そ
の
と
こ
ろ
に
、
教
団
の
責

任
が
浮

上
し
て
き
ま
す
。
靖
国
問
題
の
核
心
が
宗
教
者
の
日
常
の
実
践

に
か
か

っ
て
い
る
こ
と
は
、
明
ら
か
で
す
。
ま
た
、
今
回
の
裁
判
闘
争

か
ら
、
現
代
の
政
治
社
会
に
生
き
る
宗
教
者

は
、
人
権
と
い
う
形
の
宗

教
的
主
張

(立
場
)
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
学
ば
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
も

っ
と
率
直
に
言
え
ば
、
信
心

(信
仰
)
が
内
心

・
精
神
主
義

に
限
定
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
現
代
社
会
に
本
質
的
な
宗
教
の
立
場
は
存
在

し
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は

一
九
七

一
年
に
提
唱
さ
れ

た

「教
団
改
革
」
運
動
の

「基
本
的

に
、
親
鸞
聖
人
が
志
向
さ
れ
た
も

の
を
求
め
る
信
仰
運
動
で
あ

っ
て
、
政
治
運
動
で
は
な
い
」
(
一
九
七
二

年
六
月
十
一
日
・
「教
団
改
革
を
す
す
め
る
会
」
の
趣
旨
)
と
い
う
テ
ー
ゼ
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、
政
治
的
活
動
(訟
訴
や
デ
モ
な
ど
)

を
し
な
い
と

い
う
こ
と
で
は
な
く
、
そ

の
よ
う
な
政
治
的
活
動
を
通
じ

て
、
常
に
宗
教
的
立
場
を
主
張
す
る
と
い
う

こ
と
で
す
。
出
家
仏
教
に

対
し
て
在
家
仏
教
、
聖
道
教
に
対
し
て
浄
土
教
の
存
在
の
意
義
は
、
現

代
的
に
は
そ
の
と
こ
ろ
に
あ
る
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
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ー
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