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二
〇
一
九
年
一
一
月
二
〇
日
、
日
本
の

外
務
省
は
、
ロ
ー
マ
・
カ
ッ
ト
リ
ッ
ク

教
会
の
最
高
位
聖
職
者
で
バ
チ
カ
ン
の

国
家
元
首
の
呼
称
を
、「
教
皇
」
と
す
る

こ
と
を
発
表
し
た
。
日
本
と
バ
チ
カ
ン
が

一
九
四
二
年
に
外
交
関
係
を
樹
立
し
た
当

時
の
定
訳
は
「
法
王
」
だ
っ
た
た
め
、ロ
ー

マ
教
皇
庁
が
そ
の
名
称
で
日
本
政
府
に
申

請
し
、
以
来
、「
法
王
庁
大
使
館
」
の
名

称
が
使
用
さ
れ
て
き
た
。
他
方
、
日
本
の

教
会
の
文
書
で
は
「
教
皇
」
と
記
載
さ
れ

る
こ
と
が
多
く
、
こ
れ
ま
で
は
日
本
国
内

で
も
「
ロ
ー
マ
法
王
」
と
「
ロ
ー
マ
教

皇
」
が
、
混
用
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
が
、

三
八
年
ぶ
り
の
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
教
皇
（
第

二
六
六
代
）
の
訪
日
に
際
し
、
日
本
政
府

と
し
て
「
教
皇
」
の
呼
称
を
使
用
す
る
こ

と
が
発
表
さ
れ
た
の
が
既
述
し
た
外
務
報

道
官
会
見
だ
っ
た
。

　

カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
が
全
人
口
の
一
％
に

満
た
な
い
日
本
⑴
に
お
い
て
、
ロ
ー
マ
教

皇
の
話
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
そ

れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
が
、
今
回
、
拉
致
問

題
を
は
じ
め
と
す
る
政
治
的
な
課
題
に
つ

い
て
、
相
対
的
に
深
く
言
及
さ
れ
た
と
い

う
報
道
に
鑑
み
て
も
、
こ
の
度
の
教
皇
訪

日
は
、
バ
チ
カ
ン
と
日
本
の
二
国
間
関
係

へ
の
注
目
度
合
い
が
大
き
か
っ
た
と
い
え

る
。
今
般
の
三
泊
四
日
の
教
皇
訪
日
の

テ
ー
マ
は
、
核
兵
器
反
対
、
環
境
・
労
働

問
題
、
信
仰
の
自
由
で
、「
す
べ
て
の
命

を
守
る
た
め
」
と
さ
れ
、
長
崎
・
広
島
へ

の
訪
問
や
東
京
で
の
東
日
本
大
震
災
の
被

災
者
や
若
者
と
の
集
会
な
ど
、
苦
し
み
の

中
に
あ
る
人
た
ち
へ
の
共
感
と
徹
底
し
た

平
和
主
義
の
表
明
は
、
ま
さ
に
命
の
尊
さ

と
大
切
さ
を
説
き
そ
れ
を
破
壊
す
る
戦
争

や
人
び
と
の
心
に
宿
る
偏
見
に
打
克
つ
こ

と
が
重
要
だ
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
日
本

国
民
の
多
く
に
届
け
る
こ
と
に
な
っ
た
と

い
え
よ
う
。
聖
職
者
が
反
核
、
環
境
・
労

働
問
題
な
ど
、
政
治
・
外
交
に
関
与
し
て

い
る
と
も
感
じ
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
態
度

を
理
解
す
る
う
え
で
、
本
書
は
ま
さ
に
時

宜
を
得
た
も
の
だ
。

　

本
書
は
、
現
代
以
降
の
バ
チ
カ
ン
と
国

際
政
治
の
関
わ
り
を
、
国
際
機
構
へ
の
バ

チ
カ
ン
の
関
与
の
経
緯
と
形
態
か
ら
明
ら

か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
り
の
厚

み
を
も
っ
た
ハ
ー
ド
カ
バ
ー
の
こ
の
書

籍
『
バ
チ
カ
ン
と
国
際
政
治
：
宗
教
と
国

際
機
構
の
交
錯
』
に
興
味
を
持
っ
た
の
は
、

ひ
と
え
に
、
副
題
に
惹
き
つ
け
ら
れ
た
か

ら
だ
。
地
域
性
や
価
値
観
・
規
範
に
根
ざ

す
宗
教
と
、
国
民
国
家
の
思
惑
が
色
濃
く

反
映
さ
れ
る
外
交
や
国
際
政
治
の
パ
ワ
ー

バ
ラ
ン
ス
の
中
で
活
動
を
展
開
す
る
国
際

機
構
が
い
か
に
交
わ
る
の
か
を
、
キ
リ
ス

ト
教
（
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
）
の
観
点
か
ら

読
み
解
く
と
思
わ
れ
る
本
書
を
ぜ
ひ
読
ま

ね
ば
と
思
っ
た
か
ら
だ
。
先
に
挙
げ
た
、

教
皇
の
呼
称
に
関
す
る
外
務
省
発
表
か
ら

し
て
も
、
称
号
や
訪
日
自
体
が
国
際
社
会

の
パ
ワ
ー
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
に
影
響
す
る
事

項
な
の
だ
と
直
感
し
た
か
ら
だ
。

　

キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
倫
理
、
つ
ま
り

宗
教
と
深
く
結
び
つ
い
て
形
成
さ
れ
る
人

間
の
抱
く
価
値
観
と
国
際
政
治
の
関
係
を

明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
の
が
本
書
の
趣

旨
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
的
倫
理
観
は
、

そ
れ
を
信
仰
す
る
人
び
と
の
心
に
深
く
根

ざ
し
、
生
活
や
意
思
決
定
に
お
い
て
重
要

な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。
人
を
助
け
る

と
き
も
戦
争
で
命
尽
き
る
と
き
も
常
に
中

心
に
あ
り
、
国
境
を
越
え
た
活
動
（
つ
ま

り
今
日
で
い
う
国
際
的
な
活
動
）
を
す
る

際
に
も
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

を
通
じ
て
実
施
さ
れ
て
き
た
。
二
〇
世
紀

以
降
発
達
し
て
き
た
国
際
機
関
は
、
こ
う

し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
適
宜
活
用
し
て
設

立
・
維
持
さ
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
内
の
宗
派

の
違
い
や
ユ
ダ
ヤ
教
徒
や
イ
ス
ラ
ム
教
徒

な
ど
、
他
宗
教
を
奉
ず
る
集
団
や
国
家
と

の
円
滑
な
交
渉
を
促
進
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル

な
平
和
を
構
築
す
る
た
め
に
、
難
民
問
題

や
戦
争
回
避
の
た
め
の
介
入
、
そ
し
て
人

道
的
支
援
を
教
皇
に
代
表
さ
れ
る
バ
チ
カ

ン
が
担
っ
て
き
た
。
こ
う
し
た
変
遷
を
、

バ
チ
カ
ン
内
部
の
一
次
資
料
や
各
国
際
機

関
の
資
料
や
関
係
者
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

を
基
に
包
括
的
に
描
き
出
そ
う
と
す
る
の

が
本
書
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
際
政
治

（
国
民
国
家
同
士
の
外
交
関
係
お
よ
び
国

民
国
家
を
主
体
と
し
た
国
際
機
関
と
の
関

わ
り
）
の
各
局
面
に
お
い
て
、
現
代
⑵
社

会
が
求
め
る
バ
チ
カ
ン
の
役
割
を
い
か
に

提
示
し
、
実
行
し
て
き
た
か
、
と
い
う
こ

と
を
扱
う
の
で
あ
る
。

　

命
の
安
全
保
障
と
い
う
ま
な
ざ
し
⑶

は
、
当
初
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
命
を
想

定
し
て
お
り
、
生
存
者
を
確
保
し
、
命
の

つ
い
え
た
戦
死
者
の
遺
体
の
選
別
と
埋
葬

に
か
か
わ
る
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て

生
成
さ
れ
発
展
し
て
い
く
が
［
本
書
第
一

章
］、
第
一
次
大
戦
後
に
設
立
さ
れ
た
国

際
連
盟
や
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
国
際
連

合
、
ア
メ
リ
カ
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
お

け
る
民
間
外
交
の
諸
活
動
の
中
で
バ
チ
カ

『バチカンと国際政治：
　　宗教と国際機構の交錯』
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ン
は
そ
の
宗
教
的
影
響
力
を
行
使
し
て
人

び
と
を
守
り
死
者
を
埋
葬
す
る
な
ど
人
道

的
活
動
を
展
開
し
て
き
た
。
中
で
も
、
最

古
の
専
門
機
関
I
L
O
（
国
際
労
働
機

関
）、
国
際
赤
十
字
、
U
N
H
C
R
（
国

連
難
民
高
等
弁
務
官
事
務
所
）、
F
A
O

（
世
界
食
糧
機
関
）
を
そ
の
代
表
的
な
機

関
と
し
て
取
り
上
げ
て
、
そ
こ
へ
の
関

与
・
介
入
の
仕
方
を
検
証
し
て
い
る
。

I
L
O
は
社
会
運
動
、
特
に
キ
リ
ス
ト

教
的
価
値
観
が
強
く
反
映
さ
れ
る
「
労

働
」
の
観
点
か
ら
［
第
三
章
］、
国
際
赤

十
字
は
戦
場
で
の
生
存
者
や
死
者
へ
の
ケ

ア
の
観
点
か
ら
［
第
一
章
］、I
R
O
（
国

際
難
民
機
関
）
と
そ
の
流
れ
を
汲
む

U
N
H
C
R
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
に

よ
っ
て
発
生
し
た
大
量
の
難
民
へ
の
対
応

に
よ
っ
て
［
第
三
章
］、
F
A
O
は
農
業

や
漁
業
と
の
関
連
か
ら
水
⑷
質
汚
染
や
環

境
問
題
と
連
動
し
て
い
る
［
第
三
章
と
第

七
章
］。
バ
チ
カ
ン
が
重
要
な
役
割
を
果

た
す
他
の
国
際
機
関
と
し
て
は
、
万
国
郵

便
連
合（
U
P
U
）、国
際
テ
レ
コ
ミ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
機
構
（
I
T
U
）、
U
N
E
S
C
O

（
国
連
教
育
科
学
文
化
機
構
）［
そ
れ
ぞ
れ

主
に
第
四
章
］
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　　

本
書
は
、
バ
チ
カ
ン
と
国
際
政
治
の
関

係
を
深
く
理
解
す
る
た
め
の
研
究
書
で
あ

り
、
国
際
機
関
・
国
際
組
織
の
諸
活
動
に

通
底
す
る
人
道
主
義
の
根
幹
に
キ
リ
ス
ト

教
的
倫
理
観
が
あ
り
、
保
守
的
キ
リ
ス
ト

教
の
代
名
詞
た
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
総
本
山

で
あ
る
バ
チ
カ
ン
の
国
際
社
会
や
国
際
機

関
に
占
め
る
位
置
や
関
わ
り
方
を
確
認
す

る
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
作
業
を
通

し
て
、
国
民
国
家
を
単
位
と
し
て
発
展
し

て
き
た
国
際
秩
序
に
お
い
て
宗
教
と
政
治

の
関
係
性
を
、
特
に
一
八
七
〇
年
⑸
以
降

か
ら
今
日
ま
で
の
「
現
代
」
の
文
脈
で
読

み
解
こ
う
と
す
る
。
端
的
に
言
え
ば
、
世

界
が
二
度
の
大
戦
を
経
験
し
、
社
会
が
大

き
く
変
化
し
て
き
た
の
に
対
応
し
て
、
カ

ト
リ
ッ
ク
教
会
全
体
の
体
制
の
あ
り
方
、

ま
た
神
学
的
な
見
地
か
ら
の
「
現
代
化
」

の
改
革
を
図
っ
て
き
た
歩
み
が
今
日
の
バ

チ
カ
ン
の
あ
り
よ
う
⑹
だ
と
い
う
［
本
書

第
三
章
］。

　

な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
の
国
境
を
越
え
た
「
国

際
介
入
」
を
バ
チ
カ
ン
は
行
う
の
か
。
こ

の
答
え
は
、
バ
チ
カ
ン
が
主
権
国
家
と
し

て
よ
り
も
、聖
座
（H

oly See

）⑺
と
し
て

ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
カ
ト
リ
ッ
ク
・

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
活
用
し
た
領
域
管
理
の

継
続
を
志
向
す
る
か
ら
だ
と
説
明
さ
れ
る
。

つ
ま
り
領
域
国
家
・
バ
チ
カ
ン
市
国

（V
atican C

ity State

）⑻
と
し
て
の
役

割
や
意
義
よ
り
も
、
教
皇
＝
聖
座
は
主
体

的
な
ア
ク
タ
ー
と
し
て
国
際
法
上
認
知
さ

れ
、
諸
国
家
と
コ
ン
コ
ル
ダ
ー
ト
を
締
結

す
る
方
途
を
意
識
的
に
選
択
し
て
き
た
か

ら
だ
と
い
う
［
本
書
一
三
頁
］。
こ
こ
に

バ
チ
カ
ン
の
特
異
性
⑼
が
あ
る
と
い
っ
て

よ
か
ろ
う
。
教
皇
自
身
の
国
籍
す
ら
バ
チ

カ
ン
で
は
な
い
。
一
九
六
五
年
以
降
、
バ

チ
カ
ン
は
国
連
に
参
加
し
て
い
る
が
、
投

票
権
を
持
た
な
い
パ
ー
マ
ネ
ン
ト
・
オ
ブ

ザ
ー
バ
ー
で
、
二
〇
〇
四
年
以
降
は
独
立

国
家
が
保
有
す
る
す
べ
て
の
権
利
を
認
め

ら
れ
た
が
、
投
票
に
つ
い
て
は
そ
の
権
利

を
行
使
し
な
い
姿
勢
を
と
っ
て
い
る
［
本

書
二
一
頁
］。

　

と
こ
ろ
で
、
評
者
は
、
亡
国
の
民
と
し

て
イ
ン
ド
に
流
出
し
た
チ
ベ
ッ
ト
難
民
の

社
会
構
造
や
生
活
再
建
に
向
け
た
取
り
組

み
を
研
究
し
て
い
る
。
領
域
権
で
主
権
を

決
定
す
る
近
代
的
国
民
国
家
の
概
念
に
照

ら
せ
ば
、
チ
ベ
ッ
ト
は
領
土
や
領
域
権
を

も
た
な
い
が
ゆ
え
に
主
権
国
家
で
は
な

い
。
こ
の
チ
ベ
ッ
ト
問
題
に
注
目
し
、「
領

土
な
き
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
の
発
露
の
一

形
態
と
し
て
、
イ
ン
ド
に
お
い
て
樹
立
さ

れ
た
亡
命
政
権
と
そ
れ
を
支
え
る
亡
命
チ

ベ
ッ
ト
人
民
衆
と
の
か
か
わ
り
を
研
究
し

て
い
る
が
、
こ
う
い
っ
た
評
者
の
関
心
に

沿
っ
て
最
も
興
味
深
か
っ
た
の
が
、
先
述

し
た
非
領
域
国
家
バ
チ
カ
ン
の
あ
り
よ
う

だ
。
一
般
に
国
際
関
係
で
は
、
ウ
ェ
ス
ト

フ
ァ
リ
ア
体
制
成
立
以
後
の
国
民
国
家
同

士
の
外
交
関
係
お
よ
び
国
民
国
家
を
主
体

と
し
た
国
家
間
あ
る
い
は
国
際
機
関
と
の

関
わ
り
を
論
点
と
す
る
が
、
そ
こ
で
重
要

な
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
み
え
る
バ
チ
カ

ン
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
集
合
体
と
し

て
N
G
O
と
同
じ
よ
う
な
ス
テ
イ
タ
ス

だ
と
い
う
。
こ
の
バ
チ
カ
ン
の
法
的
地
位

は
注
目
に
値
す
る
。
す
な
わ
ち
、
バ
チ
カ

ン
は
領
域
権
、
つ
ま
り
近
代
国
家
的
な
意

味
で
の
主
権
が
な
い
状
態
で
も
外
交
権
を

保
持
し
、
他
の
国
民
国
家
と
外
交
関
係
を

持
っ
て
き
た
。
さ
ら
に
二
〇
世
紀
以
降
は

非
領
域
国
家
的
位
置
づ
け
に
あ
る
国
際
機

関
で
も
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
い
っ
た
重
要
な

地
位
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
事
実
を
知
っ

た
と
き
、
評
者
に
は
電
流
が
流
れ
る
が
ご

と
き
強
い
衝
撃
が
あ
っ
た
。

　

主
権
を
喪
失
し
一
旦
は
領
土
も
持
た
な

か
っ
た
非
領
域
国
家
と
し
て
の
バ
チ
カ
ン

が
、
い
か
に
し
て
他
国
と
の
外
交
関
係
を

保
持
し
、
国
際
的
な
プ
レ
ゼ
ン
ス
を
高
め
、

国
際
介
入
を
行
い
得
た
の
か
。
バ
チ
カ
ン

が
成
し
得
た
の
な
ら
、
チ
ベ
ッ
ト
も
そ
れ

に
倣
う
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
か
。

　

評
者
の
関
心
で
あ
る
チ
ベ
ッ
ト
問
題
に

話
を
戻
せ
ば
、
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
最
高
位

に
位
置
す
る
ダ
ラ
イ
ラ
マ
法
王
は
か
つ
て

聖
俗
両
界
を
統
べ
る
長
と
し
て
チ
ベ
ッ
ト

の
宗
教
界
と
政
治
の
首
領
と
し
て
君
臨
し

て
い
た
。
ダ
ラ
イ
ラ
マ
の
地
位
は
し
ば
し

ば
「
神
王
（G

od-King

）」
と
称
さ
れ
た
。

二
〇
世
紀
半
ば
の
中
国
人
民
解
放
軍
に
よ

る
チ
ベ
ッ
ト
侵
攻
を
契
機
に
イ
ン
ド
に
亡

命
し
、
亡
命
政
権
を
樹
立
し
て
亡
命
チ

ベ
ッ
ト
社
会
の
民
主
化
を
促
進
し
、
そ
こ

で
は
政
教
分
離
を
前
提
に
改
革
を
敢
行
し

た
⑽
。
ま
た
、
チ
ベ
ッ
ト
問
題
を
平
和
裡

に
解
決
し
よ
う
と
模
索
す
る
一
方
、
愛
と

慈
悲
、
非
暴
力
に
基
づ
く
諸
活
動
の
推
進

と
、
そ
れ
ら
を
元
に
し
た
ダ
ラ
イ
ラ
マ
の

三
つ
の
使
命
（
人
類
全
体
の
幸
福
促
進
、

異
な
る
宗
教
間
の
調
和
促
進
、
チ
ベ
ッ
ト
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の
平
和
文
化
と
自
然
環
境
保
護
に
取
り
組

む
こ
と
）
を
世
界
に
発
信
す
る
⑾
。

　

チ
ベ
ッ
ト
の
民
主
化
は
、
非
暴
力
と
平

和
の
思
想
に
根
ざ
し
た
も
の
で
な
く
て
は

な
ら
な
い
と
し
て
、
ダ
ラ
イ
ラ
マ
法
王
は

「
普
遍
的
責
任
⑿
」
か
ら
生
じ
る
愛
と
慈

悲
の
思
想
に
よ
り
暴
力
や
不
正
義
を
克
服

す
る
理
念
と
す
る
こ
と
を
提
唱
し
た
。
ダ

ラ
イ
ラ
マ
一
四
世
の
こ
の
政
治
哲
学
は
、

大
乗
仏
教
的
世
界
観
に
深
く
根
ざ
し
て
い

る
が
、
こ
う
い
っ
た
一
連
の
中
国-
チ

ベ
ッ
ト
関
係
を
改
善
に
導
く
と
す
る
中
道

政
策
や
非
暴
力
・
平
和
の
思
想
は
広
く
国

際
社
会
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
、
一
九
八
九

年
に
は
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
を
受
賞
し
た
。

二
〇
一
一
年
以
降
は
、
ダ
ラ
イ
ラ
マ
法
王

は
政
治
の
領
域
か
ら
「
引
退
」
し
て
、
宗

教
界
の
長
の
み
の
役
割
を
担
う
形
と
な
っ

た
。

　

本
書
の
扱
う
バ
チ
カ
ン
の
実
情
に
照
ら

し
て
も
、
チ
ベ
ッ
ト
と
バ
チ
カ
ン
と
は
、

地
理
的
に
は
離
れ
た
い
地
に
あ
り
な
が

ら
、
宗
教
を
紐
帯
と
し
て
強
固
な
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
を
形
成
し
、
一
時
は
政
教
一
致
で

聖
俗
両
界
を
統
べ
る
者
と
し
て
君
臨
す
る

も
、
そ
の
領
土
消
失
に
際
し
て
、
宗
教
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
維
持
し
な
が
ら
、
他
国

や
国
際
機
関
と
い
っ
た
外
部
と
の
関
係
を

維
持
し
、
当
該
宗
教
内
の
価
値
観
に
と
ど

ま
ら
な
い
、
普
遍
的
で
グ
ロ
ー
バ
ル
な
規

範
の
提
示
を
行
う
と
い
う
、
類
似
し
た
経

路
を
辿
っ
て
き
た
。
異
な
る
点
は
、
バ
チ

カ
ン
と
チ
ベ
ッ
ト
で
は
、
子
孫
を
残
さ
な

い
聖
職
者
が
自
ら
の
後
任
に
そ
の
任
を
引

き
継
い
で
き
た
歴
史
の
長
さ
（
ロ
ー
マ
教

皇
は
現
在
二
六
六
代
、
ダ
ラ
イ
ラ
マ
法
王

は
現
在
一
四
代
）
と
当
該
信
仰
保
有
者
の

人
口
規
模
に
帰
結
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

信
者
の
人
口
規
模
は
、
す
な
わ
ち
支
持
す

る
人
び
と
の
数
と
し
て
の
多
さ
を
保
証
し
、

そ
れ
は
国
を
単
位
に
構
成
さ
れ
る
国
際
社

会
・
国
際
機
関
に
お
け
る
認
知
度
や
プ
レ

ゼ
ン
ス
の
大
き
さ
に
直
結
す
る
だ
ろ
う
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
チ
ベ
ッ
ト
は
国
連
や

そ
の
他
国
際
機
関
に
お
い
て
い
か
な
る
地

位
も
占
め
て
い
な
い
。
主
権
も
な
い
た
め
、

チ
ベ
ッ
ト
を
国
と
承
認
す
る
他
の
国
民
国

家
は
存
在
し
な
い
。
バ
チ
カ
ン
の
よ
う
に

聖
座
と
し
て
最
高
位
聖
職
者
と
そ
の
関
係

者
が
役
割
を
果
た
す
こ
と
も
な
い
。
仏
教

が
人
口
規
模
と
し
て
、
あ
る
い
は
一
つ
の

国
内
で
主
と
し
て
信
仰
さ
れ
る
多
数
派
の

宗
教
と
す
る
国
が
増
加
し
て
世
界
を
席
巻

す
る
日
が
来
れ
ば
、
聖
座
の
よ
う
な
位
置

取
り
を
国
際
社
会
に
示
す
こ
と
が
で
き
る

か
も
し
れ
な
い
が
、
現
時
点
で
は
、
ト
ラ

ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
仏
教
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

が
活
用
さ
れ
る
日
が
来
る
こ
と
を
願
う
こ

と
く
ら
い
し
か
で
き
な
い
。

　

チ
ベ
ッ
ト
が
バ
チ
カ
ン
と
ま
っ
た
く
同

じ
道
を
選
ぶ
必
要
は
な
い
が
、
そ
の
よ
う

な
あ
り
よ
う
が
存
在
す
る
実
証
と
し
て
、

本
著
が
こ
の
時
機
に
世
に
出
さ
れ
る
意
義

は
大
き
い
だ
ろ
う
。
筆
者
も
指
摘
す
る
よ

う
に
、
国
際
政
治
に
お
け
る
宗
教
問
題
の

重
要
性
に
つ
い
て
強
く
議
論
さ
れ
る
九
・

一
一
以
降
の
現
代
社
会
の
雰
囲
気
を
受
け

て
、
英
語
圏
で
急
増
す
る
宗
教
と
国
際
政

治
を
テ
ー
マ
と
し
た
論
文
と
議
論
に
関
し
、

日
本
で
は
未
だ
十
分
に
議
論
さ
れ
て
い
る

と
い
は
言
い
が
た
い
［
本
書
二
六
七
頁
］。

そ
の
よ
う
な
今
日
的
日
本
社
会
の
状
況
下

に
お
い
て
、
日
本
語
で
読
め
る
専
門
書
の

存
在
は
、
駑
馬
十
駕
の
姿
勢
が
試
さ
れ
い

て
時
宜
を
得
て
い
る
。

　

基
本
的
に
対
象
地
域
も
研
究
手
法
も
異

な
る
こ
と
か
ら
頻
繁
に
使
用
さ
れ
る
用
語

も
異
な
る
本
書
の
専
門
性
と
そ
の
厚
み
に

気
圧
さ
れ
て
、
読
み
き
る
の
に
ど
れ
く
ら

い
時
間
が
か
か
る
か
と
、
一
瞬
頭
を
抱
え

た
の
だ
が
、
そ
れ
は
ま
っ
た
く
の
杞
憂

だ
っ
た
。
読
み
始
め
る
や
、
紙
芝
居
の
次

の
ペ
ー
ジ
を
期
待
す
る
か
の
よ
う
な
興
奮

で
、
読
む
こ
と
を
中
断
で
き
な
い
ほ
ど
の

勢
い
で
最
後
ま
で
達
し
た
。
筆
者
が
努
め

て
丁
寧
に
記
述
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
が
、
筆
者
の
研
究
に
対
す
る
熱

意
と
信
念
、
明
ら
か
に
し
た
い
と
い
う
意

思
の
伴
走
が
そ
う
さ
せ
る
よ
う
な
気
が
し

て
い
る
。
国
際
機
関
で
の
就
労
に
興
味
の

あ
る
人
、
宗
教
と
政
治
が
重
な
る/

分
離

す
る
こ
と
に
強
い
興
味/

反
感
の
あ
る
人
、

真
の
教
養
の
修
得
を
志
す
人
に
ぜ
ひ
読
ん

で
も
ら
い
た
い
一
冊
で
あ
る
。

⑴
日
本
外
務
省
に
よ
る
と
、
日
本
に
お
け
る

カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
数
は
約
四
四
万
人
（
司

教
二
九
名
〔
う
ち
枢
機
卿
一
名
、
大
司
教

二
名
〕）［
日
本
外
務
省
H
P
「
バ
チ
カ

ン
基
礎
デ
ー
タ
」
の
「
二
国
間
関
係
」：

https://w
w

w
.m

ofa.go.jp/m
ofaj/

area/vatican/data.htm
l

（
二
〇
二
〇

年
一
月
一
五
日
閲
覧
）］。

⑵
本
書
で
言
う
と
こ
ろ
の
「
現
代
」
は
、ウ
ェ

ス
ト
フ
ァ
リ
ア
体
制
成
立
以
後
を
指
す

［
本
書
八
頁
］。

⑶
バ
チ
カ
ン
が
第
一
次
世
界
単
戦
後
か
ら

二
一
世
紀
に
か
け
て
一
貫
し
て
行
っ
て
き

た
政
策
は
、
キ
リ
ス
ト
教
国
の
領
土
的
所

有
権
よ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
命
の
安
全

保
障
で
あ
る
［
本
書
五
三
頁
］。

⑷
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
従
っ
た
使
途
の
ひ

と
り
で
、
初
代
ロ
ー
マ
教
皇
た
る
聖
ペ
テ

ロ
が
漁
師
で
あ
っ
た
こ
と
、
キ
リ
ス
ト
教

に
お
い
て
は
魚
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
象
徴

す
る
こ
と
な
ど
［
本
書
一
一
八
頁
］、「
水
」

は
カ
ト
リ
ッ
ク
や
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会

の
礼
拝
の
説
教
に
も
し
ば
し
ば
登
場
す
る
、

極
め
て
宗
教
的
で
あ
り
な
が
ら
普
遍
的
な

ト
ピ
ッ
ク
で
あ
る
こ
と
［
本
書
二
〇
五

頁
］
が
言
及
さ
れ
て
い
る
。

⑸
一
八
七
〇
年
の
普
仏
戦
争
を
契
機
に
領
域

国
家
と
し
て
の
地
位
と
主
権
を
剥
奪
さ
れ

た
バ
チ
カ
ン
は
、
一
九
二
九
年
の
ラ
テ
ラ

ノ
条
約
で
主
権
を
奪
回
す
る
も
の
の
、
領

域
国
家
と
し
て
の
地
位
を
回
復
す
る
こ
と

を
断
念
し
、
し
か
し
な
が
ら
カ
ト
リ
ッ
ク

教
会
を
通
じ
て
領
域
管
理
（
権
）
を
継
続

す
る
方
法
を
模
索
し
続
け
た
［
本
書
六

頁
］。
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⑹
組
織
的
に
は
バ
チ
カ
ン
は
、
中
央
集
権
型

か
ら
地
域
分
権
的
な
裁
量
が
認
め
ら
れ
る

組
織
に
移
行
し
た
［
本
書
九
四
頁
］。

⑺
外
務
省
基
礎
デ
ー
タ
に
よ
る
と
、
バ
チ
カ

ン
と
は「
教
皇
聖
座（H

oly See

）」と「
バ

チ
カ
ン
市
国
（V

atican C
ity State

）」

の
総
称
で
あ
る
。「
教
皇
聖
座
」
と
は
、

カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
の
総
本
山
、
ま
た
「
教

皇
の
国
」
を
意
味
し
、
宗
教
機
関
で
あ
り

な
が
ら
、
国
と
し
て
の
側
面
も
持
つ
（
国

連
を
含
め
た
多
く
の
国
際
機
関
に
「
教
皇

聖
座
」
又
は
「
バ
チ
カ
ン
市
国
」
と
し
て

加
盟
又
は
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
参
加
し
て
い

る
）。
一
方
、「
バ
チ
カ
ン
市
国
」
と
は
「
教

皇
聖
座
」
に
居
所
を
提
供
し
て
い
る
領
域

と
し
て
の
国
家
を
指
す[

前
掲
日
本
外
務

省
H
P]

。

⑻
バ
チ
カ
ン
は
、
主
権
国
家
と
し
て
は
バ
チ

カ
ン
市
国
と
し
て
認
識
さ
れ
る
非
常
に
小

さ
い
国
だ
が
、
独
自
に
外
交
関
係
を
世

界
の
一
八
三
の
国
と
外
交
関
係
を
持
っ

て
い
る
［
同
右
］。
バ
チ
カ
ン
市
国
は
、

一
〇
一
エ
ー
カ
ー
の
土
地
（
〇
・
四
四
㎢

／
東
京
デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
〔
〇
・
五
二

㎢
〕
よ
り
若
干
小
さ
い
／
日
本
の
皇
居

は
約
一・
五
五
㎢
）
と
六
一
五
人
の
「
国

民
」（
二
〇
一
八
年
一
〇
月
時
点
：
バ
チ

カ
ン
国
籍
保
有
者
六
一
五
人
と
バ
チ
カ

ン
国
籍
を
保
有
せ
ず
バ
チ
カ
ン
市
国
に
居

住
す
る
者
二
五
〇
人
の
合
計
は
八
二
〇

人
）［
同
右
H
P
情
報
に
評
者
加
筆
］
を

有
す
る
世
界
最
小
の
国
民
国
家
で
あ
る
。

⑼
こ
の
特
異
な
バ
チ
カ
ン
外
交
の
シ
ス
テ

ム
や
法
的
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
本
書

序
章
「
五 

特
異
な
バ
チ
カ
ン
外
交
」
を

参
照
。

⑽
一
九
九
〇
年
に
出
版
さ
れ
た
ダ
ラ
イ
ラ

マ
一
四
世
の
第
二
の
自
伝Freedom

 in 
Exile

で
は
、
亡
命
直
後
の
イ
ン
ド
の
ネ

ル
ー
首
相
の
態
度
、
一
九
七
〇
年
代
の

イ
ン
ド
情
勢
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
選
挙

結
果
に
基
づ
く
平
和
裏
な
政
権
交
代
に
感

銘
を
受
け
、
民
主
主
義
は
真
の
文
明
社
会

の
証
で
あ
る
と
の
確
信
を
深
め
た
こ
と
を

述
べ
て
い
る
［Tenzin G

yatso 2002: 
199

］。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
自
伝
の
記
述

以
外
、
な
ぜ
民
主
主
義
が
チ
ベ
ッ
ト
政
体

の
基
礎
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、

実
の
と
こ
ろ
わ
か
ら
な
い
。
チ
ベ
ッ
ト
亡

命
政
府
の
公
表
し
て
い
る
資
料
で
は
、
民

主
主
義
の
採
用
を
自
明
の
前
提
と
し
て
政

策
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

参
考
文
献
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yatso, the 
Fourteenth D

alai Lam
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⑾
ダ
ラ
イ
ラ
マ
法
王
日
本
代
表
部
事
務
所

H
P
「
ニ
ュ
ー
ス 

二
〇
一
六
年
九
月

一
〇
日
付
」。

⑿
ダ
ラ
イ
ラ
マ
一
四
世
は
、
人
類
各
自
が

全
世
界
で
起
き
る
こ
と
に
対
し
て
責
任

を
持
つ
「
普
遍
的
責
任
」（U

niversal 
Responsibility

）
を
提
唱
す
る
。
普
遍

的
責
任
と
い
う
概
念
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、

法
王
の
ス
ピ
ー
チ
「
人
権
と
普
遍
的
責

任
」[TPPRC

 1998: 89-93]

、「
普
遍

的
責
任
と
世
界
環
境
」[

同: 97-100]

、

「
普
遍
的
責
任
と
環
境
」
な
ど
を
参
照
。
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