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一
、
近
代
国
家
に
お
け
る
政
教
関
係

　
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
だ
報
告
を
拝
聴
し
、
各

国
の
政
教
関
係
が
実
に
多
様
で
あ
る
こ
と
に
思
い
を
は
せ
て
い
る
。

多
く
の
近
代
国
家
が
公
的
領
域
に
お
け
る
政
教
分
離
を
国
是
と
し
つ

つ
も
、
そ
の
「
分
離
」
の
有
り
よ
う
が
多
様
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が

一
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
の
近
代
国
民
国
家
の
成
立
過
程
で
、

そ
れ
以
前
か
ら
あ
っ
た
社
会
的
資
源
を
活
用
し
つ
つ
、
政
教
間
で
の

対
立
、
弾
圧
と
恭
順
、
抵
抗
、
交
渉
や
妥
協
、
融
和
な
ど
さ
ま
ざ
ま

な
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
で
き
あ
が
っ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
ま
た
、「
政
治
」
の
領
域
の
内
部
に
も
世
界
観
や
人
間
観
に
関
わ

る
様
々
な
価
値
の
体
系
（
コ
ー
ド
）
が
網
の
目
の
よ
う
に
張
り
巡
ら

さ
れ
て
い
る
。
趣
旨
説
明
に
も
あ
っ
た
と
お
り
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

は
ま
さ
に
こ
う
い
う
種
類
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
本
日
の
三

報
告
が
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
内
部
に
お
け
る
多
様
性
・
多
面
性
を

明
ら
か
に
し
た
こ
と
に
は
大
き
な
意
義
が
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

二
、
キ
リ
ス
ト
教
の
構
築
性

　
こ
れ
を
踏
ま
え
て
、（
言
い
古
さ
れ
た
表
現
で
は
あ
る
が
）
キ
リ

ス
ト
教
の
構
築
性
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
絶
大
な
る
権
威
・
権

力
と
し
て
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
中
世
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い

て
、
バ
ー
ガ
ー
＆
ル
ッ
ク
マ
ン
は
、「
キ
リ
ス
ト
教
的
伝
統
の
独
占

的
保
護
者
で
あ
っ
た
教
会
は
、極
め
て
弾
力
性
に
富
ん
だ
や
り
方
で
、

さ
ま
ざ
ま
な
民
間
信
仰
や
習
慣
を
、
そ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
世
界
そ
の

も
の
に
対
す
る
明
確
で
異
端
的
な
異
議
申
し
立
て
に
結
晶
化
し
な
い

か
ぎ
り
は
、
そ
の
伝
統
の
な
か
に
統
合
し
て
い
っ
た
。
た
と
え
ば
農

民
た
ち
が
先
祖
伝
来
の
神
々
か
ら
あ
る
一
人
を
選
び
出
し
、
そ
れ
を
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キ
リ
ス
ト
教
の
聖
者
に
〈
洗
礼
〉
し
、
し
か
も
従
来
通
り
伝
来
の
説

話
を
語
り
つ
づ
け
、
伝
来
の
祝
祭
を
こ
の
聖
者
に
結
び
つ
け
て
祝
い

つ
づ
け
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
な
ん
ら
問
題
に
は
な
ら
な
か
っ
た
」

と
説
明
す
る
。
キ
リ
ス
ト
教
は
ロ
ー
カ
ラ
イ
ズ
し
な
が
ら
、
世
界
的

に
拡
大
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
キ
リ
ス
ト
教
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
や
場
所
に
適
応
す
る
こ
と
で

生
き
延
び
て
き
た
と
す
れ
ば
、
近
代
は
キ
リ
ス
ト
教
が
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ゼ
ー
シ
ョ
ン
を
経
験
し
た
時
代
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
必

ず
し
も
キ
リ
ス
ト
教
が
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
動
員
さ
れ
た
と
い
う
意

味
で
は
な
く
、
ナ
シ
ョ
ナ
ラ
イ
ズ
さ
れ
る
世
界
に
さ
ま
ざ
ま
な
方
法

で
適
応
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
村
田
報
告
で
は
、
ギ
リ
シ
ャ
に
お
け
る
正
教
徒
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
の
多
様
性
が
示
さ
れ
た
。
ま
た
、
ト
ル
コ
と
ギ
リ
シ
ャ
の
間
で

揺
れ
る
世
界
総
主
教
座
の
姿
も
印
象
的
に
描
き
出
さ
れ
た
。
こ
の
事

例
か
ら
は
、「
教
会
（
組
織
）」
も
国
家
の
枠
組
み
と
折
り
合
い
を
つ

け
な
け
れ
ば
生
き
延
び
る
こ
と
が
で
き
な
い
「
近
代
」
と
い
う
時
代

の
特
性
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ま
た
、
井
出
報
告
に
お
い
て
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
お
け
る
ス
ロ

ヴ
ァ
キ
ア
語
話
者
に
と
っ
て
の
小
教
区
社
会
（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
）
の

重
要
性
が
指
摘
さ
れ
た
。
こ
れ
は
現
代
の
移
民
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お

い
て
も
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
が
、
移
住
者
や
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
ど
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
に
ど
の
程
度
影
響
を
与
え
て
い
る
の
か
に
つ
い
て

も
関
心
を
持
っ
た
。

　
こ
の
二
つ
の
事
例
か
ら
は
、ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
規
定
す
る
際
、

言
語
・
宗
教
・
出
生
地
な
ど
、
何
に
重
点
が
置
か
れ
る
か
は
状
況
に

よ
っ
て
異
な
り
、
眼
前
に
あ
る
彼
我
の
差
異
が
資
源
と
し
て
利
用
さ

れ
る
と
い
う
側
面
が
あ
る
よ
う
に
も
感
じ
た
。

　
大
澤
報
告
に
よ
っ
て
は
、
逆
説
的
に
「
西
欧
型
キ
リ
ス
ト
教
」
と

い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
想
起
さ
せ
ら
れ
た
。
一
般
に
キ
リ
ス
ト
教
と
理

解
さ
れ
て
い
る
も
の
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
地
域
文
化
の
反
照
に
す
ぎ
な

い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
事
例
と
し
て
取
り
上
げ
ら

れ
た
「
ア
フ
リ
カ
人
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を

可
能
に
し
た
も
の
は
何
か
（
時
代
性
、
権
力
関
係
、
教
派
の
特
徴
な

ど
）
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
想
像
力
を
か
き
立
て
ら
れ
た
。

三
、
ま
と
め

　
三
報
告
と
も
一
般
市
民
の
視
点
か
ら
の
記
述
が
分
析
を
対
象
に
し

て
お
り
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
多
様
性
は
見
事
に
示
さ
れ
て
い
た
。

他
方
で
、
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
ロ
ー
カ
ル

な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
な
ど
の
事
例
も
出
て
く
る
中
で
、
な
お
も
そ
れ

を
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
呼
ぶ
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
再
考
し
て
い
く

必
要
性
を
受
け
止
め
て
い
る
。
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