
レ
ッ
テ
ル
貼
り
は
問
題

一神
教
に
は
ユ
ダ
ヤ
教
、
キt

リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
が
あ
i
l

p

、
そ
れ
ぞ
れ
の
中
も
ま
た
多唱
団川

様
な
の
に
、
十
把一
か
ら
げに

ほ
己

「
一神
教
は不
寛
容」
と
言
つ

一E
J

の
は
、
多
様
な実
態
を
見
ょ
う
高
民

と
し
な
い
議
論
で
あ
り
、
問
題J
ηh

が
あ
る。
へ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
と
J
q

同
様
、
敵
視
する相
手
に
分
か

り
ゃ
す
い
レ
ッ
テ
ル
を
貼
り
、

単
純
化
・

平
板
化
し
て
批
判
す

る
や
り
方
だ
。
こ
れ
で
は
「
イ

ス
ラ
ム
教
は
怖
い」と
い
っ
た

虚
像
を
まき
散
ら
す
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
う。

同志社大教授

も
し
あ
る
宗
教
の
暴
力
性
を

批
判
する
な
ら
、
歴
史
的
、
具

体
的
に事
実関
係
を
検
証
し
、

例
え
ば
「十
字
軍
時
代
の
キ
リ

ス
ト
教の
こ
うい
う
行
為
は
暴

力
的
だ
っ
た
」と
言
わ
な
け
れ

こ
は
ら
・

か
つ
ひ
ろ
専
門
は

キ
リ
ス
ト
教
思
想
・

宗
教
倫
理・

一神
教
砺
究。
2
0
1
0

年
から

同
志
社
大一神
教学
際研
究
セ
ン

タ
ー

長
。

相
歳。

ば
な
ら
な
い
。
だ
が、
キ
リ
ス

ト

教
の
歴
史
が
常
に暴力
の
連

続
で
あ
っ
た
わ
け
では
な
い。

一神
教
批
判に
は
、
必
ず
そ

れ
と
セ
ッ
トで
、
「日
本
の
宗

教
は
寛
容
だ」
と
い
っ
た
日
本

を
持
ち
上
げ
る主
張
が
見ら
れ

る
。
そ
こ
に
は
日
本
を
礼
賛
し

だ
い
た
め
に
一神
教
を
け
な
す

構
図
が
あ
り、
文
化
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ムが
あ
る
。
嬰す
る
に
日

本
文
化
論。
こ
う
し
た
自
己
反

省
を
欠
い
た自
国
文
化
の
語
り

方
は
危
な
い。
異
質な
も
の
に

対
し
、
理
解で
は
な
く、
不
信
激
に
な
る
。
も
う
一つ
は、
宗

感
や
敵意
を
強
め
る
から
だ
。

教
が
国
家
など
の
世
俗
権
力
と

私
は
、宗
教
の
違
い
に
関
係
結
び
つく
と
、
攻
撃
的
に
な
り

な
く
、
人
聞
は暴
力
的
で不
寛
や
す
い
。

容
に
な
る
場
合
が
あ
る
、
と
考
一
方
、
我
々
が
使
っ
て
い
る

え
る
。
ア
ジ
ア
で
は仏
教
徒
が
「寛
容
」
も
、
臨欝主
義
以
降

イ
ス
ラ
ム
教
徒
を
攻
撃
す
るこ
の
政
教
分
離
を
前
提と
し
た
西

と
が
ある
し
、

日
本
の
戦
時
下
洋
近
代
の
概
念
で
あ
る
こ
と
を

に
は
、
国
家
が
海
外
で
神
社
参
自
覚
す
べ
きだ
ろ
う。
宗教
を

拝
を
強
制
し
た。
だ
か
ら、
ど

「括
弧」
に
入
れ
て個
人
の内

ん
な
時
、
ど
んな
条
件
で不
寛
面
の
問
題
と
し
、それ
で
多様

容
な
状
況が
生
ま
れ
る
かを
教
性
を
維
持
しよ
う
一
す
る姿
勢

訓
と
し
て
考
え
る
方
が大
事
だ
。

実
は
ユ
ダ
ヤ教
、
キリ
ス

だ
。

ト
教
、
イス
ラ
ム
教
に
も、
西

一つ
は、
人
が
切
羽
詰
ま
っ
洋
近
代
の
寛
容
が
生

ま
れ
る
は

た
時
だ
。
政
治
的
、
軍
事
的
に
る
か
以
前
か
ら、
寛
容
に
関
す

追
い
つ
め
られ
た
状
況
が
長
く
る
対
応
概
念
が
あ
っ
た。
支
配

続
い
たり
、
社会
で
「自
分
の
・

従
属
関
係
は
あ
っ
た
に
せ

居
場
所
が
な
い」
と
感
じ
た
り
よ
、

「寄
留
の
民」
を
大切
に

す
る
と
、
何
とか
し
よ
うと
過
す
る
と
い
っ
た
姿
努
は古
く
か

ら
あ
っ
た
。
近
代
的
な
寛
容
だ

け
で
多
様
性
が
維
持
で
き
な
い

な
ら
、
こ
う
し
た
古く
から
の

概
念
を
含
め
て
寛
容
を考
え
直

し
て
み
る
必
要が
あ
る
だ
ろ

う
。い

ず
れ
に
して
も
、
少
子
高

齢
化
が
進
む
日
本
に
は
、今
後

さ
ら
に
東
南ア
ジ
ア
の
イス
ラ

ム
教
徒
や
カ
ト
リ
ック
の
フ
ィ

リ
ピ
ン
人
な
ど
が労働
者
と
し

て
入
っ
て
く
る。
そ
ろ
そ
ろ
島

国
的
な
発
想
の一神
教
批
判
を

，
卒
業μ
し
、
異
な
る
他
者
主

向
き
合
い
、日
本
で
少
数
派
が

居
心
地
よ
く
いら
れ
る
た
め
に

何
が
で
き
る
か
、考えて
い
く

段
階
に
来
て
いる
の
で
は
ない

力
。

（
文化
部
植
田
滋
）


