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寛
容
思
想
研
究
の
現
代
的
意
義

　
　

―
比
較
思
想
的
考
察
の
試
み
―

福　
　

島　
　

清　
　

紀

は
じ
め
に

　

一
九
九
七
年
四
月
二
日
、
日
本
の
最
高
裁
大
法
廷
は
、
靖
国
神
社

へ
の
玉
ぐ
し
料
な
ど
を
公
金
で
支
払
う
こ
と
が
違
憲
か
ど
う
か
が
争

わ
れ
た
「
愛
媛
玉
ぐ
し
料
訴
訟
」
で
、
愛
媛
県
の
公
金
支
出
は
憲
法

第
二
〇
条
三
項
の
禁
止
す
る
宗
教
的
活
動
に
当
た
り
、
憲
法
第
八
九

条
の
禁
止
す
る
公
金
の
支
出
に
当
た
る
と
し
て
、
違
憲
判
決
を
言
い

渡
し
た
。
日
本
国
憲
法
は
、
国
家
神
道
体
制
に
対
す
る
深
甚
な
反
省

か
ら
、
信
教
の
自
由
及
び
そ
れ
を
制
度
的
に
保
障
す
る
政
教
分
離
の

原
則
を
明
文
化
し
て
い
る
が
、
こ
の
訴
訟
は
戦
後
の
新
憲
法
下
で
も

国
家
や
自
治
体
と
宗
教
と
の
分
離
が
未
解
決
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
を

如
実
に
物
語
る
。

　

政
教
分
離
は
、「
国
家
」
と
「
教
会
」
の
境
界
線
を
確
定
し
よ
う

と
し
た
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
の
寛
容
論
が
示
す
よ
う
に
、
近
代
西
欧
の

思
想
的
遺
産
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
れ
を
継
承
す
る
か
ぎ
り
、
信
教
の

自
由
を
制
度
的
に
保
障
す
る
重
要
な
原
則
で
あ
る
。
件
の
訴
訟
で
問

題
と
な
っ
た
公
金
支
出
だ
け
で
な
く
、
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
首
相
や

閣
僚
の
靖
国
神
社
参
拝
は
、
そ
う
し
た
原
則
を
突
き
崩
す
精
神
的
基

盤
が
根
強
い
こ
と
の
証
左
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
足
下
の
現
実
を
見

据
え
る
な
ら
ば
、
政
教
分
離
は
日
本
で
は
今
な
お
、
制
度
を
支
え
る

心
性
に
深
く
関
わ
る
事
柄
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

だ
が
一
方
、
例
え
ば
欧
州
統
合
の
動
き
や
各
地
で
の
民
族
問
題
の

噴
出
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、
近
代
西
欧
が
モ

デ
ル
を
提
供
し
た
国
民
国
家
が
そ
の
擬
制
性
を
露
わ
に
し
つ
つ
あ

り
、
近
代
西
欧
的
な
知
の
枠
組
み
自
体
が
グ
ロ
ー
バ
ル
な
局
面
で
は
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す
で
に
歴
史
的
か
つ
論
理
的
に
相
対
化
さ
れ
る
べ
き
対
象
と
な
っ
て

い
る
。
と
く
に
第
一
次
世
界
大
戦
を
機
に
、
西
欧
中
心
主
義
に
対
す

る
疑
念
が
あ
る
種
の
比
較
と
い
う
視
点
を
伴
っ
て
ほ
か
な
ら
ぬ
西
欧

内
部
か
ら
生
じ
た
こ
と
も
想
起
さ
れ
る
。

　

そ
れ
に
、
あ
る
国
家
が
政
教
分
離
に
よ
り
信
教
の
自
由
を
保
障
し

て
い
る
と
し
て
も
、
あ
る
い
は
、
政
教
分
離
を
国
是
と
し
て
い
る
が

ゆ
え
に
、
国
家
と
は
何
か
、
自
由
と
は
何
か
と
い
う
問
題
に
加
え

て
、
国
内
の
個
人
や
集
団
の
相
互
関
係
の
な
か
で
具
現
さ
れ
る
諸
々

の
《
差
異
》
を
ど
う
捉
え
る
か
と
い
う
問
題
が
残
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
諸
事
情
を
勘
案
す
れ
ば
、
現
代
日
本
で
政
教
分
離

は
比
較
思
想
的
視
点
を
要
す
る
重
層
的
な
考
察
課
題
で
あ
り
続
け
て

い
る
と
言
え
よ
う
。「
寛
容
」
と
い
う
概
念
を
主
題
と
す
る
本
考
察

は
そ
う
し
た
認
識
に
発
す
る
試
み
で
あ
る
。

一　
「
寛
容
」
概
念
の
形
成
あ
る
い
は
意
味
変
容

　

日
本
語
で
一
般
に「
寛
容
」と
訳
さ
れ
るtoleration

（tolerantia, 
tolérance, T

oleranz, etc

（
は
、
そ
の
源
に
遡
れ
ば
、
西
欧
の
歴

史
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
変
容
を
受
け
て
き
た
概
念
で
あ
り
、
時
代
に

よ
っ
て
特
有
の
刻
印
を
帯
び
て
い
て
一
義
的
で
は
な
い
。
し
か
も
同

時
代
に
お
い
て
さ
え
「
寛
容
」
は
、
あ
る
い
は
渇
望
さ
れ
、
あ
る
い

は
非
難
さ
れ
た
。

　

フ
ラ
ン
ス
語
のtolérance

を
例
に
と
れ
ば
、
こ
の
言
葉
の
歴

史
は
そ
れ
だ
け
で
ト
レ
ラ
ン
ス
と
い
う
概
念
の
多
義
性
を
示
し
て

い
る
。
専
ら
ラ
テ
ン
語
を
用
い
て
い
た
著
作
家
た
ち
の
間
で
は
、

tolerantia

は
試
練
に
お
け
る
粘
り
強
さ
や
諸
々
の
不
都
合
、
逆
境

あ
る
い
は
自
然
的
な
諸
要
素
に
耐
え
る
力
を
意
味
し
た
。「
耐
え
る
・

我
慢
す
る
」
と
い
う
意
味
のtolerō

は
、
人
が
自
分
に
対
し
て
な

す
努
力
を
指
す
。
医
学
的
な
語
彙
は
こ
の
意
味
で
用
い
ら
れ
、
有
機

体
の
ト
レ
ラ
ン
ス
は
、
病
的
な
兆
候
な
し
に
薬
や
一
定
の
化
学
的
・

物
理
的
作
用
体
の
働
き
に
耐
え
る
能
力
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

ト
レ
ラ
ン
ス
は
第
一
に
人
が
諸
事
物
に
対
し
て
維
持
す
る
関
係
に
関

わ
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
他
者
と
の
関
係
の
形
態
を
示
す
の
は
意
味
の

転
位
に
よ
る
が
、
や
が
て
ト
レ
ラ
ン
ス
が
固
有
の
意
味
を
獲
得
す
る

の
も
こ
の
方
向
に
お
い
て
で
あ
る（

1
（

。
ト
レ
ラ
ン
ス
が
、
自
他
の
間
に

み
ら
れ
る
思
考
様
式
の
差
異
の
認
識
に
立
っ
て
《
他
者
》
の
立
場
を

容
認
す
る
態
勢
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
一
七
世
紀
末
の
こ
と

で
あ
っ
た（

2
（

。

　

フ
ラ
ン
ス
語
の
一
七
世
紀
的
用
法
を
示
す
文
献
の
一
つ
に
、

一
六
九
〇
年
に
初
版
が
出
版
さ
れ
た
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
フ
ュ
ル
テ
ィ

エ
ー
ル
の
『
汎
用
辞
典
。
一
般
的
な
フ
ラ
ン
ス
語
の
古
語
・
新
語
並

び
に
学
問
・
芸
術
用
語
を
す
べ
て
収
録
』（D

ictionnaire universel, 

contenant généralem
ent tous les m

ots français, tant vieux que 

m
odernes, et les T

erm
es des sciences et des arts

（
が
あ
る
。
そ
の
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一
七
二
七
年
版
に
よ
れ
ば
、tolérance

は
、
異
端
者
を
ど
の
程
度

ま
で
「
許
容
す
る
」（tolérer

（
べ
き
か
と
い
う
問
題
を
め
ぐ
っ
て

激
論
し
て
き
た
神
学
者
た
ち
の
間
で
、「
何
年
か
前
か
ら
頻
繁
に
使

用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
語
」
で
あ
る
。
こ
の
語
は
本
来
、「
許
容

さ
れ
た
事
柄
」
へ
の
暗
黙
の
非
難
を
含
ん
で
お
り
、
是
認
で
き
な

い
事
柄
で
も
、
思
い
や
り
の
あ
る
態
度
で
そ
れ
を
「
大
目
に
見
る

こ
と
」（un support
（
を
意
味
す
る
。
ま
た
、「
世
俗
的
寛
容
」
と

「
教
会
内
寛
容
」
が
あ
り
、
前
者
は
、
国
家
の
利
益
・
安
寧
に
反
す

る
よ
う
な
教
義
を
説
か
な
い
か
ぎ
り
、
い
か
な
る
宗
派
も
国
家
は
処

罰
し
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
後
者
は
、
教
会
内
で

異
説
が
唱
え
ら
れ
た
と
し
て
も
、
教
義
の
根
本
に
関
わ
る
も
の
で
な

け
れ
ば
、
そ
れ
を
教
会
は
寛
大
に
扱
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

要
約
す
れ
ば
、
信
教
の
自
由
と
も
訳
さ
れ
る
フ
ラ
ン
ス
語
の

tolérance

は
当
初
、
世
俗
社
会
で
キ
リ
ス
ト
教
の
諸
宗
派
あ
る
い

は
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
宗
教
を
信
奉
す
る
自
由
だ
け
で
な
く
、
教
会

内
で
の
少
数
意
見
の
許
容
を
も
含
意
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
し
か

も
、
是
認
で
き
な
い
事
柄
を
大
目
に
見
る
と
い
う
、
む
し
ろ
消
極
的

な
意
味
で
使
わ
れ
て
い
た
。
だ
が
、
宗
教
戦
争
が
終
結
を
見
た
後
も

新
旧
両
教
徒
の
対
立
と
諸
々
の
政
治
的
要
因
が
輻
輳
す
る
状
況
の
も

と
で
、「
寛
容
」
の
概
念
は
《
差
異
》
を
体
現
し
て
い
る
《
他
者
》

の
容
認
に
関
わ
る
問
題
と
し
て
次
第
に
積
極
的
な
意
味
を
担
う
よ
う

に
な
る
。                 

　

そ
う
し
た
新
た
な
「
寛
容
」
概
念
は
、
国
家
あ
る
い
は
世
俗
社
会

の
な
か
で
複
数
の
宗
教
の
共
存
は
い
か
に
し
て
可
能
か
と
い
う
問
題

を
解
決
す
べ
く
案
出
さ
れ
、
信
仰
の
強
制
を
生
み
出
す
統
治
原
理
と

の
緊
張
関
係
の
場
面
で
形
成
さ
れ
た
。
こ
の
概
念
は
「
ず
っ
と
昔
か

ら
観
念
の
天
空
に
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
近
代
的
思
考
が
、

諸
宗
教
の
共
存
が
世
俗
の
平
和
の
根
本
条
件
の
一
つ
で
あ
る
よ
う
に

見
え
る
政
治
権
力
の
概
念
を
構
築
す
る
に
至
る
、
ゆ
る
や
か
な
プ
ロ

セ
ス
の
所
産
」
で
あ
り
、
宗
教
的
寛
容
が
積
極
的
価
値
を
獲
得
す
る

歴
史
は
、「
支
配
／
服
従
と
い
う
対
概
念
の
再
生
産
を
多
様
な
や
り

方
で
保
障
す
る
こ
と
を
め
ざ
す
統
治
形
態
の
歴
史
」
と
相
即
的
で
あ

っ
た（

3
（

。
こ
の
こ
と
を
典
型
的
に
示
し
て
い
る
の
は
、
優
れ
て
統
治
の

観
点
か
ら
政
治
と
宗
教
と
の
関
係
を
問
い
直
そ
う
と
し
た
ロ
ッ
ク
の

寛
容
思
想
で
あ
る
。

二　

ロ
ッ
ク
の
寛
容
思
想

　

ロ
ッ
ク
は
『
寛
容
に
つ
い
て
の
書
簡
』（Epistola de T

olerantia, 
1689

（
で
、「
国
政
の
問
題
」
と
「
宗
教
の
問
題
」、「
国
家
の
安
泰
」

へ
の
関
心
と
「
魂
の
救
い
」
へ
の
関
心
と
の
境
界
線
を
設
定
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
ゆ
え
ん
を
こ
う
述
べ
る
。「
あ
る
人
が
、
迫
害
や
非

キ
リ
ス
ト
教
的
残
酷
さ
を
憂
国
や
法
の
遵
守
の
口
実
と
し
ま
せ
ん
よ

う
に
。
ま
た
他
方
、
ほ
か
の
人
々
が
、
宗
教
の
名
に
よ
っ
て
自
ら
の
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道
徳
上
の
放
縦
さ
や
罪
過
の
無
処
罰
を
求
め
ま
せ
ん
よ
う
に
。
言
う

な
れ
ば
、
誰
か
が
、
君
主
の
忠
実
な
臣
民
と
し
て
、
あ
る
い
は
神
の

誠
実
な
崇
拝
者
と
し
て
、
自
分
自
身
や
ほ
か
の
人
々
に
、
苦
し
み
を

課
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
よ
う
に
。
な
に
よ
り
も
、
国
政
の
問
題

と
宗
教
の
問
題
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
教
会
と
国
家
の
間
に

は
境
界
が
正
し
く
お
か
れ
る
べ
き
だ
、
と
私
は
思
い
ま
す
。
も
し
こ

の
こ
と
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
、
魂
の
救
い
や
国
家
の
安
泰
が
真
に
関

心
事
で
あ
る
人
々
の
間
の
、
あ
る
い
は
関
心
事
だ
と
思
わ
れ
る
人
々

の
間
の
論
争
に
は
、
い
か
な
る
決
着
も
つ
け
ら
れ
な
い
の
で
す
。（

（
（

」 

　

宗
教
は
民
衆
に
対
す
る
政
治
的
支
配
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
な
り
う

る
し
、
政
治
は
公
共
の
福
祉
と
い
う
美
名
の
も
と
に
魂
の
救
済
に
関

わ
る
宗
教
上
の
問
い
を
強
権
的
に
踏
み
に
じ
る
こ
と
が
あ
る
。
ロ
ッ

ク
は
そ
う
し
た
状
況
と
対
峙
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　

ロ
ッ
ク
は
と
く
に
聖
職
者
を
次
の
よ
う
に
批
判
す
る
。「
キ
リ
ス

ト
教
世
界
で
宗
教
の
た
め
に
生
じ
た
紛
争
や
戦
争
の
大
部
分
は
、
避

け
ら
れ
が
た
い
意
見
の
相
違
に
で
は
な
く
、
意
見
を
異
に
す
る
人
々

に
対
し
て
当
然
許
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
寛
容
が
拒
否
さ
れ
た
こ
と
に

起
因
」
し
て
い
る
。「
貪
欲
と
支
配
欲
と
に
駆
ら
れ
た
教
会
の
指
導

者
た
ち
は
、
野
心
の
た
め
に
し
ば
し
ば
自
制
心
を
失
っ
た
為
政
者

と
、
盲
信
の
せ
い
で
常
に
あ
さ
は
か
な
民
衆
と
を
、
あ
ら
ゆ
る
手
段

を
用
い
て
挑
発
し
扇
動
し
て
異
端
［
の
迫
害
］
に
向
か
わ
せ
」、
か
く

て
彼
ら
は
「
教
会
と
国
家
と
い
う
ま
っ
た
く
異
な
る
二
つ
の
も
の
を

混
同
し
て
し
ま
っ
た
」（
91
頁
（。
聖
職
者
は
「
福
音
書
の
僕
で
あ
る

よ
り
も
国
家
権
力
の
僕
」
と
し
て
振
舞
い
、
国
家
の
「
専
制
」
と
教

会
内
の
「
専
制
」
を
助
長
し
、
人
々
に
対
す
る
抑
圧
装
置
を
作
っ
て

き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
教
会
と
国
家
と
の
〔
間
に
見
ら
れ
た
〕

一
致
」
が
招
来
し
た
事
態
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
ロ
ッ
ク
は
、「
も

し
両
者
が
自
ら
の
限
界
内
に
止
ま
っ
て
、
一
方
は
国
家
の
現
世
的
な

福
祉
だ
け
に
、
他
方
は
魂
の
救
い
だ
け
に
努
め
て
い
た
な
ら
ば
、
両

者
の
間
に
は
い
か
な
る
不
和
も
生
じ
え
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
」
と
言

わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
（
93
頁
（。

　

で
は
、「
国
家
」
の
特
質
及
び
「
為
政
者
」
の
義
務
・
権
限
は
何

か
。
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、「
国
家
」（respublica

（
と
は
「
市
民
の

財
産
を
保
持
し
促
進
す
る
た
め
に
の
み
つ
く
ら
れ
た
人
間
の
集
ま

り
」（
9
頁
（
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、「
市
民
の
財
産
」
と
は
「
生
命
、

自
由
、
か
ら
だ
の
健
康
と
苦
痛
か
ら
の
解
放
、
土
地
と
か
貨
幣
と
か

家
具
そ
の
他
の
よ
う
な
、
外
的
な
事
物
の
所
有
」（
同
上
（
で
あ
り
、

「
こ
の
生
命
に
か
か
わ
り
を
持
っ
て
い
る
、
こ
れ
ら
の
事
物
の
正
当

な
所
有
を
、
一
般
に
は
、
す
べ
て
の
人
民
の
た
め
に
、
ま
た
、
個
々

に
は
、
臣
民
一
人
一
人
の
た
め
に
、
す
べ
て
の
人
々
に
公
正
に
制
定

さ
れ
た
法
に
よ
っ
て
、
整
え
保
護
す
る
」
こ
と
が
「
為
政
者
の
義

務
」
で
あ
る
（
11
頁
（。
し
た
が
っ
て
「
為
政
者
」
の
権
限
は
決
し

て
「
魂
の
救
い
」
に
ま
で
は
及
ば
な
い
。

　

そ
れ
な
ら
ば
「
教
会
」
と
は
何
か
。「
教
会
」（ecclesia

（
は
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「
魂
の
救
い
の
た
め
に
神
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
だ
ろ
う
、
と
信
じ
る

や
り
方
で
、
神
を
お
お
や
け
に
礼
拝
す
る
た
め
、
人
々
が
自
発
的
に

結
び
つ
い
て
い
る
自
由
な
集
ま
り
」
で
あ
り
、｢

自
由
で
自
発
的
な

4

4

4

4

4

4

4

結
社
4

4｣
（
原
文
イ
タ
リ
ッ
ク
（
で
あ
る
（
15
頁
（。
こ
の
よ
う
に
ロ
ッ
ク

は
「
教
会
」
形
成
に
お
け
る
自
由
と
自
発
性
の
契
機
を
強
調
す
る
。

人
は
生
来
、
い
か
な
る
教
会
や
教
派
に
も
拘
束
さ
れ
て
お
ら
ず
、

「
人
は
、
真
の
宗
教
と
神
を
喜
ば
す
礼
拝
を
、
そ
こ
に
見
い
だ
し
た

と
信
じ
る
そ
の
結
社
に
、
進
ん
で
参
加
す
る
」（
17
頁
（。
そ
れ
ゆ
え
、

も
し
人
が
「
教
義
に
誤
っ
た
と
こ
ろ
や
礼
拝
に
不
適
当
な
と
こ
ろ
を

見
い
だ
す
な
ら
ば
」、
入
っ
て
き
た
と
き
と
同
じ
よ
う
に
「
自
由
に
」

そ
こ
を
離
脱
し
う
る
（
同
上
（。

　

し
か
も
、「
自
由
で
自
発
的
な
結
社
」
と
し
て
の
「
教
会
」
は
、

「
宗
教
の
こ
と
で
、
お
互
い
に
意
見
を
異
に
す
る
私
人
た
ち
相
互
の

寛
容
」（
25
頁
（
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
と
同
様
、
相

互
に
平
等
で
あ
り
、
い
か
な
る
教
会
も
他
の
教
会
に
対
し
て
何
ら
支

配
権
を
も
た
な
い
。
為
政
者
が
ど
れ
か
の
教
会
の
一
員
で
あ
る
と
き

で
さ
え
そ
う
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
「
国
家
は
教
会
に
何
ら
新
し
い
権

利
を
与
え
う
る
も
の
で
は
な
く
、
逆
に
教
会
が
国
家
に
新
し
い
権
利

を
与
え
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
え
な
い
」
か
ら
で
あ
る
（
同
上
（。

　

そ
し
て
、「
教
会
」
と
い
う
「
宗
教
的
結
社
」
の
目
的
は
「
神
の

公
的
な
礼
拝
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
に
よ
る
永
遠
の
生
命
の
獲
得
」
で

あ
る
が
ゆ
え
に
、「
す
べ
て
の
教
会
法
は
、
こ
の
目
的
に
よ
っ
て
限

定
さ
れ
る
べ
き
」
で
あ
る
。
こ
の
結
社
は
「
社
会
的
つ
ま
り
現
世
的

財
産
の
所
有
」
を
取
り
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
（
21
頁
（。
つ
ま
り
、

「
外
的
な
財
産
の
所
有
と
使
用
」
は
為
政
者
の
支
配
下
に
あ
り
、「
教

会
」
は
そ
う
し
た
世
俗
的
な
事
柄
に
関
し
て
は
強
制
力
や
支
配
権
を

ま
っ
た
く
も
た
な
い
の
だ
か
ら
、「
破
門
」
の
決
定
と
そ
の
実
行
に

際
し
て
も
、
破
門
さ
れ
た
人
の
「
か
ら
だ
や
財
産
」
に
何
の
危
害
も

加
え
て
は
な
ら
な
い
。「
教
会
」
の
要
職
に
あ
る
人
間
で
も
、
宗
教

上
の
差
異
を
理
由
に
し
て
、
自
分
と
教
会
や
信
仰
を
異
に
す
る
人
の

自
由
あ
る
い
は
現
世
的
財
産
の
一
部
を
奪
い
「
人
間
と
し
て
の
、
ま

た
市
民
と
し
て
の
す
べ
て
の
権
利
」
を
損
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て

は
な
ら
な
い
（
23
頁
（。「
教
会
」
と
「
国
家
」、
こ
の
「
両
者
の
境

界
線
は
、
確
固
と
し
て
不
動
の
も
の
」
で
あ
り
（
29
、
31
頁
（、
世
俗

的
な
所
有
物
に
「
教
会
」
が
関
与
す
る
こ
と
は
、
魂
の
救
い
の
問
題

に
「
国
家
」
が
関
与
す
る
こ
と
と
同
様
、
越
権
行
為
で
あ
っ
た
。

　

ロ
ッ
ク
は
こ
の
よ
う
な
国
家
と
教
会
の
峻
別
に
基
づ
い
て
、
魂
の

救
い
に
関
す
る
考
え
方
の
多
様
性
を
尊
重
す
べ
き
こ
と
を
説
き
、
迫

害
さ
れ
て
き
た
人
々
の
た
め
に
寛
容
の
大
切
さ
を
語
っ
て
い
る
が
、

ロ
ッ
ク
の
主
張
す
る
寛
容
は
無
条
件
で
は
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、

ロ
ッ
ク
は
寛
容
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
る
べ
き
い
く
つ
か
の
ケ
ー
ス

が
あ
る
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

主
な
も
の
と
し
て
は
ま
ず
、
国
家
と
教
会
、
政
治
と
宗
教
と
い

う
「
ま
っ
た
く
異
な
る
二
つ
の
も
の
を
混
同
」
し
て
、
自
分
た
ち
と
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は
違
う
考
え
方
の
持
主
を
力
で
支
配
し
よ
う
と
す
る
不
寛
容
な
人
々

が
、
寛
容
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
る
。「
現
世
的
な
事
柄
に
お
い
て
、

あ
る
特
権
や
権
力
を
、
他
の
人
間
に
与
え
る
以
上
に
、
信
仰
の
あ
つ

い
宗
教
的
で
正
統
な
者
た
ち
に
、
つ
ま
り
は
自
分
た
ち
自
身
に
与
え

る
人
々
は
、
為
政
者
に
よ
っ
て
寛
容
に
扱
わ
れ
る
権
利
を
も
つ
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
宗
教
を
口
実
に
し
て
、
彼
ら
の
教
会
の
組

織
に
は
属
し
て
い
な
い
者
や
、
ど
ん
な
仕
方
に
せ
よ
そ
れ
と
袂
を
分

か
っ
た
者
に
対
し
て
、
な
ん
ら
か
の
支
配
権
を
要
求
す
る
人
々
も
同

様
で
す
。」（
77
頁
（
こ
の
よ
う
な
不
寛
容
な
人
々
に
は
不
寛
容
で
対

抗
す
る
し
か
な
い
、
と
い
う
の
が
ロ
ッ
ク
の
考
え
で
あ
ろ
う
。

　

次
に
引
用
す
る
の
は
、
暗
に
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
を
指
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
ケ
ー
ス
で
あ
る
。「
あ
る
宗
派
の
教
会
の
信
者
は
皆
、

そ
の
教
会
に
加
わ
る
こ
と
で
事
実
上
、
他
国
の
君
主
の
保
護
下
に
入

り
、
そ
の
君
主
に
服
従
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
だ
と
す
れ
ば
、
そ

の
よ
う
な
教
会
は
、
こ
の
国
の
為
政
者
に
対
し
て
、
寛
容
に
扱
わ
れ

る
権
利
を
要
求
で
き
ま
せ
ん
。
こ
ん
な
や
り
方
を
す
れ
ば
、
為
政
者

は
、
自
分
の
領
土
や
都
市
の
な
か
に
外
国
の
支
配
権
の
及
ぶ
場
所
を

提
供
す
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
し
、
ま
た
、
自
国
民
の
な
か
か
ら

彼
の
統
治
す
る
国
家
に
背
い
て
兵
士
が
登
録
さ
れ
る
の
を
許
す
こ
と

に
な
る
で
し
ょ
う
か
ら
。」（
77
、
79
頁
（
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
は
自
国

の
為
政
者
よ
り
は
い
わ
ば
他
国
の
主
権
者
で
あ
る
教
皇
に
服
従
を
誓

う
の
だ
か
ら
、
彼
ら
の
考
え
方
を
容
認
す
れ
ば
、
結
局
、
国
家
の
な

か
に
別
の
国
家
を
導
き
入
れ
る
こ
と
に
な
り
、
統
治
の
土
台
が
揺
ら

ぐ
。
だ
か
ら
為
政
者
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
を
寛
容
に
扱
う
べ
き
で
は

な
い
。
こ
れ
が
ロ
ッ
ク
の
論
理
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
無
神
論
者
も
寛
容
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
る
。「
神
が
存

在
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
人
々
は
、
決
し
て
寛
容
に
扱
わ
れ
る
べ
き

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と
い
う
の
は
、
人
間
社
会
の
絆
で
あ
る
約
束
と

か
、
契
約
と
か
、
誓
約
と
か
は
、
無
神
論
者
に
と
っ
て
確
固
不
動
で

犯
し
が
た
い
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
す
。
た
と
え
意
見
の
な

か
だ
け
で
あ
る
に
し
て
も
、
神
が
否
定
さ
れ
れ
ば
、
こ
れ
ら
い
っ
さ

い
の
も
の
は
崩
れ
去
っ
て
し
ま
い
ま
す
。」（
79
頁
（
ロ
ッ
ク
に
よ
れ

ば
、
無
神
論
者
は
「
人
間
社
会
の
絆
」
に
し
ば
ら
れ
な
い
の
だ
か

ら
、
神
の
存
在
の
否
定
は
世
俗
社
会
の
絆
の
全
面
的
解
体
を
招
く
。

そ
れ
に
ロ
ッ
ク
の
考
え
で
は
、
無
神
論
に
よ
っ
て
宗
教
を
根
底
か
ら

破
壊
す
る
者
は
宗
教
の
名
に
お
い
て
寛
容
の
特
権
を
自
分
の
た
め
に

要
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
つ
ま
り
ロ
ッ
ク
の
思
想
を
根
本
で
支

え
て
い
た
の
は
、
神
の
存
在
を
決
し
て
疑
わ
な
い
キ
リ
ス
ト
教
徒
と

し
て
の
宗
教
的
信
条
で
あ
り
、『
書
簡
』
が
主
張
す
る
寛
容
は
あ
く

ま
で
信
仰
を
前
提
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
考
察
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ロ
ッ
ク
は
、
魂
の
救
い
に

関
す
る
考
え
方
の
多
様
性
を
尊
重
す
る
立
場
か
ら
信
教
の
自
由
を
主

張
し
、
寛
容
の
大
切
さ
を
説
く
一
方
で
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
や
無
神

論
者
は
寛
容
の
対
象
か
ら
除
外
し
た
。
そ
の
理
由
に
は
為
政
者
に
よ
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る
統
治
の
あ
り
方
を
重
視
す
る
観
点
が
色
濃
く
投
影
さ
れ
て
お
り
、

そ
こ
に
こ
の
寛
容
思
想
の
特
徴
が
あ
る
。
ロ
ッ
ク
が
『
書
簡
』
で
言

う｢
為
政
者｣

は
現
世
的
事
物
の
保
全
を
目
的
と
し
て
社
会
の
上
に

人
為
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
、
最
高
立
法
権
た
る
政
治
的
信
託
権
力

を
指
す
。
ロ
ッ
ク
は
こ
の
世
俗
的
な
信
託
権
力
と
の
密
接
な
連
関
に

お
い
て
「
寛
容
」
の
問
題
を
論
究
し
て
い
る
。
約
言
す
れ
ば
、
ロ
ッ

ク
が
構
築
し
た
「
寛
容
」
思
想
は
イ
ギ
リ
ス
の
国
家
的
・
国
民
的
自

立
を
志
向
す
る
政
治
論
的
骨
格
を
具
え
て
お
り
、「
暗
黙
の
内
に
、

国
民
に
共
通
の
『
最
少
限
ク
レ
ド
』
を
要
求（

5
（

」
す
る
《
統
治
》
の
論

理
な
の
で
あ
る
。　
　

三　

一
七
世
紀
末
西
欧
の
思
想
的
動
向

　
　

―
相
互
的
寛
容
の
模
索
を
中
心
に
―

　

前
節
で
粗
略
な
が
ら
考
察
し
た
よ
う
に
、
ロ
ッ
ク
は
宗
教
に
関
し

て
意
見
を
異
に
す
る
私
人
た
ち
の
相
互
的
寛
容
が
認
め
ら
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、
教
会
相
互
の
平
等
性
を
主
張
し

た
が
、
こ
の
よ
う
な
志
向
は
ロ
ッ
ク
だ
け
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

相
互
的
寛
容
の
模
索
は
、
不
寛
容
が
猖
獗
を
極
め
て
い
た
同
時
代
の

西
欧
を
特
徴
づ
け
る
思
想
的
動
向
の
一
つ
で
あ
る
。
本
節
で
は
と
く

に
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
ピ
エ
ー
ル
・
ベ
ー
ル
の
活
動
に
注
目
し
て
そ
う

し
た
動
向
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。

⑴　

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
け
る
相
互
的
寛
容

　
　

―
「
寛
容
」
概
念
を
め
ぐ
る
ボ
シ
ュ
エ
と
の
対
立
―

　

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
一
六
八
七
年
一
一
月
に
作
成
し
た
教
会
合
同

に
関
す
る
あ
る
覚
書
で
、「
相
互
的
寛
容
と
い
う
道

4

4

4

4

4

4

と
世
俗
的
平
和

と
い
う
道
（la voye de la tolerance m

utuelle, et d’une paix 
civile

（
か
ら
始
め
る
必
要
が
常
に
あ
る
」
と
述
べ
、「
こ
の
道
は
さ

て
お
き
、
厳
格
さ
と
い
う
道

4

4

4

4

4

4

4

（la voye de la rigueur

（
は
、
幾

世
代
に
も
わ
た
っ
て
存
続
し
て
き
た
マ
ラ
ー
ノ
が
証
拠
立
て
て
い
る

よ
う
に
、
必
ず
し
も
適
法
、
安
全
、
効
果
的
な
わ
け
で
は
な
い
こ
と

は
衆
目
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
」
云
々
と
続
け
る
（A

 I -5, 

11

（。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
「
相
互
的
寛
容
」

を
、
議
論
や
相
互
理
解
へ
の
第
一
歩
だ
と
捉
え
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
言
う
「
相
互
的
寛
容
」
は
宗
教
的

差
異
を
克
服
す
る
た
め
の
和
解
交
渉
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
な
基
礎

的
原
理
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。「
合
同
を
望
む
に
先
立
っ
て
、
精

神
を
和
ら
げ
る
た
め
に
諸
権
力
は
ま
ず
相
互
的
寛
容
に
関
し
て
同
意

す
べ
き
で
あ
る（

6
（

」。
こ
の
一
歩
な
く
し
て
は
、
安
定
し
た
平
和
は
言

う
に
及
ば
ず
、
い
か
な
る
成
果
も
期
待
で
き
ま
い
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ

は
そ
う
考
え
て
い
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

覚
書
で
言
及
さ
れ
て
い
る
「
厳
格
さ
と
い
う
道
」
は
非
キ
リ
ス
ト

教
徒
の
強
制
的
改
宗
に
関
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
標
準
的
な
取
組
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み
で
あ
っ
た
が
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
マ
ラ
ー
ノ
問
題
よ
り
も
切
迫
し

た
問
題
を
仄
め
か
し
て
い
る
と
想
定
す
る
の
が
比
較
的
無
理
の
な
い

見
方
で
あ
ろ
う
。
そ
の
問
題
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
に

対
し
て
こ
の
「
厳
格
さ
と
い
う
道
」
が
適
用
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と

で
あ
る
。
件
の
覚
書
が
書
か
れ
る
二
年
前
の
一
六
八
五
年
、
ナ
ン
ト

勅
令
が
廃
止
さ
れ
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
弾
圧
が
強
化
さ
れ
た
こ
と
、
そ

し
て
こ
の
勅
令
廃
止
に
少
な
か
ら
ず
関
与
し
て
い
た
の
が
モ
ー
の
司

教
ボ
シ
ュ
エ
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
覚
書
の
歴
史
的
背
景
を
考
え
る
上

で
軽
視
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
。
国
王
は
ナ
ン
ト
勅
令
廃
止
の
直

前
、
ボ
シ
ュ
エ
を
説
教
者
に
選
び
、
当
の
司
教
は
一
〇
月
二
一
日
、

宮
廷
で
「
強
い
て
入
ら
し
め
よ
」
と
い
う
聖
書
の
一
節
を
テ
ク
ス
ト

に
用
い
て
説
教
を
行
う
。
ル
イ
一
四
世
の
フ
ラ
ン
ス
は
、
ま
さ
し
く

「
カ
ト
リ
ッ
ク
一
色
の
フ
ラ
ン
ス
」
で
あ
っ
た
。

　

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
教
会
合
同
を
め
ぐ
っ
て
ボ
シ
ュ
エ
と
書
簡
を

交
わ
す
よ
う
に
な
る
の
は
一
六
九
一
年
か
ら
だ
が
、
こ
の
文
通

相
手
は
『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
へ
の
い
ま
し
め
、
第
六
』（Sixièm

e 
A

vertissem
ent aux Protestants, 1691

（
で
い
か
な
る
形
態
の
寛

容
に
も
反
対
し
、「
あ
ら
ゆ
る
宗
教
の
な
か
で
最
も
厳
格
で
最
も
不

寛
容
な
宗
教（

7
（

」
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
宗
教
だ
と
誇
ら
し
げ
に
言
い
放

つ
。
そ
う
い
う
ボ
シ
ュ
エ
で
あ
る
か
ら
、「
教
会
内
寛
容
」
と
「
世

俗
的
寛
容
」
を
区
別
す
る
こ
と
自
体
を
も
拒
絶
す
る
。「
世
俗
的
寛

容
」
は
、「
真
理
か
ら
の
隔
た
り
」
の
し
る
し
で
あ
る
異
端
を
生
み

出
す
た
め
に
「
教
会
内
寛
容
」
が
拠
り
所
と
す
る
口
実
で
し
か
な
か

っ
た（

8
（

。⑵　

ピ
エ
ー
ル
・
ベ
ー
ル
の
問
題
提
起

　

こ
の
よ
う
な
不
寛
容
が
支
配
す
る
フ
ラ
ン
ス
か
ら
の
亡
命
を
余

儀
な
く
さ
れ
た
思
想
家
の
一
人
が
ピ
エ
ー
ル
・
ベ
ー
ル
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
は
差
し
当
た
り
、
ベ
ー
ル
が
執
筆
と
出
版
に
深
く
関
わ
っ

た
著
作
『
フ
ラ
ン
ス
へ
の
近
き
帰
国
に
つ
き
、
亡
命
者
に
与
う
る

重
大
な
る
忠
告
』（L’A

vis im
portant aux réfugiées sur leur 

prochain retour en France, 1690

（
の
論
旨
に
触
れ
て
お
き
た

い
。

　

こ
の
著
作
は
、
見
た
と
こ
ろ
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
に
よ
っ
て
書
か
れ

た
も
の
だ
が
、
こ
れ
は
ベ
ー
ル
に
よ
る
偽
装
で
あ
っ
た
。
ナ
ン
ト
勅

令
廃
止
に
よ
り
フ
ラ
ン
ス
を
追
わ
れ
、
い
つ
の
日
か
故
国
に
帰
還
し

た
い
と
望
む
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
た
ち
に
向
か
っ
て
多
数
派
の
宗
教
の

名
に
お
い
て
語
る
問
題
提
起
の
書
で
あ
る
。

　
「
ユ
グ
ノ
ー
」
は
自
分
た
ち
の
た
め
に
要
求
す
る
良
心
の
自
由

（
信
教
の
自
由
（
と
礼
拝
の
自
由
を
相
手
側
に
認
め
る
意
思
が
あ
る

の
か
？　

フ
ラ
ン
ス
の
宗
教
戦
争
の
時
代
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
が
優

勢
で
あ
っ
た
地
域
で
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
は
自
己
の
礼
拝
の
自
由

な
実
行
に
対
す
る
制
限
を
ま
ぎ
れ
も
な
く
経
験
し
た
。
さ
ら
に
確
か

な
こ
と
に
、
多
く
の
「
ユ
グ
ノ
ー
」
は
イ
ギ
リ
ス
の
名
誉
革
命
を
支
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持
し
て
い
る
が
、
当
の
革
命
は
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
二
世
が
基
礎
を
築
い

た
宗
教
的
自
由
の
体
制
を
廃
止
し
、
こ
の
国
で
一
六
世
紀
以
来
す
べ

て
の
非
国
教
徒
を
苦
し
め
て
き
た
オ
ス
ト
ラ
シ
ス
ム
を
復
活
さ
せ
た

ば
か
り
で
あ
る
。「
ユ
グ
ノ
ー
」
た
ち
の
政
治
的
選
択
は
、
彼
ら
が

主
張
す
る
宗
教
的
寛
容
の
原
理
と
の
一
貫
性
を
具
え
て
い
る
の
か
？　

　

こ
の
よ
う
な
筆
致
で
書
か
れ
た
文
章
は
、
い
わ
ば
《
他
者
の
立

場
》
に
身
を
置
い
て
特
定
の
立
場
へ
の
固
着
を
批
判
し
、
ベ
ー
ル
の

宗
教
的
同
志
た
ち
に
集
団
的
な
内
省
の
実
行
を
促
す
も
の
で
あ
っ

た
。

　
『
忠
告
』
は
、
語
り
か
け
て
い
る
相
手
で
あ
る
友
人
と
そ
の
す
べ

て
の
仲
間
の
亡
命
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
、「
亡
命
地
で
吸
い
込
ん
で
、

危
険
き
わ
ま
る
実
に
忌
わ
し
い
二
つ
の
病
に
感
染
さ
せ
た
悪
し
き
空

気
か
ら
心
身
を
浄
化
す
る
た
め
、
フ
ラ
ン
ス
に
足
を
踏
み
入
れ
る
前

に
一
種
の
検
疫
を
施
す
」
よ
う
注
意
を
喚
起
す
る（

9
（

。
こ
こ
に
言
う

「
二
つ
の
病
」
と
は
、「
諷
刺
の
精
神
」
と
、「
こ
の
世
に
無
政
府
状

態
を
、
世
俗
社
会
に
こ
の
上
な
く
深
刻
な
禍
を
導
き
入
れ
る
こ
と
に

な
る
あ
る
種
の
共
和
主
義
的
精
神
」
で
あ
っ
た
（Ibid.

（。
避
難
地

で
の
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
が
、
心
の
拠

り
所
で
あ
る
宗
教
の
礼
拝
を
禁
止
し
て
「
良
心
の
自
由
」
を
奪
っ
た

権
力
装
置
を
少
し
で
も
変
え
よ
う
と
す
れ
ば
、
何
を
す
べ
き
か
、
あ

る
い
は
む
し
ろ
何
を
す
べ
き
で
な
い
か
。『
忠
告
』
の
著
者
か
ら
見

る
と
、
彼
ら
は
す
べ
き
で
な
い
こ
と
を
し
て
い
た
。
諷
刺
文
・
中
傷

文
の
乱
発
と
共
和
主
義
的
な
人
民
主
権
論
・
抵
抗
権
理
論
の
主
張
が

そ
れ
で
あ
り
、
と
り
わ
け
共
和
主
義
的
精
神
に
基
づ
く
言
説
が
故
国

へ
の
帰
還
に
対
す
る
最
大
の
障
害
と
考
え
ら
れ
た
。

　

亡
命
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
急
先
鋒
ピ
エ
ー
ル
・
ジ
ュ
リ
ュ
ー
は
、

カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
の
間
で
形
成
さ
れ
て
き
た
モ
ナ
ル
コ
マ
キ
の
理
論
を

継
承
し
、
臣
民
を
抑
圧
す
る
君
主
を
臣
民
は
排
除
す
る
権
利
を
も
つ

と
さ
え
考
え
て
い
た
。
そ
し
て
ジ
ュ
リ
ュ
ー
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

諸
国
家
が
ル
イ
一
四
世
に
国
際
的
な
圧
力
を
加
え
て
ナ
ン
ト
勅
令
の

回
復
を
命
じ
る
こ
と
、
さ
ら
に
そ
の
た
め
に
イ
ギ
リ
ス
の
ウ
ィ
リ
ア

ム
三
世
及
び
対
仏
戦
争
に
お
け
る
同
盟
を
援
助
す
る
こ
と
に
、
帰
国

の
実
現
可
能
性
を
見
出
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
ベ
ー
ル
は
、
亡
命
者
た
ち
の
故
国
へ
の
帰
還
は
ナ

ン
ト
勅
令
が
少
な
く
と
も
部
分
的
に
は
復
活
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
条

件
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
彼
ら
が
国
王
の
好
意
を
失
わ
ぬ
よ
う
慎
重
に

振
舞
う
し
か
な
い
と
考
え
て
い
た
。「
君
主
が
ど
ん
な
信
仰
心
を
も

っ
て
い
る
と
し
て
も
、
君
主
の
権
威
や
人
格
に
関
わ
る
異
端
よ
り

は
、
む
し
ろ
宗
教
に
し
か
関
わ
ら
な
い
異
端
の
方
を
君
主
は
黙
認
し

ま
す
し
、
前
者
の
異
端
の
方
が
公
共
の
平
和
を
乱
し
か
ね
な
い
こ
と

さ
え
確
か
で
す
。」（Ibid., p. 609

（
何
よ
り
も
重
要
な
の
は
、
ヴ
ェ

ル
サ
イ
ユ
の
眼
に
、
共
和
主
義
的
理
論
に
感
染
し
た
反
逆
者
に
見
え

な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

そ
し
て
さ
ら
に
問
題
だ
っ
た
の
は
、
人
民
主
権
論
を
基
軸
と
す
る
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共
和
主
義
的
理
論
に
よ
っ
て
名
誉
革
命
を
支
持
す
る
一
部
の
「
ユ
グ

ノ
ー
」
の
政
治
的
選
択
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
に
対
す
る
差
別
的
体

制
を
是
認
す
る
仕
儀
に
立
ち
至
る
点
で
、
母
国
で
奪
わ
れ
た
信
仰
と

礼
拝
の
自
由
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
彼
ら
の
主
張
と
齟
齬
を
き
た

し
、
相
互
的
な
寛
容
に
背
馳
す
る
発
想
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
で
あ

っ
た
。

　
『
忠
告
』
は
一
六
七
三
年
に
成
立
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
審
査
法
（
公

職
に
就
く
者
を
国
教
徒
に
限
定
（
を
「
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
の
臣
民
か
ら

良
心
の
自
由
を
奪
う
法
律
」
と
捉
え
、
そ
の
法
律
を
信
仰
自
由
宣
言

に
よ
っ
て
変
え
さ
せ
よ
う
と
し
た
チ
ャ
ー
ル
ズ
二
世
や
ジ
ェ
ー
ム
ズ

二
世
は
「
死
に
値
す
る
」
と
言
い
放
つ
よ
う
な
「
不
穏
な
反
乱
文

書
」
を
、
自
分
た
ち
の
宗
教
の
礼
拝
を
禁
止
さ
れ
「
良
心
の
自
由
」

を
奪
わ
れ
た
人
た
ち
が
熱
心
に
翻
訳
し
出
版
し
た
こ
と
に
、
看
過
で

き
な
い
問
題
性
を
見
出
し
た
。
そ
し
て
、「
自
分
た
ち
の
宗
教
の
礼

拝
が
禁
止
さ
れ
た
こ
と
を
悪
魔
の
よ
う
な
暴
政
と
呼
ぶ
」
の
で
あ
れ

ば
、
審
査
法
と
い
う｢

良
心
の
自
由
を
奪
う
法
律｣

を
変
え
さ
せ
よ

う
と
す
る
王
は
弁
護
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
問
い
か
け

て
、
自
分
た
ち
と
同
じ
く
良
心
を
侵
さ
れ
た
人
々
の
立
場
を
認
識
し

て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
旨
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
（Ibid., p. 633

（。

　

こ
の
よ
う
に
「
反
乱
文
書
」
の
問
題
性
を
鋭
く
批
評
す
る
筆
鋒

は
、
フ
ラ
ン
ス
の
宗
教
戦
争
に
お
け
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
側
の
手
法

に
も
容
赦
な
く
向
け
ら
れ
る
。

　

フ
ラ
ン
ス
南
西
部
ベ
ア
ル
ン
出
身
の
ナ
ヴ
ァ
ー
ル
王
ア
ン
リ
は
、

フ
ラ
ン
ス
王
ア
ン
リ
三
世
の
死
後
、
ア
ン
リ
四
世
と
し
て
フ
ラ
ン
ス

の
王
位
を
継
承
し
た
。「
ユ
グ
ノ
ー
戦
争
」
で
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

と
し
て
戦
っ
て
き
た
ナ
ヴ
ァ
ー
ル
王
は
、
ギ
ー
ズ
公
ア
ン
リ
を
実
質

的
指
導
者
と
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
同
盟
か
ら
は
異
端
者
の
首
領
と
目
さ

れ
て
い
た
が
、
こ
の
同
盟
を
支
持
す
る
ス
ペ
イ
ン
の
介
入
が
露
骨
の

度
を
加
え
る
と
い
う
事
態
を
前
に
し
て
、
一
五
九
三
年
七
月
、
カ
ト

リ
ッ
ク
へ
の
改
宗
を
決
意
す
る
。
そ
う
し
た
経
緯
も
踏
ま
え
て
『
忠

告
』
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
側
の
問
題
点
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。

　
「
あ
の
君
主
〔
ア
ン
リ
四
世
―
引
用
者
注
〕
が
異
端
を
誓
絶
せ
ず

に
王
位
に
就
い
て
い
た
な
ら
ば
、
古
く
か
ら
の
宗
教
が
こ
の
王
国
で

存
続
し
う
る
見
込
み
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
と
い
う
の

も
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
ほ
ど
多
数
で
は
な
か
っ

た
と
は
い
え
、
そ
れ
で
も
き
わ
め
て
有
力
な
集
団
を
な
し
て
い
た
か

ら
で
す
。（
中
略
（
ア
ン
リ
四
世
が
カ
ト
リ
ッ
ク
教
の
礼
拝
を
ま
っ

た
く
容
認
し
て
い
な
か
っ
た
ベ
ア
ル
ン
で
用
い
た
手
法
や
、
あ
な
た

方
が
最
大
勢
力
を
誇
っ
て
い
た
王
国
内
の
土
地
で
私
た
ち
に
対
し
て

加
え
て
い
た
抑
圧
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
ア
ン
リ
が
改
宗
せ
ず

に
フ
ラ
ン
ス
王
に
な
っ
た
ら
王
国
全
体
を
自
ら
の
故
郷
ベ
ア
ル
ン
と

同
じ
色
に
染
め
上
げ
る
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
さ
せ
た
の
で
す
。」

（Ibid., p. 630
（『
忠
告
』
に
よ
れ
ば
、「
ユ
グ
ノ
ー
戦
争
」
の
時
代
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に
、
ベ
ア
ル
ン
の
よ
う
な
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
が
優
勢
だ
っ
た
地
域
で

は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
が
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
を
「
抑
圧
」
し
て
い
た
の

で
あ
っ
て
、
そ
の
逆
で
は
な
か
っ
た
。
な
る
ほ
ど
王
国
全
体
で
は
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は
被
抑
圧
的
な
境
遇
を
強
い
ら
れ
て
い
た
。
だ
が
地

域
に
よ
っ
て
は
抑
圧-

被
抑
圧
の
関
係
が
逆
転
し
う
る
こ
と
、
そ
し

て
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
か
ら
見
れ
ば
フ
ラ
ン
ス
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
一

色
の
王
国
に
な
り
か
ね
な
い
と
恐
れ
る
十
分
な
理
由
が
あ
っ
た
こ
と

を
『
忠
告
』
は
指
摘
し
て
い
る
。

　

宗
教
的
少
数
派
の
「
ユ
グ
ノ
ー
」
に
対
す
る
差
別
・
抑
圧
が
猛
威

を
ふ
る
っ
て
い
た
状
況
下
で
、
多
数
派
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
か
ら
不

寛
容
に
扱
わ
れ
て
い
た
側
の
主
張
を
あ
え
て
当
の
多
数
派
の
視
点
で

相
対
化
す
る
試
み
は
、
こ
の
上
な
く
冷
徹
な
精
神
を
必
要
と
し
た
で

あ
ろ
う
。
し
か
も
、
ベ
ー
ル
が
一
六
九
一
年
一
月
五
日
付
け
の
コ
ン

ス
タ
ン
宛
書
簡
で
「
寛
容
に
与
す
る
見
解
は
、
昨
年
八
月
、
ア
ム
ス

テ
ル
ダ
ム
の
ワ
ロ
ン
教
会
会
議
で
非
難
さ
れ
ま
し
た（

（1
（

」
と
報
じ
て
い

る
よ
う
に
、
亡
命
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
教
会
会
議
に
お
い
て
さ
え

「
寛
容
」
が
非
難
の
対
象
で
あ
っ
た
点
も
考
慮
す
れ
ば
、
ベ
ー
ル
が

模
索
し
て
い
た
相
互
的
寛
容
へ
の
道
が
い
か
に
険
し
い
も
の
で
あ
っ

た
か
は
想
像
に
余
り
あ
る（

（（
（

。

結
び
に
か
え
て

　
『
忠
告
』
が
想
起
さ
せ
る
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
第
一
次
宗
教
戦
争

が
始
ま
っ
た
一
五
六
二
年
に
刊
行
さ
れ
た
セ
バ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
カ

ス
テ
リ
ョ
の
『
悩
め
る
フ
ラ
ン
ス
に
勧
め
る
こ
と
』（Conseil à la 

France désolée

（
で
あ
る
。
カ
ス
テ
リ
ョ
は
、
フ
ラ
ン
ス
を
苛
ん

で
い
る
「
反
乱
や
戦
争
の
主
要
か
つ
実
質
的
な
原
因
は
（
中
略
（
良

心
の
暴
力
的
侵
害
に
あ
る（

（1
（

」
と
捉
え
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
福
音
派
が
い

ず
れ
も
「
良
心
」
を
侵
害
し
て
い
る
点
で
同
罪
で
あ
る
こ
と
を
喝
破

し
て
、
両
派
に
自
分
た
ち
の
行
為
に
深
く
思
い
を
致
す
よ
う
訴
え

た
。
相
手
を
折
伏
し
よ
う
と
す
る
情
熱
が
異
端
撲
滅
の
動
き
を
惹
き

起
こ
し
た
こ
と
の
「
重
大
な
る
責
任
は
ま
ず
教
皇
派
に
帰
さ
れ
る
と

は
い
え
」、
改
革
派
も
そ
の
責
を
免
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、「
そ

れ
は
ひ
た
す
ら
神
の
栄
光
と
魂
の
救
済
を
願
っ
た
十
六
世
紀
の
、
不

寛
容
な
精
神
の
奥
底
に
根
ざ
す
心
の
動
き
」
で
あ
っ
た
。
ミ
カ
エ

ル
・
セ
ル
ヴ
ェ
ト
ゥ
ス
が
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
の
拠
点
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
で
焚

刑
に
処
さ
れ
た
時
代
に
あ
っ
て
、「
カ
ル
ヴ
ァ
ン
な
ら
び
に
カ
ト
リ

ッ
ク
教
徒
の
双
方
に
向
か
い
宗
教
的
寛
容
の
主
張
を
展
開
」
し
た
カ

ス
テ
リ
ョ
は
異
彩
を
放
つ（

（1
（

。

　

社
会
の
な
か
で
抑
圧
さ
れ
た
集
団
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
集
団
が
真

理
の
占
有
者
を
僭
称
し
、
当
の
集
団
内
部
の
個
人
や
他
の
集
団
が
体
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現
す
る
《
差
異
》
を
異
端
視
し
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
た
ち

の
党
派
性
を
維
持
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
新
た
な
抑
圧
装
置
を
生
み
出

し
う
る
。
こ
れ
は
、
カ
ス
テ
リ
ョ
の
時
代
ま
で
遡
る
な
ら
ば
、
少
な

く
と
も
四
百
年
以
上
も
前
か
ら
繰
り
広
げ
ら
れ
て
き
た
事
象
で
あ

り
、
当
初
は
本
質
的
に
宗
教
的
次
元
を
内
包
し
て
い
た
が
現
代
で
は

必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
と
い
う
違
い
は
あ
る
に
せ
よ
、
二
一
世
紀

に
お
い
て
も
人
々
の
共
存
の
あ
り
方
に
関
わ
る
未
解
決
問
題
の
一
つ

で
あ
る
。
そ
の
点
に
こ
そ
、
寛
容
思
想
研
究
の
現
代
的
意
義
が
存
す

る
の
で
は
な
い
か
。

　

そ
れ
に
、《
差
異
》
の
捉
え
方
の
問
題
と
の
関
連
で
、
ロ
ッ
ク
の

寛
容
思
想
の
不
寛
容
な
側
面
も
視
野
に
入
れ
て
お
か
ね
ば
な
る
ま

い
。
魂
の
救
い
に
関
す
る
考
え
方
の
多
様
性
を
尊
重
す
べ
き
で
あ
る

な
ら
ば
、
統
治
の
観
点
か
ら
と
は
い
え
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
や
無
神
論

者
が
寛
容
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
る
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
こ
の
疑
問

は
拭
え
ず
、
ロ
ッ
ク
の
論
理
構
成
は
あ
る
時
代
の
あ
る
地
域
に
特
有

の
も
の
で
し
か
な
い
。
そ
の
意
味
で
ロ
ッ
ク
の
寛
容
思
想
に
は
限
界

が
あ
る
。
だ
が
こ
の
こ
と
は
、
ど
ん
な
《
差
異
》
も
許
容
さ
れ
う
る

の
か
と
い
う
重
い
問
い
か
け
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な

か
ろ
う
か（

（1
（

。
蓋
し
遺
産
の
継
承
と
は
未
解
決
問
題
の
自
覚
で
も
あ
る

の
だ
か
ら
。
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