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フ
ラ
ン
ス
の
宗
教
的
中
立
性

泉

洋

一

(
甲
湾
大
学
〉

盟
家
の
宗
教
的
中
立
性
に
つ
い
て
の
フ
ラ
ン
ス
の
状
況
を
研
究
報
告
す
る
の
が
私
の
役
割
で

本
報
告
は
、

フ
ゆ
ブ
ン
ス

的
中
立
性
の
内
容
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
最
近
の
罷
開
と
い
う

つ
の
点
を
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
れ
が
、
他
開
や
わ
が
麗
で
の
国
家

の
宗
教
的
中
立
性
と
比
較
す
る
う
え
で
有
態
義
だ
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
宗
教
的
中
立
牲
と
い

憲
法
規
定
に
は
現
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
、

フ
ラ
ン
ス
特
悔
の
ラ
イ
シ
テ
と
い
う
諸
が
用
い
ら
れ
て
い
る
α

そ
こ

で
二
つ
の
点
に
先
支
っ
て
、

ラ
イ
シ
テ
と
宗
教
的
中
立
性
と
の
関
慌
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
な
け
れ
、
ば
な
ら
な
い
の
そ
し
て
、
実

は
、
そ
の
点
に
触
れ
る
こ
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
京
教
的
中
立
性
が
ど
の
よ
う
な
状
変
か
ら
生
じ
た
か
を
認
識
す
る
う
え
で
も
重
要
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。

ラ
イ
シ
テ
と
宗
教
的
中
立
性

(I) 

ラ
イ
シ
テ
の
二
つ
の
意
味

ラ
イ
シ
テ
は
今
日
法
的
概
念
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
語
に
は
、
異
な
る
次
元
の
様
々
な
意
味
が
含
ま
れ
て
お
り
、
あ
ま
り
暁
確
と

。，“



は
い
え
な
い
。
そ
の
理
告
は
、
ラ
イ
シ

も
と
も
と
、
法
的
概
念
と
は
ほ
ど
速
い
、
強
い
感
情
を
伴
う
臨
争
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
i

概
念
と
し
て
叢
場
し
た
こ
と
に
市
出
来
す
る
。
ラ
イ
シ
テ
は
、
そ
の
一
時
加
藤
や
患
懇
的
締
離
は
と
も
か
く
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
第
一
一
一
共
和

制
の
初
め
に
、
国
家
の
非
宗
教
化
政
策
を
強
力
に
推
進
し
た
共
和
採
が
議
開
に
し
た
鞭
念
で
あ
っ

リ
カ
リ
ス
ム
と
呼
ば
れ
る
反
教
権
王
義
と
い
う
考
え
を
背
景
に
持
っ
て
い
た
。
夜
教
権
主
義
と
は
、
教
会
勢
力
が
公
的
観
域
に
介
入
し
、

し
か
も
そ
れ
は
ア
ン
チ
・
ク
レ

影
響
を
及
ぼ
そ
う
と
す
る
教
権
主
義
に
は
反
対
す
る
考
え
、
主
張
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
教
会
勢
力
と
の
関
争
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
誼
念
と
し
て
の
ラ
イ
シ
テ
の
意
味
内
容
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
あ
い
ま
い

で
あ
っ
た
が
、
当
時
の
共
和
謙
が
主
犠
し
た
ラ
イ
シ
テ
に
は
、
一
一
つ
の
意
味
、
傾
向
に
整
理
し
う
る
。
第
一
は
、
世
搭
権
力
と
教
会
権

カ
と

い
う
態
味
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
ラ
イ
シ
テ
と
宗
教
的
中
立
性
は
向
意
義
と
な
る
。
第
二

は
、
犠
め

デ
オ
ロ
ギ

i
あ
る
い
は
無
神
論
的
思
懇
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
箆
家
の
ラ
イ
シ
ス
ム
と
も
呼
ば
れ
る
。
そ
し

一
共
和
制
の
下
で
の
ラ
イ
シ
テ
の
立
法
化
に
は
、
ぞ
れ
を
一
企
図
し

た
者
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
こ
つ
の
目
的
に
分
か
れ
、
あ
る
い
は

一
つ
の
側
聞
が
あ
っ
た
と
い

こ
れ
に

た
と
え
ば
、
次

の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
あ
る
者
は
ラ
イ
シ
テ
を
中
立
性
と
を
陪

祖
し
、
他
の
者
は
ラ
イ
シ
テ

フランスの総数的中立役(小泉)

る
方
法
よ
り
は
宗
教
を
攻
撃
す
る
手
段
を
見
い
だ
し
て
い
た
」
と
。

ラ
イ
シ
テ
を
第
一
の
意
味
、
す
な
わ
ち
宗
教
的
中
立
牲
の
意
味
で
開
い
た
の
は
、

一
八
七
九
年
か
ら
一
八
八
五
年
に
か
け
て
、
非
宗

教
化
政
護
の
ふ
ま
導
権
を
と
っ
た
共
和
派
の
う
ち
で
も
オ
ボ
ル
チ
ュ
ニ
ス
ト
と
称
さ
れ
た
語
撞
涼
で
あ
り
、
そ
の
代
表
は
、
公
教
育
の
ラ

イ
シ
テ
を
押
し
進
め
た
ジ
ナ
i
ル
・
ブ
ぷ
日
ソ
ー
で
あ
っ
た
。
被
に
近
い
共
和
、
派
の

人
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。

「
す
べ
て
の
者

に
命
じ
ら
れ
る
教
湾
は
、

ぞ
れ
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
教
育
は
す
べ
て
の
宗
教
的
選

択
か
ら
等
し
い
距
離
安
保
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
c

中
立
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
、

。
こ
こ
で
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は
、
現
ち
か
に
、
ラ
イ
シ
テ
が
信
仰
の
告
白
を
保
障
す
る
た
め
の
中
立
性
と
理
解
容
れ
て
い
る
。

地
方
、
ラ
イ
シ
テ
を
第
二

す
な
わ
ち
皮
宗
教
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
意
味
で
唱
え
た
者
は
、
共
和
採
の
う
ち
の
怒
瀧
謙
と
彼

ら
に
協
力
し
た
社
会
主
盤
戦
派

l
i設
ら
こ
そ
が
H
F

・
-
レ
フ
ュ
ス
事
件
後
の
修
道
会
の
謹
舗
な
ど
の
非
宗
教
化
政
簸
を
推
進
し
た
ー
ー
に
み

ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
社
会
主
義
深
の
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ア
!
ニ
は
、
機
関
翠
ユ
マ
ニ
テ
に
、

「
中
立
性
は
常
に
議
偽
で
あ
っ
た
。
確
か
に
、

そ
れ
は
、
本
翼
の
激
し
い
怒
り
の
最
中
に
学
校
に
関
す
る
法
律
を
作
り
上
げ
る
時
に
は
、
お
そ
ら
く
必
嬰
で
あ
っ
た
。
法
律
の
原
則
の

紡
げ
に
な
っ
た
匝
結
を
な
し
た
一
部
の
臆
鵠
寝
を
安
心
さ
せ
る
た
め
に
、
こ
の
中
立
性
の
愛
想
が
約
束
さ
れ
た
」

ま
た
議
会

で、

「
わ
れ
わ
れ
は
、
反
宗
教
的
な
、
し
か
も
積
極
的
、

好
戦
的
に
疫
宗
教
的
な
大
学
を
つ
く
る
こ
と
以
外
の
計
阪
を
決
し

て
持
た
な
か
っ
た
」
と
発
言
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

(2) 
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立
法
北
中
。
れ
て
ラ
イ
シ
テ

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ラ
イ
シ
テ
が
立
法
ル
凡
さ
れ
る
時
に
は
、
そ
れ
は
一

つ
の
意
味
、
額
肉
を
諜
び
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
実
際
に

ラ
イ
シ
テ
が
法
制
護
と
な
っ
た
後
、
そ
れ
は
い
か
な
る
意
味
を
持
っ
た
の
か
。
こ
の
点
に

?
フ
イ
シ
テ
は
、
確
か
な
正
当
性
を

見
い
だ
す
た
め
に
、
懇
速
に
中
立
性
の
ラ
イ
シ
テ
に
な
っ

〈
カ
ト
リ
ッ
ク
法
学
者
連
崩
説
会
長
の
ド
ノ
リ
オ
の
言
葉
)
と
一
言
わ
れ
る

よ
う
に
、
結
論
的
に
言
え
ば
、
立
法
化
さ
れ
た
ラ
イ
シ
テ
は
、
も
っ
ぱ
ら
宗
教
的
中
立
性
の
意
味
で
盟
解
さ
れ
た
と
い

ラ
イ
シ
テ
を
も
り
こ
ん
だ
法
律
自
体
が
宗
教
的
中
立
性
の

つ
こ
と
を
示
す
も
の
が
あ
る
。
ジ
ャ
ン
・
リ
ヴ
エ
ロ
に

よ
れ
ば
、
ラ
イ
シ
テ
の
の
立
法
化
は
、
ラ
イ
シ
テ
か
ら
イ
デ
オ
ロ
ギ

i
性
を
奪
い
、
ラ
イ
シ
テ
が
語
人
の
市
仰
の
自
由
を
尊
重
す
る
中

立
性
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
開
明
ら
か
に
し
た
と
さ
れ
る
。
設
は
、
そ
れ
を
示
す
も
の
と
し
て
、
次
の
二
つ
の
点
を
挙
げ
て
い

る。

一
い
は
、
公
教
育
か
ら
梁
教
教
育
を
誹
議
し
た
一
八
八
二
年

一τ
‘、1
k

-，，
F

，F
 

八
日
の
フ
ェ
リ
i
法
で
あ
っ
て
、
リ
ヴ
エ
ロ
は
、



年
法
が
ラ
イ
シ
テ
を
控
え
目
で
簡
潔
な
形
で
表
し
て
い
る
こ
と
や
、

フ
ェ
リ
ー
が
、
そ
の
制
定
時
に
、
教
員
に
対
し
、
法
律
を
コ
メ
ン

卜
し
て
、
生
徒
の
信
仰
の
自
由
の
尊
重
を
命
じ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
第
二
は
、

一
九

O
五
年
一
二
月
九
日
の
政
教
分
離
法
で
あ
っ

て
、
リ
ヴ
エ
ロ
は
、
そ
の
二
条
が
宗
教
の
公
認
の
禁
止
を
定
め
な
が
ら
も
、
そ
の
一
条
は
宗
教
に
関
す
る
自
由
を
保
障
す
る
と
い
う
事

実
を
指
摘
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、

フ
ラ
ン
ス
の
行
政
裁
判
所
で
あ
る
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
判
例
が
、
宗
教
的
中
立
性
の
意
味
で
の
ラ
イ
シ
テ
の
理
解
を
定

着
さ
せ
た
。
や
は
り
リ
ヴ
エ
ロ
に
よ
れ
ば
、

「
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
判
例
は
あ
ら
ゆ
る
あ
い
ま
い
な
点
に
終
止
符
を
打
っ
た
。
す
な

わ
ち
、
ラ
イ
シ
テ
は
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
見
地
か
ら
は
、
中
立
性
で
あ
り
、
中
立
性
の
み
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
が
こ
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
た
例
と
し
て
、
闘
争
的
な
ラ
イ
シ
テ
の
概
念
に
固
執
し
た
地
方
の
教
育
行
政
機
関
が
、
カ
卜

リ
ッ
ク
信
者
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
あ
る
者
の
教
諭
へ
の
採
用
拒
否
な
ど
の
決
定
を
し
た
多
数
の
事
件
に
関
す
る
諸
裁
判
例
を
挙
げ

る
こ
と
が
で
き
る
。
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、

い
ず
れ
の
事
件
に
お
い
て
も
、
公
務
員
の
職
務
遂
行
に
お
け
る
厳
格
な
中
立
性
の
見
地

に
立
ち
な
が
ら
、
行
政
当
局
の
決
定
を
取
り
消
し
て
い
る
。
リ
ヴ
エ
ロ
は
、
こ
の
判
例
を
高
く
評
価
し
つ
つ
、
国
家
の
ラ
イ
シ
テ
は
公

務
員
に
対
し
職
務
遂
行
に
お
い
て
厳
格
な
中
立
を
命
じ
る
が
、
中
立
性
で
あ
る
ラ
イ
シ
テ
は
公
務
員
に
関
す
る
宗
教
信
仰
に
基
づ
く
す

フランスの宗教的中立性(小泉)

べ
て
の
差
別
を
排
除
す
る
と
述
べ
て
い
る
。

最
後
に
、
ラ
イ
シ
テ
は
、
宗
教
的
中
立
性
の
意
味
に
お
い
て
、
憲
法
原
則
化
さ
れ
た
。
ま
ず
、

一
九
四
六
年
四
月
一
九
日
憲
法
草
案

一
三
条
二
項
に
は
次
の
よ
う
な
規
定
が
見
ら
れ
た
。

「
良
心
の
自
由
及
び
礼
拝
の
自
由
は
、
す
べ
て
の
信
仰
に
対
す
る
国
家
の
中
立
性

に
よ
り
保
障
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
と
く
に
教
会
と
国
家
の
分
離
、
並
び
に
権
力
と
公
教
育
の
ラ
イ
シ
テ
に
よ
り
保
障
さ
れ
る
」
。
こ
の

規
定
に
お
い
て
、
ラ
イ
シ
テ
が
憲
法
上
明
確
に
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
ラ
イ
シ
テ
や
政
教
分
離
と
並
行
し
て
国
家
の
宗
教
的
中
立
性
の

語
が
採
用
さ
れ
て
い
た
の
は
、
注
目
さ
れ
る
。
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次
い
で
、

「
フ
ラ
ン
ス
は
、
不
可
欠
の
、
ラ
イ
ッ
ク
な
、
民
主
的
か
つ
社
会

九
四
六
年
一

O
丹
二
七
日
の
第
四
共
和
制
叢
詮
は
、

〈
一
条
)
と
定
め
、

的
な
共
和
罰
で
あ
る
」

「
非
指
教
的
」
と
訳
さ
れ
る

ラ
イ
ッ
ク
」
と
い
う
語
で
、
ラ
イ
シ
テ
を
明
ら
か
に
し
た

が
、
宗
教
的
中
立
性
は
文
一
世
一
口
上
暁
蕗
に
は
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
制
憲
議
会
で
の
審
議
に
お
い
て
、

「
ラ
イ
ッ
ク
」
と
い
う

語
は
京
教
的
中
立
性
の
意
味
で
理
解
さ
れ
て
い
た
。

一ト条の

ラ
イ
ッ
ク
」
と
い
う
語
は
、
委
員
会
で
の
草
案
審
議
に
お
い
て
、
共
産

党
の
修
正
案
で
現
定
に
盛
り
こ
ま
れ
た
が
、
委
員
会
の
総
括
報
告
者
で
、
カ
ト
リ
ッ
ク
政
党
で
あ
っ
た

M
R
P
の
コ
ス
ト
・
フ
ロ
ー
レ

は
、
そ
の
修
正
案
に
つ
き
、

「
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
修
正
を
受
け
入
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
岡
家
の
中
立
性
の
意
味
に
理
解
さ
れ
る
ラ
イ

シ
テ
は
共
和
冨
の
伝
統
に
合
致
す
る
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
た
。
ま
た
制
憲
議
会
で
の
地
の
議
員
の
発
言
に
も
、
ラ
イ
シ
テ
を
宗

教
的
中
立
性
に
麓
き
産
し
て
い
る
も
の
が
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、

一
九
五
八
年
一

O
月
四
日
の
第
五
共
和
制
憲
法
は
、

一
九
四
六
年
素
片
恋

条
の
規
定
を
譲
り
返
す
と
と
も
に
、
そ
れ
に
つ
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け
加
え
て
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

「
フ
ラ
ン
ス
は
、
出
生
、
人
種
ま
た
は
宗
教
に
よ
る
差
別
部
な
く
、
す
べ
て
の
市
民
に
対
し
て
法

律
の
前
に
平
等
を
確
保
す
る
。
フ
ラ
ン
ス
は
、
す
べ
て
の
苦
仰
を
尊
重
す
る
」

r-、、

。
こ
の
規
定
は
、
ラ
イ
シ
テ
の
位
説
明
と
し
て
、

宗
教
に
よ
る
禁
制
の
禁
止
と
す
べ
て
の
信
仰
の
尊
重
を
議
視
し
た
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
c

だ
、
と
す
れ
ば
、
世
戒
中
法
は
、
ラ
イ
シ

宗
教
的
中
立
性
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
す
べ
て
の
…
細
川
仰
の
平
等
、
そ

童
い
た
中
立
性
で
あ
る
こ
と
を
開
明
ら
か
に
し
て

い
る
と
い
え
る
。

川
以
上
に
述
べ
た
よ
う
に
、

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
も
と
も
と
反
教
権
主
義
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
っ
た
ラ
イ
シ
テ
が
、
法
の
世
界

で
は
、
宗
教
の
告
白
の
保
轄
の
た
め
の
宗
教
的
中
立
性
の
意
味
で
理
解
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
今
日
で
は
す
べ
て
の
信
仰
の
平
等
、
そ

の
尊
重
一
を
重
視
す
る
中
立
性
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。



宗
教
的
中
立
性
の
内
容

(I) 

序
論

フ
ラ
ン
ス
の
宗
教
的
中
立
性
の
個
々
の
内
容
を
述
べ
る
前
に
、
序
論
と
し
て
、
そ
の
内
容
の
一
般
的
な
事
柄
に
つ
き
、
二
つ
の
点
を

指
摘
し
て
お
き
た
い
。
第
一
点
は
、

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
京
教
的
中
立
性
の
論
じ
ら
れ
方
に
つ
き
、
ま
ず
こ
と
わ
っ
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
中
立
性
は
、
実
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
悪
懇
の
自
由
あ
る
い
は
意
箆
の
自
由
に
関
し

て
議
じ
ら
れ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
宗
教
の
み
な
ら
ず
、
お
よ
そ
館
人
の
内
心
で
の
精
神
活
動
に
つ
い
て
の
国
家
の
中
立
性
と
さ
れ
る
も

の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
中
立
性
は
、
厳
密
に
一
一
一
一
口
う
と
、
政
治
的
、
問
中
懇
的
中
立
性
も
含
め
て
顎
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
実
際
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
論
じ
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
中
立
性
の
ほ
と
ん
ど
は
、
わ
が
盟
に
ヰ
一
一
口
わ
れ
る
宗
教
的
中
立
性
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に
絞
当
す
る
も
の
ば
か
り
と
思
わ
れ
る
の
で
、
フ
ラ
ン
ス
で
の
そ
の
中
立
性
を
こ
こ
で
は
宗
教
的
中
立
性
と
し
て
述
べ
る
こ
と
に
し
た

L 、
O 

第
二
点
は
、
悶
家
の
宗
教
的
中
立
性
の
本
費
的
意
味
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
密
接
に
結
び
つ
く
こ
つ
の
意
味
を
指
摘
で

フランスの2宗教がoJlt:立性付、米)

ふ
さ
ヲ
ハ

Vα

…
は
、
宗
教
信
的
仰
の
多
様
性
を
前
提
と
し
た
、
す
べ
て
の
信
仰
に
対
す
る
昌
家
の
不
編
、
あ
る
い
は
国
家
の
宗
教
器
部
に
よ

る
鷲
別
の
禁
止
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ア
シ
品
イ
ル
・
メ
ス
ト
ル
は
、

「
中
立
で
あ
る
こ
と
は
、
:
:
:
語
源
に
し
た
が
え
ば
、
国
家
が

様
々
な
信
仰
形
式
の
特
定
の
も
の
に
判
断
を
下
さ
ず
に
、
そ
の
閣
で
平
等
な
均
衡
を
保
つ
こ
と
で
あ
る
」

ベ
、
ま
た
リ
ヴ
エ
ロ
も
、

「
中
立
牲
と
い
う
譜
は
、
爵
擦
的
関
係
に
お
い
て
、
同
時
に
、
同
盟
も
敵
対
も
排
除
す
る
。
そ
れ

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
対
し
公

投
務
が
好
意
そ
一
不
す
の
を
許
さ
な
い
。
中
立
性
は
、
:
:
:
社
会
に
京
ま
っ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
!
の
う
ち
特
定
の
も
の
に
公
役
務
が
鼓
対
す

る
の
を
禁
じ
る
」

て
い
る
。
第
二
は
、

宗
教
領
城
へ
の
不
介
入
と
い
う
態
様
で
あ
る
。
リ
ヴ
品
ロ
は
「
中
立
国
家
、
そ
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れ
は
イ
デ
オ
ロ
ギ

の
す
べ
て
の
選
択
後
断
念
し
、
設
誕
の
管
理
に
導
A
ふ
し
て
、
真
理
の
追
求
を
市
民
に
任
せ
る
国
家
で
あ
る
。

い
て
こ

と
連
べ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
い
ず
れ

:
ニ
フ
イ
s

ツ

つ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
フ
ラ
ン
ス

の
意
味
に
お
い
て
も
、

ζ

に
お
い
て
、
今
日
、
こ
の
中
立
性
の
臼
的
は
、
公
役
務
の

、

」

と

が
強
議
さ
れ
て
い
る
。
以
上
に
述
べ
た
こ
と
は
、
い
わ
ば
主
黙
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ

フ
ラ
ン
ス
の
{
示
教
的
中
立
性
の
内
容
や
持
識
を
知
る
う
え
で
重
要
と
怠
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
今
呂
の
一
般
的
な
見
解
に
よ
れ
ば
、
菌
家
の
中
立
性
は
二
つ
の
も
の
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一

つ
の
空
v
華
と
は
、

議
蓄
に
よ
っ
て
用
語
は
異
な
る
が
、
憲
法
学
者
ジ
ャ
ッ
ク
・
ロ
ベ

i
ル
に
よ
れ
ば
、
消
笹
的
中
立
性
と
積
極
的
中
立
性
で
あ
る
。
そ
こ

で
、
本
報
告
で
は
、
消
極
的
中
立
性
と
積
極
的
中
立
性
の
分
類
に
徒
い
、
中
立
性
の
内
容
を
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。
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議
極
的
中
立
性

こ
れ
に
つ
送
、

べ
て
い
る
。

「
会
役
務
は
、
公
任
務
の
利
用
者
の
意
見
に
基
づ
く
彼
ら
の
間
で
の
い
か

ロ
ベ
ー
ル
は
次
の

な
る
菱
製
品
化
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
公
役
務
は
意
見
を
無
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
。
こ
れ
を
器
家
の
宗
教
的
中

消
極
的
中
立
僚
と
は
、

さ
ら
に
器
入
の
宗
教
揺
舟
の
無
視

を
意
味
す
る
も
の
と
い
え
る
。
消
説
的
中
立
牲
に
つ
い
て
は
、
そ
の
療
制
後
満
期
し
た
判
例
と
、

の
公
役
務
の

部
震
的
整
備
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
そ
れ
を
額
に
述
べ
る
。

a 

判
例

消
極
的
中
立
性
に
か
か
わ
る
料
開
は
、

認
の
フ

f
フ
ン
料
判
決
で
あ
る
。

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
一
九
回
一
一

こ
れ
は
、
当
時
の
ヴ
ィ
シ

i
政
権
の
下
で
の
疫
ユ
ダ
ヤ
主
義
を
背
景
に
、
あ
る
県
の
知
事
が
、
黒
の
ホ
テ
ル



そ
の
中
に
宿
泊
者
の
宗
教
の
掛
械
を
含
ま
せ
た
書
式
を
定
め
た
と
い
う
事
件
に
お
い
て
、
そ
の
決
定
を
違
法
で
あ
る
と
し
た
割
酷
で
あ
る
。

今
日
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
ま
定
が
許
さ
れ
な
い
の
は
、
良
心
の
告
白
の
保
障
な
ど
の
観
点
か
ら
均
一
然
の
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
の
判
関
は
、
八
ム
役
務
が
密
入
の
宗
教
信
州
仰
を
無
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
諮
撮
的
問
中
立
教
の
棟
割
安

と
く
に
明
瞭
に
適
用
し
た
関
と
位
聾
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

b 

消
極
的
中
立
性
に
応
じ
た
公
役
務
の
整
欝

こ
れ
は
、
公
役
務
に
お
い
て
麗
家
に
よ
る
宗
教
の
去
認
を
示
し
て
い
る
も
の
が
あ
り
、
ぞ
れ
が
、

い
は
熊
祭
教
の

者
の
八
ム
役
務
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
鋳
げ
て
い
た

一
共
和
制
の
下
で
、

は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

た
め
に
と
ら
れ
た
一
連
の
措
欝
が
こ
れ

密
議
会
開
会
時
の
公
的
訴
と
う
の
療
辻

つ

八
七
五
年
七
月
一
六
日
の
法
律
;
第
一
一
一
共
和
制
約
の
一
一
一
つ

に
、
議
会
の
議
営
に
対
す
る
神
の
助
け
を
求
め
る
た
め
、
教
会
と
寺
院
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会
権
力
の
関
経
に
関
す
る

に
お
い
て
公
的
析
と
う
が
さ
さ
‘
げ
ら
れ

議
会
側
部
会
時
の
公
的
析
と
う
を
定
め
て
い
た
。
こ
の
公
的
析
と
う
は
、
英
米

て
い
た
宗
教
釣
懐
行
を
弱
め
て
穣
敬
し
た
も
の
で
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
で
行
わ
れ
て
い
た

フランスの宗教的'f'カ:1'1(小以)

も
の
で
あ
っ
た
が
、

一
八
八
四
年
八
月
十
四

8
の
憲
法
改
正
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
た
。

審
公
の
建
物
か
ら
の
宗
教
的
象
徴
物
の
撞
去

八
ム
の
建
物
と
り
わ
け
一
九

O
四
年
に
は
法
廷
、

一
八
八
二
年
に
は
学
校
の
教
室
か

ら
、
十
字
袈
な
ど
の
宗
教
的
象
徴
物
が
撤
去
さ
れ
た
。
こ
の
奈
は
、

一九

O
五
年
の
政
教
分
離
法
に
よ
り
公
の
場
附
に
お
け
る
宗
教
的

象
議
物
設
壁
の
禁
止
を
見
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
「
今
後
、
礼
拝
に
供
さ
れ
る
建
物
、
墓
地
内
の
埋
葬
地
、
墓
碑
な
ら
び
に
博
物

館
ま
た
は
麗
覧
会
を
除
き
、
公
共
建
造
物
ま
た
は
い
か
な
る
公
の
場
所
に
も
、
い
か
な
る
宗
教
的
標
章
ま
た
は
象
徴
物
も
、
こ
れ
を
搭

不
し
、
あ
る
い
は
設
置
し
て
は
な
ら
な
い
」

(
二
八
条
)
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
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舎
纂
地
、
葬
畿
の
中
立
化

こ
れ
は
、
墓
地
が
コ
ミ
ナ
j

ン
と
よ
ば
れ
る
市
町
村
の
所
有
に
属
し
、
後
述
す
る
葬
儀
の
外
的
役
務

も
市
町
村
の
公
役
務
で
あ
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
。
ま
ず
、
墓
地
に
つ
い
て
、
共
和
一
二
年
プ
レ
リ
ア
ル
二
三
日
〈

八
む
四
年
六
月

二
日
)
の
デ
ク
レ
一
五
条
の
は
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
た
。

「
楼
数
の
宗
教
が
表
明
さ
れ
て
い
る
市
町
村
に
お
い
て
は
、
各
宗
教

は
個
別
の
塘
葬
地
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
の
蕃
地
し
か
な
い
場
合
に
は
、
存
主
す
る
諸
宗
教
と
同
じ
数
の
部
分
に
、
器
部

分
に
鶴
別
の
入
り
口
を
投
鷺
し
、
か
っ
そ
の
場
部
そ
各
宗
教
の
住
民
数
に
比
例
さ
せ
な
が
ら
、
塀
、
生
け
垣
あ
る
い
は
溝
で
墓
地
を
分

載
す
る
」
と
。
こ
の
讃
定
に
基
づ
き
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
基
地
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

ユ
ダ
ヤ
教
の
慈
一
端
と
、
宗
教
に
よ

が
分
離
、
悲
別
さ
れ
て
い
た
が
、

八
八
四
年

丹
一
四
日
法
は
こ
の
一
五
条
を
廃
止
し
、
裏
地
を
中
立
花
し
た
。
そ
の
後
、
墓
地

の
中
立
性
は
、

一
一
月
二
八
自
法
が
葬
議
事
業
の
う
ち
、
遺
体
の
輪
送
、
あ
る
い
は
埋
葬
に
必
要
な
織
品
、
職
員
の
提
棋

な
ど
の
外
的
役
務
を
市
町
村
の
公
役
務
と
し
、
こ
の
外
的
役
務
へ
の
宗
教
謹
設
の
関
与
を
排
除
し
た
(
}

」
と
に
よ
っ
て
、
強
花
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さ
れ
、
さ
ら
に
、
前
述
の
一
九

O
五
年
法
二
八
条
は
家
族
が
墓
地
内
の
彼
ら
の
撃
に
宗
教
性
を
与
え
る
と
い
う
権
利
を
綾
持
し
な
が
ら

も
、
墓
地
の
会
的
部
分
を
厳
格
な
中
立
性
を
確
保
し
た
こ
と
に
よ
り
、

て
強
化
容
れ
た
。

他
方
、

つ
い
て
は
、
市
町
村
の
組
識
に
関
す
る

八
八
田
年
四
月
五
日
法
が
、
死
者
の
一
一
山
田
知
あ
る
い
は
死
亡
の
状
況
を
理
由

と
す
る
灘
体
の
輸
送
方
法
や
壊
葬
な
ど
に
お
け
る
市
町
村
に
よ
る
差
別
を
禁
止
し
(
九
七
条
四
項
〉
、
次
い
で
、
葬
儀
の
自
由
に
嬰
す

、
市
町
村
が
宗
教
的

る
一
八
八
七
年

四
日
法
が
、
葬
儀
に
宗
教
性
を
与
え
る
の
を
家
装
の
自
由
に
委
ね
る
一
方
で
さ

月

葬
儀
か
無
宗
教
の
葬
議
か
に
よ
り
禁
場
す
る
の
を
禁
止
し
て
(
一
条
、
二
条
〉
、
行
政
の
厳
格
な
中
立
性
を
確
保
し
た
。
さ
ら
に
、
葬

犠
の
中
立
性
は
、
葬
犠
の
外
的
役
務
の
公
的
独
お
そ
定
め
た
一
九

O
賠
年
法
が
、
葬
儀
に
提
供
さ
れ
る
公
的
設
講
の
宗
教
的
中
立
性
な

ど
を
明
確
に
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
強
化
さ
れ
た
。

参
ふ
品
教
宵
の
中
立
住

能
遂
の
一
八
八
二
年
の
フ
品
リ
i
法
は
公
教
湾
の
教
育
過
程
か
ら
宗
教
教
務
を
排
除
し
た
〈

O 



安
芸
の
公
懇
の
禁
止

一
九

O
五
年
の
政
教
分
離
誌
は
「
共
和
舗
は
、
い
か
な
る
宗
教
に
対
し
て
も
、
公
認
せ
ず
、
給
与
を
支

給
せ
ず
、
補
助
金
を
交
付
し
な
い
」

〆-、

と
鎮
定
し
た
。

以
上
に
議
種
的
中
立
性
の
具
体
例
を
見
た
。
そ
れ
は
、
確
か
に
、
国
家
に
よ
る
宗
教
信
仰
の
差
別
の
禁
止
あ
る
い
は
そ
の
無
撲
を
意

時
す
る
場
合
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
考
え
る
と
、
そ
こ
に
は
菌
家
の
宗
教
領
域
へ
の
不
介
入
、
あ
る
い
は
逆
に
宗
教
の
公
約
領
域
へ
の
不

介
入
と
い
う
特
徴
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
穣
り
に
お
い
て
、
指
極
的
中
立
性
は
、
ラ
イ
シ
テ
概
念
の
背
後
に
あ
る
皮
教
権
主
義

と
の
つ
な
が
り
を
否
定
で
き
ず
、
い
わ
ば
そ
の
延
長
上
に
も
往
簡
づ
け
ち
れ
る
も
の
と
い
え
る
。

次
に
韓
議
的
中
立
性
を
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

(3) 

穣
概
的
中
立
妊
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こ
れ
に
つ
き
、
ロ
ベ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
公
役
務
の
中
立
性
は
、
公
役
務
に
よ
る
市
民
の
意
見
の
無
設
の
み
を
能

提
と
し
な
い
。
あ
る
領
域
に
介
入
し
な
い
こ
と
は
、
そ
れ
を
否
認
し
た
り
、
そ
れ
を
少
し
も
探
護
し
な
い
こ
と
を
言
お
う
と
す
る
も
の

で
は
な
い
。
中
立
性
は
、
し
ば
し
ば
自
由
の
保
護
の
た
め
の
国
家
の
関
か
れ
た
介
入
を
要
請
す
る
」
と
。
ま
た
、
リ
ヴ
エ
ロ
も
、

フランス(J)芸宗教的中波紋付、幾〉

立
性
は
宗
教
選
択
の
自
由
を
侵
療
す
る
よ
う
な
こ
と
を
し
な
い
と
い
う
義
務
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
、
議
標
的
内
容
を

持
ち
、
宗
教
選
択
を
し
た
者
に
対
し
そ
の
灘
択
に
従
う
こ
と
を
可
能
な
与
し
め
る
と
い
う
義
務
を
含
ん
で
い

そ
こ
で
宗
教
的
中
立
性
に
つ
い
て
い
え
ば
、
積
極
約
中
立
性
と
は
、
宗
一
教
信
仰
に
よ
る
差
別
の
な
い
、
題
家
に
よ
る
翻
人
の
率
教
に
関

す
る
自
由
の
覆
極
的
保
織
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
中
立
性
の
邸
内
と
し
て
、
三
つ
の
斜
度
な
い
し
判
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。

織
設
付
司
祭

と
明
言
し
て
い
る
。

a 

こ
れ
は
、
学
校
、
飛
務
所
、
病
院
な
ど
一
定
の
公
擁
設
に
専
嘉
す
る
宗
教
家
で
あ
っ
て
、
そ
の
簸
設
内
で
宗

教
儀
式
な
ど
を
行
う
替
で
あ
る
。
瞳
設
付
司
祭
の
制
度
は
、
公
施
設
内
で
恒
常
的
に
生
認
す
る
者
に
設
ら
の
宗
教
実
践
を
可
能
な
ら
し
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め
る
も
の
で
あ
り
、
積
極
的
中
立
性
の
最
も
典
型
的
な
輿
と
さ
れ
て
い
る
。

費
罵
の
市
町
村
予
算
へ
の
計
上
の
可
能
性
が
認
め
ら
れ
て
い
た
つ

行
の
保
脇
陣
に
擁
設
付
司
祭
が
不
可
欠
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の

日
シ
ャ
ブ
ノ
i

お
い
て
、

。
そ
し

判
例
で
は
、
公
襲
需
で
の
礼
拝
の
自
由
な
執

る
と
さ
れ
〈

九
閉
口
九
年
器
開
対

判
決
〉
、
-
-
さ
ら
に
、

い
て
は
、

九
近
九
年

一一月一ニ

日
語
i

i公
教
警
の
生
徒
の
宗
教
教
育

の
自
由
の
保
機
会
強
調
す
る
i

l判
定
円
以
後
、
澱
設
付
司
祭
が
か
な
り

般
的
に
置
か
れ
て
い
る
。

な
お
、
議
設
付
…
制
緩
と
問
機
の
考
え
方
で
理
解
さ
れ
う
る
も
の
に
、
国
首
テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
オ
で
の
宗
教
法
曹
が
あ
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
i

シ
譜
ン
の
由
民
自
に
関
す
る
一
九
八
六
年
九
月
一
一
一

O
B法
五
六
条
の
「
(
ア
ン
テ
ヌ

2
)
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
実
接
さ
れ
て
い
る
主
要
な
宗

教
に
割
り
当
て
ら
れ
る
宗
教
的
性
格
を
も
っ
放
送
を
、
日
曜
日
の
轄
に
、
番
組
編
成
す
る
。
こ
の
放
送
番
組
は
、
そ
の
宗
教
の
代
表
者

の
蓑
在
の
下
に
製
作
さ
れ
、
礼
拝
儀
式
あ
る
い
は
宗
教
の
解
説
の
中
継
放
送
の
形
式
で
敢
映
さ
れ
る
」
と
い
う
規
定
に
義
っ
き
、
環
夜
、
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イ
ス
ラ
ム
教
、
ユ
ダ
ヤ
教
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
お
よ
び
カ
ト
リ
ッ
ク
の
テ
レ
ビ
宗
教
番
組
が
放
映
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
き
、
と
り

わ
け
、
動
く
こ
と
の
で
き
な
い
病
人
、
身
体
捧
害
者
二
品
齢
者
の
た
め
に
、
ラ
ジ
オ
、
テ
レ
ビ
で
宗
教
放
送
が
篠
仰
押
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。

b 

良
心
的
叫
共
投
按
否

の
規
定
に
よ
れ
ば
、

」
れ
は
、
国
家
役
務
法
典
を
構
成
す
る

九
八

心
の
理
出
か
ら
、
武
器
の
翻
人
的
使
用
に
庇
対
で
あ
る

、
他
者
と
異
な
る
代
努
役
務
を
日
行
う
こ
と

を
許
す
制
制
度
で
あ
る
。
こ

た
め
の
特
創
出
讃
{
廷
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
良
心
の
自
由
の
讃
題
抽
出
な
採

障
を
す
る
よ
う
に
な
る
。
も
っ
と
も
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
良
心
的
兵
役
経
苔
は
、

一
九
六
一
一
一
年
に
初
め
て
、
し
か
も
制
限
的
に
、
法
制
桝
藍

北・
3
れ、

一
九
八

い
で
や
や
取
愉
描
出
さ
れ
た
も
の
の
、
故
祭
磁
の
話
題
と
え
べ
る
と
制
限
的
に
な
っ
て
お
り
た
と
え
ば

代
替
役
務
の
期
間
制
は
兵
役
期
揺
の
二
倍
で
あ
る
こ
と

i
、
こ
の
点
、
宗
教
に
関
す
る
自
由
を
完
全
に
保
障
し
て
い
る
の
か
と
い
う
疑



聞
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

C 

祭
議
の
尊
重

こ
れ
に
関
し
、

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
一
九
三
六
年
三
月
二
七
日
の
ヴ
ァ
ラ
シ
エ
ン
ヌ
の
ユ
ダ
ヤ
教
問
体
事

件
の
判
決
が
控
話
さ
れ
る
。
こ
の
判
決
は
、
あ
る
市
町
村
が
食
丙
の
と
殺
に
つ
き
特
定
の
方
法
を
定
め
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
が
ユ
ダ
ヤ
教

徒
に
対
し
、
ユ
ダ
ヤ
の
律
法
に
別
っ
た
と
殺
を
行
う
の
を
不
可
能
に
し
た
と
い
う
事
件
に
お
い
て
、

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
が
そ
の
決
定

そ
取
り
消
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
判
決
に
つ
き
、
宗
教
を
認
議
し
よ
う
と
し
な
い
こ
と
が
、
甚
だ
し
く
良
心
を
傷
つ
け
る
場

l立、

た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

以
上
に
述
べ

つ
の
特
畿
を
諸
機
し
た
い
。

第
一
は
、
議
盤
的
中
立
殺
の
前
搬
に
は
、
わ
が
関
で
は
あ
ま
り

綾
約
で
は
な
い
良
心
の
自
由
〈
あ
る
い
は
意
向
況
の
露
出
〉
に
つ
い

で
の
考
え
方
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
い
わ
ば
穣
犠
的
権
利
と
し
て
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てコ
L 、

あ
る
い

て
の
市
民
謡
の
実
費
約
平
等
と
で
も
い
う
べ
き
考
え
方
で
あ
る
。
実
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、

対
し
、
市
長
の
意
見
に
基
づ
く
差
別
を
し
な
い
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、

一
定
の
場
合
に
積
擾
的
行
為
そ
婆
請
す
る
と
い
う
考
え
方
は

較
的
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
中
に
は
、
良
心
の
自
由
の
市
民
罷
の
実
費
的
平
等
を
確
保
す
る
た
め
の
、
由
民
出
が
奪
わ
れ
る
お
そ
れ
の
あ

フランスの宗教的中波紋(小幾〉

へ
の
差
別
的
理
換
を
必
要
。
つ
け
る
見
解
も
晃
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
リ
ヴ
エ
ロ
は
「
法
が
間
一
で
あ
る
こ
と
が
、
あ
る
者
に
彼
ら

の
出
版
心
に
対
し
認
め
が
た
い
抑
制
を
強
い
る
た
め
、
市
畏
間
掃
の
平
等
が
誼
ら
れ
、
意
見
の
自
由
が
否
認
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
私

人
の

そ
れ
に
奥
な
る
法
を
藤
周
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

iま

絶
対
的
な
、
あ
る
い
は
蕗
棒
な
ラ
イ
シ
テ
、
宗
教
的
中
立
性
と
い

う
も
の
を
、
宗
教
に
関
す
る
自
由
の
探
醸
の
観
点
か
ら
緩
和
す
る
と
い
う
闘
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
に

お
い
て
、
議
格
な
宗
教
的
中
立
性
は
宗
教
に
関
す
る
密
由
を
坊
げ
る
の
で
、
ぞ
れ
は
髄
践
の
保
織
の
雛
点
か
ら
臨
界
づ
け
ら
れ
る
と
い
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う
莞
解
も
か
な
り
一
接
的
で
あ
る
。
そ
し
て
、
積
極
的
中
立
性
は
、
こ
の
よ
う
な
考
え
か
ら
、
議
題
的
中
立
牲
の
例
外
を
認
め
る
も
の

と
註
震
づ
け
る
と
と
も
で
き
る
。

否
、
護
短
的
中
立
性
と
本
来
の
ラ
イ
シ
テ
援
念
と
の
関
係
に
関
し
て
で
あ
る
。
以
上
に
述
べ
た

こ
と
か
ら
判
断
で
き
る
よ
う
に
、
積
極
的
中
立
牲
と
は
、
反
教
権
主
義
と
つ
な
が
り
が
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
ま
さ
に
迎
の
考
え
方
で
あ
る

と
い
え
る
。
ま
た
、
こ
の
中
立
性
に
は
、
本
来
の
ラ
イ
シ
テ
概
念
に
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
要
素
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
国
家
に
よ
る

岳
部
の
多
様
性
の
尊
重
と
い
う
襲
紫
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
前
述
の
際
儀
の
尊
鑑
に
は
、
電
揮
の
多
様
性
を
尊
重
す
る
と
い
う
色
合
い

が
濃
い
と
態
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
積
極
的
中
立
性
は
、
こ
の
富
に
お
い
て
、
多
様
性
に
よ
る
中
立
牲
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

以
上
に
述
べ
た
さ
フ
ン
ス
の
宗
教
的
中
立
性
の
内
容
を
ふ
ま
え
、
設
に
、
そ
れ
を
め
ぐ
る
最
近
の
異
体
的
問
織
を
と
お
し
て
、
そ
の

新
し
い
麗
鴎
を
競
べ
て
み
た
い
。

議
教
的
中
立
性
を
め
ぐ
る
新
し
い
震
関
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(1) 

背

景

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
こ
の
新
し
い
昼
間
は
、
多
分
に
宗
教
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
社
会
の
変
北
を
背
景
と
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
フ

ラ
ン
ス
社
会
の
変
花
に
つ
い
て
は
多
数
の
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
一
一
一
つ
の
点
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。

第
一
一
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
変
化
で
あ
る
。
今
日
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
、
家
教
倍
仰
の
多
様
粧
品
ど
フ
イ
シ
テ
を
認
め
る
よ
う
に

官
ム
っ
こ
o

e
s
a
J
F
'
 一

は
、
教
会
あ
る
い
は
宗
教
に
対
す
る
世
論
の
変
花
で
あ
る
。
ブ
叩
ブ
ン
ス
社
会
が
世
議
ル
ル
す
る
一
方
で
、

皮
教
権
主
義
の

強
か
っ
た
頃
と
は
輿
な
り
、
世
論
は
、
教
会
が
平
和
、
人
権
、

一
世
界
な
ど
の
間
踏
に
か
か
わ
る
の
に
好
意
的
に
な
っ
た
。
ま
た
、



公
立
学
校
で
カ
テ
シ
ス
ム
で
は
な
い
宗
教
文
化
あ
る
い
は
諸
宗
教
の
壁
史
を
教
え
る
こ
と
に
賛
戒
す
る
者
も
少
な
く
な
く
、
最
近
で
は
、

従
来
、
教
育
の
ラ
イ
シ
テ
そ
推
進
し
て
き
た
諸
問
体
の
指
導
者
の
な
か
に
も
そ
の
賛
成
者
が
見
い
だ
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、

こ
の
よ
う
な
状
、
提
の
な
か
で
、
様
々
な
立
場
の
者
に
よ
る
ラ
イ
シ
テ
の
概
念
の
再
検
討
に
関
す
る
多
数
の
文
献
が
現
れ
て
い
る
。

一
は
、
フ
ラ
ン
ス
社
会
に
お
け
る
宗
教
的
多
機
性
の
増
大
で
あ
る
む
マ
グ
レ
ブ
諸
国
な
ど
イ
ス
ラ
ム
教
国
か
ち
の
移
民
の
受
け
入

れ
に
よ
り
、
フ
ラ
ン
ス
盟
内
で
の
イ
ス
ラ
ム
教
徒
が
大
き
く
増
加
し
た
。
あ
る
統
計
に
よ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
の
人
口
五
八

O
O万
人
の

う
ち
、
一
ニ

0
0万
か
ら
問

0
0万
人
が
イ
ス
ラ
ム
教
誌
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

i
iな
お
カ
ト
リ
ッ
ク
は
人
口
の
八

O
%、
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
ト
は
八
五
万
人
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
は
五

O
万
人
か
ら
七

O
万
人
と
い
わ
れ
て
い
る
。

i
|こ
の
結
果
、
フ
ラ
ン
ス
社
会
は
、
今
ま
で

に
な
い
宗
教
的
多
様
笠
に
箇
麗
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
変
詑
を
背
援
に
、
宗
教
的
中
立
性
を
め
ぐ
る
新
し
い
展
開
が
、
と
り
わ
け
中

立
性
の
喪
譜
が
強
い
と
さ
れ
て
い
る
公
教
育
の
場
で
、
一
不
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
次
に
、
法
的
側
麗
で
の
そ
の
あ
ら
わ
れ
と
自
さ
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れ
る
一
一
つ
の
剖
を
採
り
あ
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。

(2) 

カ
テ
シ
ス
ム
の
た
め
の
休
日

フランスの宗教的中立性 (/J、決〉

こ
の
休
日
に
つ
い
て
は
、
少
し
説
明
が
必
要
で
あ
る
。
第

、

一
八
八
二
年
法
は
、

「
公
立
初
等
学
校
は
、
親
が
希
望
す
ψ

翁
笠
口
、

子
供
に
対
し
学
校
施
設
外
で
宗
教
教
育
を
施
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
毎
港
、

日
曜
日
以
外
の

臼
を
休
日
と
す
る

(
二
条
)
と
規
定
し
、
カ
テ
シ
ス
ム
の
た
め
の
休
日
を
定
め
て
い
る
。
な
お
、
こ
れ
も
積
極
的
中
立
性
の
住
彩
の
濃
い
制
度
と
い
え
る
c

に
、
こ
の
休
日
は
、

一
九
七
二
年
以
棒
、
水
曜
日
と
さ
れ
て
き
て
い
る
が
、
最
近
、
と
り
わ
け
中
等
教
湾
機
関
で
は
、
土
曜
日
に

移
さ
れ
る
頬
向
が
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
多
数
の
家
庭
が
、
適
末
の
レ
ジ
ャ
ー
そ
可
能
に
す
る
た
め
の
土
曜
日
の
休
日
を
譲
む
よ
う

に
な
っ
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
。
し
か
し
、
他
方
で
は
、
教
会
関
係
者
の
間
で
は
、
土
概
明
日
の
休
日
で
は
実
欝
上
カ
テ
シ
ス
ム
が
妨
げ
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ら
れ
る
た
め
、
そ
れ
に
反
対
が
強
い
と
い
う
事
情
も
あ
る
。

こ
こ
で
採
り
あ
げ
る
料
携
は
、
日
上
の
事
情
を
背
景
と
す
る
。
そ
の
事
案
は
、
あ
る
粟
の
教
育
行
設
機
関
が
、
そ
の
管
轄
内
の
占
め
る

市
の
公
立
初
等
学
校
数
校
に
つ
き
、
土
曜
日
の
授
業
を
水
軽
自
の
午
前
中
に
移
す
こ
と
を
許
可
す
る
決
定
を
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
教
区
一

の
カ
ト
リ
ッ
ク
司
教
ら
が
、
行
政
裁
判
所
に
そ
の
決
定
の
取
り
諮
し
を
求
め
る
訴
え
を
機
恕
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ

関
し
、

一
九
八
八
年
六
月
九
日
の
オ
ル
レ
ア
ン
地
方
行
政
裁
制
判
所
の
判
決
も
、

コ
ン
セ
イ
ュ
・
デ
タ
の
斡

決
も
、
結
論
と
し
て
、

の
変
一
史
の
許
可
決
定
を
取
り
消
し
た
。
そ
の
戦
法
理
由
は
、
主
と
し
て
、

J¥ 

た
め
の
苛
政
立
法
と
、
他
の
学
校
教
育
の
法
律
の
実
施
の
た
め
の
行
政
立
法
と
の
詔
互
関
捺
に
か
か
わ
る
こ
と

で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
が
、
結
果
と
し
て
、
判
鰐
に
は
、
休
日
が
土
曜
日
か
水
曜
日
か
の
論
争
に
、
教
会
の
カ
テ
シ
ス
ム

八
八

に
脊
利
な
解
決
を
示
し
た
こ
と
は
嬰
ち
か
で
あ
る
。
ま
た
注
目
す
べ
き
こ
と
に
、
オ
ル
レ
ア
ン
地
方
行
政
裁
判
所
は
、
判
決
理
由
に
お
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い
て
、

一
八
八
二
年
法
二
条
を
ご
綾
的
射
程
範
囲
を
持
ち
、
憲
法
的
諮
櫨
を
持
つ
規
定
」
と
性
格
づ
け
、

へ
の
ア
ク
セ
ス

を
重
課
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
判
例
に
お
い
て
、
少
な
く
と
も
、

え
方
を
見
る
こ
と
が

る。

(3) 

ス
カ
ー
フ
事
件

さ
ち
に
興
味
深
い
の
は
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
ス
カ
ー
フ
事
件
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
公
立
中
学
校
の
一
一
一
人
の
女
生
徒

が
、
女
性
イ
ス
ラ
ム
教
徒
が
髪
を
覆
い
罷
す
た
め
の
ス
カ
ー
フ
を
着
用
し
強
め
、
し
か
も
学
校
当
局
の
説
得
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

中
に
も
そ
れ
を
外
さ
な
か
っ
た
た
め
、
校
長
が
設
女
ら
の
出
席
を
禁
止
し
た
と
い

」
と
な
が
ら
、
こ



は
、
教
糠
に
お
け
る
厳
格
な
ラ
イ
シ
テ
の
遵
守
会
求
め
る
者
と
生
捷
の
器
弾
の
自
由
の
保
障
を
求
め

の
関
で
、
論
怨
を
引
き
程

」
し
た
が
、
さ
ら
に
こ

フ
日
フ
ン

へ
の
移
畏
の
同
化
と
い
う
裂
の
大
き
な
悶
悶
に
も
か
か
わ
っ
た
た
め
、
と
く
に
大

さ
な
論
議
を
呼
ん
だ
。

教
育
大
臣
は
、
こ
の
非
常
に
徴
妙
な
鵠
題
に
対
応
す
る
た
め
、
ま
ず
内
関
の
名
で
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
に
対
し
、
公
立
学
校
に
お
け

る
生
徒
に
よ
る
宗
教
的
標
章
と
な
る
も
の
の
着
用
に
つ
い
て
の
ラ
イ
シ
テ
と
の
適
合
性
な
ど
に
つ
い
て
態
見
を
求
め
た
|
!
コ
ン
セ
イ

ユ
二
ア
タ
は
、
行
政
訴
訟
の
最
上
級
裁
判
機
関
で
あ
る
と
開
時
に
、
今
日
で
も
議
鵠
的
汗
政
機
関
と
し
て
の
性
格
を
も
っ
て
い
る

i
i
o

」
れ
に
部
じ
て
、

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、

一
九
八
九
年
一

一
月
二
七
日
に
意
見
を
筈
申
し
た
。
こ
の
コ
ン
セ
イ
ユ
ニ
ア
タ
の
意
見
で

は
、
教
育
の
ラ
イ
シ
テ
、
あ
る
い
は
子
ど
も
の
償
仰
の
自
由
や
表
現
の
自
由
に
関
す
る
多
数
の
実
定
法
上
の
現
定
安
、
関
欝
条
約
も
含

め
、
列
挙
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
ラ
イ
シ
テ
の
舟
容
、
ま
た
子
ど
も
の
自
由
の
内
容
を
詳
細
に
検
討
し
て
い
る
の
が
口
注

目
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
ほ
と
ん
ど
謀
略
す
る
。
た
だ
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
次
の
コ
ン
セ
イ
ュ
‘
デ
タ
の
判
断
で
あ
る
c
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「
教
育
の
ラ
イ
シ
テ
は
、

は
教
育
過
程
と
教
識
に
と
よ
り
教
育
の
中
立
栓
を
尊
重
し
、
地
方
で
意
提
の
岳
部
の
自
由
を
尊
重

し
て
、
教
育
が
施
さ
れ
る
こ
と
を
命
じ
る
。

フランスの宗教的冷1L{IE(小泉)

生
誌
に
認
め
ら
れ
る
自
由
聞
は
、
多
様
性
お
よ
び
俄
者
の
自
由
を
尊
議
し
な
が
ら
、
教
育
活
動
、
教
青
課
程
の
内
容
な
ら
び
に
規
制
約
正

し
い
出
席
の
義
務
を
援
な
わ
ず
に
、
学
校
内
で
告
さ
の
宗
教
信
仰
令
表
穫
す
る
権
利
を
合
む
。
.

学
校
に
お
い
て
生
徒
が
あ
る
宗
教
に
隅
す
る
こ
と
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
標
章
の
議
朗
自
体
は
、
そ
れ
が
宗
教
詰
停
の
表
明
、

の
告
患
の
行
便
そ
構
成
す
る
罷
り
で
、
ラ
イ
シ
テ
の
原
則
聞
と
は
抵
触
し
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
由
民
治
は
、
生
徒
に
次
の
よ
う
な
ん
恭
教
所

属
の
襲
警
念
公
然
と
見
せ
び
ら
か
す
の
を
許
す
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
様
議
委
公
然
と
見
せ
び
ら
か
す
の
を
許

す
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ム
す
な
わ
ち
、
そ

そ
の
性
震
に
よ
り
、
ま
た
標
章
が
般
人
で
善
用
さ
れ
て
い
る
か
、
ま
た
は
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集
団
で
か
と
い
う
状
設
に
よ
り
、
あ
る
い
は
そ
の
誇
一
不
的
ま
た
は
権
利
繋
求
的
性
絡
に
よ
り
、
ぞ
れ
が
配
力
、

為
を
構
成
し
、
生
徒
ま
た
は
後
の
教
育
共
同
体
の
構
成
員
の
尊
厳
と
畠
由
を
侵
一
窓
口
し
、
彼
ら
の
健
康
・
ま
た
は
安
全
を
愈
う
く
し
、

つ
い
に
は
学
校
を
危
う
く
し
、
教
員
の
教
育
活
動
お
よ
び
教
育
的
役
舗
を
鵠
げ
、
つ
い
に

の
教
育
活
動
お
よ
び
教
育
的
役
割
を
鵠
げ
、

は
学
校
に
お
け
る
秩
序
あ
る
い
は
公
役
務
の
正
常
な
運
営
を
混
乱
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
」

ゆ

」

J

て
、
公
立
学
校
に
お
い
で
あ
る
宗
教
に
窮
す
る
こ
と
の
標
章
と
な
る
も
の
を
着
用
す
る
こ
と
が
、
条
件
つ
き
な
が

ら
、
殺
教
的
中
す
一
設
と
は
抵
触
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
註
目
さ
れ
る
点
に
お
い
て
一
不
さ
れ
る
、
宗
教
的
中
立
性

そ
め
ぐ
る
新
し
い
疑
問
に
関
し
、

む

つ
の
点
徒
指
愉
摘
し

第
一
一
は
、

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
に
よ
る
そ
の
判
断
の
根
拠
と
な
る
、
学
校
内
で
京
教
…
信
仰
を
表
明
す
る
生
徒
の
権
利
杓
で
あ
る
。
コ
ン

セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
意
兎
は
、
信
仰
の
自
由
を
う
イ
シ
テ
に
優
越
さ
せ
る
と
と
も
に
、
儲
仰
の
白
出
か
ら
こ
の
権
和
後
導
き
出
し
て
い
る
。
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も
っ
と
も
語
需
の
富
市
出
を
ラ
イ
シ
テ
よ
り
も
擾
越
さ
せ
る
こ
と
ム
自
体
は
、
今
日
の
宗
教
的
中
立
性
に
つ
い
て
の
と
く
に
新
し
、

は
い
え
な
い
が
、
学
校
内
で
宗
教
信
仰
を
表
明
す
る
生
徒
の
権
利
明
は
、
こ
こ
で
初
め
て
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

一
は
、
多
様
性
の
尊
重
と
い
う
点
で
あ
る
。
ス
カ
i
フ
事
件
が
宗
教
的
、
文
化
的
少
数
者
で
あ
る
イ
ス
ラ
ム
教
徒
に
関
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
を
想
記
す
れ
ば
、

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
意
見
は
、
従
来
よ
り
さ
ら
に
、
宗
教
告
知
の
多
様
性
の
尊
重
、
さ
ら
に
一
般
的

に
い
え
ば
、

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て

へ
の
自
由
」
と
称
さ
れ
る
も
の

!
i文
化
的
、
宗
教
的
、
一
言
語
的
少
数
者
が
自
ら
の
差
異
を

す
な
わ
ち
少
数
容
の
権
科
保
護
か
今
ラ
イ
シ
テ
の
内
容
ぞ
考
え
る
績
向
が
強
く
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ

の
点
、
最
近
の
学
説
に
は
、
ラ
イ
シ

中
立
一
投
よ
り
は
む
し
ろ
多
機
性
あ
る
い

の
讃
念
の
方
に
結
び
付
く
と
ま
で
い
う
も

の
が
あ
る
。

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
意
見
は
、
こ
の
よ
う
に
、
宗
教
的
中
立
性
に
関
し
、

で
に
な
い
罷
棚
慨
を
一
ぶ
し
て
い
る
と
い
え
る
が
、
そ



の
反
吾
、
だ
か
ら
こ
そ
、
今

B
の
フ
ラ
ン
ス
の
宗
教
的
中
立
牲
が
本
費
的
に
持
っ
て
い
る
問
題
点
を
凶
明
確
に
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
は
、
宗
教
的
中
立
性
が
か
か
わ
る
場
踊
で
の
鶴
人
の
一
信
揮
の
尊
重
や
…
信
仰
の
自
由
の
保
障
の
限
界
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
は
、

こ
の
点
は
、
積
極
的
中
立
性
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
お
い
て
も
閥
難
と
な
る
事
項
で
あ
る
が
、
穣
極
的
中
立
性
を
強
調
す
る
学
説
に
お
い

て
も
、
必
ず
し
も
明
確
で
な
い
。
そ
し
て
、

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
意
見
も
、
接
持
の
自
由
の
保
擦
の
限
界
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
間
切

議
に
間
限
界
宗
つ
け
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
限
界
を
ω

認
識
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
新
し
い
ラ
イ
シ
テ
や
宗
教
的
中
立
性
の

全
体
設
を
盟
解
す
る
う
え
で
援
め
て
積
一
嬰
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
ラ
イ
シ
テ
や
宗
教
的
中
立
性
が
多
く
の
論

議
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
わ
り
に
は
、
そ
の
限
界
が
現
在
の
と
こ
ろ
不
明
確
で
あ
る
た
め
、
フ
ラ
ン
ス
の
宗
教
的
中
立
散
は
具
体
的
に

か
な
り
不
明
確
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
新
し
い
ラ
イ
シ
テ
や
宗
教
的
中
立
性
の
概
念
は
、
今
後
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
料

邸
内
に
よ
り
明
確
に
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
な
ど
と
言
わ
れ
て
い
る
。
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以
上
に
述
べ
た
こ
と
そ
ふ
ま
え
、

一
つ
の
点
だ
け
を
指
摘
し
て
、
そ
れ
を
結
び
に
校
え
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

フ
ラ
ン
ス
の
宗
教
的
中
立
牲
は
、
反
教
権
主
義
を
背
紫
と
す
る
厳
格
な
語
家
の
ラ
イ
シ
テ
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な

ら
ず
、
今
日
で
も
そ
の
消
極
的
刷
機
彊
に
お
い
て
そ
れ
は
明
護
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
日
で
は
、
宗
教
的
中
立
設
は
そ
れ
の
み
な

ら
ず
、
ま
す
ま
す
個
人
の
罷
仰
の
自
由
、
平
等
の
保
障
の
麓
援
の
額
向
が
強
く
な
っ
て
い
る
。

〈
付
記
〉
本
報
告
が
級
っ
た
テ
1
7
の
よ
り
詳
縮
に
つ
い
て
は
、
次
の
論
文
を
#
世
間
制
定
れ
る
こ
と
を
お
願
い
す
る
。
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