
一七世紀後期ヨーロッパにおける宗教的寛容の問題(久保)

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
を
通
じ
て
、

一
七
世
紀
に
お
け
る
ほ
ど
政
治
と
宗
教
と
の
関
係
が
そ
の
全
域
に
わ
た
っ
て
錯
綜
し
た
時
代
は
な

ぃ
。
そ
の
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
宗
教
上
の
対
立
が
政
治
上
の
対
立
に
転
化
し
、
ま
た
逆
に
政
治
上
の
対
立
が
宗
教
上
の
対
立
に
転
化

し
て
争
わ
れ
る
コ
ン
フ
エ
ツ
シ
ヨ
ナ
リ
ズ
ム
と
呼
ば
れ
る
状
態
に
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
域
に
わ
た
る
宗
教
戦
争
、
宗
教
問

題
と
密
接
な
関
わ
り
を
も
っ
革
命
・
地
域
紛
争
と
い
う
形
で
具
体
化
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
状
況
を
生
み
出
し
た
原
因
を
突

き
詰
め
て
い
け
ば
、
そ
れ
は
二
ハ
世
紀
前
半
の
宗
教
改
革
に
ま
で
行
き
つ
く
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

周
知
の
通
り
、
宗
教
改
革
に
よ
っ
て
そ
れ
ま
で
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
に
お
け
る
宗
教
的
統
一
は
破
綻
し
、
そ
れ
以
降
、
宗
教
は
時
代

と
共
に
多
元
化
の
方
向
に
進
む
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
社
会
的
に
も
宗
教
権
力
と
政
治
権
力
と
が
多
元
化
し
て
い
く

こ
と
に
な
り
、
こ
の
両
者
が
絶
え
ず
結
合
と
競
合
と
を
く
り
返
し
な
が
ら
、

一
六
世
紀
を
経
過
し
て
つ
い
に
は
一
七
世
紀
の
こ
の
時
代

状
況
を
形
成
す
る
に
到
っ
た
の
で
あ
る
。

序

久

|
|
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
と
ピ
エ 

ル
・
ベ
ー
ル
|
|

l

一
七
世
紀
後
期
ヨ
ー
ロ
ッ
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に
お
け
る
宗
教
的
寛
容
の
問
題

保

信
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そ
し
て
、
宗
教
改
革
以
降
の
と
う
し
た
流
れ
に
と
も
な
っ
て
、
寛
容
の
問
題
が
す
ぐ
れ
て
実
践
的
な
意
味
を
も
っ
て
立
ち
現
れ
て
く

O
}
g
r
g
z

る
こ
と
に
な
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
多
元
的
な
宗
教
権
力
と
政
治
権
力
と
が
結
合
と
競
合
と
を
く
り
返
す
状
況
の
下
で
、
宗
教
上
の
問

題
を
外
的
な
強
制
力
に
よ
っ
て
決
着
さ
せ
よ
う
と
す
る
事
態
が
日
常
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
う
し
た
事
態
は
一
七
世
紀
に
お
い
て
そ
の
頂
点
に
達
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
時
代
に
あ
っ
て
、
寛
容
の
提
唱
者
た
ち
は
そ
の

多
く
が
自
ら
宗
教
上
の
理
由
で
多
か
れ
少
な
か
れ
直
接
的
間
接
的
迫
害
を
受
け
、
そ
れ
に
よ
っ
て
あ
る
い
は
圏
外
脱
出
を
は
か
り
、
あ

i

る
い
は
そ
の
地
位
を
追
わ
れ
、
ま
た
あ
る
い
は
自
ら
の
宗
派
の
信
仰
活
動
を
制
限
さ
れ
る
な
ど
の
具
体
的
な
経
験
を
へ
て
お
り
、
そ
れ

故
に
、
そ
の
寛
容
擁
護
の
主
張
は
第
三
者
的
立
場
か
ら
の
提
案
と
し
て
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
自
ら
が
そ
の
問
題
に
直
接
関
わ
る
当

l

事
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
の
切
実
な
訴
え
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
、
彼
ら
に
と
っ
て
寛
容
の
問

l

題
と
は
決
し
て
単
に
理
論
の
世
界
の
み
に
と
ど
ま
り
う
る
事
柄
で
は
な
く
、
き
わ
め
て
実
践
的
な
意
味
を
も
っ
喫
緊
の
課
題
に
他
な
ら

な
か
っ
た
。

l

そ
し
て
、
彼
ら
の
中
で
も
、
そ
の
寛
容
論
が
後
世
に
与
え
た
影
響
力
の
大
き
さ
と
い
う
点
を
考
え
る
と
き
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク

(臼 

・
5
ω
N
=
2
)
と
ピ
エ
�
 
ル
・
ベ
�
 
ル
(
虫
脅
話
回
�
 
・
思
会
ム
言
。
)
と
を
凌
駕
す
る
思
想
家
は
い
な
い
と
一
百
つ

ー

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
共
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
あ
る
両
者
が
そ
れ
ぞ
れ
著
わ
し
た
寛
容
に
関
す
る
主
著
は
、
そ
の
意
味
で
、
ま
さ
に
、

a-0

「
こ
の
世
紀
(
一
七
世
紀
�
 
引
用
者
)
に
書
か
れ
た
二
つ
の
最
も
重
要
な
寛
容
擁
護
論
」
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら

(2)

二
つ
の
主
著
と
は
そ
れ
ぞ
れ
ロ
ッ
ク
の
『
寛
容
書
簡
』
(
ラ
テ
ン
語
原
典
は
一
六
八
九
年
五
月
に
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ポ
プ
ル
に
よ
る
英

(3) 

訳
は
同
年
の
一
一
一
月
に
出
版
)
と
ペ
�
 
ル
の
「
〈
強
い
て
入
ら
し
め
よ
〉
と
い
う
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
言
葉
に
関
す
る
哲
学
的
註
解
』

(l)

(
第
一
・
二
部
は
一
六
人
六
年
十
月
に
、
第
三
部
は
翌
一
六
八
七
年
六
月
に
出
版
。
以
下
、
『
哲
学
的
註
解
』
と
略
記
)
と
の
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
作
品
の
中
で
展
開
さ
れ
て
い
る
そ
れ
ぞ
れ
の
寛
容
論
は
、
同
時
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
世
界
の
動
向
と
切
り
離
さ

q
d

n
h
u
 



一七世紀後期ヨーロツノTにおける宗教的寛容の問題(久保)

形
而「
上私
学た
のち
第が
ー置
原か
理れ
とて
かい
幾る
何些
学患
の で
証は

?真

か理� 

z与
三;

)の
噛!

鞄整
対坐J
品言

語広
重は� c・

主義
的上
るしの
話個

選型
.;/...し1-1� 

?革
命理
言語 で

亨あ
るつ
こて
と
は数
での
き特
な?性
い2.と
」か

れ
た
形
で
自
己
展
開
き
れ
た
も
の
で
は
決
し
て
な
く
、
む
し
ろ
、
そ
の
思
想
的
営
為
か
ら
積
極
的
に
そ
の
成
果
を
と
り
入
れ
な
が
ら
構

成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
そ
れ
ら
が
同
時
代
の
寛
容
論
の
主
要
な
論
理
を
集
約
し
た
形
で
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
逃

す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
家
の
置
か
れ
た
状
況
の
相
違
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
寛
容
論
の
主
要
な
論
点
に
お
い
て
重

要
な
共
通
性
が
見
出
き
れ
る
こ
と
に
そ
う
し
た
事
実
を
見
て
取
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
れ
故
に
、
宗
教
改
掌
以
降
の
寛
容
問
題
を
め

ぐ
る
議
論
に
理
論
レ
ベ
ル
で
の
決
着
を
つ
け
た
と
も
言
え
る
、
そ
れ
ら
二
つ
の
寛
容
論
を
相
互
比
較
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
質

を
明
確
に
で
き
る
と
同
時
に
、

一
七
世
紀
後
期
に
お
け
る
寛
容
論
の
到
達
点
を
確
認
す
る
こ
と
も
ま
た
可
能
で
あ
る
と
息
わ
れ
る
。

以
下
、
こ
こ
で
は
『
寛
容
書
簡
』
と
『
哲
学
的
註
解
」
と
の
共
通
性
と
相
違
性
と
を
個
別
的
に
取
り
上
げ
て
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

そ
の
中
で
も
最
初
に
問
題
と
す
る
の
は
宗
教
的
真
理
の
不
可
知
性
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

『
賓
容
書
簡
]
と
『
哲
学
的
註
解
』
と
の
共
通
性

l

(
一
)
宗
教
的
真
理
の
不
可
知
性

『
寛
容
書
簡
』
と
『
哲
学
的
註
解
」
と
の
寛
容
論
は
そ
れ
ぞ
れ
宗
教
的
真
理
の
不
可
知
性
と
い
う
立
場
に
立
脚
し
て
い
る
と
い
う
点

で
一
致
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ロ
ッ
ク
は
「
寛
容
書
簡
』
の
中
で
、
い
ず
れ
の
教
会
の
教
義
が
真
実
で
あ
る
か
を
最
終
的
に
判
断
し
う
る

(4)

可
能
性
に
対
し
て
否
定
的
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
宗
教
的
真
理
の
不
可
知
性
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
こ
と
を
表
明
し
て

い
る
の
に
他
な
ら
な
い
し
、
ま
た
、
ベ
�
 ル
も
『
哲
学
的
註
解
』
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

-37-



宗教法第20号(2∞1)

こ
う
し
た
見
解
は
ま
た
何
が
「
真
の
宗
教
」
で
あ
る
か
を
問
う
論
争
に
対
し
て
、
そ
の
最
終
的
な
解
決
の
可
能
性
を
否
定
す
る
こ
と

に
も
な
る
の
で
あ
る
。
�
 

(
6
)

そ
し
て
、
ロ
ッ
ク
が
そ
の
立
場
に
到
っ
た
理
由
と
し
て
は
、
彼
自
身
の
永
年
に
わ
た
る
人
間
の
認
識
能
力
に
関
す
る
研
究
が
大
き

(7)

く
関
与
し
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
の
永
年
の
研
究
成
果
で
あ
る
『
人
間
知
性
論
』
は
、
『
寛
容
書
簡
」
が
執
筆
さ
れ
た
当
時

(
一
六
八
五
年
末
)
す
で
に
内
容
的
に
は
ほ
ぼ
完
成
の
域
に
達
し
て
い
た
(
出
版
は
一
六
八
九
年
一
二
月
)
。
そ
し
て
、
『
人
間
知
性
論
」

l l

に
お
い
て
は
人
間
の
認
識
能
力
の
有
限
性
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
「
寛
容
書
簡
』
の
ロ
ッ
ク
が
宗
教
上
の
教
義
の
真
偽
を
最

終
的
に
判
断
し
う
る
可
能
性
に
対
し
て
否
定
的
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
認
識
問
題
に
関
し
て
「
人
間
知
性
論
』
か
ら
「
寛
容
書
衝
』

へ
の
接
続
を
示
す
も
の
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
ベ
�
 ル
は
一
七
世
紀
後
半
の
「
信
仰
の
分
析
」
論
争
と
の
関
わ
り
の
中
で
そ
の
立
場
を
表
明
し
た
。
す
な
わ
ち
、

宗
教
的
真
理
を
把
握
す
る
方
法
と
し
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
が
「
権
威
原
理
」
、

つ
ま
り
教
会
の
無
謬
の
権
威
に
対
す
る
服
従
を
主
張
し
、

そ
れ
に
対
抗
し
て
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
が
「
検
討
原
理
」
、
つ
ま
り
各
個
人
の
自
由
な
検
討
を
提
唱
す
る
と
い
っ
た
形
で
両
者
が
相
互
に

激
し
く
論
争
を
展
開
し
た
、
そ
の
「
信
仰
の
分
析
」
論
争
を
通
じ
て
そ
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
お
い
て
、
ベ
�
 ル
は
「
権
威
原
理
」
と
「
検
討
原
理
」
と
を
共
に
批
判
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
批
判
と
は
『
哲
学
的
註
解
』

の
中
で
次
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
る
。
ま
ず
、
「
権
威
原
理
」
に
対
し
て
は
、
第
一
部
第
一
章
で
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
耐
陣
営
が
用
い
て
い
た

論
理
を
利
用
し
、
教
会
の
無
謬
性
に
対
す
る
服
従
も
結
局
は
教
会
の
判
断
を
正
し
い
と
す
る
各
個
人
の
自
主
的
判
断
に
依
存
す
る
の
で

あ
る
と
主
張
さ
れ
る
。
次
に
、
「
検
討
原
理
」
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
ま
ず
、
「
真
理
の
標
識
」
に
つ

い
て
論
及
し
、
そ
れ
は
、
「
疑
う
理
由
つ
ま
り
敵
方
の
抗
弁
を
全
部
十
分
吟
味
し
た
上
で
も
、
な
お
こ
う
で
し
か
あ
り
え
な
い
と
強
く

(8)

感
じ
る
ほ
ど
明
断
判
明
な
観
念
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
し
か
し
多
く
の
人
々
は
生
活
の
た
め
に
多
大
の
時
間
を
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費
や
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
宗
教
の
問
題
に
あ
ま
り
時
間
を
か
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
各
個
人
の
「
検
討
」

に
よ
っ
て
、
「
聖
書
の
か
く
か
く
の
く
だ
り
が
正
し
く
訳
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
ギ
リ
シ
ャ
語
や
へ
プ
ラ
イ
語
に
今
あ
る
単
語
が
昔

か
ら
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
釈
義
家
や
註
釈
家
や
翻
訳
家
が
そ
の
単
語
に
与
え
た
意
味
が
そ
の
書
を
書
い
た
人
が
考
え
た
意
味
と
同
じ
か

(9)

ど
う
か
、
と
い
う
よ
う
な
事
実
ひ
と
つ
で
も
」
、
そ
う
し
た
明
断
判
明
な
観
念
に
は
到
達
し
え
な
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
「
権
威
原
理
」
は
最
終
的
に
は
各
個
人
の
「
検
討
」
に
ま
で
行
き
着
い
て
し
ま
う
し
、
そ
の
「
検
討
原
理
」
も
ま

た
万
人
に
と
っ
て
の
宗
教
的
真
理
獲
得
の
方
法
た
り
え
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
ベ
!
ル
は
「
権
威
原
理
」
と
「
検
討
原
理
」
と
を
共
に
批
判
し
た
う
え
で
、
先
に
引
用
し
た
見
解
の
よ
う
に
宗
教
的
真
理

の
不
可
知
性
と
い
う
立
場
を
提
示
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
『
寛
容
書
簡
』
と
『
哲
学
的
註
解
』
と
の
寛
容
論
が
共
に
宗
教
的
真
理
の
不
可
知
性
と
い
う
立
脚
点
を
も
っ
旨
を
確
認
し
た
。

続
い
て
取
り
上
げ
た
い
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
著
作
で
展
開
さ
れ
た
寛
容
の
制
限
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
。

士
二
寛
容
の
制
限


ま
ず
、
ロ
ッ
ク
の
『
寛
容
書
簡
」
に
お
け
る
次
の
よ
う
な
見
解
に
注
目
し
た
い
。


(
叩
)

「
宗
教
の
問
題
に
つ
い
て
意
見
を
異
に
す
る
人
々
に
寛
容
で
あ
る
こ
と
は
、
福
音
書
と
理
性
と
に
:
:
:
適
っ
て
い
る
。
」

こ
れ
は
宗
教
の
問
題
に
つ
い
て
様
々
な
見
解
を
も
っ
人
々
に
対
し
て
寛
容
で
あ
る
こ
と
の
正
当
性
を
主
張
し
た
見
解
に
他
な
ら
な
い
。

こ
れ
に
隈
ら
ず
、
『
寛
容
書
簡
』
の
ロ
ッ
ク
は
い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
宗
教
的
寛
容
の
必
要
性
を
く
り
返
し
説
き
続
け
て
い
る
。
し
か

(

日

)

(

ロ

)

、
「
寛
容
の
使
徒
」
、
「
宗
教
的
自
由
の
哲
学
者
」
ロ
ッ
ク
は
、
つ
い
に
無
制
限
の
寛
容
を
、
そ
し
て
宗
教
的
自
由
の
絶
対
性
を
主
張

(
日
)

す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
彼
の
そ
の
寛
容
論
を
し
て
、
「
信
仰
の
自
由
よ
り
も
む
し
ろ
制
限
を
意
味
す
る
も
の
が
あ
っ
た
」
と
の
指
摘
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る。が
な
さ
れ
も
す
る
よ
う
に
、
そ
こ
で
は
一
定
の
場
合
を
寛
容
の
対
象
か
ら
排
除
す
る
と
い
う
寛
容
の
制
限
が
設
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

他
方
、
「
哲
学
的
註
解
」
の
中
で
あ
ら
ゆ
る
宗
教
・
宗
派
に
対
す
る
全
面
的
な
寛
容
を
説
い
て
「
普
遍
的
寛
容
」
を
展
開
し
た
ベ
!

ル
も
、
そ
こ
で
絶
対
的
な
「
信
仰
の
自
由
」
を
提
唱
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
特
定
の
場
合
を
寛
容
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
と
い
う

寛
容
の
制
限
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
寛
容
の
制
限
と
い
う
問
題
に
関
し
て
、
「
寛
容
書
簡
』
と
「
哲
学
的
註
解
』
と
の
聞
に
は
共
通
点
が
見
出
さ
れ
る
。
そ
れ

は
双
方
が
共
に
カ
ト
リ
ッ
ク
と
無
神
論
者
と
を
寛
容
の
対
象
か
ら
除
外
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
に
つ
い
て
、
ま
ず
「
寛
容
書
簡
』
の
記
述
を
見
れ
ば
次
の
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
書
に
お
い
て
為
政
者
�
 
H

政
治
権
力
に

よ
り
寛
容
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
と
し
た
場
合
が
四
つ
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
内
の
第
二
、
第
三
の
場
合
が
カ
ト
リ
ッ
ク
に
向

け
ら
れ
、
そ
し
て
第
四
の
場
合
が
無
神
論
者
を
指
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
H
H
)

そ
し
て
ま
ず
そ
の
第
二
の
場
合
と
は
、
国
家
に
危
険
な
害
悪
を
も
た
ら
す
特
権
や
権
力
を
政
治
的
権
利
に
反
し
て
独
占
し
よ
う
と
す

る
教
派
の
場
合
と
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
第
三
の
場
合
と
は
、
「
よ
そ
の
君
主
の
保
護
下
に
入
り
、
そ
れ
に
服
従
す
る
こ
と
」
を
た
て

(
お
)

ま
え
と
し
て
、
自
国
に
「
外
国
の
支
配
権
の
及
ぶ
場
所
を
提
供
す
る
」
教
会
の
場
合
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
第
二
・
第
三
の
場
合

に
お
い
て
、
そ
れ
ら
の
教
派
・
教
会
が
カ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
る
と
直
接
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
ら
が
当
時
の
宗
教
的
お

よ
び
政
治
的
状
況
か
ら
す
れ
ば
、
ま
さ
に
カ
ト
リ
ッ
ク
そ
の
も
の
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

次
に
第
四
の
場
合
と
し
て
、
無
神
論
者
に
つ
い
て
は
彼
ら
が
「
人
間
社
会
の
緋
で
あ
る
約
束
と
か
、
契
約
と
か
、
普
約
と
か
」
を
、

「
確
固
不
動
で
犯
し
が
た
い
も
の
」
と
認
め
よ
う
と
し
な
い
と
い
う
理
由
で
、
彼
ら
を
寛
容
の
対
象
か
ら
除
外
す
べ
き
だ
と
し
て
い
る
。

(
M
U
 

ロ
ッ
ク
に
と
っ
て
神
を
信
じ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
自
然
法
の
創
造
者
を
信
じ
な
い
と
い
う
ζ
と
に
つ
な
が
っ
て
お
り
、
そ
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聖F、予

れ
故
に
無
神
論
者
は
社
会
を
結
束
さ
せ
る
義
務
を
害
す
る
者
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
ロ
ッ
ク
に
と
う
ァ
で
無
神
論
は
潜
在
的
に
無
政
府

げ
)

状
態
と
つ
な
が
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
司
哲
学
的
註
解
』
の
ベ 

ル
も
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
カ
ト
リ
ッ
ク
に
対
す
る
規
制
を
主
張
し

て
い
る
箇
所
で
は
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
、
ま
ず
主
権
者
の
呆
た
す
べ
き
義
務
の
一
端
に
つ
い
て
ふ
れ
、
主
権
者
は
直
接
そ
の
本
性
に
よ

り
国
家
の
安
寧
に
も
自
ら
の
安
全
に
も
反
す
る
と
み
な
す
説
を
寛
容
す
べ
き
で
は
な
い
と
し
た
う
え
で
、
そ
れ
故
に
、
主
権
者
が
「
存

分
に
執
行
さ
れ
る
有
益
な
厳
し
い
規
則
で
彼
ら
(
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
の
こ
と
|
引
用
者
)
か
ら
害
を
与
え
る
力
を
奪
い
、
そ
の
陰
謀

i

{

(
路
)

を
恐
れ
る
必
要
を
な
く
し
て
い
る
こ
と
」
を
、
「
き
わ
め
て
時
宜
に
か
な
っ
た
こ
と
」
と
し
て
い
る
。

こ
の
発
言
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
あ
っ
た
ベ 

ル
に
と
っ
て
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
国
家
に
お
け
る
カ
ト

l

リ
ッ
ク
教
徒
は
や
は
り
脅
威
を
与
え
る
存
在
で
あ
っ
た
。
こ
の
ベ 

ル
の
発
言
が
、
『
寛
容
書
簡
』
を
執
筆
中
の
ロ
ッ
ク
と
同
様
、

ト
リ
ッ
ク
教
徒
に
よ
る
と
さ
れ
た
諸
事
件
、
諸
問
題
、
例
え
ば
フ
ラ
ン
ス
で
の
ア
ン
リ
三
世
・
四
世
の
暗
殺
、
イ
ギ
リ
ス
で
の
火
薬
陰

謀
事
件
、
い
わ
ゆ
る
「
カ
ト
リ
ッ
ク
陰
謀 

(
3
1
m
v
苫
三
)
」
事
件
等
々
を
念
頭
に
お
い
て
な
さ
れ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
と
思

わ
れ
る
。

l

こ
の
よ
う
に
し
て
、
べ 

ル
は
カ
ト
リ
ッ
ク
を
寛
容
の
対
象
か
ら
排
除
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
無
神
論
者
に
つ
い
て
も
『
寛
容
書
簡
』
と
同
様
に
そ
れ
を
寛
容
の
対
象
か
ら
排
除
し
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
は
次
の
通
り
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
第
一
に
臣
家
の
基
本
法
に
抵
触
す
る
者
の
中
に
は
通
常
、
摂
理
を
否
定
し
、
神
の
裁
き
へ
の
恐
れ
を
な
く
す

る
無
神
論
者
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
第
二
に
無
神
論
者
は
良
心
上
の
ど
ん
な
動
機
か
ら
も
自
説
を
説
く
よ
う

l

に
か
り
た
て
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
か
ら
、
「
人
に
従
わ
ん
よ
り
は
神
に
従
う
べ
き
な
り
」
(
使
徒
行
伝
・
第
五
章
・
二
九
節
)
と

l

〈
四
)

い
う
良
心
の
不
可
侵
の
避
難
所
で
あ
る
聖
句
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

カ 
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(
初
)

こ
こ
で
ベ
�
 
ル
が
言
、
っ
「
良
心
」
と
は
、
も
と
よ
り
、
「
各
人
に
と
っ
て
神
の
声
、
神
の
提
」
の
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の

心
�
 (8ロ目白芯ロ� 8
・ロ� 2
・印
白
骨
ロ
)
」
と
い
う
言
葉
は
、
歴
史
的
に
さ
か
の
ぼ
れ
ば
、
す
で
に
ス
ト
ア
思
想
の
中
で
自
己
の
行
為
の
証
人

i

な
い
し
判
定
者
の
意
味
で
使
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
後
ギ
リ
シ
ャ
的
教
養
人
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
の
呉
邦
人
伝
道
に
活
躍
し
た
使
徒
パ
ウ

ロ
が
、
そ
の
言
葉
に
特
殊
キ
リ
ス
ト
教
的
な
内
容
を
与
え
て
以
来
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
精
神
史
の
キ
リ
ス
ト
教
的
伝
統
の
中
で
使
わ
れ
続
け

(
れ
)

l (
M
)

て
き
た
も
の
で
あ
る
。

F

そ
の
伝
統
を
受
け
て
、
べ
�
 
l
ル
が
「
良
心
」
を
「
各
人
に
と
っ
て
神
の
声
、
神
の
提
」
で
あ
る
と
言
、
っ
と
き
、
そ
れ
は
「
良
心
」
が
、

(
勾
)

あ
る
行
為
が
神
の
意
に
か
な
う
と
い
う
判
断
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
故
に
、
自
己
の
「
良
心
」
に
従

(
幻
)

、
つ
こ
と
が
そ
の
ま
ま
神
に
従
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
「
良
心
」
を
と
ら
え
る
と
き
、
無
神
論
者
と
は
実
利
以
外
に
は
行
動
の
指
針
を
持
た
な
い
非
良
心
的
な
エ
ゴ
イ
ス
ト
で

あ
り
、
社
会
の
敵
と
な
る
。
こ
れ
は
む
し
ろ
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
に
あ
っ
て
は
通
念
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、

『
哲
学
的
註
解
』
の
ペ
�
 
ル
は
無
神
論
者
を
寛
容
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
『
寛
容
書
簡
」
と
「
哲
学
的
註
解
』
と
の
寛
容
論
は
カ
ト
リ
ッ
ク
と
無
神
論
者
と
を
寛
容
の
対
象
か
ら
除
外
し
て
い
る
と
い


う
点
で
共
通
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
こ
の
う
え
さ
ら
に
取
り
上
げ
る
べ
き
は
宗
教
的
正
統
主
義
の
克
服
と
い
う
問
題
で
あ
る
。


(
三
)
宗
教
的
正
統
主
義
の
克
服

『
寛
容
書
簡
』
と
『
哲
学
的
註
解
』
と
の
寛
容
論
は
宗
教
的
正
統
主
義
を
克
服
し
て
い
る
と
い
う
点
で
明
ら
か
に
一
致
す
る
。
ロ
ツ

ク
と
ペ
�
 
ル
と
は
そ
の
寛
容
論
を
展
開
す
る
に
あ
た
り
、
そ
の
目
的
を
自
ら
が
所
属
す
る
教
会
の
正
統
派
擁
護
に
置
い
た
わ
け
で
は
決

し
て
な
い
。
彼
ら
の
そ
の
寛
容
論
の
構
え
は
、
む
し
ろ
正
統
派
で
あ
る
こ
と
へ
の
固
執
を
拒
否
す
る
姿
勢
で
一
貫
し
て
い
た
と
言
わ
ね 良
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ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
ぞ
う
し
て
正
統
主
義
を
克
服
し
な
い
限
り
、
彼
ら
に
と
っ
て
目
指
す
べ
き
寛
容
の
実
現
は
も
と
よ
り
あ
り

え
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
彼
ら
の
そ
の
宗
教
的
立
場
と
、
さ
ら
に
そ
の
立
場
に
あ
っ
て
も
彼
ら
が
そ
の
正
統
派
か
ら
は
明
確
に

離
れ
た
位
置
に
立
っ
て
い
た
こ
と
と
を
確
認
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
の
こ
と
は
ま
た
、
逆
に
、
ど
の
地
点
か
ら
寛
容
論
を
展
開
す
る

か
に
よ
っ
て
、
そ
の
寛
容
論
の
内
容
自
体
が
最
初
か
ら
一
定
限
度
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
か
ら
し
で
も
、
無
視
し
え
な

い
問
題
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
う
え
で
、
ま
ず
ロ
ッ
ク
の
そ
の
宗
教
的
立
場
に
つ
い
て
言
え
ば
、
そ
れ
は
生
涯
英
国
国
教
会
の
立
場
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
も
の

で
あ
る
。
彼
が
そ
う
し
た
理
由
と
し
て
は
、
第
一
に
彼
が
多
く
の
非
国
教
徒
た
ち
の
大
言
社
語
と
狂
信
と
を
き
ら
っ
た
こ
と
、
第
二
に

(
お
)

彼
が
偏
狭
な
派
閥
主
義
を
遺
憶
に
思
い
、
恐
れ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
で
も
、
彼
は
そ
の
国
教
制
の
枠
の
中
で
最
大
限
の
寛

(
z
t
E

容
を
認
め
る
広
教
主
義 

仏
日
常
広
三
日 

を
理
想
と
し
て
お
り
、
キ
リ
ス
ト
教
の
一
っ
か
こ
つ
の
基
本
的
な
教
義
の
信
仰
が

(
お
)

教
会
の
一
員
で
あ
る
た
め
に
十
分
な
こ
と
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
彼
の
国
教
会
員
と
し
て

(
幻
)

の
態
度
は
い
く
つ
か
の
点
に
お
い
て
、
そ
の
広
教
主
義
の
範
囲
を
も
超
え
る
、
到
底
正
統
と
は
言
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、

例
え
ば
、
彼
自
身
分
離
主
義
者
で
は
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
ら
の
独
立
派
教
会
を
設
立
す
る
分
離
主
義
者
の
権
利
を
擁
護
し

(
お
)

た
こ
と
に
も
示
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

こ
の
よ
、
つ
に
、

ロ
ッ
ク
は
英
国
国
教
会
員
と
い
う
立
場
に
あ
り
な
が
ら
、
し
か
も
国
教
会
の
正
統
派
と
は
明
ら
か
に
一
線
を
画
す
位

置
か
ら
そ
の
寛
容
論
を
展
開
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
ベ 
1
ル
は
フ
ラ
ン
ス
改
革
派
教
会
の
一
員
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
彼
も
ま
た
、
そ
の
改
革
派
教
会
の
正
統
派
と
は
異

な
る
位
置
に
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
彼
と
、
改
革
派
教
会
の
指
導
者
で
か
つ
て
の
彼
の
同
僚
で
も
あ
っ
た
神
学
者
ピ
エ 
1
ル
・

B
)
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ジ
ユ
リ
ュ 

含
江
田
区
)
と
の
関
係
性
に
示
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

(
回
以
ぽ
『
『
由

ベ
ー
ル
は
改
革
派
の
路
線
を
め
ぐ
る
問
題
に
関
連
し
て
、
ジ
ユ
リ
ュ
!
と
厳
し
く
対
立
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
ジ
ユ
リ
ュ 

は
l

改
革
派
の
組
織
指
導
者
と
し
て
、
あ
く
ま
で
も
自
派
の
正
当
性
を
堅
持
し
よ
う
と
す
る
位
置
に
あ
り
、
寛
容
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
あ

る
宗
派
が
寛
容
さ
れ
る
に
は
そ
の
宗
派
が
キ
リ
ス
ト
教
の
「
基
本
的
真
理
」
を
保
持
し
て
い
る
こ
と
を
必
要
条
件
と
し
た
。
そ
れ
に
対

l

す
る
ベ 

ル
は
す
で
に
見
た
と
こ
ろ
の
宗
教
的
真
理
の
不
可
知
性
と
い
う
観
点
か
ら
、
自
派
の
正
当
性
を
確
証
す
る
方
法
は
な
い
と
す

る
位
置
に
あ
り
、
ぞ
れ
故
に
排
他
的
な
正
統
派
の
考
え
方
と
は
当
然
相
容
れ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
寛
容
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
先
述
の

よ
う
に
カ
ト
リ
ッ
ク
と
無
神
論
者
と
に
対
す
る
場
合
を
除
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
宗
教
・
宗
派
に
対
す
る
全
面
的
な
寛
容
を
主
張
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
ベ 
1
ル
は
改
革
派
教
会
の
一
員
で
あ
り
な
が
ら
も
、
そ
の
正
統
派
の
指
導
者
で
あ
る
ジ
ュ
リ
ュ
!
と
見
解
の
相
違
を

来
し
て
鋭
く
対
立
し
て
い
っ
た
。
ベ
ー
ル
に
し
て
み
れ
ば
正
統
主
義
の
枠
を
乗
り
越
え
て
「
普
遍
的
寛
容
」
を
実
現
す
る
こ
と
に
し
か
、

宗
教
的
迫
害
に
苦
し
む
改
革
派
の
活
路
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
自
派
の
正
当
性
に
固
執
す
る
ジ
ユ
リ
ュ

と
の
対
立
は
避
け
難
い
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
、
『
寛
容
書
簡
」
と
『
哲
学
的
註
解
』
と
の
寛
容
論
が
そ
れ
ぞ
れ
宗
教
的
正
統
主
義
を
克
服
し
て
い
る
点
で
一
致
し
て
い
る
こ

と
を
確
認
し
た
。
そ
の
結
呆
、
こ
こ
ま
で
で
そ
れ
ら
の
寛
容
論
の
共
通
点
を
三
点
に
わ
た
り
検
討
し
て
き
た
こ
と
に
な
る
が
、
な
お
こ

う
し
た
重
要
な
共
通
点
の
存
在
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
然
そ
れ
ぞ
れ
の
著
作
の
主
張
の
す
べ
て
が
ま
っ
た
く
重
な
り
合
っ
て
い
た
わ
け

で
は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
家
の
置
か
れ
た
状
況
の
違
い
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
も
っ
そ
の
思
想
性
の
相
違
と
に
起
因
し
て
、
双
方
の
主

張
の
相
違
点
も
ま
た
当
然
の
ご
と
く
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
次
に
、
そ
う
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
寛
容
論
の
相
違
点
の
う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
寛
容
論
の
特
徴
を
端
的
に
示
す
も
の
を
取
り
上

げ
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
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『
寛
容
書
簡
』
と
『
哲
学
的
註
解
』
と
の
相
違
性

(
一
)
政
教
分
離
論

『
寛
容
書
簡
』
と
『
哲
学
的
註
解
』
と
の
寛
容
論
の
相
違
点
と
し
て
ま
ず
指
摘
す
べ
き
は
、
政
教
分
離
の
概
念
が
前
者
で
は
重
点
的

な
論
理
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
後
者
で
は
ま
っ
た
く
欠
落
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

こ
の
政
教
分
離
の
概
念
こ
そ
、
ま
さ
に
「
寛
容
書
簡
』
の
そ
の
寛
容
論
の
最
大
の
特
徴
を
な
す
概
念
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

『
哲
学
的
註
解
』
に
は
政
教
分
離
の
考
え
方
は
ど
こ
に
も
見
当
ら
な
い
。
同
書
で
は
む
し
ろ
政
教
分
離
と
は
逆
の
方
向
に
進
む
か
に
見

え
る
発
言
が
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
例
え
ぽ
、
「
神
が
そ
の
教
会
に
豹
束
さ
れ
る
祝
福
の
最
た
る
も
の
は
、
育
て
の
親
と
な
る
君
主

(
冊
目
)

を
与
え
ら
れ
る
こ
と
だ
」
と
し
て
、
教
会
に
対
す
る
国
家
の
宗
教
上
の
保
護
を
望
ん
で
い
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
い
ま
だ

(
初
)

国
家
と
教
会
と
の
分
離
は
な
さ
れ
ず
に
終
わ
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
『
哲
学
的
註
解
』
に
は
欠
落
し
て
い
る
政
教
分
離
論
は
、
『
寛
容
書
簡
』
の
寛
容
論
の
論
理
構
造
に
お
い
て
そ
の
根
幹

を
な
す
概
念
で
あ
り
、
同
書
の
そ
の
主
張
も
突
き
詰
め
れ
ば
こ
の
二
百
に
尽
き
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

『
寛
容
書
簡
」
の
ロ
ッ
ク
は
、
宗
教
上
の
対
立
が
政
治
上
の
対
立
に
転
化
し
、
ま
た
逆
に
政
治
上
の
対
立
が
宗
教
上
の
対
立
に
転
化

し
て
激
し
く
争
わ
れ
る
当
時
の
時
代
状
況
を
見
据
え
つ
つ
、
そ
の
状
況
を
克
服
し
政
治
社
会
の
秩
序
を
安
定
さ
せ
る
た
め
に
は
、
そ
の

(
幻
)

原
因
と
み
な
さ
れ
る
「
教
会
と
国
家
と
の
〔
聞
に
見
ら
れ
た
〕

一
致
」
を
断
ち
切
り
、
国
家
の
問
題
と
教
会
の
問
題
と
を
区
別
す
る

こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
と
の
認
識
に
立
っ
て
い
た
。
ま
た
、
宗
教
的
迫
害
の
根
本
的
な
原
因
を
国
家
と
教
会
と
の
一
致
に
見
出
す
そ
の

彼
に
と
っ
て
、
政
教
分
離
が
実
現
し
な
い
限
り
、
為
政
者

た
の
で
あ
る
。

H

政
治
権
力
に
よ
る
目
指
す
べ
き
寛
容
の
実
現
も
あ
り
え
な
い
こ
と
で
あ
っ
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そ
の
場
合
、

ロ
ッ
ク
は
国
家
と
教
会
と
の
目
的
の
相
違
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
政
教
分
離
の
主
張
を
裏
付
け
よ
う
と
し
た
。

の
保
全
に
限
定
さ
れ
、
教
会
の
目
的
は

(mM) 

す
な
わ
ち
、
国
家
の
目
的
は
世
俗
的
財
産
�
 

「
神
の
公
的
な
礼
拝
」
と
そ

H

(
お
)

れ
に
よ
る
「
永
遠
の
生
命
の
獲
得
」
と
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
両
者
の
目
的
が
異
な
れ
ば
そ
れ
ら
の
分
離
は
必
然
的

な
も
の
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
『
寛
容
書
簡
』
の
寛
容
論
は
そ
の
中
心
概
念
と
し
て
政
教
分
離
論
を
設
定
し
て
、
そ
の
う
え
で
政
治
学
的
な
視
点
か

ら
の
論
理
が
軸
と
な
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
寛
容
論
は
結
局
の
と
こ
ろ
寛
容
の
問
題
を
抽
象
的
な
良
心
の

自
由
、
知
的
自
由
の
問
題
と
し
て
決
着
さ
せ
よ
う
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
政
治
的
な
問
題
と
し
て
解
決
し
よ
う
と
試
み
た
も

(
鈍
)

の
と
言
え
よ
う
。

そ
の
こ
と
は
先
に
ふ
れ
た
寛
容
の
制
限
の
設
定
に
関
す
る
記
述
に
も
端
的
な
形
で
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
一
言
っ
て
よ
い
。
す
な
わ
ち
、


為
政
者
�
 政
治
権
力
に
よ
り
寛
容
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
と
さ
れ
た
四
つ
の
場
合
の
う
ち
、
第
二
、
第
三
の
場
合
が
カ
ト
リ
ッ
ク
を
念
頭


に
お
い
て
、
そ
し
て
第
四
の
場
合
が
無
神
論
者
を
指
定
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
理
由
は
結
局
、
そ
れ
ら
二
者
が
い
ず
れ
も
政


治
社
会
に
と
っ
て
脅
威
と
な
る
か
ら
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
残
り
の
第
一
の
場
合
と
い
う
の
も
、
そ
れ
が
す
な
わ
ち
、
「
人
間


の
社
会
と
相
容
れ
な
い
教
義
や
、
あ
る
い
は
政
治
社
会
の
維
持
に
必
要
な
す
ぐ
れ
た
道
徳
に
反
す
る
教
義
」
を
自
ら
の
教
義
と
し
て
教


(
お
)

え
る
教
派
の
場
合
と
さ
れ
て
い
る
限
り
、
そ
の
第
一
の
場
合
も
カ
ト
リ
ッ
ク
、
無
神
論
者
を
寛
容
し
な
い
理
由
と
そ
の
理
由
が
重
な
っ

て
く
る
と
言
っ
て
よ
い
。

こ
う
し
て
い
ず
れ
の
場
合
で
も
、
そ
の
理
由
は
す
ぐ
れ
て
政
治
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
ロ
ッ
ク
的
寛
容
の
あ
り
方
は
、

ロ
ピ
タ
ル
(
冨
片
�
 
vo-
白4 

0 

同
国
�
 0
1
Z】
)
、
ボ
ダ
ン
(
仏
申
告
ロ
�
 
∞
円四宮)、

O

(
∞
冊
目
 
-o司
)
に
理
論
的
に
代
表
さ
れ
る
ポ
リ
テ
ィ
�
 
l
ク
�
 (M
M
O
E
5
5臼
)

の
そ
れ
に
近
似
性
を
も
つ
も
の
と
言
っ
て
よ
い
。
彼
ら
ポ
リ

(
σ
o
g

2
1
r
p
)
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テ
ィ
�
 
ク
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
問
時
に
リ
ア
リ
ズ
ム
と
結
び
つ
い
た
政
治
的
な
理
由
に
よ
る
寛
容
を
主
張
し
た
が
、
『
寛
容
書
簡
』

一七世紀後期ヨーロッパにおける宗教的寛容の問題(久保)

(
M
m
)

対
的
な
権
利
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
そ
の
う
え
で
、
こ
の
「
良
心
」
が
権
力
と
の
関
係
に
お
い
て
持
つ
権
利
こ
そ
、
す
な
わ
ち
「
良

(
お
)

の
ロ
ッ
ク
も
ま
た
そ
の
点
で
彼
ら
と
相
通
じ
合
う
も
の
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
「
寛
容
書
簡
』
の
寛
容
論
は
政
教
分
離
論
を
中
心
と
す
る
政
治
的
、
政
策
的
な
論
調
を
基
調
と
し
た
寛
容
論
で
あ
り
、

そ
こ
に
『
哲
学
的
註
解
』
の
寛
容
論
と
の
相
違
点
の
一
つ
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

(
ニ
)
「
良
心
の
自
由
」
論

『
寛
容
書
簡
』
と
『
哲
学
的
註
解
』
と
の
寛
容
論
の
相
違
点
と
し
て
さ
ら
に
指
摘
す
べ
き
は
、
後
者
の
寛
容
論
が
圧
倒
的
に
「
良
心

の
自
由
�
 (HFRHb
骨
�
 85
2
8
8
)」
の
要
求
に
重
点
を
置
い
て
い
る
の
に
対
し
て
、
前
者
の
そ
れ
は
そ
う
し
た
要
求
を
第
一
義
と

し
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

「
寛
容
書
簡
』
の
寛
容
論
は
す
で
に
見
た
よ
う
に
政
教
分
離
に
よ
る
杜
会
秩
序
の
安
定
の
実
現
に
そ
の
最
大
の
力
点
が
置
か
れ
て
い

(
幻
)

た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
『
哲
学
的
註
解
』
の
寛
容
論
は
ま
さ
に
「
良
心
の
自
由
」
の
要
求
を
そ
の
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て

そ
の
「
良
心
」
と
は
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
「
各
人
に
と
っ
て
神
の
声
、
神
の
提
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
に
そ
こ
か
ら
、
「
良
心
の
命

(
お
)

令
に
反
し
て
さ
れ
る
こ
と
は
み
な
罪
で
あ
る
」
と
い
う
原
則
が
引
き
曲
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
良
心
に
反
す
る
行

(
お
)

動
を
義
務
づ
け
る
よ
う
な
法
〔
は
〕
、
す
べ
て
、
そ
れ
を
作
る
だ
け
の
権
威
を
持
た
ず
権
限
を
逸
脱
し
た
者
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
」
も
の

と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
ベ
�
 1ル
に
お
い
て
「
良
心
」
と
は
神
の
み
の
支
配
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
世
俗
の
権
力
の
立
ち
入
り
を
許
さ
ぬ
聖

(ω)

域
を
な
す
も
の
で
あ
ヲ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
「
良
心
」
は
そ
の
見
解
の
当
否
に
か
か
わ
り
な
く
、
当
の
人
間
に
対
し
て
普
遍
的
・
絶
�
 -47-



宗教法第20号(2∞1)

(
必
)

心
の
自
由
」
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

(
必
)

こ
の
「
良
心
の
自
由
」
は
ま
さ
に
普
遍
的
な
も
の
で
あ
り
、
宗
教
・
宗
派
の
別
に
よ
る
一
切
の
差
別
は
到
底
許
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

「
こ
の
問
題
で
中
遭
な
ど
み
つ
け
ら
れ
ま
い
。
オ
ー
ル
・
オ
ア
・
ナ
ッ
シ
ン
グ
で
あ
る
。
或
る
宗
派
を
寛
容
す
る
十
分
な
根
拠
に
な
る

(
似
)

も
の
な
ら
、
ほ
か
の
宗
派
も
寛
容
す
る
十
分
な
根
拠
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
」
こ
う
し
て
、
い
か
な
る
宗
教
・
宗
派
に
属
す
る
者
も
、

(
必
)

国
家
に
よ
っ
て
「
良
心
の
自
由
」
を
保
証
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
べ 

ル
の
普
遍
化
さ
れ
た
寛
容
論
が
提
唱
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
は
先
に
ふ
れ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
に
対
す
る
規
制
を
主
張
す
る
場
合
に
も
、
な
お
適
用
さ
れ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
ベ
ー

ル
は
「
哲
学
的
註
解
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
法
王
教
徒
(
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
の
こ
と 

引
用
者
)
個
々

人
が
ど
ん
な
侮
辱
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
も
、
財
産
の
享
受
や
自
宅
で
の
個
人
的
な
礼
拝
を
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
も
、
裁
判
で
不
正
な
扱
い

を
受
け
る
こ
と
も
、
子
供
を
そ
の
宗
教
で
教
育
す
る
の
を
邪
魔
さ
れ
る
こ
と
も
、
他
国
へ
定
住
し
よ
う
と
思
う
時
に
、
財
産
を
処
分
し

て
か
ら
金
を
持
っ
て
退
去
す
る
の
を
妨
害
さ
れ
る
こ
と
も
、
良
心
が
い
や
が
る
礼
拝
へ
無
理
矢
理
参
加
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
る
こ
と
も
、

l

(
必
)


改
宗
す
る
者
が
褒
美
を
貰
う
こ
と
も
、
け
っ
し
て
望
ま
し
く
な
い
」
と
し
、
き
ら
仁
は
、
「
そ
の
人
た
ち
を
束
縛
す
る
の
は
国
家
の
現


世
的
な
利
益
の
た
め
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
そ
れ
を
警
戒
し
な
い
特
別
の
し
か
る
べ
き
理
由
を
持
つ
人
が
、
彼
ら
に
も
っ
と
大
幅
な
、
国


(
円
引
)

益
が
許
す
か
ぎ
り
の
自
由
を
与
え
て
も
さ
し
っ
か
え
な
い
と
思
う
」
と
い
う
の
で
あ
る
。


こ
の
よ
う
に
、
ベ
!
ル
が
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
を
規
制
す
る
場
合
で
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
彼
ら
の
政
治
的
脅
威
が
存
在
す
る
限
り
に


l

(
必
)


お
い
て
と
ら
れ
る
国
家
の
防
衛
措
置
に
す
ぎ
ず
、
信
徒
個
々
人
の
「
良
心
」
に
触
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。


し
か
し
、
同
時
に
、
『
哲
学
的
註
解
』
の
ベ 

ル
は
そ
の
よ
う
に
「
良
心
」
を
「
内
な
る
神
の
声
」
と
規
定
し
た
が
故
に
、
今
度
は


無
神
論
者
の
「
良
心
の
自
由
」
を
原
理
的
に
保
証
の
対
象
か
ら
外
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。


(
同
日
)

そ
の
点
に
関
し
て
注
目
す
べ
き
は
、
「
哲
学
的
註
解
』
と
、
そ
れ
よ
り
も
四
年
ほ
ど
先
立
つ
彼
自
身
に
よ
る
『
馨
星
雑
考
』
(
工
ハ

l
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八
二
年
三
月
に
出
版
)
と
の
無
神
論
者
観
の
対
比
で
あ
う
っ
。
前
者
の
無
神
論
者
観
は
後
者
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
「
有
穂
な
無
望
書
」

論
と
は
明
ら
か
に
一
線
を
画
し
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
後
者
の
そ
の
「
有
徳
な
無
神
論
者
」
論
と
は
次
の
よ
う
な

見
解
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
歴
史
上
の
事
実
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
、
き
わ
め
て
有
徳
な
行
い
を
す
る
無
神
論
者
が
存
在
す
る
こ

と
、
つ
ま
り
名
誉
の
提
を
完
全
に
守
り
、
霊
魂
の
不
滅
は
信
じ
な
い
が
、
自
分
の
名
に
は
永
久
の
栄
光
・
を
得
さ
せ
よ
う
と
努
め
る
、
そ

(
印
)

う
い
う
無
神
論
者
が
存
在
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
結
局
、
『
琴
星
雑
考
』
の
ぺ 

ル
は
と
の

iv
 

(
日
)

よ
う
な
「
有
徳
な
無
神
論
者
」
の
存
在
を
承
認
す
る
考
え
を
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
同
書
で
は
無
神
論
者
の
徳
性
を
積
極
的
に
評
価
し
て
、
無
神
論
者
の
社
会
さ
え
も
考
え
ら
れ
る
と

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
発
言
は
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
に
あ
っ
て
は
極
め
て
革
新
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら

戸、、.。

φ
匂 

し
か
し
、
『
警
星
雑
考
』
の
こ
う
し
た
見
解
は
後
の
「
哲
学
的
註
解
』
で
は
大
幅
に
変
更
さ
れ
る
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
無
神
論

者
は
実
利
以
外
に
行
動
指
針
を
持
た
ぬ
非
良
心
的
な
エ
ゴ
イ
ス
ト
と
し
て
描
か
れ
、
そ
の
結
果
、
権
力
に
よ
る
寛
容
の
対
象
か
ら
除
外

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
『
哲
学
的
註
解
』
に
到
っ
て
そ
の
無
神
論
者
観
は
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
に
お
け
る
通
念
と
い
う
べ
き
も
の
に
立

ち
返
っ
て
し
ま
っ
た
。
「
聾
星
雑
考
』
と
『
哲
学
的
註
解
』
と
の
こ
の
よ
う
な
無
神
論
者
観
の
相
違
は
、
結
局
、
前
者
の
無
神
論
者
観

が
同
書
で
展
開
さ
れ
た
人
間
の
実
際
の
行
動
要
因
に
関
す
る
分
析
に
も
と
づ
い
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
後
者
の
そ
れ
が
同
書

で
主
張
さ
れ
た
寛
容
論
の
基
礎
と
な
る
そ
の
良
心
論
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
と
の
差
異
に
帰
着
す
る
も
の
と
言
う
よ

り
他
に
は
あ
る
ま
い
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
思
想
家
と
し
て
の
自
ら
の
主
張
の
一
貫
性
を
放
棄
し
て
ま
で
も
守
ろ
う
と
し
た
、
そ
の
「
良

心
の
自
由
」
な
る
も
の
の
性
格
の
如
何
が
端
的
な
形
で
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

l
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こ
の
よ
う
に
、
「
良
心
の
自
由
」
の
要
求
を
ま
さ
に
そ
の
中
心
に
す
え
た
こ
と
、
こ
の
こ
と
が
「
哲
学
的
註
解
」

の
寛
容
論
の
特
色 

で
あ
る
と
同
時
に
、
『
寛
容
書
簡
』
の
そ
れ
と
の
相
違
点
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
取
り
上
げ
て
き
た
『
寛
容
書
簡
』
と
『
哲
学
的
註
解
』
と
の
寛
容
論
は
、
そ
れ
ぞ
れ
自
己
完
結
的
な
独
創
性
を
そ
の
特
徴

と
す
る
も
の
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
二
つ
の
寛
容
論
の
重
要
性
も
ま
た
、
そ
う
し
た
独
創
性
の
如
何
に
で
は
な
く
、
冒
頭
で

も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
も
そ
の
圧
倒
的
な
影
響
力
に
存
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、

一
七
世
紀
の
末
に
登
場
し
た
こ
れ
ら
の
寛
容
論
は
、
宗
教
改
革
以
降
の
寛
容
論
を
前
提
と
し
た
一
七
世
紀
後
期
寛
容
論
の

ま
さ
に
集
大
成
と
い
う
べ
き
も
の
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

そ
し
て
、
そ
の
一
七
世
紀
後
期
寛
容
論
総
体
の
要
点
を
、
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
二
つ
の
作
品
の
共
通
点
・
相
違
点
に
即
す
る
形
で
概

観
し
よ
う
と
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ル
ネ
サ
ン
ス
そ
し
て
宗
教
改
革
を
へ
て
科
学
草
命
を
も
通
過
し
つ

つ
あ
っ
た
一
七
世
紀
後
期
に
お
け
る
そ
の
時
代
精
神
は
、
宗
教
改
革
以
降
の
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
あ
げ
て
の
宗
教
論
争
の
経
験
を
も
ふ

ま
え
、
宗
教
上
の
い
わ
ゆ
る
絶
対
的
な
真
理
に
つ
い
て
は
そ
の
認
識
不
能
性
を
承
認
す
る
方
向
に
向
か
い
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ

が
故
に
宗
教
上
の
「
正
当
」
性
の
問
題
も
、
そ
れ
が
あ
く
ま
で
も
相
対
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
も
な
り
、
様
々
な
教
派
が
可
能

な
限
り
共
存
し
合
う
こ
と
を
原
理
的
に
は
認
め
る
方
向
に
進
ん
で
い
た
。
し
か
し
、
い
ま
だ
キ
リ
ス
ト
教
が
社
会
的
に
圧
倒
的
な
影
響

力
を
持
っ
て
い
た
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
に
あ
っ
て
は
、
神
の
存
在
を
信
じ
る
も
信
じ
な
い
も
自
由
と
す
る
宗
教
上
の
自
由
が
、
広

く
社
会
に
承
認
さ
れ
る
に
は
な
お
あ
ま
り
に
も
時
期
尚
早
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
教
会
組
織
の
構
造
に
起
因
し
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
に

結
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(
1
)
H

o
z
r
s
r
p

S
E

N

D
2
3
2
H
a
3
3

b
R

S
E
g
-
-

カ
メ
ン
『
寛
容
思
想
の
系
譜
』
(
成
瀬
治
訳
)
、
平
凡
社
、
一
九
七 

年
、
三 

三買。 

(2)	

同 

。
宮
礼
町
ロ
除
、 

ト室内、 

3
2守 

3
8・
以
下
、
町
内
宮 

と
略
記
。
邦
訳
は
平
野
歌
訳
『
寛
容
に
つ
い
て
の
書
簡
」
(
朝
日
出
版
社
、
一
九
七
一
年
)
を
用
い
た
。
た
だ
し
、
引
用
の
際
、
語
句

・	 

位。
 

宮礼町内、宮 

a
h
S
H
E
E
'吉
弘
、
。
ミ
ヨ
コ
。
。
号
、 

・国・。 

ヨ 

喧

8
・
以
下
、
。
。
ョ
喜
三 
E.3・
と
略
記
。
邦
訳
は
野
沢
協
訳
「
〈
強
い
て
入
ら
し
め
よ
〉
と
い
、
つ
イ
エ 
λ

・
キ
リ
ス

ト
の
言
葉
に
関
す
る
哲
学
的
註
解
」
、
『
ピ
エ 
1
ル
・
ベ 

l
ル
著
作
集
第
二
巻
寛
容
論
集
」
(
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
七
九
年
)
を
用
い
た
。

O

・司
 

S
H
h
o
s
k
b

8
-
h
u
F
S
E
E
2
2
E
3

Q
H
S
p
a
- O

a
p
.
Z
3
2

g
a
C
-
m-

対
す
る
寛
容
を
提
唱
す
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
思
想
家
は
極
め
て
少
数
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
え
で
、
寛
容
の
実
現
を
計
る
た
め
に
、
そ
の

制
度
的
保
障
と
し
て
の
政
教
分
離
の
論
理
が
、
ま
た
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
伝
統
に
則
っ
て
「
良
心
の
自
由
」
論
が
、
そ
の
有
力
な
見

解
と
し
て
提
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

一
七
世
紀
後
期
寛
容
論
の
要
点
は
以
上
の
よ
う
に
概
観
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
、
「
寛
容
書
簡
』

と
『
哲
学
的
註
解
』
と
の
寛
容
論
の
そ
の
主
要
な
論
点
は
そ
の
ま
ま
一
七
世
紀
後
期
寛
容
論
総
体
の
要
点
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
ら
二
つ
の
寛
容
論
は
直
接
に
一
七
世
紀
後
期
寛
容
論
を
代
表
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
故
に
、
そ
れ
ら
ニ

つ
の
寛
容
論
は
ま
た
一
七
世
紀
後
期
に
到
る
ま
で
の
寛
容
論
の
歩
み
が
よ
う
や
く
到
達
し
た
地
点
を
一
不
す
も
の
に
他
な
ら
な
い
と
思
わ

(
臼
)

れ
る
の
で
あ
る
。 

同・

S
'
S江 

5
F
E
E
S
E
ι
』

.

4
・〈

・ 

・ 

0
2
Z
9
R
S
ι
S
M
u
g
g
C
M
E
a
-

』を
一
部
改
め
た
個
所
が
あ
る
。

(3)〈 

E
a
m
F
E
F
F
E
E

hqF0

ロ伺・百円品 

目。『百回 

(
4
)

(
5
)

旬
、
な 

S
F
F
唱曲
 

-s.
平
野
訳
、
一
一
七
、
一
ニ
七
頁
。

言、唱・
 

8
4
・
野
沢
訳
、
二
八
二
|
一
一
一
頁
。

(
6
)

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
さ
し
あ
た
り
拙
稿
「
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
の
自
然
法
思
想
に
関
す
る
一
考
察
」
、
『
成
験
大
学
法
学
政
治
学
研
究
」
第
一
三
号
(
一
九
九
四

。。ョョ 

ω
E
N
G
-
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年
三
月
)
参
照
。 

(
7
)

旨
同 
g
y
P
E
S
-
a
S
5
2
3号
、
氏
自
民 

・ 

(m)
(
8
)
p
g
S
H
E
-
-


E
a
c
p


(
9
)

S
H
S
R
唱・
 

同 

司・

{
日
)
メ
ン
シ
ン
グ
『
宗
教
に
お
け
る
寛
容
と
真
理
』
(
田
中
元
訳
)
、
理
想
社
、
一
九
六
五
年
、
九
八
頁
。

H
a
h

き
・
野
沢
訳
、
二
人
四
頁
。

8白
・
野
沢
訳
、
二
八
四
頁
。

。
。
ョ
ヨ 

2
・
平
野
訳
、
九
頁
。

(
辺
)
カ
メ
ン
、
前
掲
書
、
一
二

a
ha

h
0

3
5
M
l

3HUT-N O
八
頁
。

(
四
)
南
原
繁
『
政
治
理
論
史
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
二
年
、
二
二
回
頁
。

・ 

平
野
訳
、
七
五
|
七
頁
。

。 
・ 

ム
・
平
野
訳
、
七
七

j
九
頁
。

同句宮内。

(
日
)
却
な

)
J
-
w
-

S
E
-
-
H

(
時
)
同
匂
な 

唱 
怠
・
平
野
訳
、
七
九
頁
。

(
げ(

ぎ
の
。
ョ
言
司 

l

(
四
)
。
。
ョ 

2
5
2司
・
吉
・
野
沢
訳
、
二
六
四 

五
頁
。

H
a
R

ガ
フ
「
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
の
政
治
哲
学
』
(
宮
下
輝
雄
訳
)
、
人
間
の
科
学
社
、
一
九
七
六
年
、
二
三
八
頁
。

・司

5
・
野
沢
訳
、
ニ
二
ニ
頁
。

S
H
E

(
初
)
。
。
語
ヨ 

耳
切
司
・
総
晶
・
野
沢
訳
、
一
一
一
一
七
頁
。

(m)

i V

(
幻
)
成
瀬
治
「
解
説
寛
容
思
想
と
〈
良
心
の
自
由 

」
、
『
寛
容
思
想
の
系
鰭
』
、
三
二
五
六
貰
。

l

ル
・
ジ
ュ
リ
ュ

野
沢
協
「
解
説
ピ
エ
ー
ル
・
ベ
ー
ル
と
ぜ
エ

U
S
E
-
F
2
8
0
E
E
C
o
p
Q
E
E
S
P
8

」
、
『
ピ
エ
ー
ル
・
ベ
ー
ル
著
作
集
第
二
巻

寛
容
論
集
」
、
九
二
一
買
。

E
r
a
-
5
8

・ 

唱・
-NS・

(
幻
)
同
上
、
八
八
三
頁
。

M
)
〈 

同
上
、
九
一
二
頁
。

)
&
R
- F

R
t-

N
8

Rom-

(
お
)
担
。 

・〉
 

・

な
言
』 

〈お
 

旬 

(
幻
)
ガ 
7
、
前
掲
曹
、
二
二
七
頁
。 

(
U
)
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頁
参
照
。
ガ
フ
は
さ
ら
に
ロ
ッ
ク
の
寛
容
に
関
す
る
理
論
が
ロ
ッ
ク
自
身
の
政
治
哲
学
の
理
論
構
造
に
お
い
て
、
そ
の
一
つ
の
系
を

司-
H
臼

0

・
平
野
訳
、
七
五
頁
。
し
か
し
ロ
ッ
ク
は
同
時
に
そ
こ
で
、
実
際
に
は
こ
う
し
た
教
義
を
教
え
る
教
派
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
つ
け
加
え
て
い
る
。

一七世紀後期ヨーロツパにおける宗教的寛容の問題(久保)

S
S
H
Q

F
F

-a

O

想
世
界
」
、
『
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
の
思
想
世
界
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
七
年
参
岡
山
)
。

司 

」

、九 

I

(
お
)
同
上
。

(
m
U
)

。
。
ョ
言
己 

司
・
合
自
・
野
沢
釈
二
三
四
頁
。

(
初
)
ベ 

ル
の
寛
容
論
に
お
け
る
政
教
分
穫
の
欠
如
と
い
う
問
題
は
、
一
七
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
改
革
派
に
一
般
的
で
あ
っ
た
絶
対
主
義
的
心
性
の
問
題
と
深
〈
関
わ

l

る
も
の
で
あ
る
。
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
改
革
派
は
自
ら
の
陣
営
に
対
す
る
迫
害
に
抗
議
し
な
が
ら
も
、
権
力
に
対
す
る
受
動
的
服
従
の
姿
勢
を
維
持
す
る
の
が
通
常

で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
そ
れ
ら
の
迫
害
を
絶
対
主
義
的
統
治
原
理
に
由
来
す
る
「
体
制
の
悪
」
と
見
る
視
点
が
決
定
的
に
欠
落
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

に
お
け
る
政
教
分
離
概
念
の
欠
落
は
こ
う
し
た
状
況
を
そ
の
要
因
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
(
野
沢
、
前
掲
論
文
、
九
二 

頁
参
照
)
。

O

(
ね
)
阿
古
旬
開
。 
F
F
唱
・
エ
骨
・
平
野
訳
、
九
三
頁
。

(
刊
岨
)
同 
h
u
E
D
P
F
唱
-
A
X
・
平
野
訳
、
九
頁
。
こ
の
よ
う
に
、
国
家
の
目
的
を
世
俗
的
財
産
め
保
全
に
局
限
す
る
視
点
は
、
明
ら
か
に
、
『
統
治
二
論
』
(
『 

。同
 

号
ω

E

1
3
a

S
3
5
3

。
、
。
。 

件
・
一
六
人 

O
年
前
後
に
執
筆
、
二
ハ
八
九
年
一 

月
に
出
版
)
か
ら
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
『
統
治
二
論
」
で
は
『
寛
容
書
簡
』
の

O

そ
の
「
ポ
ナ
・
キ
ヴ
ィ
リ
ア
(
『 

ロ
'
O
F
-
-
E
)
」
を
「
プ
ロ
パ
テ
ィ
(
胃
。
ョ
ュ
『
)
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、
そ
こ
で
は
国
家
の
目
的
、
す
な
わ
ち
政
治
的
統
治
の

O

目
的
を
「
プ
ロ
パ
テ
ィ
」
(
そ
れ
は
「
生
命
、
健
康
、
自
由
、
資
産
」
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
)
の
保
全
に
局
限
す
る
権
力
制
限
論
が
展
開
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
権

力
制
限
論
は
そ
の
ま
ま
『
寛
容
書
簡
』
で
も
適
用
さ
れ
、
こ
う
し
て
そ
の
寛
容
歯
を
支
え
る
論
理
を
樽
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
(
加
藤
節
「
ロ
ッ
ク
寛
容
拾
の
思

(
お
)
同
夜
氏
。 

・
平
野
訳
、
二
一
頁
。

(
鈍
)
ガ 
7
、
前
掲
害
、
二
一

な
す
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
(
岡
上
、
二
一
九
頁
}
。

(
お
)
阿
古
色
。 
hp

(
お
)
福
田
歓
一
『
政
治
学
史
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
五
年
、
二
六
人
、
三
八
六
各
頁
。

(
幻
)
ベ
ー
ル
は
公
共
の
秩
序
が
い
か
に
維
持
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
に
ロ
ッ
ク
ほ
ど
関
心
が
な
か
っ
た

(
藤
原
・
小
笠
原
他
訳
)
、
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
七
五
年
、
一
六
二
貰
]
。

(
お
)
。
。
ョ 

4
3

司
・
品
同
国
・
野
沢
訳
、
二
四
一
頁
。 

[
J
-
プ
ラ
ム
ナ
ッ
ツ
『
近
代
政
治
思
想
の
再
検
討

ベ
l
ル
を
含
め
た
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
改
革
派
は
そ
う
し
た
「
体
制
の
悪
」
を
克
服
す
る
政
治
理
晶
画
を
つ
い
に
展
開
し
え
ず
に
終
っ
た
の
で
あ
る
。
ベ
ー
ル
寛
容
論

ahR
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(
m
却
)
。
。
ョ
ヨ 
SHaz--
司
・
臼
史
・
野
沢
訳
、
一
三
七
頁
。

(
M
M
)

(
M
U
)
(ω)
野
沢
、
前
掲
論
文
、
八
五
五
頁
。

同
上
、
九
一
八
頁
。

l
同
上
、
八
八
三
頁
。

a
m
p
.
c

S
H
a
h
R

h

hB.S

(
必
)
向
上
、
八
五
三
頁
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
注
目
す
べ
き
は
『
哲
学
的
註
解
」
に
お
け
る
べ 
1
ル
の
「
遂
え
る
良
心
の
権
利
」
の
主
張
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
要
約

F P

的
に
言
、
つ
な
ら
ば
、
「
十
分
蒙
を
啓
か
れ
た
良
心
が
真
理
を
前
進
さ
せ
る
た
め
に
私
た
ち
に
許
す
す
べ
て
の
こ
と
を
、
誤
れ
る
良
心
も
真
理
と
思
う
こ
と
の
た
め
私

S-
N

た
ち
に
許
す
二 

i da ヨ
ミ
己
B.3・ 
・
怠 

・
野
沢
訳
、
二
四
一
頁
)
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
「
迷
え
る
良
心
」
も
正
し
き
「
良
心
」
と
同
等
の
権
利
を
持
つ
と

い
う
主
張
で
あ
る
。
も
っ
と
も
そ
こ
に
お
い
て
、
「
迷
え
る
良
心
」
に
も
と
づ
く
行
動
が
罪
な
し
と
さ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
の
「
良
心
」
の
犯
す
誤
り
が
「
打
ち
克

u

ち
が
た
い
」
も
の
で
あ
る
こ
と
、
当
人
の
悪
意
、
怠
慢
、
偏
見
な
ど
に
原
因
し
な
い
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
倫
理
的
基
礎
づ
け
が
な
さ

M

れ
な
が
ら
も
、
こ
の
「
迷
え
る
良
心
の
権
利
」
の
主
張
こ
そ
が
『
哲
学
的
註
解
」
に
お
け
る
「
良
心
の
自
由
」
の
要
求
を
普
通
化
す
る
契
機
に
な
っ
て
い
る
の
で

あ
る
(
野
沢
、
前
掲
論
文
、
八
六
二
、
八
八
一
、
八
九
一
各
頁
参
照
)
。

{
ぎ
の
。
ョ
言
語 

・ 

野
沢
訳
、
二
三
三
頁
。

(
日
制
}
野
沢
、
前
掲
論
文
、
八
六
人
頁
。

(
必
)
。
。
ョ
言
語 

丘、
 

司・品目
 

・
野
沢
訳
、
二
一
二
一
頁
。

(
幻
)
。
。
ョ
ョ 

司
・
品
阿
国
・
野
沢
訳
、
一
二
三 
1
四
頁
。

(
必
)
野
沢
、
前
掲
論
文
、
八
五
四
頁
。

(
川
叩
)
一
言
お 

屯 

臼
官
、
宮
内
。
認
定
・

(
切
)
ポ
ー
ル
・
ア
ザ 

ル
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
精
神
の
危
機
』
(
野
沢
協
訳
)
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
七
三
年
、
一
九
五
頁
。

(
日
〉
ベ 

ル
は
『
差
是
縁
考
』
の
中
で
、
こ
れ
ら
「
有
徳
な
無
神
論
者
」
の
具
体
的
な
例
と
し
て
、
ェ
ピ
ク
ロ
ス
‘
ヴ 
7
ニ
1
4
一
、
ス
ピ
ノ
ザ
・
な
ど
を
あ
げ
て
い
る
。

(
臼
)
筆
者
は
宗
教
改
革
か
ら
一
七
世
釦
ヂ
後
期
に
到
る
ま
で
の
寛
容
論
の
歩
み
を
概
略
的
に
で
は
あ
れ
跡
付
け
て
い
く
作
業
を
今
後
の
自
身
の
課
題
の
一
つ
と
考
え
て

い
る
が
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
一
ニ
滞
永
光
『
ジ
ョ
ン
・
ロ
ァ
ク
の
市
民
的
世
界
|
人
権
・
知
性
'
自
然
観
」
(
未
来
社
、
一
九
九
七
年
)

か
ら
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
。 
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