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宗
教
か
ら
国
家
へ

─
信
仰
箇
条
と
し
て
の
近
代
政
治
原
理

吉
岡　

知
哉

　

 

※
本
稿
は
、
２
０
１
１
年
７
月
22
日
に
行
わ
れ
た
﹁
近
代
化
と
宗

教
﹂
研
究
会
︵
東
洋
哲
学
研
究
所
主
催
︶
で
の
報
告
を
ま
と
め

た
も
の
で
す
。

Ⅰ　

は
じ
め
に

　

き
ょ
う
の
タ
イ
ト
ル
は
﹁
宗
教
か
ら
国
家
へ

─
信
仰
箇
条

と
し
て
の
近
代
政
治
原
理
﹂
と
な
っ
て
い
ま
す
。
大
き
な
話
と

し
て
は
、
近
代
国
家
あ
る
い
は
近
代
国
民
国
家
と
い
う
も
の
の

存
立
根
拠
の
よ
う
な
も
の
を
少
し
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

タ
イ
ト
ル
が
示
す
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
近
代
政
治
原
理
が
一
種

の
信
仰
箇
条
で
あ
る
と
い
う
話
に
ま
で
た
ど
り
着
い
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
の
で
す
が
、
そ
の
周
辺
の
話
を
し
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。
19
世
紀
に
踏
み
込
ま
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
す
が
、

踏
み
込
め
て
い
な
い
の
で
そ
の
前
説
の
よ
う
な
話
に
な
り
そ
う

で
す
。

　

近
代
政
治
社
会
の
構
成
原
理
と
し
て
の
社
会
契
約
説
の
問
題

と
い
う
一
番
基
本
的
な
問
題
で
す
が
、
そ
の
こ
と
と
宗
教
の
問

題
を
考
え
た
い
。
別
の
か
た
ち
で
い
う
と
、
国
民
国
家
に
お
け

る
宗
教
性
と
い
う
も
の
を
本
来
考
え
る
べ
き
だ
と
思
い
な
が
ら

そ
こ
に
う
ま
く
到
達
で
き
て
い
な
い
と
い
う
の
が
き
ょ
う
の
話

の
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
社
会
契
約
説
の
基
本
で
あ

る
契
約
と
い
う
も
の
は
世
俗
的
な
論
理
構
成
な
の
で
す
が
、
さ

「
近
代
化
と
宗
教
」
研
究
会
よ
り
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ら
に
遡
っ
て
、
契
約
説
の
考
え
方
自
体
が
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト

教
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ
も
そ
も
契
約
と
い
う

発
想
自
体
が
宗
教
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
の
だ
ろ
う

と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
話
で
は
な
い
話
を
き
ょ
う
は

考
え
て
み
ま
し
た
。

Ⅱ　

所
有
と
契
約

　

そ
の
中
心
は
﹁
所
有property

﹂
と
い
う
こ
と
で
す
。
社
会
契

約
を
考
え
る
と
き
に
、
社
会
契
約
に
よ
っ
て
近
代
国
家
を
構
成

す
る
と
い
う
こ
と
の
歴
史
的
意
義
は
繰
り
返
し
言
わ
れ
て
い
る

わ
け
で
、
そ
れ
は
そ
の
と
お
り
な
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
だ
け

で
は
な
に
が
起
こ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
説
明
が

で
き
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
て
い
ま
す
。
そ

の
点
に
つ
い
て
、﹁
所
有
﹂
と
い
う
こ
と
を
も
う
少
し
考
え
た
ほ

う
が
よ
い
か
と
思
い
、
そ
の
話
か
ら
き
ょ
う
は
始
め
る
こ
と
に

し
ま
す
。１　

ロ
ッ
ク
の
フ
ィ
ル
マ
ー
批
判

　

所
有
の
問
題
を
、〈
契
約
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
の
意
味
〉
と

〈
契
約
を
何
の
た
め
に
す
る
か
と
い
う
目
的
〉
の
両
方
に
か
か
わ

る
問
題
と
し
て
考
え
る
と
い
う
こ
と
で
、
ロ
ッ
ク
の
﹃
統
治
論
﹄

を
読
み
返
し
て
み
ま
す
。
ま
ず
第
１
部
の
フ
ィ
ル
マ
ー
批
判
の

部
分
が
何
を
や
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
た
い

と
思
い
ま
す
。
こ
の
部
分
は
執
拗
で
か
な
り
退
屈
な
議
論
で
す

が
、
そ
こ
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
い
く
つ
か
の
こ
と
が
ら
が
あ
る

わ
け
で
す
。
さ
て
、
そ
れ
で
は
ロ
ッ
ク
は
ど
の
よ
う
に
フ
ィ
ル

マ
ー
を
批
判
し
て
い
く
か
。
ロ
ッ
ク
は
４
種
類
の
議
論
を
し
て

い
ま
す
。

　

第
１
に
、
聖
書
解
釈
の
問
題
。
フ
ィ
ル
マ
ー
が
論
拠
と
し
て

い
る
聖
書
の
論
述
の
解
釈
の
問
題
で
す
。
創
世
記
の
第
１
章
28

節
﹁
神
は
か
れ
ら
を
祝
福
し
て
言
わ
れ
た
、﹁
生
め
よ
、
ふ
え
よ
、

地
に
満
ち
よ
、
地
を
従
わ
せ
よ
。
ま
た
海
の
魚
と
、
空
の
鳥
と
、

地
に
動
く
す
べ
て
の
生
き
物
と
を
治
め
よ
﹂﹂︵
口
語
訳
︶。
フ
ィ

ル
マ
ー
は
そ
こ
を
根
拠
に
し
て
、
ア
ダ
ム
に
は
す
べ
て
の
被
造

物
に
対
す
る
全
面
的
な
支
配
権
が
存
在
す
る
と
主
張
し
ま
す
。

そ
し
て
フ
ィ
ル
マ
ー
は
そ
の
支
配
権
を
﹁
主
権
﹂
と
い
う
か
た

ち
に
置
き
換
え
て
い
く
わ
け
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
フ
ィ
ル

マ
ー
の
解
釈
は
間
違
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
ロ
ッ
ク
の
批
判
の
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ひ
と
つ
で
す
。
ア
ダ
ム
に
は
子
ど
も
に
対
す
る
父
親
と
し
て
の

権
利
は
あ
る
。
こ
れ
は
一
般
的
な
権
利
で
あ
り
、
父
親
で
あ
る

以
上
、
誰
で
も
子
ど
も
に
対
し
て
も
っ
て
い
る
も
の
だ
が
、
そ

の
こ
と
は
ア
ダ
ム
が
自
分
の
子
孫
す
べ
て
に
対
す
る
支
配
権
︵
ア

ダ
ム
は
最
初
の
人
間
な
の
で
、
す
な
わ
ち
人
類
す
べ
て
に
対
す
る
支
配

権
︶
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
﹁
人
間
に
対

す
る
支
配
権
﹂
に
か
か
わ
る
批
判
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
も
う
ひ
と
つ
が
﹁
物
に
対
す
る
支
配
権
﹂
の
問
題

で
、
創
世
記
第
１
章
28
節
に
は
﹁
地
に
動
く
す
べ
て
の
生
き
物

を
治
め
よ
﹂
と
書
か
れ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
ロ
ッ
ク
に
よ
れ

ば
こ
れ
は
ア
ダ
ム
個
人
に
対
し
て
神
が
特
別
な
権
利
を
与
え
た

わ
け
で
は
な
い
。
人
類
に
対
し
て
、
人
類
よ
り
劣
位
の
自
然
と

い
う
も
の
を
共
有
物
と
し
て
与
え
た
の
だ
と
い
う
の
が
ロ
ッ
ク

の
批
判
で
す
。
神
が
自
然
を
人
間
に
共
有
物
と
し
て
与
え
た
と

い
う
議
論
、
人
間
が
自
然
を
共
有
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
議
論

は
、
第
２
部
﹁
所
有
論
﹂

─
な
ぜ
所
有
物
が
個
々
の
人
間
の

も
の
に
な
る
の
か
と
い
う
労
働
価
値
説
と
い
わ
れ
る
議
論
に
つ

な
が
っ
て
い
く
話
で
、
こ
れ
が
最
初
か
ら
フ
ィ
ル
マ
ー
批
判
の

中
に
入
り
込
ん
で
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

２
番
目
は
、
フ
ィ
ル
マ
ー
自
身
が
論
理
的
に
矛
盾
し
て
い
る

と
言
っ
て
い
る
議
論
で
す
。
分
か
り
や
す
い
の
は
、
ひ
と
つ
は

長
子
相
続
。
長
男
に
権
力
が
受
け
継
が
れ
る
の
だ
と
す
る
と
今

だ
っ
て
統
治
者
は
ひ
と
り
の
は
ず
で
あ
り
、
そ
う
だ
と
す
る
と

そ
れ
が
誰
だ
と
指
名
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
議
論
。
も
う

ひ
と
つ
は
、
フ
ィ
ル
マ
ー
は
そ
も
そ
も
の
支
配
権
が
家
父
長
権

と
し
て
与
え
ら
れ
た
と
い
う
説
明
も
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
う
だ

と
す
る
と
す
べ
て
の
父
親
は
絶
対
的
な
統
治
権
を
も
っ
て
い
る
、

す
べ
て
の
父
親
が
絶
対
的
な
主
権
者
に
な
る
の
で
主
権
者
が
た

く
さ
ん
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
批
判
で
す
。

〈
長
子
相
続
に
よ
る
説
明
も
、
家
父
長
権
に
よ
る
説
明
も
、
ど
ち

ら
も
現
実
と
矛
盾
す
る
〉
と
い
う
批
判
と
、〈
長
子
相
続
論
と
家

父
長
権
論
と
で
は
、
相
互
に
論
理
的
に
矛
盾
し
て
し
ま
う
〉
と

い
う
批
判
と
の
二
重
の
批
判
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

あ
と
２
つ
取
り
上
げ
ま
す
が
、
こ
れ
ら
は
相
続
と
は
何
か
と

い
う
法
律
的
な
議
論
で
す
。

　

ひ
と
つ
は
相
続
の
対
象
の
問
題
で
す
。
ロ
ッ
ク
は
フ
ィ
ル
マ
ー

が
相
続
の
問
題
と
し
て
扱
っ
て
い
る
対
象
に
は
２
つ
あ
る
と
言

い
ま
す
。
ひ
と
つ
は
〈
統
治
権
の
相
続
〉
の
話
で
、
も
う
ひ
と
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つ
は
〈
所
有
権
の
相
続
〉
の
話
。
こ
れ
ら
２
つ
は
別
の
も
の
で

あ
る
と
ロ
ッ
ク
は
言
う
わ
け
で
す
。

　

も
う
ひ
と
つ
の
法
律
論
的
な
話
。
や
は
り
こ
れ
も
相
続
な
の

で
す
が
、
そ
れ
は
〈
誰
が
相
続
す
る
の
か
〉
と
い
う
議
論
で
す
。

例
え
ば
父
親
か
ら
子
ど
も
に
と
い
っ
た
場
合
、
父
親
が
死
ん
で

子
ど
も
が
受
け
継
い
だ
な
ら
よ
い
が
、
子
ど
も
が
先
に
死
ん
だ

場
合
、
次
の
相
続
権
は
ど
う
な
る
か
。
こ
の
よ
う
な
相
続
順
位

の
問
題
な
ど
を
執
拗
に
出
し
て
き
て
、
フ
ィ
ル
マ
ー
の
論
理
で

は
説
明
で
き
な
い
と
い
う
わ
け
で
す
。

　

こ
こ
で
見
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
ロ
ッ
ク
が
フ
ィ
ル
マ
ー
の

議
論
を
批
判
す
る
際
に
聖
書
に
書
か
れ
た
事
例
を
扱
う
、
事
例

と
し
て
聖
書
に
書
か
れ
て
い
る
部
分
を
使
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。

要
す
る
に
ロ
ッ
ク
は
、
フ
ィ
ル
マ
ー
の
議
論
に
乗
り
な
が
ら
、

そ
こ
で
矛
盾
を
突
い
て
い
く
と
い
う
や
り
方
を
と
っ
て
い
る
の

で
す
。
聖
書
に
関
し
て
言
え
ば
、
ひ
と
つ
は
聖
書
解
釈
。
フ
ィ

ル
マ
ー
の
言
っ
て
い
る
こ
と
は
書
い
て
い
な
い
、
あ
る
い
は
フ
ィ

ル
マ
ー
は
こ
う
言
っ
て
い
る
が
こ
の
よ
う
に
読
み
取
る
こ
と
は

で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
も
う
ひ
と
つ
は
事
例
の
使
い
方

で
、
ロ
ッ
ク
が
自
分
の
説
明
に
適
し
て
い
る
事
例
、
こ
う
い
う

こ
と
は
こ
う
な
の
だ
と
い
っ
た
場
合
の
事
実
を
聖
書
か
ら
も
っ

て
く
る
と
い
う
や
り
方
を
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
聖
書
を
使
っ

て
権
威
づ
け
て
い
く
よ
う
な
フ
ィ
ル
マ
ー
の
議
論
に
対
し
て
、

そ
れ
を
逆
手
に
取
る
わ
け
で
す
。
聖
書
の
〈
正
し
い
読
み
方
〉

を
提
示
し
て
フ
ィ
ル
マ
ー
の
読
み
方
の
誤
り
を
指
摘
し
て
い
く

と
い
う
の
が
、
ロ
ッ
ク
が
﹃
統
治
論
﹄
の
第
１
部
で
使
っ
て
い

る
方
法
で
あ
り
、
第
２
部
に
も
基
本
的
に
は
そ
れ
が
受
け
継
が

れ
て
い
く
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

第
２
部
で
ロ
ッ
ク
が
用
い
る
重
要
な
概
念
は
﹁
所
有 

property

﹂
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
ご
存
じ
の
と
お
り
で
す
。
そ

の
時
の
前
提
と
さ
れ
て
い
る
の
が
﹁
自
己
保
存
﹂
と
い
う
こ
と

と
、
人
間
が
自
己
保
存
し
て
い
く
と
き
に
劣
位
の
自
然
と
い
う

も
の
を
共
有
物
と
し
て
神
か
ら
与
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う

こ
と
で
す
。
第
５
章
25
節
か
ら
引
用
し
ま
すあ
。

﹁
わ
れ
わ
れ
が
、
自
然
の
理
性
に
し
た
が
っ
て
、
人
間
は
、
ひ

と
た
び
生
を
享
け
た
な
ら
ば
、
自
分
を
保
全
す
る
権
利
を
も

ち
、
そ
れ
ゆ
え
、
肉
や
飲
み
物
、
さ
ら
に
は
自
然
が
人
間
の

生
存
の
た
め
に
与
え
て
く
れ
る
そ
の
他
の
も
の
に
対
す
る
権

利
を
も
つ
と
考
え
る
に
せ
よ
、
あ
る
い
は
、
啓
示
に
従
っ
て
、
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神
は
世
界
を
ア
ダ
ム
に
、
ま
た
ノ
ア
や
そ
の
息
子
た
ち
に
授

与
し
た
と
の
説
明
を
受
け
入
れ
る
に
せ
よ
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、

王
ダ
ビ
デ
が
﹃
詩
篇
﹄
第
１
１
５
篇
16
節
で
﹁
地
は
人
の
子

に
あ
た
え
た
ま
え
り
﹂
と
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
神
が
世
界

を
人
類
共
有
の
も
の
と
し
て
与
え
た
こ
と
は
こ
の
上
な
く
あ

き
ら
か
で
あ
る
。﹂

　

世
界
は
人
類
共
有
の
も
の
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
。
こ
れ
は
先
に
見
た
と
お
り
、
第
１
部
か
ら
引
き
継
い
で

き
た
議
論
で
す
。
そ
の
共
有
物
と
し
て
の
自
然
に
人
間
が
働
き

か
け
る
こ
と
で
人
間
の
所
有
が
生
じ
る
。
そ
の
前
提
に
な
る
の

が
﹁
自
己
保
存
﹂
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
が
、
自
己
保

存
と
そ
の
対
象
と
し
て
の
自
然
に
つ
い
て
の
説
明
自
体
は
、
神

が
造
っ
た
と
い
う
以
上
の
説
明
を
実
は
ロ
ッ
ク
は
行
っ
て
い
る

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

２　

所
有
物
と
し
て
の
身
体

　

で
は
所
有
と
い
う
も
の
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
説
明
さ
れ
る
か

と
い
う
こ
と
を
も
う
一
度
振
り
返
っ
て
み
ま
す
。

﹁
27　

た
と
え
、
大
地
と
、
す
べ
て
の
下
級
の
被
造
物
と
が
万

人
の
共
有
物
で
あ
る
と
し
て
も
、
人
は
誰
で
も
、
自
分
自
身

の
人
格
に
所
有
権
︵
固
有
性
︶
を
も
つ every M

an has a 

Property in his ow
n Person

。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
本
人
以
外

の
誰
も
い
か
な
る
権
利
も
も
た
な
い
。
彼
の
身
体
の
労
働
と

手
の
働
き
と The Labour of his B

ody, and the W
ork of his 

H
ands 

は
、
固
有
に properly 

彼
の
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ

い
。﹂

　

こ
れ
は
有
名
な
箇
所
で
す
が
、
自
分
の person 

は
自
分
独
自

の
も
の
で
あ
っ
て
、
自
分
の body 

が
自
分
の
も
の
で
あ
る
と
い

う
こ
と
は
疑
い
え
な
い
と
い
う
の
が
、
ロ
ッ
ク
の
説
明
の
前
提

に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
自
分
の
身
体
は
自
分
の
所
有
物
で
あ

る
と
い
う
こ
と
と
、
世
界
は
共
有
で
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
、
そ
し
て
人
間
は
自
己
保
存
を
す
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と

が
前
提
に
な
っ
て
い
る
。
自
己
保
存
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

神
の
作
品
、
神
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
作
品
と
し
て
の
人
間
に
内

在
す
る
原
理
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
人
間
は
自
己
保
存
の

た
め
に
自
然
に
働
き
か
け
る
。
身
体
の
働
き
と
い
う
こ
と
に
よ

っ
て
、
労
働
が
対
象
に
付
け
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自

分
の
も
の
に
な
る
。
共
有
の
も
の
を
自
分
の
固
有
の
も
の
に
す
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る
、
自
分
の proper 

な
も
の
に
す
る
と
い
う
の
は
、
自
分
に
と

っ
て proper 

な
身
体
を
働
か
せ
る
と
い
う
こ
と
を
通
じ
て
で
あ

る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
こ
れ
が
ど
こ
ま
で
ロ
ッ
ク
の
独
創

な
の
か
は
、
当
時
、proper

と
か property 

と
い
う
言
葉
が
ど
う

使
わ
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
調
べ
な
け
れ
ば
い
け
な
い

の
で
す
け
れ
ど
も
、
要
す
る
に
﹁
所
有
﹂
と
い
う
こ
と
と
、
個
々

の
人
間
の
﹁
固
有
性
﹂
と
い
う
こ
と
、proper 

で
あ
る
と
い
う

こ
と
が
結
び
つ
い
て
い
る
わ
け
で
す
。﹁
自
己
保
存
﹂
と
﹁
所
有
﹂

と
い
う
こ
と
が
直
結
し
て
い
る
。
そ
れ
自
体
は
神
の
創
造
の
原

理
に
よ
っ
て
組
み
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
こ
で
、
身
体
を
所
有
す
る
と
い
う
場
合
の
、〈
所
有
し
て
い

る
の
は
誰
な
の
か
〉
と
い
う
問
題
が
生
じ
て
き
ま
す
。
ロ
ッ
ク

は
、
人
間
の
身
体
と
身
体
の
労
働
と
い
う
の
は
自
分
の
も
の
だ

と
い
う
こ
と
を
疑
わ
ず
に
書
い
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
身
体
が

自
分
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
自
体
は
必
ず
し
も
疑
い
え
な

い
こ
と
で
は
な
い
。
自
分
が
自
分
の
身
体
を
思
う
よ
う
に
で
き

る
か
と
い
う
と
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
最

近
、
身
体
論
な
ど
で
も
よ
く
言
わ
れ
る
こ
と
で
す
し
、
わ
れ
わ

れ
だ
っ
て
自
分
の
身
体
が
自
由
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
当
時

を
考
え
て
も
、
奴
隷
な
ど
自
分
の
身
体
を
自
由
に
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
く
、
支
配
の
問
題
が
入
っ
て
く
る
と
当
然
、
直
ち
に

自
明
で
は
な
く
な
る
こ
と
で
も
あ
っ
て
、
身
体
が
自
分
の
所
有

物
で
あ
っ
て
自
分
の
自
由
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
必
ず
し
も
自

明
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
問
題
圏
で
あ
れ
ば
、

身
体
は
神
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
、
そ

の
場
合
も
身
体
の
活
動
に
よ
っ
て
個
人
的
所
有
が
生
じ
る
と
い

う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。〈
身
体
は
誰
の
も

の
な
の
か
〉
と
い
う
の
が
本
来
な
ら
問
い
直
さ
れ
る
べ
き
こ
と

で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
が
、
そ
こ
は
自
明
の
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
の
で
すい
。

３　

所
有
と
支
配
の
分
離

　

ロ
ッ
ク
は
、
支
配
と
か
統
治
と
い
う
も
の
が
〈
政
治
の
問
題
〉

で
あ
る
と
言
っ
て
い
て
、
一
方
で
所
有
の
問
題
そ
れ
自
体
は
〈
個

人
の
問
題
〉
で
あ
る
と
し
て
、
論
理
を
立
て
て
い
っ
た
わ
け
で

す
。
も
う
ひ
と
つ
、〈
個
人
の
結
び
つ
き
と
し
て
の
社
会
の
問
題
〉

が
あ
っ
て
、
こ
こ
は
ロ
ッ
ク
の
何
と
な
く
分
か
ら
な
い
と
こ
ろ

で
も
あ
り
ま
す
。
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所
有
と
い
う
の
は
個
人
の
固
有
性
と
結
び
つ
い
て
説
明
さ
れ

て
い
る
。
繰
り
返
し
ま
す
が
、
自
己
保
存
の
問
題
、
そ
れ
か
ら

生
命
の
問
題
と
い
う
の
が
、
当
然
こ
こ
に
は
か
か
わ
っ
て
く
る

だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
人
間
が
完
全
に
個
人
と
し
て
完

結
し
て
い
る
存
在
な
の
か
と
い
う
と
、
ロ
ッ
ク
の
個
人
は
必
ず

し
も
そ
う
で
は
な
い
の
で
、
個
人
は
存
在
と
し
て
は
不
十
分
・

不
完
全
な
部
分
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
ロ
ッ
ク
自
身
は
認
め
て

い
る
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
人
間
は
、つ
ま
り
個
人
は
、

ひ
と
り
ひ
と
り
で
完
全
に
孤
立
し
て
生
命
を
維
持
し
自
己
保
存

が
で
き
る
か
と
い
う
と
、
ロ
ッ
ク
の
個
人
は
必
ず
し
も
そ
う
で

は
な
い
わ
け
で
す
。
別
の
言
い
方
を
す
る
と
、
社
会
を
形
成
す

る
必
然
性
と
い
う
の
は
や
は
り
う
ま
く
説
明
で
き
な
い
わ
け
で

す
。
こ
れ
は
ル
ソ
ー
の
問
題
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
す
が
、

ロ
ッ
ク
に
従
え
ば
、
個
人
と
い
う
の
は
本
来
自
己
保
存
す
る
わ

け
で
、
神
の
作
品
と
し
て
の
個
人
、
人
間
と
い
う
の
は
自
己
保

存
の
能
力
を
与
え
ら
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、

〈
な
ぜ
社
会
を
作
る
必
要
が
あ
る
の
か
〉
が
う
ま
く
説
明
で
き
な

い
。
個
人
に
自
己
保
存
す
る
能
力
が
不
足
し
て
い
る
の
か
、
あ

る
い
は
悪
人
と
い
う
か
、﹁
理
性
的
で
勤
勉
﹂
で
は
な
い
人
間
と

い
う
か
、
悪
が
存
在
し
て
い
る
か
ら
社
会
を
作
る
の
か
と
い
う

あ
た
り
は
、
説
明
が
う
ま
く
い
か
な
い
問
題
、
弁
神
論
的
な
問

題
に
つ
な
が
っ
て
い
く
よ
う
な
話
で
す
。
こ
の
あ
た
り
が
ど
う

な
っ
て
い
る
の
か
、
社
会
を
作
る
に
い
た
る
統
治
論
で
一
番
重

要
な
部
分
で
す
が
、
ど
う
も
ま
だ
私
に
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
の

で
す
。

　

さ
て
、
そ
の
肝
心
な
部
分
を
飛
ば
す
よ
う
な
話
に
な
り
ま
す

が
、
統
治
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
導
い
て
く
る
と
き
に
、

な
ぜ
統
治
が
必
要
か
と
い
う
と
、
生
命
と
財
産
を
守
る
た
め
だ

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
世
俗
的
な
理
由
で
あ
っ
て
、

そ
の
世
俗
性
が
近
代
政
治
原
理
成
立
の
要
点
だ
と
い
う
の
が
通

常
の
理
解
だ
と
思
い
ま
す
が
、
し
か
し
今
話
し
て
き
た
よ
う
な

筋
を
考
え
て
み
る
と
、
生
命
の
み
な
ら
ず
所
有
も
、
自
己
保
存

に
必
要
な
も
の
と
し
て
神
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
す

る
と
、
統
治
の
問
題
と
い
う
の
は
神
の
役
割
を
引
き
継
ぐ
と
い

う
側
面
を
も
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
残
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、﹁
身
体
﹂
と
い
う
も
の
が
非
常
に
重

要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
誰
が
身
体
を
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も
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
い
を
設
定
し
て
み
る
と
、
そ
こ
に

は
〈
身
体
と
精
神
〉〈
肉
と
霊
〉
の
二
分
法
が
浮
か
び
上
が
り
ま

す
。
近
代
的
な
二
元
論
と
い
う
枠
の
問
題
と
し
て
説
明
で
き
る

か
と
も
思
い
ま
す
が
、
実
は
そ
こ
の
と
こ
ろ
は
ま
だ
詰
め
て
お

り
ま
せ
ん
。

　

ロ
ッ
ク
は
、
個
人
が
同
意
に
よ
っ
て
政
治
共
同
体
︵
政
治
社
会 

political or civil society 

と
い
う
言
い
方
を
す
る
の
で
す
が
︶
を
作
る
、

政
治
社
会
と
い
う
も
の
に
結
合
す
る
と
言
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ

で
契
約
の
主
体
は
、
自
分
の
身
体
を
所
有
す
る
存
在
で
あ
り
、

そ
れ
は
自
分
の
身
体
を
通
じ
て
所
有
物
を
所
有
し
て
い
る
存
在

で
あ
る
。
契
約
の
主
体
と
い
う
の
は
所
有
者
で
あ
る
。
こ
こ
で

い
う
所
有
者
は
、
所
有
者
・
無
産
者
と
い
う
時
の
所
有
者
で
は

な
く
て
、
自
分
の
身
体
の
所
有
者
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
人

間
は
み
な
所
有
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
〈
契
約
の
主
体
は
所
有
者
で
あ
る
〉
と
し
た
こ
と
と
、〈
所
有

と
い
う
の
は
神
に
由
来
す
る
、
何
ら
か
の
か
た
ち
で
神
に
関
係

し
て
い
る
〉
と
い
う
こ
の
２
つ
の
点
が
、
ロ
ッ
ク
の
国
家
論
が

近
代
国
家
論
に
な
っ
て
い
く
か
な
り
重
要
な
要
素
で
あ
ろ
う
と

思
う
の
で
す
。
け
れ
ど
も
ロ
ッ
ク
は
、
権
力
そ
の
も
の
は
ど
の

よ
う
な
起
源
を
も
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
説
明
し
て
い
な

い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
ま
す
。﹁
同
意
﹂
に
よ
っ
て
共

同
体
の
統
治
の
権
限
を
委
託
す
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
委
託

さ
れ
る
対
象
で
あ
る
権
力
と
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
、
権

力
の
起
源
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
な
い
の
で
は
な

い
か
と
思
う
の
で
す
。

４　

生
（
生
命
／
生
活
）
の
管
理

　

次
に
、
生
命
と
か
生
活
︵life

︶
と
い
う
も
の
の
管
理
と
い
う

こ
と
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
権
力
を
議
論
す
る
と
き

に
、
権
力
の
重
要
な
要
素
と
し
て
生
殺
与
奪
の
権
を
説
明
す
る

の
が
分
か
り
や
す
い
議
論
で
す
が
、
こ
の
意
味
で
の
政
治
権
力

の
考
え
方
、
つ
ま
り
〈
権
力
と
い
う
の
は
生
殺
与
奪
の
権
を
も

っ
て
い
る
も
の
だ
〉
と
い
う
、
あ
る
意
味
で
は
古
典
的
な
議
論

と
い
う
の
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
を
考
え
れ
ば
決
定
的
な
議
論
だ
ろ
う

と
思
い
ま
す
。
先
ほ
ど
、
ロ
ッ
ク
は
権
力
の
起
源
、
権
力
の
本

質
を
説
明
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
す
る
と
い

っ
た
の
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
と
の
比
較
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
の
で

あ
っ
て
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
議
論
し
て
い
っ
た
の
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だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

ホ
ッ
ブ
ズ
の
場
合
は
、
各
人
が
自
然
権
を
も
っ
て
い
て
、
そ

の
自
然
権
を
行
使
す
る
権
限
を
、
と
り
わ
け
何
が
自
然
権
で
あ

る
の
か
と
い
う
こ
と
の
判
断
、〈
何
が
自
己
保
存
な
の
か
〉
と
い

う
こ
と
を
決
め
る
権
限
を
第
三
者
に
委
ね
る
わ
け
で
す
。
そ
こ

で
、﹁
各
人
と
各
人
と
の
契
約 covenant 

に
よ
っ
て
す
べ
て
の

人
々
が
事
実
的
に
同
一
人
格
に
統
一
さ
れ
る
こ
と
﹂、
リ
ア
ル
に

統
一
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
と
い
う
﹁
可

死
の
神
﹂
が
出
て
く
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
生

殺
与
奪
の
権
を
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
は
も
つ
こ
と
に
な
る
わ
け
で

す
が
、
権
力
と
い
う
の
は
基
本
的
に
は
処
罰
の
恐
怖
に
よ
っ
て

支
配
す
る
こ
と
で
成
り
立
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

支
配
さ
れ
て
い
る
側
は
、
自
分
の
自
然
権
と
不
可
分
な
も
の

と
し
て
理
性
を
も
ち
、
理
性
に
基
づ
い
て
契
約
を
結
び
、
そ
れ

に
よ
っ
て
支
配
・
服
従
と
い
う
関
係
を
作
り
出
し
て
服
従
す
る

側
に
な
る
と
い
う
わ
け
で
す
が
、
実
は
こ
の
権
力
と
い
う
の
は

外
在
的
で
あ
っ
て
、
服
従
は
支
配
に
反
抗
し
た
ら
殺
さ
れ
る
と

い
う
恐
怖
を
基
礎
に
し
た
理
性
的
な
判
断
に
基
づ
い
て
い
る
の

で
す
。
別
の
言
い
方
を
す
る
と
、
こ
の
生
殺
与
奪
の
権
と
い
う

の
は
、
権
力
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
あ
る
限
界
的
な
表
現
に
す
ぎ

ま
せ
ん
。

　

権
力
が
恒
常
的
に
存
在
す
る
、
あ
る
い
は
権
力
構
造
と
し
て

の
政
治
社
会
が
維
持
さ
れ
る
た
め
に
重
要
な
の
は
、
も
っ
と
日

常
的
な
生
の
管
理
、
生
活
・
生
命
の
管
理
と
い
う
こ
と
だ
と
思

い
ま
す
。
こ
れ
は
フ
ー
コ
ー
あ
た
り
の
議
論
に
つ
な
が
っ
て
く

る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
人
間
の
生
誕
と
死
亡
、
そ
れ
か
ら
生

活
を
管
理
す
る
と
い
う
の
が
権
力
の
重
要
な
役
割
で
あ
る
。
そ

う
だ
と
す
る
と
、〈
世
俗
の
権
力
が
な
ぜ
人
間
の
生

─
生
活
・

生
命
を
管
理
で
き
る
こ
と
に
な
る
の
か
〉、
そ
の
正
統
性
が
問
題

に
な
り
ま
す
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
そ
こ
に
は
立
ち
入
っ
て
い
な
い
。

あ
る
い
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
に
は
考
え
る
必
要
が
な
か
っ
た
と
い
う

べ
き
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
〈
身
体
は
各
人
の
所
有
物
で
あ
る
〉
と
い
う
考
え
方
は
、〈
身

体
の
生
死
を
管
理
す
る
の
は
世
俗
権
力
で
あ
る
〉
と
い
う
考
え

方
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
霊
肉

二
元
論
に
対
応
し
て
、
身
体
と
霊
魂
と
が
切
り
離
さ
れ
、
身
体

の
管
理
は
世
俗
の
領
域
の
問
題
と
な
り
、
一
方
、
霊
魂
の
問
題

は
身
体
と
は
区
別
さ
れ
た
信
仰
の
世
界
の
も
の
と
さ
れ
る
と
い
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う
の
は
、
世
俗
と
信
仰
の
世
界
の
二
元
論
を
前
提
に
す
れ
ば
当

然
の
よ
う
に
も
思
え
ま
す
が
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
近
世
以
前
だ
と
、
身
体
的
に
誕
生
し
て
洗
礼
を
受
け
て
、

死
ん
だ
ら
お
墓
に
入
り
お
祈
り
し
て
も
ら
う
と
い
う
こ
と
と
、

さ
ら
に
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
て
、
生
活
を
規
律
す
る
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
く
教
会
の
管
理
下
に
あ
っ
た
わ
け
で
、
そ
の

よ
う
な
意
味
で
、
生
き
る
と
い
う
意
味
で
の
生
は
教
会
の

管
理
下
に
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
霊
魂

は
も
ち
ろ
ん
教
会
が
監
督
し
て
い
た
の
で
す
が
、
こ
の
こ

と
を
考
え
る
と
、
霊
肉
の
二
元
論
と
い
っ
て
も
教
会
が
管

理
し
た
の
は
霊
魂
だ
け
で
は
な
く
、
身
体
的
な
生
死
も
生

活
の
規
律
も
教
会
の
管
理
に
な
っ
て
い
た
の
で
す
。
た
だ
、

生
き
て
い
る
身
体
が
他
の
と
こ
ろ
か
ら
襲
わ
れ
た
り
し
な

い
よ
う
に
す
る
と
い
う
の
は
世
俗
権
力
が
保
護
す
る
と
い

う
役
割
だ
っ
た
け
れ
ど
も
、
規
律
と
い
う
の
は
教
会
の
役

割
で
、
死
ん
だ
場
合
は
教
会
が
管
理
す
る
し
、
生
死
の
記

録
も
教
会
が
管
理
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
わ
け

で
す
。

　

そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
近
代
国
家
が
こ
の
教
会
の
役

割
を
引
き
継
い
で
い
っ
た
と
い
う
こ
と
が
国
家
と
い
う
存
在
の

そ
の
後
の
発
展
に
と
っ
て
決
定
的
だ
っ
た
と
言
え
ま
す
が
、
そ

の
と
き
に
、〈
身
体
が
私
の
排
他
的
な
所
有
物
に
ほ
か
な
ら
な
い
〉

と
い
う
考
え
方
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
言
え
る
の
で
は

な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
身
体
は
神
の
作
品
と
し
て
の
私
の
固

人
々
の
誕
生
・
婚
姻
・
死
亡
を
、
か
つ
て
は
教
会
が
管
理
し
て
い
た
。
写
真
は
ノ
ル

ウ
ェ
ー
・
ホ
ル
ダ
ラ
ン
県
オ
ス
の
教
会
に
残
る
１
８
２
２
年
の
記
録
。
こ
の
ペ
ー

ジ
の
28
人
の
う
ち
27
人
が
同
年
3
月
の
暴
風
雨
に
よ
る
海
難
の
犠
牲
者
で
あ
る
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有
の
所
有
物
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
の
働
き
に
よ
っ
て
私
の
所
有

物
と
な
っ
た
作
物
と
と
も
に
私
の
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

私
の
生
命
と
所
有
物
と
を
保
全
す
る
た
め
に
契
約
に
よ
っ
て
形

成
さ
れ
た
世
俗
の
権
力
は
、
地
上
の
個
別
の
教
会
と
は
無
関
係

に
、
ま
た
王
権
神
授
説
の
よ
う
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
用
い
な
く

て
も
、
本
質
的
に
神
に
由
来
し
て
い
る
。
ロ
ッ
ク
が
組
み
立
て

た
の
は
こ
の
よ
う
な
正
統
性
の
論
理
構
造
だ
と
言
え
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

５　

社
会
契
約
と
宗
教

　

以
上
の
こ
と
に
ル
ソ
ー
を
つ
な
げ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

か
つ
て
﹁
社
会
契
約
説
と
宗
教
﹂
と
い
う
題
で
こ
の
会
で
話
し

た
こ
と
が
あ
る
の
で
す
が
︵﹃
東
洋
学
術
研
究
﹄
第
36
巻
１
号
に
掲

載
︶、﹁
所
有
﹂
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
直
し
て
み
る
と
ち
ょ
っ
と

別
の
面
が
見
え
て
く
る
よ
う
な
気
が
し
て
い
ま
す
。

　

ル
ソ
ー
は
﹃
社
会
契
約
論
﹄う
第
１
編
第
６
章
で
、
社
会
契
約

で
国
家
を
作
る
、
共
同
体
を
作
る
と
き
の
論
理
を
論
じ
て
い
く

の
で
す
が
、
社
会
契
約
に
つ
い
て
﹁
各
構
成
員
が
、
自
己
の
も

つ
一
切
の
権
利
と
と
も
に
、
自
己
を
共
同
体
全
体
に
対
し
て
全

面
的
に
譲
渡
す
る
こ
と
﹂︵P.360

︶
で
あ
る
と
言
っ
て
い
ま
す
。

有
名
な
全
面
譲
渡
で
す
。

　

社
会
契
約
の
条
項
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
す
。﹁
わ
れ
わ
れ

各
々
は
、
自
分
の
人
格
と
す
べ
て
の
力
と
を
共
同
に
し
て
、
一

般
意
志
の
最
高
指
揮
下
に
置
く
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
一
体

を
な
す
も
の
と
し
て
、
各
構
成
員
を
、
全
体
の
不
可
分
の
部
分

と
し
て
受
け
入
れ
る
。﹂︵P.361

︶

　

こ
こ
で
﹁
自
分
の
人
格
と
す
べ
て
の
力
と
を
共
同
に
し
て
﹂

と
訳
し
て
い
る
部
分
は
、en com

m
un sa personne et toute sa 

puissance 

で
す
。personne

︵
英
語
で
い
え
ば person

︶
を
共
同
に

し
て
、
一
般
意
志
の
最
高
指
揮
下
に
置
く
と
い
う
わ
け
で
す
。

こ
う
し
て
結
合
行
為
が
な
さ
れ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
に
つ
い

て
ル
ソ
ー
は
こ
う
言
っ
て
い
ま
す
。

　
﹁
こ
の
結
合
行
為
は
、
直
ち
に
、
契
約
者
の
個
別
的
な
人

格
に
代
わ
っ
て au lieu de la personne particulière de chaque 

contra ctant

、
ひ
と
つ
の
人
為
的
集
合
体 corps m

oral et collectif 

を
創
出
す
る
。
こ
の
集
合
体
は
集
会
の
も
つ
投
票
数
と
同
数
の

構
成
員
か
ら
成
り
、
こ
の
同
じ
行
為
か
ら
そ
の
統
一
と
そ
の
共

同
の
自
我 m

oi com
m

un

、
そ
の
生
命
と
そ
の
意
志
を
受
け
取
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る
。﹂︵P.361

︶

　

各
契
約
者
の
個
々
の personne 

に
代
わ
っ
て
、corps m

oral et 

collectif 
を
創
出
す
る
。
こ
の corps m

oral et collectif 

は
、

personne pubulique 
と
か personne m

orale 

と
い
う
語
で
言
い

換
え
ら
れ
ま
す
。personne particulière

、
つ
ま
り
個
々
の
あ
る

い
は
特
殊
な personne 
が
、m

orale

で
あ
る personne

、
人
為

的
な
い
し
精
神
的
な personne 
に
な
る
。
こ
こ
で
は
〈personne 

の
変
換
、
変
異
〉
と
い
う
こ
と
が
起
こ
る
の
で
す
。

　

先
ほ
ど
の
ロ
ッ
ク
の
論
理
の
中
で
、
身
体
を
も
っ
て
い
る
所

有
主
体
は person

で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
か
ど
う
か
は
よ
く
分

か
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
で
ル
ソ
ー
の
言
う personne 
と
い
う
の
は

身
体
の
所
有
者
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
に
と
ど
ま
る
も
の
で

は
な
さ
そ
う
で
す
。
そ
れ
で
は personne 

と
は
何
な
の
か
、

corps

と
ど
の
よ
う
に
違
う
の
か
同
じ
な
の
か
と
い
う
こ
と
は
、

現
段
階
で
は
確
定
的
な
こ
と
が
言
え
ま
せ
ん
。
と
に
か
く 

personne particulière 

か
ら personne m

orale 

へ
変
わ
る
と
い
う

の
が
社
会
契
約
の
論
理
の
一
番
中
心
的
な
部
分
で
す
。
そ
れ
が

ル
ソ
ー
の personne 

の
問
題
で
す
。

　

契
約
主
体
と
し
て
の
﹁
自
然
人
﹂personne naturelle 

が
契
約

を
し
て
、personne m

orale 

を
作
り
出
す
と
い
う
の
が
社
会
契

約
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
が
、personne m

orale 

と

い
う
の
は
﹁
法
人
﹂
と
訳
せ
る
言
葉
で
す
。
法
人
格
を
作
り
出

す
こ
と
が
社
会
契
約
で
あ
る
と
言
っ
て
し
ま
う
と
、
形
式
は
会

社
の
設
立
と
同
じ
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
そ
れ
で
は

肝
心
の
権
力
の
問
題
が
消
え
て
し
ま
う
。﹁
全
面
譲
渡
﹂
が
決
定

的
に
重
要
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

Ⅲ　

宗
教
と
道
徳
の
分
離

　

近
代
国
家
を
考
え
て
い
く
と
き
に
、
も
う
ひ
と
つ
重
要
な
こ

と
は
、
宗
教
と
道
徳
の
分
離
と
い
う
問
題
で
す
。

　

18
世
紀
か
ら
19
世
紀
、
と
り
わ
け
19
世
紀
の
宗
教
と
国
家
を

め
ぐ
る
非
常
に
大
き
な
問
題
と
い
う
の
が
道
徳
の
問
題
で
す
。

〈
教
会
と
国
家
の
分
離
〉
と
い
う
こ
と
と
、〈
宗
教
と
道
徳
の
分

離
〉
と
い
う
こ
と
が
並
行
し
て
展
開
し
て
い
く
過
程
を
議
論
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
ま
ず
そ
こ
に
行
く
前
の
と
こ
ろ
で

18
世
紀
あ
た
り
か
ら
起
こ
っ
て
き
て
い
る
こ
と
を
見
て
お
き
た

い
と
思
い
ま
す
。
契
約
主
体
の
問
題
と
の
関
係
で
、
も
う
一
度

ル
ソ
ー
の religion civile 

︵
公
定
宗
教
／
市
民
宗
教
︶
の
こ
と
を
考
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え
て
お
こ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
religion civile 

の
条
項
に
つ
い
て
、
ル
ソ
ー
は
、﹁
全
能
か
つ

全
知
で
慈
愛
に
満
ち
、
先
を
見
通
す
力
の
あ
る
恵
み
深
い
神
の

存
在
、
来
る
べ
き
生
、
正
し
い
も
の
の
幸
福
、
悪
人
へ
の
懲
罰
、

社
会
契
約
と
法
の
神
聖
さ
﹂、
こ
れ
だ
け
が
条
項
で
あ
る
と
し
、

同
時
に
不
寛
容
を
否
定
し
ま
す
。

　

そ
し
て religion civile 
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
言
い
ま
す
。

﹁
正
確
に
は
宗
教
の
教
義
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
れ
な
く
し
て
は
、

よ
き
公
民
、
忠
実
な
臣
民
た
り
え
ぬ
社
会
性
の
感
情
と
し
て
、

主
権
者
が
そ
の
箇
条
を
定
め
る
権
限
を
も
つ
、
要
す
る
に
世
俗

的
な
信
仰
告
白
で
あ
る
。﹂︵P.468

︶

　

強
制
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
信
じ
な
い
者
は
追
放

で
き
る
と
い
う
こ
と
で
、
追
放
す
る
場
合
に
は
﹁
不
信
心
な
人

間
と
し
て
で
は
な
く
、
非
社
会
的
人
間
と
し
て
、
法
と
正
義
と

を
誠
実
に
愛
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
者
と
し
て
、
ま
た
、
必
要

に
際
し
て
、
自
分
の
生
命
を
自
己
の
義
務
に
捧
げ
る
こ
と
の
で

き
な
い
者
と
し
て
﹂︵P.468

︶
国
家
か
ら
追
放
で
き
る
。
か
つ
、

こ
の
原
理
を
一
度
認
め
た
上
で
否
定
し
た
場
合
に
は
、
そ
れ
は

﹁
法
の
前
で
嘘
を
つ
く
﹂
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
死
刑
に
値
す

る
。

　

ル
ソ
ー
が
、﹁
自
然
的
な
自
由
﹂
か
ら
社
会
契
約
に
よ
っ
て
﹁
社

会
的
な
自
由
﹂
に
変
わ
る
、
自
然
的
な
自
由
は
失
う
け
れ
ど
社

会
的
な
自
由
を
獲
得
で
き
る
と
い
う
議
論
を
し
た
と
き
に
、

liberté m
orale 

─
倫
理
的
自
由
と
訳
す
か
、
道
徳
的
自
由
と

訳
す
の
が
よ
い
の
か
分
か
り
ま
せ
ん
が

─
と
い
う
概
念
が
で

て
き
ま
す
。
私
の
ル
ソ
ー
理
解
で
は
、
要
す
る
に
、﹃
社
会
契
約

論
﹄
と
い
う
の
は liberté m

orale 

に
方
向
づ
け
る
た
め
の
あ
る

種
の
訓
練
の
プ
ロ
セ
ス
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な

説
明
を
、
か
つ
て
の
﹁
社
会
契
約
説
と
宗
教
﹂
で
は
し
ま
し
た
。

　

社
会
契
約
の
社
会
を
維
持
す
る
た
め
に
は
い
っ
た
ん
自
分
が

結
ん
だ
契
約
を
守
る
と
い
う
こ
と
が
必
要
だ
、
自
分
が
課
し
た

法
に
従
属
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、﹃
社
会
契
約
論
﹄

と
い
う
書
物
自
体
は
自
分
が
課
し
た
法
に
従
属
で
き
な
い
人
間

た
ち
を
主
人
公
に
し
て
い
る
の
で
、
社
会
契
約
の
共
同
体
は
壊

れ
て
い
っ
て
し
ま
う
。
け
れ
ど
も
、
自
ら
自
律
性
を
も
っ
て
い

る
人
間
た
ち
が
仮
に
存
在
す
る
と
す
れ
ば
、
彼
ら
が
作
る
社
会

契
約
の
国
家
は
壊
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
し
、

あ
る
い
は
さ
ら
に
、
そ
も
そ
も
国
家
な
ど
作
ら
な
く
て
も
平
和
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に
暮
ら
せ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
あ
の
時
の
私
の
議
論
だ
っ

た
わ
け
で
す
が
、
こ
の
道
徳
的
な
自
由
、
つ
ま
り
自
分
が
課
し

た
法
、
あ
る
い
は
自
分
が
作
り
出
し
た
共
同
体
に
従
う
と
い
う
、

つ
ま
り
〈
自
分
が
結
ん
だ
契
約
は
契
約
と
し
て
守
る
こ
と
が
で

き
る
〉
と
い
う
の
が
﹁
道
徳
的
な
自
由
﹂
に
な
る
わ
け
で
す
け

れ
ど
も
、religion civile 
の
教
義
と
い
う
の
は
、
そ
の
こ
と
と
結

び
つ
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、〈
内
面
的
、
道
徳
的
な
自
律
性
を
人

間
に
も
た
せ
る
た
め
の
宗
教
〉
と
い
う
ふ
う
に
読
め
る
の
で
は

な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
宗
教
と

い
う
名
前
で
い
わ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
道
徳
律
の
宗

教
的
な
表
現
で
あ
る
、〈
宗
教
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
道
徳
律
〉

で
あ
る
と
い
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
カ
ン

ト
に
つ
な
が
る
わ
け
で
、
道
徳
の
自
立
・
自
律
は
18
世
紀
末
か

ら
19
世
紀
に
課
題
と
な
っ
て
い
く
こ
と
が
ら
に
な
り
ま
す
。
言

い
方
を
変
え
る
と
、〈
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
道
徳
的
な
部
分
だ
け
を

切
り
離
し
て
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
〉
と
い
う
ふ
う
に
ル
ソ
ー

た
ち
が
言
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

で
は
、
基
本
的
に
分
離
し
た
後
は
ど
う
な
っ
た
か
と
い
う
こ

と
で
す
が
、
道
徳
が
自
律
す
る
と
い
う
こ
と
と
同
時
に
、
そ
れ

が
国
家
に
回
収
さ
れ
て
い
く
。
つ
ま
り
、
道
徳
の
問
題
と
い
う

の
は
国
家
の
課
題
に
な
る
。
こ
れ
は
公
教
育
の
問
題
と
し
て
19

世
紀
に
お
け
る
学
校
問
題
と
し
て
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
な
り

ま
す
。

　

一
方
、
道
徳
の
問
題
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
宗
教
と
い
う
の
は

ど
う
な
る
の
か
と
い
う
と
、
個
人
の
信
仰
の
問
題
に
ま
ず
な
る
。

そ
し
て
そ
れ
は
国
家
の
な
か
で
は
な
く
、
市
民
社
会
の
な
か
に

位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
く
。

　

た
だ
も
う
ひ
と
つ
問
題
が
あ
っ
て
、
こ
こ
で
い
う
〈
個
人
の

信
仰
〉、
つ
ま
り
説
明
と
し
て
は
、
個
々
の
個
人
の
信
仰
と
い
い
、

個
人
の
内
面
の
問
題
と
い
う
か
た
ち
で
宗
教
の
問
題
が
個
人
化

さ
れ
る
の
で
す
が
、
実
際
に
信
仰
の
問
題
を
支
配
す
る
の
は
﹁
家

族
﹂
で
あ
る
。
家
族
と
い
う
単
位
が
、
実
は
大
き
な
意
味
を
も

つ
と
い
う
こ
と
で
す
。
家
族
と
い
う
の
は
生
と
性
︵
生
殖
︶
の
基

礎
単
位
で
あ
る
。
こ
の
両
方
と
も
道
徳
と
宗
教
と
い
う
こ
と
の

両
方
に
つ
な
が
っ
て
い
る
問
題
で
あ
る
。
家
族
が
道
徳
と
宗
教

の
基
礎
的
な
単
位
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
、
そ
の

よ
う
に
考
え
る
と
、
19
世
紀
の
最
大
の
問
題
が
学
校
と
家
族
の

問
題
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
よ
く
分
か
り
ま
す
。
要
す
る
に
、
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家
族
と
学
校
と
い
う
の
は
国
家
と
教
会
の
せ
め
ぎ
合
い
の
戦
場

に
な
る
。
学
校
の
問
題
は
教
育
学
と
い
う
領
域
が
あ
る
た
め
も

あ
っ
て
か
研
究
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
、
家
族
の
問
題
を
あ

ら
た
め
て
政
治
思
想
の
側
か
ら
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
い

ま
す
。

Ⅳ　

終
わ
り
に

１　

国
家
と
宗
教
の
二
段
階
革
命
？

　
〈
国
家
と
市
民
社
会
の
分
離
〉
と
い
う
歴
史
的
な
状
況
と
、
時

間
的
に
も
論
理
的
に
も
ず
れ
を
も
ち
な
が
ら
、〈
国
家
と
教
会
の

分
離
〉
と
い
う
制
度
上
の
分
離
が
起
こ
っ
て
く
る
。
国
家
は
世

俗
の
権
力
と
し
て
自
立
し
て
い
き
、
教
会
は
市
民
社
会
の
構
成

員
の
ひ
と
つ
に
な
る
。
そ
れ
と
も
う
ひ
と
つ
、
宗
教
内
部
で
、

あ
る
い
は
精
神
生
活
の
領
域
で
、〈
宗
教
と
道
徳
の
分
離
〉
と
い

う
こ
と
が
あ
る
。
そ
し
て
、
道
徳
は
国
家
へ
、
宗
教
は
市
民
社

会
へ
と
そ
の
居
場
所
を
移
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

道
徳
問
題
は
個
人
の
問
題
な
の
で
す
が
、
同
時
に
国
家
の
管

轄
下
に
入
る
。
こ
の
点
を
も
う
少
し
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
思

っ
て
い
ま
す
。

２　

国
民
国
家
の
問
題

　

近
代
の
歴
史
を
大
ざ
っ
ぱ
に
い
う
と
、
主
権
国
家
が
成
立
し

て
、
主
権
国
家
が
外
枠
を
作
っ
て
、
そ
の
外
枠
の
枠
組
み
を
国

民
が
満
た
す
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
、
つ
ま
り
絶
対
主
義
の
主
権
が

あ
っ
て
、
そ
の
主
権
が
及
ぶ
範
囲
と
し
て
国
家
と
い
う
も
の
を

形
成
し
て
、
そ
の
中
で
革
命
が
起
こ
っ
て
国
民
国
家
に
な
る
。

フ
ラ
ン
ス
革
命
は
、ま
さ
に
第
三
身
分
が
〈
自
分
た
ち
が
国
民
だ
〉

と
言
っ
て
国
民
議
会
を
作
る
わ
け
で
す
。
そ
の
過
程
で
、
国
民

と
い
う
も
の
が
あ
る
種
の
象
徴
操
作
を
さ
れ
て
い
く
。
国
民
と

い
う
の
は
何
か
と
い
う
と
、
今
お
話
し
し
て
き
た
な
か
で
い
う

と
、﹁
生
活
﹂
と
か
﹁
生
命
﹂
と
い
う
も
の
の
単
位
で
あ
る
と
い

う
幻
想
の
共
同
体
で
あ
る
。
実
際
は
、
家
族
や
市
民
社
会
が
実

体
的
な
基
礎
な
の
だ
け
れ
ど
も
、
国
民
と
い
う
も
の
が
生
活
と

か
生
命
と
か
を
支
え
る
共
同
体
で
あ
る
と
い
う
幻
想
が
成
立
す

る
の
で
す
。

　

さ
ま
ざ
ま
な
革
命
祭
典
と
い
う
も
の
も nation

の
祭
典
と
し

て
展
開
す
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
あ
れ
は
何
だ
っ
た
の
か
と
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い
う
と
、nation

と
い
う
の
が
政
治
の
単
位
に
な
っ
た
と
い
う
こ

と
を
確
認
し
、
ア
ピ
ー
ル
す
る
お
祭
り
だ
っ
た
。
つ
ま
り
、

nation

と
い
う
も
の
が
政
治
的
な
単
位
と
し
て
国
家
の
中
を
埋
め

た
単
位
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
周
知
さ
せ
る
儀
式
だ
っ
た
の

で
す
。
こ
れ
は
、
革
命
祭
典
か
ら
ナ
チ
に
ま
で
至
るnation

の
祭

典
の
系
譜
を
作
っ
て
い
く
。
そ
う
す
る
と
、
国
民
が
政
治
単
位

に
な
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
私
の
き
ょ
う
の
報
告
の
タ
イ

ト
ル
は
﹁
宗
教
か
ら
国
家
へ
﹂
で
は
な
く
て
、﹁
宗
教
か
ら
国
民

へ
﹂
と
す
べ
き
で
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

何
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
と
、
国
家
が
国
民
国
家
と

し
て
自
ら
を
表
象
す
る
、
あ
る
い
は
国
家
は
国
民
と
し
て
自
ら

を
表
象
す
る
と
い
う
、
一
種
の
〈
国
家
に
よ
る
偽
装
〉
が
起
こ

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
偽
装
が
あ

っ
て
は
じ
め
て
近
代
国
家
は
生
活
・
生
命
と
い
う
も
の
を
管
理

す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
国
家
そ
れ
自
体
と
し
て
は
、
そ
れ

は
で
き
な
か
っ
た
。
自
ら
を
国
民
あ
る
い
は
国
民
国
家
だ
と
い

う
ふ
う
に
偽
装
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
生
命
と
か
生
活

と
い
う
も
の
を
管
理
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
だ
と
思
い

ま
す
。
そ
の
点
で
、
ロ
ッ
ク
の
論
理
が
果
た
し
た
意
味
は
大
き

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
、
き
ょ
う
の
話
の
ひ
と
つ

の
論
点
で
す
。

３　

市
民
社
会
と
宗
教

　

宗
教
は
市
民
社
会
を
構
成
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
の
う
ち
の

ひ
と
つ
に
な
っ
て
い
て
、
教
会
あ
る
い
は
宗
教
団
体
と
い
う
の

は
、
市
民
社
会
の
構
成
団
体
の
ひ
と
つ
に
な
っ
た
。
宗
教
団
体

は
市
民
社
会
の
構
成
団
体
の
ひ
と
つ
だ
と
い
う
こ
と
は
、
政
党

の
問
題
、
宗
教
政
党
の
問
題
に
か
ら
む
わ
け
で
、
政
党
と
い
う

も
の
が
代
議
制
民
主
主
義
を
構
成
す
る
存
在
で
あ
っ
て
、
そ
れ

が
市
民
社
会
と
国
家
と
を
媒
介
す
る
機
能
を
も
っ
て
い
る
の
だ

と
す
る
と
、
市
民
社
会
の
構
成
要
素
で
あ
る
と
こ
ろ
の
宗
教
団

体
が
政
党
を
作
る
と
い
う
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
何
の
問
題
も
な

い
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
媒
介
者
で
あ
る
政
党
が
宗
教
政
党
で

あ
る
こ
と
自
体
に
は
問
題
が
な
い
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も
、

宗
教
政
党
が
政
治
権
力
を
取
っ
て
し
ま
っ
た
ら
ど
う
な
る
の
か

と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
な
お
検
討
が
必
要
で
し
ょ
う
。
そ

の
場
合
、
宗
教
と
道
徳
が
分
離
し
、
宗
教
は
国
家
が
関
与
し
う

る
問
題
で
は
な
く
な
っ
た
と
い
う
点
は
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。
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注︵
１
︶
以
下
の
ロ
ッ
ク
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
は
、John Locke, Tw

o 
Treatises of G

overnm
ent, Edited by P. Laslett, (Student 

Edition), C
am

bridge, 1988 .

に
よ
り
、
章
・
節
の
み
記
し
て
頁

は
略
し
た
。
訳
は
、
加
藤
節
訳
﹃
完
訳　

統
治
二
論
﹄︵
岩
波

文
庫
︶
を
も
と
に
、
論
旨
に
基
づ
い
て
適
宜
変
更
し
た
。

︵
２
︶
村
上
隆
夫
﹁
人
格
と
所
有
に
関
す
る
一
考
察

─
ロ
ッ
ク
﹃
統

治
二
論
﹄
に
お
け
る
所
有
論
解
釈
を
め
ぐ
っ
て

─
精
神
と
身

体
の
二
元
論
序
説
⑴
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群
馬
大
学
教
育
学
部
紀
要　

人
文
・

社
会
科
学
篇
﹄
第
46
巻
︵
１
９
９
７
年
︶
１
０
３
～
１
１
９
頁

参
照
。
報
告
後
に
本
論
文
を
読
む
機
会
を
得
た
。person

を

body

と
区
別
し
て
前
者
を
人
格
、
後
者
を
身
体
と
訳
し
分
け
る

べ
き
で
あ
る
と
す
る
論
旨
に
賛
成
す
る
。
し
か
し
、every M

an 
has a Property in his ow

n Person
を
﹁
す
べ
て
の
人
間
は
彼
自

身
の
人
格
に
つ
い
て
は
所
有
権
を
持
っ
て
い
る
﹂
と
訳
す
べ
き

か
に
つ
い
て
は
留
保
し
た
い
。
村
上
の
理
解
だ
と
、
人
格
を
所

有
す
る
主
体
が
さ
ら
に
想
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
部

分
は
、
む
し
ろ
﹁
各
人
は
自
分
自
身
の
人
格
に
お
い
て
固
有
性

を
有
し
て
い
る
﹂
と
訳
し
う
る
の
で
あ
り
、
人
格
は
身
体
の
所

有
権
者
で
あ
る
こ
と
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
と
解
す
べ
き
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
村
上
が
ロ
ッ
ク
を
近
代
以
前
の
所
有
論
に
位

置
づ
け
て
い
る
の
に
対
し
て
、
本
論
文
に
お
い
て
は
、
ロ
ッ
ク

の
論
理
を
、
伝
統
的
な
概
念
を
用
い
つ
つ
、
伝
統
か
ら
の
切
断

を
お
こ
な
っ
た
も
の
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

な
お
あ
い
ま
い
な
部
分
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
今
後
の

検
討
の
課
題
と
し
た
い
。

︵
３
︶
ル
ソ
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の
テ
ク
ス
ト
は
、Œuvres com

plètes de J.-J. Rousseau, 
tom

e 3 , B
ibliothèque de la Pléiade, 1964 .

に
よ
る
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