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【
要
約
】
　
ド
イ
ツ
宗
教
改
革
に
お
け
る
改
革
者
た
ち
の
欄
人
研
究
は
、
運
動
が
思
想
史
的
な
課
題
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
と
り
わ
け
意
義
深

い
と
考
え
ら
れ
る
。
ゲ
オ
ル
ク
・
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ソ
は
ザ
ク
セ
ン
宮
廷
の
顧
問
富
と
し
て
、
ま
た
自
ら
フ
マ
ニ
ス
ト
と
し
て
ル
タ
ー
の
改
革
運
動
に
参
与

し
た
。
本
稿
で
は
、
特
に
ル
タ
ー
の
最
大
の
協
力
苗
齢
ラ
ソ
ヒ
ト
ソ
が
ル
タ
ー
に
ま
み
え
る
以
前
の
改
革
初
期
に
お
け
る
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ソ
に
焦
点
を
あ

て
た
。
最
初
に
、
　
「
論
題
」
提
示
の
時
点
で
、
す
で
に
彼
は
ル
タ
ー
と
緊
密
な
接
触
を
も
っ
て
い
た
こ
と
、
次
に
、
こ
の
論
題
事
件
は
背
景
に
両
者
の
協

力
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
た
ヴ
ィ
ッ
テ
ソ
ベ
ル
ク
大
学
の
改
革
運
動
を
負
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ソ
の
思
想
と
し
て
、
彼
の
信
仰
観
は

ル
タ
ー
の
強
い
影
響
下
に
あ
っ
た
が
、
後
者
と
は
相
容
れ
ぬ
部
分
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
最
後
に
、
こ
れ
ら
の
論
考
か
ら
シ
ェ
パ
ラ
テ

ィ
ソ
が
ル
タ
ー
と
異
な
る
独
自
の
要
素
を
備
え
た
宗
教
改
革
者
で
あ
っ
た
と
結
論
し
、
併
せ
て
宗
教
改
革
研
究
の
今
後
の
方
向
に
一
視
点
を
提
供
す
る
。
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漏
　
は
　
じ
　
め
　
に

本
稿
は
ド
イ
ツ
宗
教
改
革
運
動
に
お
け
る
改
革
者
の
ひ
と
り
ゲ
オ
ル
ク
・
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ン
（
0
8
H
σ
q
ω
や
巴
ρ
晋
置
。
。
令
目
紐
㎝
）
を
論
ず
る
。

彼
は
ザ
ク
セ
ン
宮
廷
の
顧
問
官
と
し
て
改
革
運
動
に
参
与
し
、
ま
た
エ
ア
フ
ル
ト
で
修
養
を
積
ん
だ
フ
マ
ニ
ス
ト
と
し
て
ル
タ
ー
神
学
に
関
心

を
抱
き
つ
づ
け
た
ル
タ
ー
の
協
力
者
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
ド
イ
ツ
宗
教
改
革
に
中
心
的
な
地
位
を
占
め
る
人
物
は
マ
ル
チ
ィ
ン
・
ル

タ
ー
（
蜜
玉
目
け
一
跡
　
】
U
q
叶
げ
①
増
　
日
蒔
O
Q
ω
－
H
㎝
蒔
0
）
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
改
革
史
研
究
は
な
べ
て
ル
タ
ー
を
座
標
の
中
心
に
据
え
て
進
め
ら
れ
て
き
た
。
そ

こ
で
は
ル
タ
ー
個
人
に
関
す
る
研
究
も
、
現
在
そ
れ
自
身
の
課
題
と
領
域
を
も
つ
独
自
の
学
問
分
野
と
し
て
、
ド
イ
ツ
宗
教
改
革
史
研
究
か
ら
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な
か
ば
独
立
し
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
「
ル
タ
ー
学
」
な
る
表
現
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
、
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、
そ
の
研
究
の
数
は
す
で
に
汗
中

充
棟
も
た
だ
な
ら
ず
と
さ
え
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
ル
タ
ー
を
中
心
に
置
き
な
が
ら
進
め
ら
れ
て
き
た
研
究
が
歴
史
学
研
究
に
果
し

て
き
た
功
績
は
、
も
ち
ろ
ん
高
く
評
価
さ
れ
る
し
、
今
後
も
否
定
さ
れ
う
る
は
ず
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
、
宗
教
改
革
の
中
で
ル
タ
ー

像
の
肥
大
化
が
求
め
ら
れ
た
が
故
に
、
解
決
さ
れ
な
い
ま
ま
に
放
置
さ
れ
て
き
た
問
題
も
多
い
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
ざ
る
を
え
な
い
側
面
も

生
ま
れ
た
。

　
周
知
の
よ
う
に
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
「
世
俗
の
職
業
生
活
に
こ
の
よ
う
な
（
宗
教
的
報
酬
と
い
う
形
で
の
）
道
徳
的
な
資
格
を
与
え
た
こ
と
は
、
宗

教
改
革
の
、
ま
た
特
に
ル
タ
ー
の
業
績
の
う
ち
で
後
世
へ
の
影
響
の
最
も
大
き
か
っ
た
も
の
の
ひ
と
つ
で
あ
る
」
と
し
て
、
ル
タ
ー
の
唱
道
す

る
「
信
仰
の
み
」
に
よ
る
義
認
が
キ
リ
ス
ト
教
を
そ
の
呪
術
性
か
ら
完
全
に
脱
却
さ
せ
て
、
現
世
合
理
化
の
生
活
態
度
を
は
ぐ
く
む
よ
う
な
高

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

度
に
発
展
し
た
宗
教
倫
理
に
か
え
た
と
ル
タ
ー
を
評
価
す
る
。
し
か
し
、
彼
に
よ
れ
ば
、
ル
タ
ー
に
こ
の
思
想
の
展
開
を
み
た
の
は
一
五
二
五

年
の
農
民
戦
争
の
過
中
に
巻
き
こ
ま
れ
る
ま
で
の
僅
か
な
期
間
で
あ
り
、
そ
れ
以
降
の
ル
タ
ー
は
単
に
伝
統
的
な
摂
理
観
の
中
に
沈
潜
し
て
い

っ
た
と
さ
れ
る
。
宗
教
改
革
は
ル
タ
…
の
個
人
的
な
宗
教
発
展
か
ら
切
り
離
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
と
主
張
さ
れ
な
が
ら
、
そ
の
実
、
二
五
年

以
後
の
ル
タ
ー
の
意
義
の
考
察
は
歴
史
的
状
況
か
ら
遊
離
し
て
、
観
念
の
み
が
後
世
に
伝
承
さ
れ
る
と
い
う
形
で
行
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
ル
タ
ー
の
思
考
は
本
質
的
に
中
世
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
に
立
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
宗
教
改
革
が
近
代
社
会
の
成
立
に
果
し
た
役
割
は
過
大
評

価
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
し
た
ト
レ
ル
チ
も
、
最
終
的
に
は
宗
教
改
革
に
由
来
す
る
と
い
う
近
代
ド
イ
ツ
の
精
神
的
後
進
性
の
原
因
を
十
六
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

紀
に
遡
っ
て
ル
タ
ー
に
求
め
て
い
る
。
ル
タ
ー
の
世
俗
に
無
関
心
な
倫
理
観
が
誘
発
す
る
二
重
倫
理
－
職
業
倫
理
（
》
日
§
9
＆
と
私
人
倫

理
（
H
重
創
一
く
一
◎
賃
螢
一
h
P
O
冠
騨
一
）
一
が
導
い
た
保
守
的
・
家
父
長
制
的
思
想
は
、
現
実
生
活
の
中
で
絶
対
主
義
時
代
を
頂
点
と
す
る
国
家
の
優
越
性
の

思
想
と
、
ド
イ
ツ
民
族
の
政
治
的
受
動
性
を
促
進
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
そ
こ
で
は
、
倫
理
の
区
翔
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
が
語
ら
れ
る

だ
け
で
、
歴
史
的
状
況
に
即
し
た
倫
理
内
容
の
展
開
に
は
言
及
さ
れ
な
い
ま
ま
に
、
ル
タ
ー
が
そ
の
後
の
ド
イ
ツ
政
治
史
の
側
面
か
ら
み
た
と

き
ひ
と
つ
の
災
過
で
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ホ
ル
に
つ
い
て
も
ル
タ
ー
像
の
肥
大
化
が
み
ら
れ
る
。
ル
タ
ー
の

113 （909）



思
想
は
愛
と
義
と
い
う
絶
対
的
に
対
立
す
る
矛
盾
し
た
契
機
の
統
一
と
し
て
の
神
観
念
を
基
礎
と
し
た
血
忌
論
に
集
約
さ
れ
て
い
る
と
す
る
ホ

ル
は
、
ル
タ
ー
を
統
一
原
理
か
ら
出
発
し
、
そ
れ
を
信
仰
と
そ
の
神
学
的
弁
証
、
更
に
倫
理
、
政
治
、
経
済
の
領
域
に
ま
で
追
求
す
る
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

で
き
る
強
靱
な
思
索
力
を
も
っ
た
組
織
的
な
頭
脳
の
持
ち
主
と
す
る
。
ル
タ
ー
の
教
会
論
を
義
認
論
か
ら
生
れ
た
純
粋
に
内
面
的
な
思
索
に
立

つ
も
の
と
し
て
、
領
域
教
会
制
の
確
立
に
果
し
た
ル
タ
ー
の
役
割
を
強
く
承
認
す
る
こ
と
を
自
明
の
理
と
し
た
彼
の
視
座
は
、
そ
の
よ
う
な
ル

タ
ー
評
価
の
一
例
で
あ
ろ
う
。
彼
は
一
五
二
七
年
の
巡
察
制
の
実
施
の
時
点
で
、
ル
タ
ー
の
意
図
と
現
実
と
の
ず
れ
を
認
め
な
が
ら
も
、
関
心

を
ル
タ
ー
の
見
解
が
、
状
況
に
ど
の
程
度
ま
で
適
合
し
て
い
た
か
と
い
う
側
面
に
集
中
し
て
い
る
。
以
上
、
学
界
に
特
に
影
響
力
の
大
き
か
っ

た
と
思
わ
れ
る
三
者
の
ル
タ
ー
解
釈
を
簡
単
に
紹
介
し
た
が
、
そ
の
多
様
性
は
認
め
る
と
し
て
も
、
彼
ら
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
哲
学
的
、

思
想
史
的
に
直
観
さ
れ
た
ル
タ
ー
像
と
、
そ
の
肥
大
化
で
あ
ろ
う
。

　
こ
こ
で
宗
教
改
革
運
動
の
経
過
を
た
ど
っ
て
み
よ
う
。
　
一
五
一
七
年
に
、
ル
タ
ー
が
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
城
教
会
の
扉
に
高
く
揚
げ
た
「
九

十
五
ケ
条
論
題
」
に
は
じ
ま
る
運
動
は
、
当
初
か
ら
、
教
皇
庁
、
皇
帝
、
ド
イ
ツ
諸
侯
間
の
政
治
的
拮
抗
と
、
ル
タ
ー
に
様
々
な
期
待
を
託
し

て
起
こ
っ
た
ド
イ
ツ
各
地
の
大
衆
運
動
の
只
中
を
ぬ
っ
て
進
展
し
た
。
　
「
論
題
」
問
題
の
処
理
に
は
じ
ま
り
、
一
二
年
の
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク

運
動
、
二
五
年
の
農
民
戦
争
、
二
七
年
の
巡
察
制
の
実
施
、
そ
の
間
に
平
行
し
て
進
め
ら
れ
た
信
仰
告
白
を
め
ぐ
る
和
解
交
渉
と
、
交
渉
決

裂
に
よ
る
四
五
年
の
シ
ュ
マ
ル
カ
ル
デ
ン
戦
争
、
更
に
は
五
五
年
の
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
の
和
「
領
主
の
宗
教
、
そ
の
地
に
行
わ
る
」
（
。
ロ
甘
ω

屋
α
q
旦
。
陣
甘
。
・
器
蔚
◎
に
よ
る
暫
定
的
な
平
和
、
そ
こ
に
我
々
は
、
ド
イ
ツ
宗
教
改
革
が
、
そ
の
直
面
し
た
危
機
を
常
に
政
治
力
学
的
に
克
服

し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
極
め
て
政
治
的
・
社
会
運
動
的
な
性
格
の
強
い
運
動
で
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
し
て
、

こ
の
よ
う
な
事
実
経
過
を
前
述
の
ル
タ
ー
研
究
の
問
題
点
か
ら
照
射
す
る
と
き
、
我
々
は
次
の
よ
う
な
課
題
に
遭
遇
す
る
。
歴
史
的
状
況
か

ら
遊
離
し
た
ル
タ
ー
像
を
修
正
す
る
こ
と
、
そ
し
て
ル
タ
ー
と
共
に
活
動
し
て
い
っ
た
他
の
改
革
老
た
ち
の
立
像
を
鮮
明
に
す
る
こ
と
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
課
題
と
目
的
を
同
じ
く
す
る
問
題
提
起
と
そ
の
実
践
が
現
代
の
宗
教
改
革
史
研
究
に
欠
如
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

神
学
分
野
の
宗
教
改
革
史
家
メ
ラ
ー
は
、
現
代
に
お
け
る
ル
タ
ー
像
を
新
た
に
獲
得
し
よ
う
と
い
う
視
角
か
ら
、
今
後
の
宗
教
改
革
史
研
究
の

114 （910）
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④

課
題
と
し
て
四
つ
の
問
題
点
を
あ
げ
て
、
前
述
の
よ
う
な
研
究
の
歪
み
と
聞
隙
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
一
、
宗
教
改
革
と
中
世
と
の
関
係
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
。
そ
れ
は
前
宗
教
改
革
期
の
社
会
の
分
析
と
共
に
、
ル
タ
ー
個
人
に
関
し
て
、
彼
の
思
想
が
ス
コ
ラ
学
の
影
響
圏
か
ら
福
音

主
義
思
想
へ
と
脱
却
す
る
過
程
の
解
明
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
二
、
ル
タ
ー
を
偉
大
な
博
識
家
と
す
る
ル
タ
ー
像
を
改
め
る
こ
と
。
ル
タ
ー
は

決
し
て
万
能
人
で
は
な
い
。
彼
の
著
作
の
ほ
と
ん
ど
は
同
僚
た
ち
と
の
討
論
を
通
じ
て
著
わ
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
歴
史
事
象

「
ル
タ
ー
」
と
歴
史
事
象
「
宗
教
改
革
」
と
が
関
連
づ
け
て
論
考
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
三
、
ル
タ
ー
と
並
ぶ
改
革
者
た
ち
が
何
を
得
よ
う
と

し
た
か
と
い
う
問
題
。
特
に
宗
教
改
革
運
動
の
先
駆
者
で
あ
り
、
担
い
手
で
も
あ
っ
た
が
、
ル
タ
ー
の
破
門
と
共
に
彼
か
ら
離
反
し
て
い
っ
た

フ
マ
ニ
ス
ト
た
ち
を
集
合
体
と
し
て
で
は
な
く
、
個
別
化
し
て
分
類
し
な
が
ら
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
四
、
改
革
史
研
究
は
多
方
面
の
研
究

老
の
協
力
を
求
め
て
い
る
こ
と
。
例
え
ば
、
社
会
史
研
究
に
基
い
て
、
こ
れ
ま
で
漠
然
と
語
ら
れ
て
き
た
修
道
土
、
修
道
院
の
参
事
会
、
高
級

聖
職
者
が
宗
教
改
革
に
対
し
て
と
っ
た
立
場
を
鮮
明
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
メ
ラ
ー
の
提
起
の
う
ち
、
こ
れ
ら
の
課
題
を
集
約

し
て
い
る
と
も
思
わ
れ
る
ル
タ
ー
像
の
修
正
と
彼
以
外
の
改
革
簸
た
ち
の
解
明
は
、
ド
イ
ツ
で
は
、
現
在
い
く
ら
か
の
進
展
を
示
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥
　
　
　
　
　
　
　
⑦

と
り
わ
け
、
ル
タ
ー
と
フ
マ
ニ
ス
ム
ス
の
関
係
に
つ
い
て
は
メ
ラ
ー
自
身
の
論
考
が
あ
る
だ
け
で
な
く
、
ユ
ン
ク
ハ
ウ
ス
と
グ
ロ
ス
マ
ン
が
両

者
の
総
体
的
な
関
連
性
を
論
じ
な
が
ら
、
シ
ュ
タ
ウ
ピ
ッ
ツ
（
冒
げ
導
⇔
ω
夢
毛
欝
）
、
ム
ー
テ
ィ
ア
ソ
（
閑
。
冥
福
蜜
ロ
け
ド
ロ
）
ら
を
種
麹
的
に
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

り
あ
げ
て
い
る
。
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ン
に
つ
い
て
は
ベ
ル
ビ
ヒ
が
著
作
を
、
ヘ
ス
が
著
作
と
論
文
を
公
に
し
て
お
り
、
ま
た
シ
ャ
イ
ホ
・
ク
ロ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

ゼ
は
シ
ュ
ル
フ
（
羅
角
。
越
白
島
ω
。
巨
鳥
｛
）
の
伝
記
を
論
文
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
い
う
ま
で
も
な
く
、
ル
タ
ー
神
学
の
組
織
化
に
貢
献
し
た

メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
（
℃
巨
ξ
鑑
9
窓
魯
夢
8
）
の
名
と
彼
の
意
義
に
関
す
る
研
究
は
、
ド
イ
ツ
で
は
ル
タ
ー
研
究
と
同
様
に
古
く
か
ら
行
わ
れ
て

　
⑪

い
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
い
ず
れ
に
し
て
も
研
究
の
要
請
と
は
裏
腹
に
、
こ
れ
ら
の
方
面
に
関
す
る
論
考
が
不
備
で
あ
る
と
い
う
実
情
に
大
異
は
な

い
。
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
研
究
の
成
果
は
認
め
る
と
し
て
も
、
彼
は
本
質
的
に
は
ル
タ
ー
と
立
場
を
同
一
に
す
る
、
い
わ
ば
ル
タ
ー
か
ら
分
離
不
可

能
な
影
で
あ
ろ
う
。
そ
の
上
、
彼
が
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
に
や
っ
て
き
た
の
は
、
論
題
事
件
の
勃
発
か
ら
十
ヶ
月
を
経
た
一
五
一
五
輪
八
月
で
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あ
っ
て
、
真
に
改
革
運
動
の
定
着
化
に
貢
献
し
た
と
考
え
ら
れ
る
ザ
ク
セ
ン
宮
廷
、
あ
る
い
は
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
大
学
の
改
革
果
た
ち
に
関

す
る
解
明
は
未
だ
し
の
感
を
免
れ
な
い
。

　
改
革
史
研
究
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
事
情
は
史
料
の
問
題
に
向
う
と
き
具
体
的
に
な
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
ル
タ
ー
の
著
作
と
書
簡
は
一
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

八
三
年
以
来
、
ク
ナ
ー
ケ
ら
の
手
で
校
訂
版
著
作
集
が
編
纂
さ
れ
て
お
り
、
現
在
す
で
に
五
十
巻
を
越
え
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
ワ
イ
マ
ー
ル
版

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

ル
タ
ー
全
集
で
あ
る
。
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ソ
の
場
合
も
、
ブ
レ
チ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
ら
が
工
十
八
巻
に
及
ぶ
著
作
集
を
公
刊
し
て
い
る
。
他
方
、
こ
の
二

人
以
外
の
改
革
者
に
つ
い
て
は
、
事
情
は
極
め
て
悪
く
、
ま
と
ま
っ
た
著
作
集
は
望
む
べ
く
も
な
い
。
本
稿
で
と
り
あ
げ
る
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ン

に
つ
い
て
も
、
多
く
の
彼
の
著
作
と
書
簡
は
い
く
つ
か
の
史
料
集
の
中
に
散
見
さ
れ
る
だ
け
と
い
う
有
様
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
史
料
の
不
均

衡
が
、
ま
す
ま
す
研
究
の
そ
れ
に
拍
車
を
か
け
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
本
稿
で
は
、
ド
イ
ツ
宗
教
改
革
運
動
が
社
会
的
に
定
着
し
て
い
く
初
期
の
過
程
に
焦
点
を
あ
て
な
が
ら
、
改
革
史
研
究
に
お
け
る
個
人
研
究

の
間
隙
を
い
く
ら
か
で
も
埋
め
よ
う
と
い
う
目
的
を
も
っ
て
論
考
す
る
。
そ
の
こ
と
が
先
に
あ
げ
た
宗
教
改
革
研
究
の
課
題
に
応
え
る
ひ
と
つ

の
試
論
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

　
さ
て
、
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ソ
の
名
は
、
当
時
の
フ
マ
ニ
ス
ト
の
間
に
好
ん
で
行
わ
れ
た
慣
習
に
従
っ
て
、
生
地
シ
ュ
パ
ル
ト
（
ω
唱
巴
け
）
の
名
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

ギ
リ
シ
ャ
語
化
し
た
雅
号
で
あ
る
。
本
名
を
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
（
切
β
目
O
犀
げ
ρ
貝
α
け
）
と
い
い
、
彼
自
身
の
証
言
に
よ
る
と
、
一
四
八
四
年
一
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

に
、
南
ド
イ
ツ
の
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
に
近
い
ア
イ
ヒ
ス
シ
ュ
タ
ッ
ト
司
教
区
に
属
す
る
都
市
シ
ュ
パ
ル
ト
に
生
れ
た
と
い
う
。
　
「
高
名
な
市
民

に
し
て
、
皮
革
業
者
ゲ
オ
ル
ク
・
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
子
で
あ
る
」
彼
は
最
初
、
生
地
の
聖
ニ
コ
ラ
ウ
ス
修
道
院
付
属
の
寺
小
屋
に
学
び
、
十
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

歳
に
な
る
と
、
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
市
参
事
会
が
運
営
す
る
聖
セ
バ
ル
ト
・
ラ
テ
ン
語
学
校
に
籍
を
お
く
。
彼
は
そ
こ
で
ラ
テ
ン
語
を
修
得
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

と
共
に
、
こ
の
帝
国
都
市
を
支
配
す
る
フ
マ
ニ
ス
ム
ス
の
新
し
い
精
神
に
ふ
れ
る
。
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
の
街
は
彼
に
最
初
の
精
神
的
洗
礼
を
授

け
た
。
一
四
九
八
年
に
彼
は
大
学
の
選
択
に
あ
た
っ
て
、
故
郷
に
近
い
イ
ン
ゴ
ル
シ
ュ
タ
ッ
ト
で
は
な
く
、
当
時
た
だ
ひ
と
つ
フ
マ
ニ
ス
ム
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

に
門
戸
を
開
い
て
い
た
大
学
、
エ
ア
フ
ル
ト
を
選
ぶ
こ
と
に
な
る
。
翌
九
八
年
、
す
で
に
自
由
学
芸
部
の
学
士
号
を
得
た
こ
の
才
人
に
時
の
エ
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ドイツ宗教改革とシ＝パラティソ（永田）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

ア
フ
ル
ト
・
フ
マ
ニ
ス
テ
ン
ク
ラ
イ
ス
の
重
鎮
ム
ー
テ
ィ
ア
ン
か
ら
声
が
か
か
る
。
そ
れ
は
第
二
の
洗
礼
で
あ
っ
た
。
彼
の
指
導
の
下
に
、
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ユ
パ
ラ
テ
ィ
ン
は
歴
史
を
学
ぶ
と
共
に
、
聖
書
に
接
し
、
ま
た
ギ
リ
シ
ャ
語
の
詩
作
を
出
版
し
て
い
る
。
や
が
て
大
学
を
去
る
こ
と
と
な
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

こ
の
若
老
に
対
し
て
、
ム
ー
テ
ィ
ア
ン
は
ゲ
オ
ル
ゲ
ソ
タ
ー
ル
修
道
院
の
尼
僧
教
師
の
職
を
与
え
よ
う
と
す
る
。
そ
の
時
の
推
薦
状
は
次
の
よ

う
に
語
っ
て
い
る
、
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
の
雪
口
葉
は
ド
イ
ツ
の
言
葉
の
う
ち
最
も
優
雅
な
も
の
で
あ
る
、
そ
し
て
ラ
テ
ン
語
は
学
問
の
あ
ら
ゆ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

分
野
で
常
に
要
求
さ
れ
る
言
語
で
あ
る
、
こ
の
両
方
の
言
葉
に
彼
は
精
通
し
て
い
る
の
だ
、
と
。

　
こ
う
し
て
聖
職
者
と
な
っ
た
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ン
も
、
そ
の
時
の
最
大
の
関
心
は
、
当
時
の
知
識
人
た
ち
の
多
く
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、

信
仰
よ
り
も
む
し
ろ
嚢
職
禄
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。
彼
は
こ
の
職
が
余
り
気
に
い
ら
な
か
っ
た
ら
し
い
。
そ
ん
な
時
に
師
ム
ー
テ
ィ
ア
ン
が
手

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
し
た
の
が
、
ザ
ク
セ
ン
選
挙
侯
が
発
し
た
王
子
の
家
庭
教
師
を
求
め
る
手
紙
で
あ
っ
た
。
一
五
〇
八
年
に
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ン
は
新
し
い
仕
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

の
た
め
に
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
に
赴
く
。
到
着
後
、
彼
の
才
覚
は
彼
に
よ
り
大
き
な
任
務
を
与
え
た
。
宮
廷
顧
問
官
、
ヴ
ィ
ヅ
テ
ン
ベ
ル
ク
大

学
の
図
書
館
理
事
、
エ
ル
ネ
ス
ト
家
ザ
ク
セ
ン
の
修
史
官
の
そ
れ
で
あ
る
。
折
り
し
も
そ
の
頃
、
ル
タ
ー
も
ま
た
ヴ
ィ
ヅ
テ
ソ
ベ
ル
ク
に
居
を

　
　
　
　
　
　
⑳

定
め
た
の
で
あ
る
。

　
①
　
＝
噸
≦
⑦
σ
㊦
さ
U
剛
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
目
匪
涛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳥
①
。
。

　
　
　
　
　
　
　
　
箕
。
な
。
。
審
馨
冴
9
0
　
　
　
唱
コ
α
岱
。
同
》
Ω
①
蜂
《

囚
p
℃
津
p
出
ω
ヨ
自
ρ
O
題
§
ミ
、
ミ
出
口
扁
㌻
9
3
融
馬
ミ
ミ
葡
ミ
蔚
ご
蕊
鷺
逡
ミ
鼻
龍
国
P
ド

8
ロ
げ
ヨ
α
q
窪
お
ト
。
ρ
邦
訳
、
梶
山
力
、
大
塚
久
雄
『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の

倫
理
と
資
本
主
義
の
》
精
神
《
』
岩
波
書
店
、
　
㎝
九
一
二
五
年
。

②
　
犀
目
呂
①
H
訂
0
7
男
。
コ
鉱
ω
舞
昌
8
β
昌
α
男
Φ
h
o
同
日
鉢
δ
P
製
象
。
適
魯
壽
馬
N
無
～
㍗

　
ら
ミ
S
切
繕
赴
9
お
H
G
。
．
邦
訳
、
三
園
芳
明
『
ル
ネ
サ
ン
ス
と
宗
教
同
輩
・
』
岩
波

書
店
、
一
九
五
九
年
。
及
び
、
団
■
日
H
。
⑦
一
岱
。
戸
b
窪
い
9
罫
N
貯
ミ
§
恥
ミ
O
ミ
㌣

恥
ミ
忘
§
ミ
噛
、
忘
§
§
ミ
O
悉
忌
§
讐
出
目
げ
貯
σ
q
魯
H
8
ω
．

③
　
ぢ
国
O
一
押
∪
δ
国
暮
ω
け
9
¢
昌
σ
q
ぐ
O
口
い
暮
冨
冨
丙
貯
0
9
p
げ
Φ
σ
q
ユ
喩
…
い
簿
冨
巴

　
‘
口
α
山
p
ω
訂
昌
紆
路
霞
二
〇
財
①
聚
冒
。
げ
。
旨
①
σ
Q
一
琶
。
鴇
ご
い
虐
夢
。
同
◎
。
q
洋
。
鵠
。
熔
σ
魯

　
ω
8
『
。
。
o
ぎ
ω
世
O
＄
ミ
ミ
ミ
N
鷺
軽
㌻
ミ
建
N
ミ
宍
等
き
ミ
肘
簡
鶏
ミ
轟
鷺
切
9
押

　
再
二
三
ロ
α
q
o
昌
お
ト
。
Q
。
・

④
閃
電
o
o
＝
①
お
男
δ
厳
。
ヨ
①
α
¢
同
処
①
h
o
昌
づ
曽
ぽ
9
拓
σ
q
o
ω
〇
三
〇
暮
ω
8
屋
。
密
門
日
σ
q
℃

　
N
ミ
笥
ミ
ミ
誉
時
ミ
§
潮
§
機
動
轟
計
ミ
や
H
り
①
伊

⑤
　
b
d
■
蜜
8
＝
①
き
U
凶
。
α
0
9
ω
号
①
口
餌
蛋
琶
舘
凶
ω
け
曾
毎
邑
蝕
Φ
諺
ロ
h
9
α
q
㊦
α
窪

　
図
解
。
『
旨
ρ
鉱
。
詳
津
§
鳥
ミ
さ
凝
マ
ミ
§
浮
§
穐
跨
ミ
q
ミ
魯
H
り
＄
9

⑥
鍔
冒
謎
げ
磐
ρ
U
角
補
習
山
島
9
。
・
出
鶴
日
p
三
。
。
ヨ
島
鈴
囲
い
暮
9
H
。
。
閃
路
学

　
口
塞
肖
ご
旨
α
q
窪
ω
ド
2
G
。
”
卜
馬
脳
ぎ
喚
く
黛
ミ
寒
審
切
傷
．
G
。
8
ド
Φ
刈
ρ

⑦
寓
．
0
8
ゆ
ヨ
毘
p
出
β
筥
ρ
艮
ω
ヨ
自
。
・
貯
芝
捧
。
白
げ
。
お
に
。
。
①
1
嵩
H
刈
層
ト
ミ
ぎ
塗

　
㍉
§
さ
ミ
自
切
9
Q
。
P
δ
鳶
．

⑧
O
．
切
魯
ぼ
σ
q
”
曾
。
薦
憩
ミ
ミ
西
向
§
蕊
聴
§
忘
§
ミ
§
鋳
N
帖
ミ
§
ミ
轟
ト
ミ
ぎ
き

　
缶
巴
ざ
H
㊤
O
①
．
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⑨
H
．
国
呂
讐
Q
き
誌
憩
ミ
ミ
§
噛
≦
o
同
ヨ
霞
ド
Φ
㎝
2
α
勲
0
8
同
σ
q
ω
喝
巴
曽
仲
貯
”
焦

　
山
。
ヨ
閃
〇
三
あ
9
σ
Q
建
b
二
σ
q
ω
び
焉
σ
q
窃
。
。
O
毎
a
ω
o
冒
Φ
ω
言
一
貯
導
σ
q
。
陸
p
餌
プ
ヨ
①
N
霞

　
男
諺
σ
q
¢
α
o
。
自
≦
崔
霞
。
D
け
塁
詠
器
。
年
ω
”
』
§
ミ
ミ
腎
ミ
印
書
§
ミ
欺
§
恥
繋
い
忘
骨
ミ
恥

　
b
d
9
麿
噂
憲
㎝
。
。
…
α
ρ
Ω
o
o
「
α
q
ω
℃
巴
暮
ぎ
。
。
切
巴
。
口
2
昌
σ
q
h
冒
象
。
菊
①
h
o
H
ヨ
㌣

　
猷
8
ロ
昌
α
e
①
○
「
σ
q
碧
一
ω
p
焦
8
．
α
賃
b
9
冨
圏
δ
o
げ
象
ピ
碧
9
ω
箆
「
o
び
ρ
匡
飛
－

　
轟
き
喬
影
野
§
只
§
ミ
軌
§
魂
題
轟
融
ミ
馬
ゆ
P
お
層
お
O
ド

⑩
芝
■
の
3
鉱
。
7
田
。
。
。
ρ
b
3
襲
馬
§
一
黛
§
蕊
曽
寒
ミ
⇒
o
σ
q
魯
δ
①
刈
．

⑪
我
が
国
で
は
有
賀
弘
氏
の
労
作
と
、
倉
塚
平
氏
に
よ
る
翻
訳
が
あ
る
。
有
賀

　
弘
『
宗
教
改
革
と
ド
イ
ツ
政
治
思
想
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
穴
年
、
及
び

　
R
・
シ
ュ
ト
ゥ
ペ
リ
ヒ
、
倉
塚
平
訳
『
メ
ラ
ソ
ヒ
ト
ン
』
聖
文
舎
、
一
九
七
一

　
年
。

⑫
客
主
菩
。
吋
」
§
ミ
遷
ト
ミ
趣
§
§
券
ミ
さ
ミ
逡
ぎ
曾
旨
｝
§
§
幅
薦
＆
♪

　
ご
ω
鱗
く
．
旨
緊
．
引
返
昌
欝
冨
ロ
ω
託
二
≦
①
一
二
葭
ド
。
。
。
。
ω
」
以
降
、
≦
》
と
略
記

　
す
る
。

⑬
心
■
寓
巴
碧
9
夢
自
層
翠
．
さ
ミ
9
§
ミ
§
蹄
O
特
ミ
轟
嶋
§
雰
愚
§
§
w
s
ヤ
§
ミ

　
（
O
o
蔦
器
葡
§
§
§
覧
ミ
§
菖
曜
訂
。
。
α
q
・
く
．
ρ
O
■
切
話
誘
。
ヴ
ま
監
魯
藷
毛
こ
国
帥
一
δ

　
ド
◎
。
ω
令
●
尚
、
簡
便
な
も
の
と
し
て
学
生
版
の
選
集
が
あ
る
。
や
好
色
碧
。
洋
ぎ
P

　
さ
、
§
竃
ミ
ぎ
蕊
ミ
ミ
ぎ
§
き
噛
§
黛
ミ
（
9
袋
ミ
§
防
§
三
智
富
Y
訂
ω
巾
く
。
即

　
6
Q
言
℃
℃
⑦
二
〇
劉
O
舞
Φ
「
巴
。
び
ド
霧
H
占
9

⑭
缶
α
鈎
．
憩
ミ
ミ
ミ
ω
」
刈
■

⑮
S
§
§
讐
の
■
b
。
．

⑯
S
§
§
．
9
紳

⑰
魯
§
§
噂
も
Q
●
蒙
。

．
⑱
魯
§
§
．
ψ
㊤
．

⑲
魯
§
魯
”
ω
．
螢

⑳
魯
讐
§
”
ω
レ
。
。
●

⑳
き
§
§
嘘
o
Q
b
。
。
舜

＠
　
溶
9
＝
。
昼
U
ミ
切
口
§
題
壽
巡
§
恥
9
ミ
ミ
雪
ぎ
ミ
黛
養
勲
鵠
農
。
目
。
。
¢
ρ

　
ズ
罫
2
0
・

⑳
国
α
炉
憩
ミ
ミ
§
層
Q
Q
■
b
。
9

⑭
　
S
§
恥
3
0
D
・
Q
。
P

⑳
魯
§
§
”
ω
●
ω
。
。
津

⑳
魯
§
§
噛
。
D
誌
メ

⑳
　
ル
タ
ー
が
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
に
定
住
す
る
の
は
一
五
一
一
年
で
あ
る
。
ル
タ

　
　
一
も
ヴ
ィ
ッ
テ
ソ
ベ
ル
ク
に
住
む
前
に
シ
ユ
パ
ラ
テ
ィ
ン
と
同
じ
く
エ
ア
フ
ル

　
　
ト
に
あ
り
、
そ
こ
の
エ
ア
フ
ル
ト
大
学
、
及
び
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
厳
修
道
会

　
　
（
〉
自
σ
q
ロ
ω
鉱
昌
¢
『
－
国
目
。
日
ぎ
目
－
囚
一
〇
ω
＄
門
）
で
修
業
を
積
ん
で
い
た
。
両
者
の
エ
ア
フ

　
　
ル
ト
時
代
は
重
な
り
あ
う
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
時
彼
ら
が
互
い
に
面
識
を
も
つ

　
　
て
い
た
か
、
あ
る
い
は
名
を
知
っ
て
い
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
否
定
的
な
考
証

　
　
し
か
得
ら
れ
て
い
な
い
。
従
っ
て
彼
ら
の
出
会
い
は
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
で
の
こ

　
　
と
、
一
五
＝
漏
年
以
隆
に
な
る
。
く
α
q
　
国
α
炉
恕
ミ
ミ
§
”
ω
・
謡
囲
■
戸
田
霞
互
σ
q
”

　
鼻
掛
．
9
噂
ω
．
Q
。
h
尚
、
彼
ら
の
間
で
の
最
初
の
往
復
書
簡
に
つ
い
て
は
、
乏
｝

　
　
穿
ミ
§
“
ぎ
ミ
H
9
茗
鉾
刈
を
参
照
。
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二
　
「
論
題
」
事
件

こ
の
章
で
は
一
五
一
七
年
か
ら
二
一
年
ま
で
、
改
革
の
勃
発
時
に
お
け
る
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ン
の
意
図
と
行
動
と
を
、
彼
の
『
宗
教
改
革
年
代
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①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

記
』
（
〉
コ
鵠
ρ
岡
O
ω
　
男
①
断
O
噌
戯
口
㊤
叶
一
〇
旨
一
ω
）
と
、
ル
タ
ー
と
の
往
復
書
簡
を
主
な
材
料
と
し
な
が
ら
明
ら
か
に
す
る
。
は
じ
め
に
、
　
『
年
代
記
』
の
成
立

に
つ
い
て
一
言
す
る
。
本
書
は
キ
プ
リ
ア
ン
に
よ
っ
て
一
七
一
八
年
に
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
一
五
一
八
年
か
ら
彼
の
死
の
四
年
前
に
あ

た
る
四
一
年
ま
で
の
記
述
を
も
つ
。
彼
が
筆
を
と
る
に
至
っ
た
動
機
で
あ
る
が
、
キ
プ
リ
ア
ン
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
一
八
年
に
教
皇
レ
オ
十
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

（
い
Φ
O
×
）
が
ザ
ク
セ
ン
選
挙
侯
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
（
写
冨
費
8
げ
鳥
鵯
≦
¢
帥
ω
・
）
に
号
し
て
そ
の
宗
教
政
策
を
論
難
し
た
こ
と
に
あ
る
。
彼
は
そ
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

で
、
ブ
リ
！
ド
リ
ヒ
が
神
の
言
葉
と
正
し
い
信
仰
を
称
揚
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
筆
を
と
っ
た
と
い
う
。
従
っ
て
、
こ
の
点

は
『
年
代
記
』
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
用
い
る
上
で
慎
重
さ
を
要
求
す
る
。
し
か
し
、
か
と
い
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
動
機
が
『
年
代
記
』
に
意
図

的
な
作
為
を
加
え
た
と
す
べ
き
で
も
な
い
。
本
書
は
選
挙
侯
の
強
制
の
下
に
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ン
自
身
の
同

時
代
の
活
動
記
録
的
な
性
格
が
強
い
こ
と
、
そ
し
て
彼
自
身
が
宗
教
改
革
の
中
で
占
め
た
社
会
的
位
置
を
考
え
て
み
た
場
合
、
そ
れ
は
改
革
に

対
す
る
彼
の
思
考
全
体
の
方
向
を
表
現
す
る
も
の
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
さ
て
、
一
五
一
七
年
一
〇
月
三
一
日
の
ル
タ
ー
に
よ
る
「
九
十
五
ケ
条
論
題
」
の
提
示
事
件
に
つ
い
て
、
　
『
年
代
記
』
は
何
も
語
っ
て
い
な

い
。
し
か
し
一
五
〇
八
年
に
選
挙
侯
に
招
か
れ
て
以
来
、
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ソ
は
「
賢
公
」
（
鳥
Φ
H
　
≦
O
一
ω
Φ
）
の
異
名
を
と
る
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

主
と
し
て
の
人
格
と
、
新
設
さ
れ
た
大
学
を
擁
す
る
新
興
の
居
城
都
市
ヴ
ィ
ッ
テ
ソ
ベ
ル
ク
の
発
展
を
み
て
、
領
邦
ザ
ク
セ
ン
に
ひ
と
つ
の
夢

を
託
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
宗
教
改
革
者
ル
タ
ー
は
彼
の
そ
の
夢
を
叶
え
る
べ
く
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
通
説
に
よ
れ
ば
、
　
「
論
題
」
事

件
は
、
ひ
と
り
の
名
も
な
い
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
厳
修
道
会
士
が
教
会
の
伝
統
と
権
能
に
つ
い
て
学
聞
的
な
疑
義
を
提
出
し
、
各
学
界
に
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

討
議
を
訴
え
か
け
た
と
い
う
極
め
て
個
人
的
な
問
題
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
が
、
事
実
は
い
さ
さ
か
異
な
る
よ
う
で
あ
る
。
　
ベ
ル
ビ
ヒ
は

「
論
題
」
の
掲
示
が
は
じ
め
か
ら
選
挙
侯
の
宮
廷
の
計
画
的
な
指
滋
の
下
に
、
そ
し
て
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ン
の
責
任
で
行
わ
れ
た
と
い
う
大
胆
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

解
釈
を
打
ち
だ
し
て
い
る
が
、
そ
れ
を
全
面
的
に
認
め
る
か
ど
う
か
は
お
く
と
し
て
、
こ
の
事
件
の
勃
発
時
に
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ン
は
「
論
題
」

の
内
容
を
あ
ら
か
じ
め
知
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
〇
月
三
一
日
か
ら
一
週
間
を
経
な
い
日
に
書
か
れ
た
ル
タ
ー
か
ら
彼
宛
の
手
紙
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。
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私
は
、
我
凌
の
論
題
を
、
敵
対
者
た
ち
よ
り
も
早
く
、
尊
敬
す
べ
き
選
挙
侯
や
宮
廷
要
人
各
位
が
手
に
い
れ
た
こ
と
に
な
ら
な
い
よ
う
に
願
い
ま
す
。
そ
し

　
て
そ
の
時
、
こ
の
論
題
が
選
挙
侯
の
勅
令
や
承
認
を
得
た
上
で
マ
グ
デ
ブ
ル
ク
大
司
激
に
対
抗
し
て
公
表
さ
れ
た
も
の
だ
と
、
彼
ら
に
信
じ
さ
せ
る
こ
と
は

　
避
け
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
私
は
す
で
に
こ
の
よ
う
な
啄
が
飛
ん
で
い
る
と
聞
い
て
い
ま
す
。

こ
の
手
紙
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
　
「
論
題
」
は
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ン
に
と
っ
て
最
初
か
ら
「
我
々
の
論
題
」
で
あ
っ
た
。
事
件
の
当
初
、
こ
の

問
題
は
選
挙
侯
は
一
切
、
関
与
し
て
お
ら
ず
、
一
修
道
士
の
学
問
上
の
論
議
へ
の
訴
え
と
い
う
装
い
を
と
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
事
実

に
お
い
て
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ン
と
ザ
ク
セ
ン
宮
廷
は
す
で
に
論
題
の
写
し
を
入
手
し
、
そ
の
内
容
を
知
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
　
「
論
題
」
に
紺
す
る
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ン
、
そ
し
て
ザ
ク
セ
ン
宮
廷
の
意
図
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
。
後
に
ふ
れ
る
こ
と
に
な
る

が
、
＝
月
＝
日
に
彼
は
論
題
の
第
三
五
条
に
関
連
し
て
、
二
つ
の
「
無
知
」
に
つ
い
て
ル
タ
ー
に
質
問
を
行
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
論
議

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

は
結
局
、
両
者
の
理
解
に
は
程
遠
い
結
果
に
終
っ
て
い
る
。
論
題
そ
の
も
の
の
持
つ
信
仰
の
本
義
へ
の
疑
問
は
、
論
題
の
提
示
を
認
め
た
シ
ェ

パ
ラ
テ
ィ
ン
の
主
要
な
動
機
を
構
成
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
彼
の
意
図
は
よ
り
実
際
的
な
側
面
か
ら
の
教
会
批
判
で
あ
り
、
ま
た
ザ
ク

セ
ン
選
挙
侯
領
の
擁
す
る
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
大
学
の
文
化
的
隆
盛
で
あ
っ
た
。
論
題
提
示
の
数
年
前
に
、
彼
は
次
の
よ
う
に
書
き
と
め
て
い

⑩
る
。

　
後
世
の
人
は
き
っ
と
、
ど
う
し
て
こ
の
徴
俗
貴
族
の
出
身
に
な
る
人
物
が
聖
職
者
た
ち
を
押
し
の
け
て
司
教
に
就
任
す
る
こ
と
が
で
き
、
更
に
一
年
と
経
た

　
な
い
う
ち
に
、
今
度
は
マ
グ
デ
ブ
ル
ク
大
司
教
と
と
も
に
、
ハ
ラ
ー
シ
ュ
タ
ッ
ト
修
道
院
長
に
も
な
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
、
不
思
議
に
思
う
に
ち
が
い
な

　
い
。
そ
し
て
、
す
ぐ
に
彼
は
加
え
て
、
マ
イ
ン
ツ
教
会
参
事
会
の
選
挙
人
の
手
に
よ
り
、
前
任
者
ウ
リ
エ
ル
・
フ
ォ
ン
・
ゲ
ミ
ソ
ゲ
ン
の
死
後
、
マ
イ
ン
ツ

　
大
司
教
に
も
選
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

「
論
題
」
が
鉾
先
を
向
け
る
こ
と
に
な
る
マ
イ
ン
ツ
大
司
教
ア
ル
プ
レ
ヒ
ト
（
≧
酵
①
。
導
く
8
b
d
同
p
巳
禦
げ
霞
。
Q
）
へ
の
こ
の
慎
重
な
批
判
に
も
み

ら
れ
る
よ
う
に
、
教
会
制
度
の
腐
敗
は
当
時
の
ド
イ
ツ
に
幾
多
の
批
難
の
声
を
呼
び
起
こ
し
て
お
り
、
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ン
と
し
て
も
何
ら
か
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

改
革
の
必
要
を
感
じ
な
い
で
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
問
題
で
あ
る
。
教
会
の
腐
敗
は
も
と
よ
り
彼
の
信
念
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
特
に
世
俗
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貴
族
の
聖
職
へ
の
就
任
、
二
、
三
の
聖
職
の
兼
任
は
、
教
皇
庁
、
そ
し
て
一
部
の
聖
俗
高
級
諸
侯
に
本
来
許
さ
れ
な
い
は
ず
の
不
当
な
利
益
を

も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
見
方
を
か
え
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
動
向
は
ひ
い
て
は
彼
ら
と
の
勢
力
関
係
に
お
い
て
ザ
ク
セ
ン
選
挙
侯
の
損

害
を
招
く
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
段
階
で
は
改
革
へ
の
き
っ
か
け
を
つ
か
む
行
動
に
出
た
と
し
て
も
、
も
は
や
時
機
を
失

す
る
恐
れ
は
あ
れ
、
早
き
に
す
ぎ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
考
え
が
、
宮
廷
に
あ
っ
た
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ン
の
脳
裡
に
浮
ぶ
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

論
題
提
示
は
こ
の
よ
う
な
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ン
の
意
向
に
、
宗
教
者
ル
タ
ー
の
信
仰
へ
の
確
信
が
合
致
し
た
時
点
で
実
行
に
移
さ
れ
た
事
件
で
あ

る
。
そ
の
こ
と
を
よ
り
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
背
景
と
な
る
諸
状
況
に
ふ
れ
て
お
く
。
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
の
領
域
内
で
一
五
一
七
年
以
前
に
観

念
的
に
は
ロ
ー
マ
教
皇
権
に
よ
る
宗
教
的
統
一
が
確
立
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
事
実
上
は
そ
れ
は
全
く
名
目
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と

　
　
　
　
⑫

考
え
ら
れ
る
。
聖
職
者
は
諸
侯
の
庇
護
下
に
お
か
れ
、
ま
た
城
教
会
や
大
学
の
教
会
が
そ
の
地
方
の
事
実
上
の
宗
教
的
中
心
と
な
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
地
方
教
会
と
教
皇
庁
と
の
関
係
は
か
な
り
疎
遠
な
も
の
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
特
に
、
司
教
領
の
確
立
と
そ
れ
に
伴
う
聖

職
老
の
世
俗
権
力
化
の
傾
向
は
こ
の
よ
う
な
分
解
の
方
向
を
一
層
、
促
進
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
皮
肉
に
も
、
ア
ル
プ
レ
ヒ
ト
の
前
の
マ
グ
デ

ブ
ル
ク
大
司
教
は
す
で
に
ザ
ク
セ
ン
選
挙
侯
の
弟
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
信
仰
の
本
義
を
説
く
観
点
と
共
に
、
諸
侯
間
の
勢
力
争
い
の
視
点
を

ふ
ま
え
た
、
よ
り
現
実
的
な
側
面
か
ら
の
教
会
批
判
の
声
が
あ
が
る
の
は
ま
た
当
然
で
あ
ろ
う
。
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ン
の
教
会
批
判
も
そ
の
よ
う

な
視
角
に
強
く
拘
束
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ソ
が
論
議
提
示
に
か
け
た
政
策
的
な
意
図
に
つ
い
て
は
、
史
料
の
制
約
が
そ
れ
以
上
の
断
言
を
許
さ
な
い
。
い
ず

れ
に
せ
よ
、
彼
が
当
時
、
ル
タ
ー
問
題
に
か
け
た
政
策
面
で
の
期
待
は
具
体
的
な
計
画
性
を
も
た
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
を
証
明
す
る

か
の
よ
う
に
、
論
題
提
示
後
の
彼
の
ル
タ
ー
援
助
は
、
ロ
ー
マ
に
対
す
る
攻
勢
で
は
な
く
、
守
勢
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
一
度
起
こ
っ

て
し
ま
っ
た
事
件
か
ら
ザ
ク
セ
ン
宮
廷
は
も
は
や
身
を
ひ
く
こ
と
は
で
き
な
い
、
そ
れ
で
も
、
論
題
事
件
に
よ
っ
て
選
挙
侯
領
ザ
ク
セ
ン
が
不

利
益
を
蒙
る
よ
う
な
こ
と
だ
け
は
回
避
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
そ
の
後
の
危
機
の
中
で
彼
が
選
ん
だ
の
は
、
領
邦
権
力
の
直
接
的

な
介
入
を
極
力
避
け
る
形
で
、
教
皇
庁
に
対
し
て
ル
タ
ー
を
背
後
か
ら
保
護
し
て
い
く
立
場
で
あ
る
。
事
件
の
進
展
の
中
で
も
そ
の
頂
点
に
あ
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る
の
が
、
ル
タ
ー
の
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
審
問
の
後
、
一
八
年
一
〇
月
二
五
日
に
教
皇
特
使
カ
エ
タ
ヌ
ス
（
o
a
①
富
蒙
ω
）
が
書
状
で
、
ル
タ
ー
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

ロ
ー
マ
に
送
る
か
、
あ
る
い
は
ザ
ク
セ
ン
か
ら
追
放
す
る
よ
う
に
迫
っ
た
と
き
で
あ
る
。
こ
の
要
請
は
拒
絶
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
こ
に

シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ン
の
方
針
が
窺
わ
れ
る
。
ま
ず
、
教
皇
庁
に
よ
る
ル
タ
ー
の
強
権
的
な
異
端
宣
告
は
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ル
タ
ー
の
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

論
は
純
神
学
的
な
討
論
に
基
い
て
判
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
十
二
月
八
日
に
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ソ
が
起
草
し
た
と
考
え
ら
れ
る
選
挙
侯
か
ら
カ

ェ
タ
ヌ
ス
に
宛
て
た
、
公
式
に
要
請
拒
否
を
表
明
す
る
手
紙
の
要
約
が
『
年
代
記
』
に
収
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
次
の
よ
う
な
一
節
が

　
⑮

あ
る
。

　
　
…
我
々
の
国
に
は
、
つ
ま
り
大
学
、
そ
の
他
の
所
に
は
多
く
の
学
識
者
が
い
る
。
し
か
し
、
我
々
は
こ
れ
ま
で
ル
タ
ー
の
理
論
が
非
キ
リ
ス
ト
教
的
で

　
あ
り
、
ま
た
異
端
で
あ
る
と
正
当
に
論
証
す
る
こ
と
が
で
き
た
者
を
ひ
と
り
も
知
ら
な
い
。
そ
れ
故
、
彼
の
理
論
を
悪
用
す
る
輩
は
、
正
し
い
理
由
も
な
く

　
　
「
ル
タ
ー
の
理
論
は
キ
リ
ス
ト
教
的
で
な
く
、
ま
た
承
認
で
き
な
い
」
と
我
々
に
向
っ
て
叫
ん
で
い
る
だ
け
で
あ
る
。
我
々
は
、
神
の
助
け
に
よ
っ
て
、
．
我

　
々
が
何
の
苦
慮
も
必
要
と
し
な
い
こ
と
を
確
信
す
る
。
そ
の
時
、
我
々
の
勇
気
と
思
想
は
、
神
の
助
け
に
よ
り
、
崇
高
で
良
心
に
基
い
た
真
理
を
獲
得
し
よ

　
う
と
す
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
勇
気
と
な
る
に
ち
が
い
な
い
。

次
に
、
ル
タ
1
の
事
実
上
の
保
護
者
と
な
っ
た
ザ
ク
セ
ン
選
挙
侯
の
態
度
へ
の
弁
明
が
な
さ
れ
る
。
彼
は
ル
タ
ー
問
題
を
政
争
の
具
と
し
て
用

い
る
こ
と
を
潔
し
と
し
な
い
真
の
キ
リ
ス
ト
教
君
主
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
『
年
代
記
』
は
ル
タ
ー
の
引
渡
し
を
断
っ
た
選
挙
侯
を
次
の
よ

　
　
　
　
　
　
⑯

う
に
語
っ
て
い
る
。

　
ザ
ク
セ
ン
選
挙
僕
は
ル
タ
ー
の
件
に
関
し
て
何
も
や
ら
な
い
し
、
や
ろ
う
と
も
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
、
ル
タ
ー
は
教
皇
庁
に
非
公
式
に
自
ら
書
状
を
認
め

　
ね
ぼ
な
ら
な
か
っ
た
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
選
挙
侯
は
、
学
識
を
備
え
た
有
能
な
説
教
者
で
あ
り
、
著
作
家
で
あ
る
こ
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
耳
を

　
傾
け
る
素
振
り
さ
え
み
せ
な
か
っ
た
。
…
…
し
か
し
、
選
挙
侯
に
つ
い
て
真
実
を
語
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
侯
は
キ
リ
ス
ト
教
君
主

　
で
あ
り
、
そ
し
て
聖
な
る
キ
リ
ス
ト
教
会
の
忠
実
な
る
子
で
あ
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
論
題
事
件
を
演
出
し
た
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ン
の
意
図
は
、
第
一
に
実
際
的
な
側
面
か
ら
の
教
会
批
判
に
あ
っ
た
が
、
そ
の
と
き
看
過
で
き
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な
い
の
は
、
彼
の
批
判
の
方
法
が
自
ず
と
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
大
学
を
新
し
い
宗
教
的
中
心
に
据
え
よ
う
と
す
る
形
を
と
っ
て
い
っ
た
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
意
向
は
、
ル
タ
ー
の
発
し
た
疑
義
を
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
市
全
体
の
思
想
的
主
張
に
発
展
さ
せ
る
と
い
う
ア
イ
デ
ィ
ア
を
伴
っ
て

い
る
。
教
皇
庁
の
破
門
状
で
さ
え
、
そ
れ
に
関
係
す
る
領
解
諸
侯
の
協
力
な
し
に
は
効
力
を
発
効
で
き
な
い
も
の
に
す
る
よ
う
な
領
邦
教
会
制

承
認
へ
の
事
実
関
係
が
、
す
で
に
十
六
世
紀
初
頭
の
ド
イ
ツ
に
存
在
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
う
し
た
脱
ロ
ー
マ
的
傾
向
は
単
に
政
治
的
な
勢

力
関
係
か
ら
の
み
推
進
さ
れ
て
い
く
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
歴
史
の
各
時
代
に
証
左
を
求
め
る
ま
で
も
な
く
、
こ
の
よ
う
な
運
動
の
背
後
に

は
必
ず
ひ
と
つ
の
理
念
を
中
心
に
も
っ
た
文
化
的
な
核
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ン
に
と
っ
て
、
ザ
ク
セ

ン
選
挙
三
号
に
あ
っ
て
、
し
か
も
ル
タ
ー
を
生
み
だ
し
た
ヴ
ィ
ヅ
テ
ン
ベ
ル
ク
大
学
は
、
そ
の
意
味
で
ロ
ー
マ
の
代
役
を
務
め
る
こ
と
も
可
能

な
新
し
い
思
想
と
文
化
の
担
い
手
と
し
て
の
ア
カ
デ
ミ
ー
で
あ
っ
た
。
先
に
あ
げ
た
カ
霊
棚
ヌ
ス
宛
て
の
返
答
の
要
約
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て

　
⑰

い
る
。
　
ル
タ
ー
は
ま
だ
異
端
で
あ
る
と
納
得
さ
せ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
、
そ
し
て
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
大
学
の
教
授
が
提
唱
し
た
運
動
は

「
大
学
に
も
損
害
を
与
え
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
」
、
従
っ
て
、
ル
タ
ー
の
義
認
論
に
関
し
て
彼
の
提
言
に
応
じ
て
い
く
つ
か
の
大
学
で

吟
味
検
討
を
加
え
た
上
で
、
一
定
の
確
実
な
場
所
で
真
理
を
解
明
す
る
た
め
の
公
の
討
論
を
ま
ず
行
う
べ
き
で
あ
る
、
と
。
こ
こ
に
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
論
題
提
示
後
の
彼
の
関
心
は
、
　
「
論
題
」
を
ヴ
ィ
ヅ
テ
ソ
ベ
ル
ク
大
学
の
提
題
と
し
て
考
え
、
い
か
に
し
て
ル
タ
ー
の

異
端
宣
告
を
隈
止
し
て
い
く
か
と
い
う
課
題
に
集
約
さ
れ
て
い
く
。

　
シ
ェ
パ
ラ
テ
ィ
ン
に
と
っ
て
、
フ
マ
ニ
ス
ト
と
呼
ば
れ
る
教
養
人
た
ち
の
単
な
る
集
合
場
所
か
ら
や
が
て
新
し
い
文
化
と
教
育
の
中
心
地
へ

と
発
展
さ
せ
て
い
く
べ
き
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
大
学
か
ら
、
今
、
異
端
老
を
出
す
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
は
ず
が
な
い
。
ま
し
て
、
ル
タ
ー
が
異

端
宣
告
を
う
け
て
実
際
に
処
刑
さ
れ
る
こ
と
に
で
も
な
れ
ば
、
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
の
街
と
大
学
が
「
異
端
の
巣
窟
」
の
汚
名
を
き
せ
ら
れ
て
、

文
化
的
に
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
け
る
不
毛
の
荒
野
と
化
す
罷
れ
は
十
分
に
あ
っ
た
。
す
で
に
湖
る
百
年
前
に
「
コ
ソ
ス
タ
ン
ッ
の
公
会
議
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

は
、
ヨ
ハ
ネ
ス
・
フ
ス
と
プ
ラ
ハ
の
ヒ
エ
一
山
ム
ス
が
火
刑
に
処
せ
ら
れ
た
」
と
い
う
忌
わ
し
い
事
件
が
起
こ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
フ
ス
派

を
異
端
で
あ
る
が
故
に
黙
殺
し
て
揮
ら
な
か
っ
た
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ン
に
と
っ
て
、
ル
タ
ー
が
異
端
者
と
し
て
遇
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
耐
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⑲

え
難
い
事
態
の
発
生
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
彼
は
前
述
の
よ
う
に
ザ
ク
セ
ン
選
挙
侯
と
教
皇
庁
と
の
間
の
勢
力
関
係
の
上
に
立
っ
て
、
ル

タ
ー
抹
殺
の
危
機
を
取
り
除
く
こ
と
に
努
め
る
一
方
、
ル
タ
ー
に
対
し
て
も
説
得
と
保
護
を
行
っ
て
い
る
。
彼
ら
の
間
に
交
わ
さ
れ
た
書
簡
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

よ
る
と
、
ル
タ
ー
は
一
八
年
一
〇
月
の
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
審
問
か
ら
帰
っ
た
一
〇
月
末
日
に
先
の
カ
エ
タ
ヌ
ス
の
書
状
を
知
り
、
も
し
教
皇
の

破
門
状
が
発
せ
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
に
な
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
へ
と
「
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
よ
う
に
あ
て
も
な
く
逃
亡
す
る
」
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

準
備
し
て
い
る
と
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ン
に
伝
え
る
。
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ン
も
一
時
こ
れ
を
や
む
を
得
ず
と
し
た
が
、
す
ぐ
に
ル
タ
ー
に
対
し
て
、
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

来
の
態
度
を
か
え
ぬ
よ
う
に
、
そ
し
て
決
し
て
フ
ラ
ン
ス
に
行
く
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
と
パ
リ
行
き
を
断
念
さ
せ
て
い
る
。

　
カ
一
義
ヌ
ス
要
請
の
拒
否
、
教
皇
使
節
ミ
ル
テ
ィ
ッ
ツ
（
国
珍
く
8
白
田
N
）
と
の
個
人
的
な
会
見
、
そ
し
て
ウ
ォ
ル
ム
ス
帝
国
議
会
で
の
交

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

渉
と
、
ザ
ク
セ
ン
選
挙
侯
の
了
解
を
と
り
つ
け
な
が
ら
ル
タ
ー
を
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
に
確
保
す
る
と
い
う
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ン
の
工
作
は
絶
え

　
　
　
　
　
　
　
⑳

間
な
く
続
サ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
二
一
年
四
月
に
ウ
ォ
ル
ム
ス
帝
国
議
会
が
、
何
の
結
論
と
解
決
も
引
き
出
せ
な
い
ま
ま
に
、
一
方
的
に
ル
タ

ー
破
門
を
宣
し
た
ウ
ォ
ル
ム
勅
令
の
発
布
を
も
っ
て
閉
会
し
た
と
き
、
彼
は
ル
タ
ー
に
一
層
、
危
険
が
迫
っ
た
こ
と
を
感
じ
て
、
ル
タ
ー
を
匿

そ
う
と
試
み
る
。

　
さ
て
、
彼
ら
（
ル
タ
ー
の
一
行
）
が
ア
イ
ゼ
ナ
ハ
か
ら
遠
か
ら
ぬ
所
に
き
た
と
き
、
マ
ル
テ
ィ
ヌ
ス
博
士
ひ
と
り
を
荷
馬
車
に
乗
せ
て
連
れ
去
り
、
そ
し
て

　
ア
イ
ゼ
ナ
ハ
に
向
う
途
中
に
あ
る
、
当
時
ハ
ン
ス
・
フ
ォ
ン
・
バ
ー
レ
ヴ
ィ
ッ
シ
ュ
が
領
主
で
あ
っ
た
ヴ
ァ
ル
ト
ブ
ル
ク
の
誠
に
預
け
る
人
々
が
任
命
さ
れ

　
た
。
そ
こ
で
、
マ
ル
テ
ィ
ヌ
ス
博
士
は
十
分
に
、
そ
し
て
親
切
に
待
遇
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
か
ら
数
日
を
お
か
ず
し
て
、
ウ
ォ
ル
ム
ス
で

　
は
、
ル
タ
ー
は
捕
え
ら
れ
た
と
か
、
あ
る
い
は
殺
さ
れ
た
と
か
の
噂
が
飛
び
交
い
、
誰
も
が
右
往
左
往
す
る
有
様
で
あ
っ
た
。
彼
の
危
機
は
極
秘
に
ふ
さ

　
れ
、
誰
ひ
と
り
と
し
て
本
当
の
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
。
ル
タ
ー
は
一
体
ど
こ
に
行
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
が
至
る
所
に
聞
か
れ
た
。
し
か
し
、

　
す
べ
て
が
闇
に
閉
ざ
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
り
、
次
の
人
々
を
除
い
て
は
、
宮
廷
内
の
僅
か
な
、
極
く
僅
か
な
人
々
し
か
事
実
を
知
ら
な
か
っ
た
。
即
ち
、
選
挙

　
侯
と
そ
の
弟
、
ヒ
エ
ロ
ニ
ム
ス
・
ル
ー
ト
ラ
オ
フ
、
当
時
の
顧
問
官
た
ち
、
そ
し
て
ハ
ン
ス
・
フ
ァ
イ
ヘ
ル
と
い
っ
た
人
々
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

『
年
代
記
』
は
い
わ
ゆ
る
「
ル
タ
ー
誘
拐
事
件
」
の
経
緯
を
こ
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ン
が
こ
の
と
き
「
事
実
を
知
っ
て
い
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た
」
少
数
の
人
々
の
ひ
と
り
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
ま
た
「
事
実
を
創
り
出
し
た
」
人
々
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
問
の
余
地
を
残
さ
な

い
で
あ
ろ
う
。
ル
タ
…
は
そ
の
後
暫
し
の
沈
黙
を
保
ち
、
二
二
年
三
月
に
ヴ
ィ
ッ
テ
ソ
ベ
ル
ク
に
再
び
そ
の
姿
を
現
わ
す
。
そ
の
時
ル
タ
…
は

シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ン
の
期
待
に
応
え
る
か
の
よ
う
に
ド
イ
ツ
の
英
雄
と
な
っ
て
い
た
。
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①
ρ
Q
Q
℃
巴
鉢
凶
コ
噛
き
§
ミ
＄
肉
§
§
§
職
§
蹄
り
鼠
ミ
腎
》
口
口
§
詠
ミ
e
§
恥
ミ

　
葡
さ
憶
§
ミ
画
§
．
ξ
。
。
σ
q
．
〈
■
国
．
o
り
■
O
団
讐
智
戸
い
①
弓
蕊
α
q
ミ
一
。
。
■
以
下
〉
コ
轟
δ
ω

　
と
略
記
す
る
。

②
　
≦
｝
切
為
醸
起
s
辞
ミ
■

③
き
§
ミ
塁
く
。
霞
＆
ρ

④
さ
§
ミ
舞
く
。
罵
巴
Φ
．

⑤
　
プ
リ
…
ド
リ
ヒ
の
手
で
、
当
時
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
市
は
ト
ル
ガ
ウ
と
並
ぶ
選

　
挙
侯
の
居
城
都
市
と
し
て
再
建
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
大
学
の

　
創
立
は
市
再
建
の
プ
ラ
ン
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
＜
σ
q
ド
聚
■
鵠
■
切
蜀
ω
o
げ
〆
。
雪
的
§
㌣

　
恥
§
噛
§
N
轟
ミ
妹
ミ
織
ミ
葡
さ
§
ミ
獄
§
曜
O
暮
曾
巴
。
げ
興
ド
鷺
ρ
ω
．
①
o
◎
舜
’
p
自
。
げ

　
河
ρ
Q
Q
o
プ
毒
δ
げ
。
詳
層
ト
ミ
為
ミ
§
ミ
ミ
晦
§
ミ
題
噛
ω
鉾
い
〇
三
ω
一
Φ
O
ρ
ω
．
一
8
津

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

⑥
近
年
、
ド
イ
ツ
で
は
ル
タ
ー
に
よ
る
「
論
題
」
の
貼
布
が
史
実
か
ど
う
か
、
ま

　
た
そ
の
日
付
が
十
月
三
一
日
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
論
争
が
行
わ
れ
て
い

　
る
と
い
う
。
渡
辺
茂
『
ド
イ
ツ
宗
教
改
革
－
精
神
と
歴
史
1
』
廻
文
社
、
一

　
九
六
八
年
、
三
頁
以
降
、
参
照
。
尚
、
ド
イ
ツ
宗
教
改
革
初
期
に
お
け
る
事
実
関

　
係
に
は
史
料
の
点
か
ら
考
証
の
困
難
な
部
分
が
多
い
。

⑦
じ
d
Φ
同
ぼ
σ
q
噛
鼻
自
■
O
二
ω
。
8
沖

⑧
≦
〉
噛
切
メ
ド
累
『
■
8
．

⑨
　
本
稿
、
第
四
章
を
参
照
。

⑩
〉
．
屡
①
o
げ
賃
σ
q
略
響
。
謎
憩
ミ
§
Q
嵩
9
§
§
濤
憶
恥
暗
冒
ミ
馬
賊
疑
－
賦
N
9

　
蝋
Φ
ロ
”
ド
Φ
H
り
、
ω
・
Q
。
h
本
書
は
シ
ユ
パ
ラ
テ
ィ
ソ
の
記
録
の
断
片
を
集
収
し
た
上

　
で
、
編
纂
し
た
も
の
で
あ
る
。

⑪
く
α
Q
ド
葭
α
や
恕
ミ
ミ
ミ
o
Q
．
綬
津

⑫
〈
σ
q
ド
O
．
簗
ヰ
①
ゴ
b
龍
さ
N
餐
角
ミ
§
碍
鎖
｛
§
誉
豊
ミ
ミ
腎
ミ
壽
§
§
驚
弊

　
b
d
曾
｝
営
H
り
α
ρ
　
ω
’
①
ド
ゑ
二
騨
鎧
。
プ
瞬
●
目
目
。
①
津
㎝
O
ダ
い
。
無
ミ
鳶
ミ
ミ
斜
　
の
．
H
り
㎝
識
．

　
ま
た
有
賀
弘
、
前
掲
書
、
一
一
〇
頁
、
参
照
。

⑬
芝
琵
b
d
漣
囲
■
多
．
嵩
0
9

⑭
ヘ
ス
は
こ
の
書
状
の
草
稿
を
検
討
し
た
上
で
、
こ
れ
が
シ
ユ
パ
ラ
テ
ィ
ン
の
起

　
草
に
な
る
も
の
と
し
て
い
る
。
こ
の
書
状
の
日
付
は
ワ
イ
マ
ー
ル
版
ル
タ
ー
全
集

　
で
は
一
二
月
七
日
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
他
に
も
異
説
が
あ
る
。
　
こ
こ
で
は

　
鼠
9
§
ミ
騎
の
日
付
に
従
っ
た
。
〈
σ
q
ド
出
α
P
憩
ミ
ミ
§
．
ω
。
置
卜
。
．
尚
、
ヘ
ス
は

　
前
掲
書
を
著
す
に
あ
た
っ
て
ワ
イ
マ
ー
ル
の
い
彦
山
Φ
。
。
胃
。
ぼ
く
に
保
存
さ
れ
た
多

　
く
の
シ
ユ
バ
ラ
テ
ィ
ン
の
手
稿
を
検
討
し
て
い
る
。
こ
の
手
稿
が
整
理
さ
れ
刊
行

　
さ
れ
れ
ば
、
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ン
研
究
に
新
局
面
が
拓
か
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
が
、

　
現
状
で
は
ヘ
ス
の
受
書
に
依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
多
い
。
本
稿
で
は
そ

　
の
場
合
、
ヘ
ス
の
引
用
箇
所
と
手
稿
の
整
理
番
号
と
を
並
べ
て
示
す
。

⑮
き
§
ミ
舞
ω
b
捗

⑯
」
§
§
§
璽
の
」
Φ
中

⑰
昏
§
ミ
題
讐
ω
●
ω
■

⑱
鵠
α
炉
憩
ミ
ミ
ミ
ω
誌
。
。
〔
い
国
》
≦
O
凶
導
騨
円
即
O
破
○
ω
ゆ
ド
H
心
H
〕
9

⑲
　
本
稿
の
第
四
章
で
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
問
題
に
関
連
し
て
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、

　
彼
は
フ
ス
の
理
論
そ
の
も
の
で
は
な
く
ル
タ
ー
へ
の
異
端
宣
告
が
も
た
ら
す
社
会

　
的
影
響
を
憂
慮
し
て
い
る
。
＜
σ
q
ピ
出
α
や
憩
ミ
ミ
§
り
ω
．
刈
麻
■

⑳
≦
鋭
b
ご
3
目
噛
寄
」
8
■
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⑳
．
≦
〉
”
切
メ
け
客
μ
目
膳
◎

＠
　
毛
》
”
b
u
s
目
．
累
「
■
ほ
①
噸
く
σ
q
ド
切
①
｝
貫
”
黛
黛
■
O
こ
幹
ホ
●

＠
　
ル
タ
ー
事
件
の
過
程
で
選
挙
侯
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
が
積
極
的
に
自
ら
の
判
断
を
下

　
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
優
柔
不
断
と
も
と
れ
る
慎
重

　
さ
を
備
え
た
彼
の
性
格
（
＜
σ
Q
炉
國
唱
蜀
鉱
昇
。
戸
寒
遷
N
9
§
ミ
”
客
9
く
く
。
鱒

　
6
し
。
P
ω
・
O
c
。
”
霊
9
0
呂
ゆ
日
㊤
・
P
犠
。
a
幽
9
噛
ω
」
9
を
考
え
る
と
答
は
否
定

　
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
こ
で
は
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ン
の
見
解
が
そ
の
ま
ま
プ

　
リ
ー
ド
リ
ヒ
に
承
認
さ
れ
て
い
き
、
彼
の
判
定
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
但

　
し
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
事
件
の
判
断
と
処
遇
を
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ソ
に
一
任
し
た
の

　
で
は
な
く
、
事
件
の
転
回
点
で
は
常
に
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ン
と
接
触
を
も
っ
て
い

　
る
。
彼
は
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
審
問
の
直
前
に
は
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ン
と
共
に
ル
タ
ー

　
の
説
教
を
聴
き
、
そ
の
後
の
カ
エ
タ
ヌ
ス
要
諸
を
拒
否
し
た
回
答
は
フ
リ
ー
ド
リ

　
ヒ
名
の
書
状
で
あ
る
。
ま
た
彼
は
ミ
ル
テ
ィ
ッ
ツ
に
ア
ル
テ
ン
ブ
ル
ク
で
シ
ュ
パ

　
ラ
テ
ィ
ン
と
一
緒
に
あ
っ
て
い
る
。

⑳
這
§
ミ
舞
ω
．
お
時
．

魎
　
抵
§
§
ご
勲
o
Q
↑
ヨ
h
．
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三
　
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
大
学

　
論
題
事
件
に
際
し
て
、
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ン
の
考
え
の
中
に
は
、
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
大
学
を
新
し
い
文
化
の
中
心
地
に
発
展
さ
せ
よ
う
と
い

う
意
向
が
認
め
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
考
え
は
、
論
題
事
件
を
そ
の
実
現
へ
の
唯
一
の
契
機
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
努
力
は

論
題
提
示
以
前
か
ら
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ソ
の
手
で
は
じ
め
ら
れ
て
い
た
。
次
に
、
論
題
事
件
の
背
景
と
な
っ
た
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
大
学
の
事
情

と
、
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ン
の
活
動
を
検
討
す
る
。

　
ヴ
ィ
ッ
テ
ソ
ベ
ル
ク
大
学
は
一
五
〇
二
年
に
創
立
さ
れ
た
若
い
大
学
で
あ
る
。
創
立
老
で
あ
る
選
挙
侯
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
が
各
地
に
配
布
し
た

教
職
者
と
学
生
へ
の
招
請
状
に
、
「
伝
統
的
な
学
科
と
共
に
古
典
教
養
（
H
｛
信
日
P
昌
一
〇
H
P
）
を
教
え
る
た
め
に
」
創
立
し
た
と
あ
る
よ
う
に
、
彼
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

こ
の
大
学
を
特
に
フ
マ
ニ
ス
ム
ス
に
開
か
れ
た
時
代
の
先
端
を
い
く
学
舎
と
し
た
が
っ
た
ら
し
い
。
彼
は
す
で
に
個
人
的
に
知
己
を
結
ん
で
い

た
エ
ア
フ
ル
ト
、
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
を
は
じ
め
と
す
る
ド
イ
ツ
各
地
の
フ
マ
ニ
ス
ト
の
援
助
を
求
め
た
。
そ
の
た
め
、
こ
の
大
学
は
彼
ら
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

っ
て
そ
の
基
礎
を
固
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
一
五
〇
七
年
に
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
か
ら
や
っ
て
き
た
シ
ュ
ー
ル
（
O
臼
摩
○
鳳
ω
。
巨
菖
は
、
大

学
の
学
風
の
方
向
づ
け
と
そ
の
た
め
の
プ
採
グ
ラ
ム
作
成
を
行
な
っ
た
最
初
の
指
導
老
で
あ
る
。
　
ラ
テ
ン
語
を
「
イ
タ
リ
ア
式
に
発
音
で
き

る
」
の
が
自
慢
で
あ
っ
た
彼
は
学
長
に
就
く
や
、
イ
タ
リ
ア
の
フ
マ
ニ
ス
ム
ス
と
ド
イ
ツ
の
そ
れ
と
を
合
体
さ
せ
る
べ
く
学
制
改
革
に
着
手
す
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る
。
当
時
、
令
名
を
は
せ
て
い
た
ギ
リ
シ
ャ
語
の
大
家
ア
ル
ギ
ロ
プ
ー
ロ
ス
（
匂
◎
冨
自
Φ
ω
》
お
酵
。
麗
ざ
。
・
）
が
翻
訳
し
た
ラ
テ
ン
語
の
新
訳
に
よ

る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
霊
魂
に
つ
い
て
』
（
】
）
①
ρ
巳
日
p
）
を
哲
学
課
程
の
テ
キ
ス
ト
に
採
用
す
る
こ
と
、
自
由
学
芸
部
に
地
理
の
講
座
を
開

設
す
る
こ
と
、
神
学
部
に
「
古
学
」
（
≦
ρ
諺
昌
江
ρ
舜
）
と
並
ん
で
、
　
「
新
学
」
（
＜
昼
下
。
島
①
冥
目
）
を
正
式
に
授
業
の
対
象
と
し
て
認
め
る
こ
と
で

　
③

あ
る
。
こ
れ
ら
の
新
し
い
学
問
主
張
へ
の
熱
意
に
よ
っ
て
苗
床
を
し
つ
ら
え
ら
れ
た
ヴ
ィ
ッ
テ
ソ
ベ
ル
ク
大
学
は
、
次
に
エ
ア
フ
ル
ト
か
ら
人

　
　
　
　
④

材
を
迎
え
た
。
ム
ー
テ
ィ
ア
ソ
、
ト
ゥ
ル
ー
ト
フ
ェ
ッ
タ
i
（
冒
α
。
。
信
ω
日
コ
窪
く
。
蓉
①
H
）
、
マ
ル
シ
ャ
ル
ク
（
頃
貯
。
蜀
に
ω
鼠
霧
ω
。
げ
巴
剛
）
、
ラ
ン
ク

（
冒
冨
零
い
§
α
q
）
、
ゲ
ー
ド
（
頃
莞
8
曙
日
拐
O
。
践
）
ら
、
後
に
我
々
に
親
し
く
な
る
名
が
そ
の
中
に
認
め
ら
れ
る
。
シ
ュ
ー
ル
が
単
独
で
や
っ

て
き
て
、
し
か
も
短
期
間
の
う
ち
に
ヴ
ィ
ヅ
テ
ン
ベ
ル
ク
を
去
っ
た
の
に
対
し
て
、
エ
ア
フ
ル
ト
か
ら
招
か
れ
た
人
々
の
う
ち
幾
人
か
は
、
そ

の
ま
ま
、
こ
こ
を
自
ら
の
活
動
の
拠
点
と
考
え
て
踏
み
留
ま
り
、
や
が
て
宗
教
改
革
運
動
に
参
与
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ン

は
エ
ア
フ
ル
ト
か
ら
や
っ
て
き
た
フ
マ
ニ
ス
ト
の
最
後
の
人
物
で
あ
る
。

　
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
大
学
の
ル
タ
ー
を
交
え
た
学
鰯
改
革
の
最
初
の
も
の
が
、
ち
ょ
う
ど
彼
の
論
題
提
示
と
相
前
後
し
て
は
じ
め
ら
れ
る
。

論
題
提
示
に
遡
る
ニ
ケ
令
前
、
一
七
年
九
月
に
実
施
さ
れ
た
選
挙
侯
の
命
に
よ
る
大
学
巡
察
の
と
き
、
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ン
は
選
挙
侯
に
大
学
の

現
状
と
問
題
点
を
報
告
す
る
と
共
に
、
翌
一
八
年
の
は
じ
め
に
ル
タ
ー
と
カ
ー
ル
シ
ュ
タ
ッ
ト
（
》
餌
α
憎
①
ρ
ω
　
b
d
O
α
①
昌
o
o
⇔
①
一
P
　
〈
O
φ
　
M
（
9
層
一
ω
什
ρ
α
曾
）
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

選
挙
侯
の
名
で
、
大
学
の
徹
底
的
改
革
を
行
う
た
め
の
草
案
を
作
成
す
る
よ
う
要
請
す
る
。
こ
う
し
て
三
月
か
ら
実
行
さ
れ
た
の
が
、
い
わ
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

る
ヴ
ィ
ヅ
テ
ン
ベ
ル
ク
大
学
の
「
聖
書
的
フ
マ
ニ
ス
ム
ス
」
の
改
革
と
呼
ば
れ
る
試
み
で
あ
る
。
改
革
は
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ン
の
指
揮
の
下
に
、

ル
タ
ー
の
協
力
を
得
る
形
で
行
わ
れ
る
。
一
八
年
三
月
一
一
日
の
ル
タ
ー
か
ら
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ソ
に
宛
て
た
手
紙
は
、
後
者
の
求
め
に
応
じ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

学
制
の
改
革
に
つ
い
て
論
議
す
る
会
談
が
も
た
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
で
き
あ
が
っ
た
改
革
の
草
案
を
後
者
に
送
付
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ン
は
選
挙
侯
の
承
認
を
得
て
、
直
ち
に
改
革
を
実
行
に
移
し
た
。

　
こ
の
時
の
ル
タ
ー
ら
の
改
革
案
は
失
わ
れ
て
現
存
し
な
い
が
、
三
月
二
一
日
に
ル
タ
ー
が
ラ
ン
ク
に
宛
て
た
手
紙
が
改
革
へ
の
彼
の
期
待
を

明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ル
タ
ー
は
、
学
問
に
対
す
る
精
神
姿
勢
そ
の
も
の
を
問
う
立
場
か
ら
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
ま
で
も
放
棄
す
る
よ
う
な
大
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胆
な
改
革
を
欲
し
て
い
た
。
　
「
我
々
の
大
学
は
前
進
し
て
い
ま
す
。
我
々
は
ま
も
な
く
二
つ
、
な
い
し
は
三
つ
の
言
語
の
講
義
を
聴
講
で
き
る

こ
と
に
な
る
と
期
待
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
ペ
ト
ル
ス
・
ヒ
ス
パ
ニ
ス
、
タ
ル
タ
レ
ト
ゥ
ス
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
つ
い
て
の
講
義
は
棄
て
さ

　
　
　
⑨

る
の
で
す
。
」
自
ら
の
「
嬰
書
の
み
」
（
ω
。
冨
ω
。
目
な
ぎ
3
）
に
基
く
神
学
を
こ
の
大
学
に
持
ち
こ
む
た
め
に
、
そ
の
障
害
と
な
る
ス
コ
ラ
学
系
統

の
講
義
を
排
除
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
ル
タ
ー
の
最
大
か
つ
唯
一
の
課
題
で
あ
っ
た
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
ス
コ
ラ
学
の
象
徴
で
あ
る
。
従
っ
て
、

岡
時
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
ラ
テ
ン
語
、
ギ
リ
シ
ャ
語
、
な
い
し
は
ヘ
ブ
ラ
イ
語
の
導
入
は
、
彼
に
と
っ
て
、
そ
れ
ら
が
聖
書
研
究
に
不
可
欠
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
の
み
、
積
極
的
に
推
進
さ
れ
る
価
値
が
あ
っ
た
。
ル
タ
ー
を
支
え
る
の
は
「
聖
書
の
み
」
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
改
革
の
実
際
は
ル
タ
ー
を
十
分
に
満
足
さ
せ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
と
き
の
改
革
は
主
と
し
て
自
由
学
芸
部
を
対
象
と
し

　
　
⑪

て
い
る
。
第
一
点
は
、
哲
学
の
講
．
義
が
新
し
い
様
式
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
。
即
ち
、
ま
だ
ほ
と
ん
ど
の
学
生
に
は
縁
の
な
か
っ
た
原
典
そ

の
も
の
は
と
に
か
く
、
原
典
の
最
良
の
翻
訳
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
学
べ
る
よ
う
に
す
る
。
次
に
、
プ
リ
ニ
ウ
ス
、
ク
イ

ン
テ
ィ
リ
ア
ヌ
ス
、
プ
リ
ス
キ
ア
ヌ
ス
が
追
加
さ
れ
て
、
フ
マ
ニ
ス
ム
ス
的
な
講
義
の
範
囲
が
拡
大
さ
れ
た
こ
と
。
第
三
は
、
最
初
は
初
学
者

に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
ギ
リ
シ
ャ
語
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
の
言
語
課
程
が
教
育
課
程
と
し
て
設
け
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

っ
て
の
フ
マ
ニ
ス
ト
た
ち
の
改
革
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
符
合
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
放
棄
さ
れ
な
か
っ
た
。
な
ぜ
か
。

こ
れ
は
ル
タ
ー
の
変
節
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ル
タ
ー
の
譲
歩
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
改
革
の
決
定
権
を
握
っ
て
い
た
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ン
の
意
向
が

反
映
さ
れ
て
い
る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
事
実
を
証
明
す
る
の
が
、
改
革
も
一
段
落
つ
き
新
し
い
学
制
が
実
施
さ
れ
は
じ
め
た
同
年

九
月
二
日
に
ル
タ
ー
が
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ソ
に
宛
て
た
手
紙
で
あ
る
。
彼
は
改
革
の
成
果
を
認
め
な
が
ら
も
、
尚
、
次
の
よ
う
に
不
満
を
述
べ
て

い
る
。
学
生
た
ち
は
驚
く
ほ
ど
聖
書
と
真
の
神
学
を
学
ぶ
こ
と
に
熱
心
で
あ
る
の
に
、
他
の
課
程
の
必
須
講
義
が
彼
ら
の
熱
意
を
妨
げ
て
い
る
、

「
そ
れ
故
、
ち
ょ
う
ど
羊
に
向
う
狼
の
よ
う
に
神
学
に
敵
対
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
倫
理
学
』
（
①
梓
ぼ
o
ρ
）
が
必
須
科
目
か
軋
は
ず
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

よ
う
に
配
慮
さ
れ
る
こ
と
を
願
い
ま
す
」
、
と
。

　
そ
れ
で
は
改
革
に
か
け
た
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ソ
の
意
向
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
。
史
料
の
制
約
か
ら
間
接
証
拠
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
、
彼
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の
主
要
な
関
心
は
創
立
か
ら
日
も
浅
く
、
未
だ
混
沌
と
し
て
い
た
ヴ
ィ
ヅ
テ
ソ
ベ
ル
ク
大
学
に
フ
マ
ニ
ス
ム
ス
に
沿
っ
た
確
固
た
る
学
風
と
制

度
を
築
き
あ
げ
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
、
彼
は
一
五
一
二
年
に
大
学
図
書
館
が
創
立
さ
れ
て
以
来
、
そ
の
運
営
を
一
任
さ
れ

　
　
⑭

て
い
た
。
彼
の
手
に
な
る
一
五
一
二
年
か
ら
＝
二
年
に
か
け
て
の
図
書
購
入
に
関
す
る
報
告
を
史
家
ブ
リ
！
デ
ン
ス
ブ
ル
ク
は
次
の
よ
う
に
分

析
し
て
い
る
と
い
う
。
注
目
す
べ
き
は
、
購
入
さ
れ
た
本
の
量
や
金
額
と
共
に
、
そ
れ
ら
の
内
容
で
あ
る
。
こ
こ
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
探
そ

う
と
し
て
も
無
駄
で
あ
る
、
そ
こ
ご
こ
に
散
見
さ
れ
る
ス
コ
ラ
学
の
著
作
も
所
詮
は
教
会
教
父
た
ち
の
多
く
の
著
作
の
中
に
埋
も
れ
て
し
ま
っ

て
い
る
。
註
解
つ
き
の
聖
書
が
あ
る
、
初
期
キ
リ
ス
ト
教
会
時
代
の
文
献
と
共
に
、
古
典
誌
代
の
作
家
た
ち
の
長
い
目
録
が
あ
る
の
が
わ
か
る
、

文
法
や
辞
書
の
類
で
欠
け
て
い
る
も
の
は
ひ
と
つ
も
な
い
、
蒐
集
の
中
に
は
ま
た
フ
マ
ニ
ス
ト
の
著
作
が
あ
る
。
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
・
フ
ィ
キ
ー

ヌ
ス
、
ア
エ
ネ
ア
ス
・
シ
ル
ヴ
ィ
ウ
ス
、
ア
ン
デ
ル
ス
・
ポ
リ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
、
レ
オ
・
ア
レ
テ
ィ
ウ
ス
、
ピ
コ
・
デ
ラ
・
ミ
ラ
ン
ド
ラ
、
ロ
レ

ン
ツ
ォ
・
ヴ
ァ
ラ
、
ロ
イ
ヒ
リ
ソ
、
そ
し
て
エ
ラ
ス
ム
ス
で
あ
る
。
最
後
に
、
法
律
、
歴
史
、
医
学
、
天
文
学
の
作
品
が
あ
り
、
ま
た
聖
地
巡

　
　
　
　
⑮

礼
記
が
あ
る
、
と
。
こ
こ
で
み
る
か
ぎ
り
で
は
、
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ソ
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
敬
遠
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
が
こ
の
目

録
の
主
要
な
性
格
で
は
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
分
析
を
先
入
観
な
し
に
考
察
す
る
と
き
、
彼
の
立
場
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
排
除
で
は
な
く
、
フ
マ

ニ
ス
ム
ス
に
と
っ
て
有
益
な
書
籍
を
購
入
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
す
る
方
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
彼
が
一
五
＝
ハ
年
一
〇
月
に
エ
ラ
ス
ム
ス
に

手
紙
を
送
っ
て
大
学
図
書
館
に
は
彼
の
著
作
の
す
べ
て
が
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
今
後
も
彼
が
出
版
す
る
も
の
は
残
こ
ら
ず
購
入
す
る
予
定
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
事
実
も
、
そ
の
よ
う
な
彼
の
立
場
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　
次
に
、
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ソ
に
と
っ
て
こ
の
フ
マ
ニ
ス
ム
ス
の
立
場
と
は
ど
ん
な
内
実
を
持
つ
の
か
。
彼
が
エ
ア
フ
ル
ト
時
代
に
ム
ー
テ
ィ
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

ソ
か
ら
紹
介
し
て
も
ら
え
た
イ
タ
リ
ア
の
出
版
業
者
を
引
き
続
き
主
要
な
購
入
先
と
し
て
い
た
こ
と
、
一
五
一
二
年
に
は
シ
ュ
ー
ル
か
ら
天
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

学
者
レ
ギ
オ
モ
ン
タ
ヌ
ス
（
｝
o
冨
暮
。
ω
図
。
α
q
δ
ヨ
。
馨
ρ
琶
ω
）
の
作
品
を
手
に
い
れ
る
伝
も
教
え
ら
れ
た
こ
と
、
そ
の
後
も
ム
ー
テ
ィ
ア
ソ
に
は
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

籍
購
入
に
関
し
て
依
頼
と
相
談
を
行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
主
と
し
て
エ
ア
フ
ル
ト
の
フ
マ
ニ
ス
テ
ン
・
ク
ラ
イ
ス

の
主
張
を
受
け
つ
で
も
の
で
あ
る
っ
本
来
、
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
フ
マ
ニ
ス
ム
ス
と
は
ブ
ー
ル
ダ
ヅ
ハ
の
言
を
借
り
て
表
現
す
れ
ば
、
　
「
そ
も
そ
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⑳

も
の
は
じ
め
か
ら
、
自
ら
の
選
ん
だ
古
典
古
代
の
模
範
を
、
全
体
と
し
て
、
ま
た
人
格
的
な
表
現
と
し
て
模
倣
す
る
こ
と
に
努
め
た
」
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

っ
て
、
そ
こ
に
「
新
し
い
人
生
観
と
生
の
形
成
」
を
目
標
と
す
る
確
信
が
生
れ
る
点
で
、
宗
教
と
は
全
く
関
係
の
な
い
学
問
、
あ
る
い
は
古
典

を
研
究
す
る
だ
け
の
中
世
の
フ
マ
ニ
ス
ト
の
そ
れ
と
区
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
ル
ネ
サ
ン
ス
の
フ
マ
ニ
ス
ム
ス
の
固
有
の

　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

歴
史
的
意
義
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ユ
ソ
ク
ハ
ウ
ス
に
よ
れ
ば
、
　
「
エ
ア
フ
ル
ト
の
フ
マ
ニ
ス
ト
た
ち
は
マ
ー
ル
シ
ャ
ル
ク
以
来
、
フ
マ
ニ
ス

ム
ス
の
思
想
の
普
及
と
個
々
の
フ
マ
ニ
ス
ト
の
弁
明
に
満
足
し
て
い
た
の
で
、
彼
ら
か
ら
よ
り
深
い
精
神
史
的
な
、
あ
る
い
は
全
く
特
殊
神
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

的
な
衝
撃
力
が
生
れ
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
お
り
、
前
述
の
意
味
で
の
フ
マ
ニ
ス
ム
ス
精
神
の
存
在
は
否
定
的
に
捉
え
ら
れ

　
　
⑳

て
い
る
。
そ
れ
で
も
エ
ア
フ
ル
ト
に
独
自
の
学
問
関
心
が
あ
っ
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
。
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ン
の
書
籍
購
入
の
塩
魚
と
な
っ
た

　
　
　
　
　
⑮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

ム
ー
テ
ィ
ア
ン
の
そ
れ
は
言
語
学
、
法
学
、
歴
史
学
、
哲
学
、
神
学
、
詩
文
学
等
の
多
方
面
に
向
っ
て
い
え
。
そ
こ
に
は
中
心
と
な
る
思
想
に

は
欠
け
る
が
、
理
性
を
重
視
し
た
「
再
生
」
へ
の
乏
し
い
志
向
と
、
聖
書
ま
で
も
批
判
す
る
よ
う
な
教
会
の
制
度
と
学
問
に
対
す
る
激
し
い
敵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

対
が
み
ら
れ
る
と
ユ
ン
ク
ハ
ウ
ス
は
述
べ
て
い
る
。
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ン
の
関
心
も
ほ
ぼ
同
じ
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
一
五
〇
七
年
に
彼
は
ム

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

ー
テ
ィ
ア
ソ
に
、
聖
書
で
は
な
く
非
宗
教
的
な
知
識
を
用
い
て
歴
史
に
取
り
組
ん
で
み
な
い
か
と
示
唆
さ
れ
て
討
論
を
行
な
っ
て
い
る
。
一
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

＝
一
一
年
に
ル
タ
ー
が
勧
め
た
タ
ウ
ラ
ー
の
書
物
は
彼
に
何
の
影
響
も
与
え
な
か
っ
た
。
彼
に
と
っ
て
、
　
「
聖
書
の
み
」
に
立
つ
「
信
仰
の
み
」

（。・

盾
ﾛ
ゆ
鳥
。
）
は
興
味
を
ひ
く
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
自
ら
の
精
神
姿
勢
で
は
な
い
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
排
除
は
ル
タ
ー
の
よ
う
に
ス
コ
ラ
学
排
除

と
同
義
で
は
な
い
。
彼
に
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
原
典
に
近
い
最
良
の
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
学
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
ひ
と
つ
の
実

り
と
も
映
る
は
ず
で
あ
る
。

　
従
っ
て
、
　
一
五
一
八
年
の
大
学
改
革
に
際
し
て
、
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ン
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
除
去
を
考
え
て
い
た
と
し
て
も
、
彼
に
と
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

そ
れ
は
大
学
秩
序
を
破
壊
す
る
危
険
を
犯
し
て
ま
で
追
求
す
る
よ
う
な
重
要
な
課
題
で
は
な
い
。
彼
の
心
中
を
支
配
し
た
の
は
「
聖
書
の
み
」

で
は
な
く
、
　
「
フ
マ
ニ
ス
ム
ス
的
に
改
革
さ
れ
た
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
大
学
」
で
あ
る
。

　
そ
れ
故
、
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ン
の
改
革
へ
の
努
力
は
実
務
面
に
も
大
き
な
比
重
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
フ
マ
ニ
ス
ム
ス
の
学
問
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⑳

関
心
に
資
す
る
設
備
の
整
備
は
個
人
に
任
せ
る
よ
り
も
、
制
度
に
委
託
す
る
方
が
よ
り
多
く
の
人
々
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
で
き
る
。
彼

が
自
ら
に
課
し
た
義
務
は
、
一
学
徒
と
し
て
自
己
の
学
問
を
進
め
る
こ
と
と
共
に
、
こ
の
よ
う
な
教
育
と
学
問
の
施
設
を
完
備
し
て
、
秀
で
た

学
者
た
ち
に
提
供
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
観
点
に
は
学
問
の
成
果
が
由
仁
個
人
の
名
誉
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
そ
の
学
舎
の
栄
誉

と
な
っ
て
か
え
っ
て
く
る
こ
と
へ
の
期
待
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
論
題
事
件
の
と
き
に
ル
タ
ー
に
対
し
て
と
っ
た
彼
の

政
策
、
そ
し
て
大
学
改
革
の
過
程
で
認
め
ら
れ
た
彼
の
手
に
な
る
次
の
文
書
類
は
こ
の
よ
う
な
思
想
を
裏
づ
け
て
い
る
。
彼
の
努
力
は
ま
ず
各

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

地
の
フ
マ
ニ
ス
ト
た
ち
を
手
づ
る
と
し
て
、
ギ
リ
シ
ャ
語
と
ヘ
ブ
ラ
イ
語
の
教
師
を
探
す
こ
と
か
ら
は
じ
ま
っ
た
。
彼
の
記
録
は
次
の
よ
う
に

い
っ
て
い
る
。
　
「
さ
て
、
我
々
は
神
の
助
け
に
よ
り
、
ま
も
な
く
栄
誉
あ
る
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
大
学
に
ギ
リ
シ
ャ
語
に
精
通
し
た
学
者
を
ひ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

と
り
、
そ
し
て
ヘ
ブ
ラ
イ
語
に
精
通
し
た
学
者
を
ひ
と
り
招
聰
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
」
彼
は
人
選
と
共
に
、
新
来
減
た
ち
の
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

ル
ク
で
の
生
活
を
保
証
す
る
た
め
の
準
備
に
従
事
す
る
。
こ
の
時
に
得
ら
れ
た
人
材
に
、
ギ
リ
シ
ャ
語
講
座
担
当
で
あ
り
、
後
の
ル
タ
ー
神
学

の
組
織
者
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
を
筆
頭
と
し
て
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
講
座
担
当
で
あ
り
、
ル
タ
ー
の
旧
約
聖
書
翻
訳
の
協
力
老
ゴ
ル
ト
ハ
ン
（
呂
簿
夢
響
。
。

o
。
呉
手
9
）
、
プ
リ
ニ
ゥ
ス
の
講
義
を
受
持
っ
た
エ
ス
テ
ィ
ヵ
ン
ピ
ア
ヌ
ス
（
｝
o
冨
自
》
①
。
。
試
8
毒
薬
㊤
宕
。
。
）
ら
が
い
た
。
次
に
、
学
生
た
ち
へ
の

配
慮
を
行
な
っ
た
。
彼
ら
が
「
自
由
に
ど
ん
な
こ
と
で
も
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
」
よ
う
に
試
験
制
度
、
聴
講
制
度
、
そ
し
て
前
述
の
方
針
に
従

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

っ
て
講
義
題
目
の
改
訂
が
な
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
改
革
後
の
学
制
が
要
求
す
る
文
献
、
図
書
類
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
新
し
い
思
想

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
語
学
の
教
科
書
を
印
刷
繊
版
す
る
こ
と
が
で
き
る
有
能
な
出
版
業
者
が
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
か
ら
招
か
れ
た
。
彼
は
次
の
よ
う
な
報
告
を
行
っ
て

い
る
。
　
「
選
挙
侯
閣
下
に
お
伝
え
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
ギ
リ
シ
ャ
語
、
ラ
テ
ン
語
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
、
そ
し
て
ド
イ
ツ
語
を
確
実
に

印
博
す
る
こ
と
が
で
き
る
申
し
分
の
な
い
出
版
業
者
を
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
に
連
れ
て
き
た
こ
と
で
す
。
こ
れ
に
よ
り
当
地
に
は
様
々
な
便
宜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

と
永
遠
の
栄
誉
と
賞
讃
が
も
た
ら
さ
れ
、
ひ
い
て
は
神
の
加
護
も
増
大
さ
れ
よ
う
と
い
う
も
の
で
す
。
」
こ
の
他
に
も
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ン
の
手

で
大
学
図
書
館
の
整
備
が
進
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

　
以
上
に
み
た
よ
う
に
、
一
五
一
八
年
目
は
じ
ま
っ
た
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
大
学
の
改
革
は
、
　
「
聖
書
の
み
」
に
立
つ
ル
タ
ー
と
、
　
「
フ
マ
ニ
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ス
ム
ス
的
に
改
革
さ
れ
た
ヴ
ィ
ヅ
テ
ン
ベ
ル
ク
大
学
」
を
期
待
し
た
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ソ
と
の
間
に
成
立
し
た
意
見
の
合
致
点
に
基
き
な
が
ら
展

開
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
改
革
は
幾
分
、
両
者
の
観
点
の
ず
れ
を
含
ん
だ
「
聖
書
的
フ
マ
ニ
ス
ム
ス
の
改
革
」
と
も
い

え
よ
う
か
。
そ
し
て
、
こ
の
改
革
に
み
ら
れ
る
ヴ
ィ
ッ
テ
ソ
ベ
ル
ク
大
学
の
動
向
は
、
　
「
論
題
」
の
提
示
が
孤
立
し
た
ル
タ
ー
個
人
の
事
件
で

は
な
く
、
は
じ
め
か
ら
彼
を
含
め
た
複
数
の
人
々
が
参
与
す
る
事
件
で
あ
っ
た
こ
と
を
裏
づ
け
て
い
る
。

　
①
　
O
円
9
ヨ
ρ
舞
戸
＆
．
a
．
9
．
ψ
樋
。
。
■
ヴ
ィ
ッ
テ
ソ
ベ
ル
ク
大
学
は
形
式
的
に
は
、

　
　
高
等
教
育
に
ド
イ
ツ
諸
侯
が
関
心
を
も
つ
よ
う
に
と
い
う
一
四
九
五
年
目
皇
帝
マ

　
　
ク
シ
ミ
リ
ァ
ン
一
世
の
勅
令
に
基
い
て
設
立
さ
れ
た
。
当
時
、
西
南
ド
イ
ツ
で
は

　
　
マ
イ
ン
ツ
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
、
テ
ユ
ー
ビ
ソ
ゲ
ン
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
に
、
南
部
・

　
　
ド
ナ
ウ
河
流
域
で
は
イ
ン
ゴ
ル
シ
ユ
タ
ッ
ト
、
ウ
ィ
ー
ン
に
、
西
北
で
は
ケ
ル
ン

　
　
に
、
北
東
で
は
ロ
ス
ト
ッ
ク
、
グ
ラ
イ
フ
ス
ブ
ル
ト
に
大
学
が
あ
っ
た
。
ザ
ク
セ

　
　
ン
に
は
う
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
と
エ
ア
フ
ル
ト
の
二
大
学
が
あ
っ
た
が
、
一
四
八
五
年
の

　
　
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
分
割
の
結
果
、
こ
れ
ら
二
大
学
は
選
挙
侯
領
と
分
裂
し
た
ザ
ク
セ

　
　
ン
公
領
に
所
属
し
、
ザ
ク
セ
ン
選
挙
侯
領
は
大
学
を
も
た
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。

　
　
そ
こ
で
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
大
学
の
創
立
を
決
意
し
た
と
考

　
　
え
ら
れ
る
。
冨
本
健
輔
『
ド
イ
ツ
宗
教
改
革
の
研
究
序
説
』
風
間
書
房
、
一
九
六

　
　
五
年
、
二
五
三
頁
、
参
照
。
ま
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
の
大
学
の
多
く
は
教
皇
庁

　
　
と
何
ら
か
の
関
係
を
も
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
教
皇
庁
と
大
学
の
結
び
つ
き
を
大

　
　
学
の
性
格
を
判
定
す
る
た
め
の
指
標
と
し
て
用
い
る
見
解
が
あ
る
。
特
に
、
大
学

　
　
は
教
皇
の
創
立
認
可
状
を
受
け
る
習
慣
が
あ
っ
た
。
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
大
学
は

　
　
そ
れ
を
求
め
て
い
な
い
が
、
こ
の
大
学
を
そ
れ
ま
で
の
大
学
像
と
比
較
す
る
と
き

　
　
教
皇
の
公
の
認
可
を
受
け
て
い
な
い
と
い
う
事
実
が
ど
の
程
度
の
意
味
を
持
つ

　
　
か
に
つ
い
て
は
議
論
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ヴ
ィ
ッ
テ

　
　
ン
ベ
ル
ク
大
学
は
創
立
の
当
初
か
ら
教
皇
庁
と
の
接
触
を
も
た
な
い
。
く
σ
q
一
．
国
・

　
　
U
o
三
ゆ
P
b
鳶
国
§
帖
忠
§
軸
偽
糺
ミ
9
N
ざ
ミ
S
ミ
§
防
」
§
W
ミ
ミ
覧
ミ
恥
驚
砺
賦
8
嘘

．
、
．
O
田
N
お
組
9
ω
畢
蕊
㎝
識
■

r
L
ー
ー
ー

②
O
δ
ゆ
ヨ
雪
p
鼻
鼻
9
’
ω
’
δ
ゑ
．
闘
く
σ
q
ド
o
D
魯
三
①
げ
。
詳
曹
黛
．
奪
9
”
ω
．
b
。
綬

　
津

③
O
同
9
旨
垣
戸
黛
。
g
9
噂
o
Q
。
b
。
O
沖

④
o
σ
象
◎
p
ω
．
お
尋
磐
3
H
舅
㈹
げ
碧
。
。
．
鼻
簿
9
噛
ω
．
①
Q
。
箪

⑤
踏
α
じ
。
噂
恕
ミ
ミ
§
’
ω
晶
0
0
h
．

⑥
冨
本
健
輔
、
前
掲
書
、
二
六
一
頁
。

⑦
≦
｝
b
⇔
ド
H
讐
累
同
。
①
G
。
．

⑧
国
9
層
憩
ミ
ミ
§
、
Q
っ
．
δ
。
。
●

⑨
妻
鋭
b
d
憶
・
H
魑
客
μ
忠
．

⑩
　
エ
ア
フ
ル
ト
時
代
の
ル
タ
ー
が
フ
マ
ニ
ス
ト
た
ち
と
交
際
を
も
た
な
か
っ
た
こ

　
と
や
、
後
の
エ
ラ
ス
ム
ス
と
の
自
由
意
志
を
め
ぐ
る
論
争
か
ら
も
推
察
さ
れ
る
よ

　
う
に
、
ル
タ
ー
は
フ
マ
ニ
ス
ト
の
世
界
観
に
は
ほ
と
ん
ど
関
心
を
示
さ
か
な
っ
た

　
と
考
え
ら
れ
る
。
メ
ラ
ー
は
両
者
が
ス
コ
ラ
学
派
へ
の
批
判
（
反
ア
リ
ス
ト
テ
レ

　
ス
）
と
い
う
点
で
一
致
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
と
共
に
、
聖
書
の
発
見
と
そ
れ

　
の
礼
讃
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
考
え
方
の
対
立
点
を
ま
と
め
て
い
る
。
　
「
聖
轡
の

　
み
」
の
概
念
は
、
ル
タ
ー
に
と
っ
て
は
排
他
的
な
　
（
璽
書
に
よ
っ
て
の
み
）
、
そ

　
し
て
フ
マ
ニ
ス
ト
に
と
っ
て
は
包
含
的
な
（
重
書
な
し
で
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
）

　
意
味
を
も
つ
、
と
。
徴
。
島
⑦
き
∪
δ
山
Φ
暮
ω
9
魯
国
q
着
目
三
ω
ヨ
目
ρ
ω
・
♂
捨

⑪
　
国
α
塑
憩
ミ
ミ
§
、
ω
’
目
O
Q
。
地
及
び
、
冨
本
健
輔
、
前
掲
書
、
二
七
一
－
七
五

　
頁
。

⑫
　
冨
本
健
輔
、
同
轡
、
二
六
一
頁
。
参
照
。
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⑬
を
量
切
メ
H
’
寄
．
8
・

⑭
ω
。
7
鼠
¢
げ
①
唇
黛
■
g
9
．
ω
■
b
。
窃

⑮
魯
§
§
吻
ω
．
b
。
寧

⑯
騨
缶
巳
凶
言
。
q
ρ
閏
§
ミ
窮
黛
渇
ミ
ミ
秘
§
3
言
Φ
「
ω
簿
算
く
．
男
出
ε
ヨ
僧
口
℃

　
目
Φ
爬
心
．
邦
訳
、
宮
晦
胤
悟
彦
μ
『
エ
ラ
ス
ム
ス
ー
自
爪
川
教
改
革
の
珍
貴
一
』
筑
摩
箭
轡

　
尉
房
、
　
一
九
六
五
年
、
　
一
四
七
頁
。
＜
σ
Q
ド
頃
α
ゆ
・
切
辱
ミ
ミ
驚
y
ω
．
①
刈
h
．

⑰
Q
。
。
『
三
・
σ
。
罫
騎
．
簿
9
”
ω
b
9

⑱
魯
§
§
’
ψ
b
。
切
卜

⑲
口
α
炉
魯
ミ
騎
§
噂
ω
■
①
。
。
・

⑳
国
●
曽
a
8
戸
需
§
§
§
職
§
讐
謁
§
§
§
§
帖
い
ミ
奪
§
§
画
§
蕊
、
卜
。
■

　
φ
燭
ロ
㊤
α
Q
o
噛
切
⑦
戦
出
ロ
亡
い
臨
℃
N
一
σ
q
－
お
b
σ
①
’
邦
訳
、
坂
【
口
日
翔
鯉
口
『
庸
爪
殉
教
改
革
、
ル
ネ

　
サ
ン
ス
、
人
文
主
義
』
薩
長
社
、
一
九
七
四
年
、
八
一
頁
。

⑳
同
箇
所
。

㊧
　
同
箇
所
、
参
照
。

⑳
冒
轟
冨
紫
噂
p
p
O
二
ω
凸
。
。
Φ
．

⑳
＜
◎
q
　
。
σ
⑦
監
ρ
o
り
．
。
。
◎
学
説
史
の
上
か
ら
み
て
、
ト
レ
ル
チ
以
来
、
ル
ネ
サ
ン

　
ス
の
も
つ
社
会
的
脆
弱
さ
に
対
し
て
、
宗
教
改
革
が
備
え
た
「
社
会
学
的
形
成
の

　
推
進
力
」
（
山
自
。
。
o
甑
。
一
〇
σ
q
♂
o
プ
Φ
b
d
臨
畠
暮
α
q
ω
鉾
一
〇
σ
ロ
昌
α
巳
⑦
司
。
同
日
ロ
コ
σ
q
。
。
す
鋒
梓
）

　
（
ト
レ
ル
チ
『
ル
ネ
サ
ン
ス
と
宗
教
改
革
』
五
九
頁
）
を
強
調
し
て
対
置
さ
せ
る

　
傾
向
が
強
か
っ
た
ド
イ
ツ
で
は
、
ど
ヶ
し
て
も
フ
マ
ニ
ス
ム
ス
は
そ
の
歴
史
的
意

　
義
の
点
で
低
く
評
価
さ
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
泰
情
が
あ
る
。
ド
イ
ツ
の

　
フ
マ
ニ
ス
ム
ス
に
関
す
る
代
表
的
な
研
究
と
し
て
次
の
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、

　
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
ド
イ
ツ
の
フ
マ
ニ
ス
ム
ス
．
の
多
様
性
を
認
め
な
が
ら
、
そ
の

　
思
想
史
的
意
義
を
否
定
的
に
捉
え
て
い
る
。
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層
H
り
ω
ρ
し
か
し

　
こ
の
よ
う
な
研
究
動
向
に
対
す
る
批
判
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
本
稿
、
第
五
章

　
の
譲
③
、
参
照
。

⑯
　
ω
9
三
魯
¢
塞
翁
象
．
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噛
ω
噂
誤
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σ
q
図
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⑳
　
ヴ
ィ
ッ
テ
ソ
ベ
ル
ク
大
学
は
運
営
面
で
も
ザ
ク
セ
ン
宮
廷
と
緊
密
に
結
び
つ
い

　
て
い
る
。
施
設
は
す
べ
て
選
挙
侯
の
所
有
権
の
下
に
あ
り
、
財
源
も
専
ら
彼
に
頼

　
っ
て
い
る
。
ま
た
教
授
陣
の
中
に
は
、
宮
廷
侍
医
で
も
あ
っ
た
メ
ラ
ー
シ
ユ
タ
ッ

　
ト
（
℃
・
　
〈
・
　
冨
O
一
一
〇
H
o
α
仲
P
鳥
腔
）
、
宮
廷
説
教
師
で
も
あ
っ
た
シ
ュ
タ
ウ
ピ
ッ
ツ
（
｝
・

　
o
。
鍵
・
鴬
言
）
等
、
宮
廷
と
大
学
の
双
方
に
職
貴
を
有
す
る
人
物
が
い
た
。
尚
、
こ

　
の
大
学
で
は
、
ル
タ
ー
の
改
革
構
想
に
対
し
て
は
と
も
か
く
、
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ソ

　
の
意
図
す
る
よ
う
な
フ
マ
ニ
ス
ム
ス
的
改
藁
に
は
、
本
来
、
反
フ
マ
ニ
ス
ム
ス
に

　
立
つ
人
々
も
反
対
は
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
＜
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四
　
ル
タ
ー
思
想
の
解
釈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
一
五
一
九
年
に
、
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ン
は
師
ム
ー
テ
ィ
ア
ソ
に
ル
タ
ー
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
書
き
お
く
っ
て
い
る
。

　
彼
（
ル
タ
ー
）
は
キ
リ
ス
ト
そ
の
も
の
で
す
。
真
に
彼
こ
そ
は
、
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
試
練
を
キ
リ
ス
ト
の
よ
う
に
す
す
ん
で
耐
え
ぬ
こ
う
と
し
、
そ
し
て
そ
の

　
真
理
と
教
え
と
を
明
ら
か
に
す
る
人
物
で
す
。
神
よ
、
こ
の
最
良
の
学
究
者
に
真
に
し
て
聖
な
る
神
学
を
授
け
た
ま
い
、
そ
れ
に
よ
り
我
々
に
も
や
が
て
あ

　
ら
ゆ
る
美
し
き
叡
智
と
学
識
と
が
分
ち
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
よ
う
に
。

一
五
一
五
年
冬
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
で
ル
タ
ー
と
楽
界
し
て
以
来
、
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ン
は
ル
タ
ー
を
教
皇
庁
の
攻
撃
か
ら
保
護
す
る
努
力
を
惜

し
ま
な
か
っ
た
か
た
わ
ら
、
　
「
信
仰
の
み
」
を
確
信
す
る
こ
の
宗
教
劇
を
尊
敬
し
て
や
ま
ず
、
ま
た
個
人
的
に
も
ル
タ
ー
の
信
仰
を
理
解
し
た

い
と
願
っ
て
い
た
。
し
か
し
「
著
し
い
個
性
の
独
自
性
を
備
え
て
お
り
、
と
り
わ
け
純
粋
に
宗
教
的
思
考
の
内
的
発
展
か
ら
生
れ
た
も
の
で
あ

②る
」
ル
タ
ー
の
信
仰
観
に
、
彼
は
十
全
の
理
解
と
共
感
を
示
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
理
由
は
ル
タ
ー
が
宗
教
者
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

つ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ン
は
彼
の
多
く
の
著
作
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
歴
史
を
学
ぶ
フ
マ
ニ
ス
ト
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
象

徴
的
に
呈
示
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
こ
の
対
比
は
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
両
者
の
間
で
は
事
物
を
認
識
す
る
観
点
が
全
く
異
な
る
こ
と
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

な
る
か
ら
で
あ
る
。
　
「
神
の
　
＝
漏
葉
を
人
間
の
伝
統
か
ら
解
放
す
る
こ
と
が
彼
（
ル
タ
ー
）
の
努
力
の
中
心
で
あ
っ
た
」
と
解
釈
さ
れ
る
よ
う
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

ル
タ
ー
の
福
音
主
義
神
学
は
個
人
の
内
面
的
確
信
か
ら
の
み
現
実
社
会
を
理
解
し
て
い
く
と
い
う
思
考
様
式
に
立
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
信
仰
や

世
界
に
つ
い
て
歴
史
的
認
識
の
目
を
全
く
持
た
な
い
と
い
う
点
で
特
徴
的
で
あ
る
。
ル
タ
ー
の
思
考
論
理
が
貫
か
れ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
個
人

と
状
況
と
の
相
関
関
係
は
一
様
に
捨
象
さ
れ
、
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
た
制
度
や
組
織
、
そ
し
て
伝
統
そ
の
も
の
さ
え
が
意
味
を
持
た
な
く
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

従
っ
て
、
歴
史
の
中
で
語
ら
れ
る
各
個
人
や
諸
事
件
も
時
代
的
な
拘
束
の
粋
を
は
ず
れ
て
、
等
し
く
並
列
化
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

　
一
方
、
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ン
の
揚
合
に
は
異
っ
た
様
式
の
認
識
が
行
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
彼
と
て
も
時
代
の
差
異
を
認
め
る
こ
と
（
ω
窪
ω
①
。
h

き
客
冨
。
巳
ω
ヨ
）
の
少
な
か
っ
た
当
時
の
思
想
的
特
性
の
束
縛
を
免
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
人
間
の
理
性
を
重
視
す
る
フ
マ
ニ
ス
ム
ス
の
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ドイツ宗教改革とシュパラティン（永照）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

立
場
か
ら
伝
統
の
再
解
釈
と
い
う
視
角
が
彼
の
重
要
な
課
題
に
の
ぼ
っ
て
く
る
。
　
「
も
し
キ
リ
ス
ト
が
教
え
で
あ
り
、
真
理
で
あ
り
、
そ
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

生
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
よ
り
前
に
生
き
た
人
々
の
幸
福
と
救
済
と
は
一
体
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
」
こ
の
問
題
提
起
は

キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
と
同
時
に
、
古
典
古
代
の
熱
心
な
崇
拝
者
で
も
あ
っ
た
フ
マ
ニ
ス
ト
た
ち
に
と
っ
て
、
伝
統
の
再
解
釈
を
試
み
る
場
合

に
心
を
引
き
つ
け
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
テ
ー
マ
で
あ
ろ
う
。
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ソ
も
同
様
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
発
展
過
程
と
し
て
歴
史
を

み
る
と
き
、
そ
の
紀
元
は
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
に
求
め
ら
れ
る
。
他
方
、
そ
れ
に
遡
る
古
典
古
代
、
そ
し
て
ゲ
ル
マ
ン
の
伝
説
の
世
界
も
彼
ら
に

と
っ
て
や
は
り
看
過
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
栄
光
の
時
代
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
エ
ア
フ
ル
ト
の
フ
マ
ニ
ス
ト
た
ち
に
倣
い
、
シ
ュ
パ
ラ
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

イ
ソ
は
師
ム
ー
テ
ィ
ア
ソ
と
の
対
話
に
お
い
て
次
の
よ
う
な
解
答
を
承
服
し
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
は
た
と
え
キ
リ
ス
ト
が
創
始
者
で
あ
る
と

し
て
も
、
彼
が
人
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
以
前
か
ら
す
で
に
存
在
し
て
い
た
、
こ
の
信
仰
は
シ
リ
ア
の
片
す
み
の
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
の
間
に
だ
け
行

わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
、
祭
儀
の
や
り
方
は
異
な
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
ギ
リ
シ
ャ
に
も
、
ド
イ
ツ
に
も
す
で
に
存
在
し
て
い
た
の

で
あ
る
、
ち
ょ
う
ど
、
カ
イ
ン
は
大
地
の
実
り
を
、
ア
ベ
ル
は
子
羊
を
神
に
捧
げ
た
よ
う
に
。
そ
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
は
た
と
え

人
々
に
そ
れ
と
認
識
さ
れ
な
い
様
式
で
あ
れ
、
い
つ
も
歴
史
の
中
に
現
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
意
識
が
、
歴
史
的
関
心
の
対

象
を
せ
い
ぜ
い
信
仰
の
歴
史
に
限
定
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
ル
タ
ー
の
場
合
と
異
な
り
、
世
俗
の
歴
史
へ
の
興
味
を
促
進
さ
せ
る
の
は
明
ら
か

で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
真
意
を
十
分
に
理
解
す
る
に
は
そ
れ
が
現
わ
れ
て
い
る
過
去
の
あ
ら
ゆ
る
時
代
と
社
会
、
即
ち
歴
史
を
よ
く
学
ぶ
こ

と
が
肝
要
で
あ
る
。
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ン
の
歴
史
へ
の
信
頼
は
キ
リ
ス
ト
教
を
も
ひ
と
つ
の
伝
統
と
し
て
再
解
釈
の
対
象
に
し
て
し
ま
う
の
で
あ

る
。　

以
上
の
例
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
両
者
の
思
惟
様
式
の
差
異
を
踏
ま
え
て
、
次
に
ル
タ
ー
と
の
蓬
遁
初
期
に
お
け
る
往
復
書
簡
を
主
な
材
料
と

し
な
が
ら
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ン
の
ル
タ
ー
理
解
を
い
く
ら
か
詳
細
に
検
討
し
て
い
く
。
　
『
宗
教
改
革
年
代
記
』
の
中
で
彼
は
次
の
よ
う
に
書
い
て

い
る
。
ル
タ
ー
神
学
の
核
心
に
あ
る
の
は
「
第
一
に
原
罪
（
窪
び
ω
賃
昌
創
）
、
次
に
自
由
意
志
（
臨
邑
葭
≦
筥
。
）
、
第
三
に
義
認
（
冒
ω
賦
諭
暮
δ
づ
。
α
霞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

H
Φ
遠
島
曾
悼
貫
募
σ
q
）
、
そ
し
て
信
仰
と
功
績
（
σ
q
ご
呂
Φ
口
触
α
毛
臼
。
鼻
口
）
で
あ
る
」
。
そ
れ
ら
は
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ン
の
み
た
ル
タ
ー
思
想
を
解
く
鍵
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で
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
ず
、
彼
に
と
っ
て
ル
タ
：
神
学
の
最
も
中
心
的
な
観
念
が
ル
タ
ー
の
「
原
罪
」
観
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な

い
。
し
ば
し
ば
、
心
理
学
研
究
の
対
象
に
も
と
り
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
に
、
ル
タ
ー
の
罪
意
識
が
異
常
な
ほ
ど
に
激
し
い
も
の
で
あ
っ
た
の
は
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

で
に
世
人
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ア
ソ
ブ
ェ
ヒ
ト
ゥ
ソ
ク
（
》
誌
φ
。
暮
旨
σ
Q
）
と
い
う
一
種
の
脅
迫
観
念
を
形
成
し
、
彼
の
信
仰
形

成
の
た
め
の
大
き
な
契
機
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
こ
れ
と
比
較
し
て
考
え
れ
ば
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ン
に
は
自
ら
の
存
在
さ
え
も
危
く
し
か
ね
な

い
無
意
識
へ
の
実
感
が
全
く
と
い
っ
て
も
い
い
ほ
ど
欠
け
て
い
た
。
エ
ア
フ
ル
ト
の
フ
マ
ニ
ス
ト
た
ち
の
強
い
影
響
の
下
に
青
春
時
代
を
お
く

り
、
自
ら
そ
の
一
翼
に
属
す
こ
と
を
誇
り
と
し
て
い
た
彼
に
と
っ
て
、
ル
タ
ー
の
苛
烈
な
罪
意
識
の
感
情
は
不
可
解
な
も
の
で
あ
り
、
時
に
は

奇
異
に
さ
え
感
じ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
従
っ
て
、
こ
の
素
質
は
ル
タ
ー
の
原
罪
観
を
歪
め
て
解
釈
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
ル
タ
ー
の
「
論
題
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

第
三
十
五
条
に
関
連
し
て
、
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ソ
は
ル
タ
ー
の
原
罪
観
に
共
感
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
さ
せ
る
質
問
を
行
っ
て
い
る
。
　
「
無

知
」
（
粛
8
h
碧
註
ρ
）
に
は
、
「
故
意
の
無
知
」
（
お
き
養
暮
昼
臨
8
富
3
）
と
「
不
可
知
の
無
知
」
（
お
8
諺
暮
鼠
ヨ
〈
ぎ
9
寓
一
皮
と
が
あ
る
。
前
者
は

知
識
と
知
恵
を
追
求
す
る
良
い
意
志
を
軽
ん
じ
る
も
の
で
あ
る
し
、
き
っ
と
人
間
の
罪
を
増
大
さ
せ
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
後
者
は
人

間
の
力
の
及
ぶ
範
囲
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
以
上
、
我
々
の
力
で
は
ど
う
し
ょ
う
も
な
い
も
の
で
あ
り
隔
人
間
の
罪
と
は
な
ら
な
い
の
で
は
な

い
か
、
老
。
ル
タ
ー
は
こ
れ
に
直
接
的
な
解
答
を
与
え
て
い
な
い
。
彼
は
神
の
恩
寵
と
原
罪
に
つ
い
て
説
い
て
い
る
。
確
か
に
、
　
「
不
可
知
の

無
知
」
は
人
間
の
力
の
及
ぶ
と
こ
ろ
に
は
な
い
。
し
か
し
、
神
の
助
け
は
そ
れ
さ
え
も
克
服
さ
せ
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
。
　
「
従
っ
て
、
不
可
知

の
無
知
が
人
間
の
罪
と
関
係
な
い
と
い
う
の
は
ま
ち
が
い
で
あ
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
一
体
、
罪
と
い
う
も
の
が
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
で

　
　
　
⑭

は
な
い
か
。
」
「
も
ち
ろ
ん
、
二
人
の
論
議
は
そ
の
後
も
相
互
の
十
分
な
理
解
に
達
す
る
こ
と
は
な
い
。
ル
タ
ー
が
神
と
め
対
峙
の
内
に
自
己
の

内
的
問
題
と
し
て
捉
え
た
二
つ
の
「
無
知
」
を
、
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ン
は
人
間
の
能
力
に
関
す
る
一
般
的
な
論
題
と
し
て
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

人
間
に
克
服
で
き
な
い
（
口
H
F
翫
び
O
目
妄
一
口
畠
㍑
O
げ
）
無
知
は
そ
の
存
在
を
認
め
て
も
、
彼
の
思
索
の
直
接
的
な
対
象
か
ら
は
ず
さ
れ
て
し
ま
わ
ざ
る
を

　
　
⑮

え
な
い
。
本
来
、
ル
タ
ー
の
「
信
仰
の
み
」
に
よ
る
義
認
と
い
う
思
想
は
彼
の
固
有
の
罪
意
識
に
発
し
た
原
罪
観
を
思
惟
の
根
幹
に
お
く
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

に
よ
り
、
人
間
を
無
力
化
し
、
従
っ
て
神
の
全
能
の
前
に
人
閾
の
判
断
力
を
放
棄
し
て
い
こ
う
と
い
う
思
考
法
に
立
っ
て
い
る
。
即
ち
、
彼
の
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信
仰
観
を
成
立
さ
せ
た
も
の
は
人
間
の
原
罪
を
個
人
化
し
た
罪
意
識
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
思
索
に
は
絶
え
ず
神
と
人
間
と
を
媒
介
す
る
環
と

し
て
罪
意
識
が
働
い
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
の
精
神
は
人
間
の
理
性
が
及
ぶ
こ
と
の
で
き
な
い
領
域
に
あ
っ
て
も
思
惟
を
停
止
さ
せ
る
こ
と

は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
こ
に
個
人
化
さ
れ
た
神
と
人
間
と
の
直
接
的
な
対
峙
関
係
を
認
め
て
、
解
決
の
道
を
信
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ

b
つ
。

　
で
は
、
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ン
は
結
局
ル
タ
ー
の
説
く
人
間
の
原
罪
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
て
解
決
し
た
の
か
。
彼
は
人
間
の
原
罪
を
神
学
研
究

の
た
め
の
ひ
と
つ
の
基
礎
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
解
し
て
い
た
と
考
え
る
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
ル
タ
ー
の
場
合
に
は
信
仰
観
そ
の
も
の
を
形
成
さ
せ

る
動
機
と
な
っ
て
い
た
「
原
罪
」
観
も
、
そ
れ
が
自
己
の
内
面
的
な
欲
求
と
し
て
存
在
し
な
い
者
に
と
っ
て
は
、
抽
象
化
さ
れ
普
遍
化
さ
れ
て

人
間
の
生
来
の
性
格
を
説
明
す
る
神
学
概
念
の
ひ
と
つ
と
し
て
措
定
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
こ
で
は
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ン
の
原
罪
観
を
、
同
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

く
ル
タ
ー
の
「
良
心
の
恐
怖
」
（
伴
Φ
「
H
O
民
Φ
o
自
　
O
O
昌
O
一
①
】
P
け
一
㊤
①
）
を
知
ら
な
か
っ
た
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ソ
の
そ
れ
に
重
ね
あ
わ
せ
て
解
釈
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
に
と
っ
て
、
極
論
す
れ
ば
罪
が
問
題
と
な
る
の
は
キ
リ
ス
ト
教
が
原
罪
を
出
発
点
と
し
た
宗
教
だ
か
ら
で
あ
っ
た
。
　
「
も
し
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

ダ
ム
の
堕
罪
が
な
け
れ
ば
、
聖
霊
は
ア
ダ
ム
の
末
畜
を
導
い
た
で
あ
ろ
う
。
」
こ
の
一
節
に
象
徴
的
に
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
、
彼
の
信
仰
に
お

い
て
罪
意
識
は
個
人
化
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
は
「
も
し
ア
ダ
ム
の
堕
罪
が
な
け
れ
ば
」
、
人
間
世
界
と
は
全
く
無
縁
な
も
の
で
あ
り
え
た
。

こ
の
よ
う
な
思
考
に
お
い
て
は
原
罪
が
神
学
研
究
の
対
象
と
な
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
信
仰
上
の
問
題
を
解
決
す
る
契
機
と
な
る
こ
と
は
あ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

え
な
い
。
前
掲
の
『
年
代
記
』
の
中
で
、
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ソ
が
「
原
罪
」
を
ル
タ
ー
神
学
の
核
心
を
な
す
概
念
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
他
の
概
念

と
共
に
並
列
し
て
記
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
以
上
の
よ
う
な
解
釈
を
裏
づ
け
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
事
実
、
彼
が
い
く
ら
か
で

も
個
人
化
さ
れ
た
原
罪
を
意
識
す
る
の
は
か
な
り
後
の
こ
と
で
あ
る
。
人
間
は
本
来
、
罪
を
背
負
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
人
間
の
罪
、
誤
ち
、

破
戒
を
償
う
に
は
た
だ
神
の
子
と
し
て
の
信
仰
と
信
頼
に
よ
る
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
を
最
近
に
な
っ
て
理
解
し
た
と
、
一
五
二
三
年
に
な
っ

て
彼
は
告
白
し
て
い
る
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
原
罪
意
識
の
欠
如
は
そ
の
思
考
を
、
神
の
前
で
人
間
の
自
由
意
志
を
積
極
的
に
認
め
て
い
く
方
向
に
向
わ
せ
る
こ
と
に
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⑳

な
る
。
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ン
は
一
五
ニ
照
年
以
降
、
ル
タ
ー
の
指
導
の
下
に
新
約
聖
書
を
中
心
と
し
た
神
学
研
究
に
従
事
し
て
い
る
。
信
仰
は
神

の
恩
寵
の
賜
物
と
し
て
人
間
に
と
っ
て
は
何
か
潜
在
的
な
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
隠
さ
れ
て
不
確
定
な
も
の
と
し
て
存
在
す
る
の
か
、
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

い
は
そ
れ
は
必
ず
功
績
の
形
で
外
化
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
。
　
一
五
二
三
年
に
彼
は
ル
タ
ー
に
こ
の
よ
う
な
意
味
の
質
問
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の

疑
問
を
生
ん
だ
彼
の
事
情
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
を
確
め
る
に
は
史
料
が
欠
け
て
い
る
が
、
ベ
ル
ビ
ッ
ヒ
、
ヘ
ス
の
両
者
と
も
に
こ
の
一
節
を
シ

ュ
パ
ラ
テ
ィ
ン
が
信
仰
に
関
し
て
エ
ラ
ス
ム
ス
に
近
い
理
性
へ
の
信
頼
を
捨
て
さ
れ
な
か
っ
た
事
実
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。
筆
者
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

こ
こ
で
は
、
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ソ
が
終
生
、
ル
タ
ー
陣
営
に
あ
り
な
が
ら
も
エ
ラ
ス
ム
ス
を
敬
愛
し
て
や
ま
な
か
っ
た
事
情
も
認
め
て
、
彼
ら
の
見

解
に
従
っ
て
論
を
進
め
た
い
。
即
ち
、
前
述
の
疑
問
の
背
後
に
は
人
間
が
自
ら
の
力
に
よ
っ
て
善
行
を
行
え
ば
、
人
間
は
よ
り
ょ
く
神
の
意
に

報
い
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
思
考
が
働
い
て
い
る
と
見
倣
す
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
理
性
に
信
頼
を
置
い
て
信
仰
を
め
ぐ
る

争
い
の
中
で
教
義
上
の
対
立
点
を
少
な
く
す
る
方
法
に
よ
り
宗
教
平
和
の
理
念
を
説
く
エ
ラ
ス
ム
ス
に
と
っ
て
、
人
間
へ
の
判
定
権
は
人
間
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

共
通
の
理
性
に
こ
そ
委
ね
ら
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
り
、
従
っ
て
彼
は
ル
タ
ー
の
主
張
す
る
神
の
観
念
を
「
緩
和
」
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

こ
の
よ
う
な
理
性
へ
の
信
頼
は
、
た
と
え
「
意
志
の
自
由
と
善
行
と
は
神
の
恩
寵
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
」
と
主
張
す
る
と
し
て
も
、
原
理
的

に
は
ル
タ
ー
の
よ
う
に
神
の
全
能
の
下
で
「
信
仰
の
み
」
に
自
己
の
料
断
領
域
を
譲
り
渡
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
結
局
、

エ
ラ
ス
ム
ス
も
、
そ
し
て
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ソ
も
そ
の
思
考
に
お
い
て
原
罪
が
客
観
化
さ
れ
て
い
る
以
上
、
理
性
へ
の
信
頼
が
失
わ
れ
る
こ
と
は

あ
り
え
な
い
。
そ
の
時
、
　
「
信
仰
の
み
」
の
観
念
が
反
対
に
緩
和
さ
れ
て
相
対
化
さ
れ
て
い
く
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
り
、
代
わ
り
に
そ
こ
に
は

理
性
に
基
く
自
ら
の
判
定
権
へ
の
自
信
が
厳
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
彼
ら
の
信
仰
を
支
え
て
い
る
の
は
「
信
仰
の
み
」
で
は
な
く
、
人
間
の

理
性
と
判
断
力
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
見
解
に
妥
当
性
を
与
え
る
よ
う
な
い
く
つ
か
の
事
例
を
次
に
あ
げ
て
お
く
。
ま
ず
、
聖
書
に
対
す
る
姿
勢
で
あ
る
。
一
五
一
三

年
に
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ン
は
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
一
四
－
一
五
に
関
し
て
、
五
千
人
の
食
事
が
終
っ
た
と
き
弛
き
れ
の
パ
ン
屑
だ
け
が
残
こ
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

て
魚
は
余
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
一
体
、
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
ル
タ
ー
に
尋
ね
て
い
る
。
彼
は
こ
の
時
、
ル
タ
ー
が
主
張
し
た
よ
う
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⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

な
「
全
内
容
か
ら
翻
訳
、
更
に
は
句
読
点
に
ま
で
及
ぶ
」
と
い
う
聖
書
に
固
有
な
神
的
霊
感
を
す
で
に
否
定
し
な
い
ま
で
に
な
っ
て
い
た
が
、

や
は
り
理
書
理
解
の
方
法
に
お
い
て
は
ル
タ
ー
と
全
く
異
な
っ
た
基
礎
の
上
に
立
っ
て
い
た
。
こ
の
疑
問
を
、
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ソ
の
木
を
み
て

森
を
み
な
い
よ
う
な
学
習
態
度
の
現
わ
れ
と
一
概
に
決
め
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
彼
の
直
接
の
師
で
あ
る
ム
ー
テ
ィ
ア
ン
が
か
っ
て
聖
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
中
に
は
多
く
の
愚
に
も
っ
か
な
い
嘲
笑
す
べ
き
箇
所
が
あ
る
と
し
た
よ
う
に
、
当
時
、
必
ず
し
も
万
人
が
畏
敬
の
念
を
も
っ
て
聖
書
に
曲
っ

た
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
質
問
は
信
仰
へ
の
内
面
的
な
必
然
性
を
欠
い
て
い
た
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ン
が
ル
タ
ー
の
血
書
解
釈
に
接
し
た
と

き
に
感
じ
た
極
め
て
真
摯
な
疑
問
の
表
現
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
聖
書
と
い
え
ど
も
そ
の
叙
述
が
一
面
的
で
あ
っ
た
り
、
論
理
の
上
で
矛
盾
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

た
一
節
が
含
ま
れ
て
い
る
の
は
看
過
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
聖
書
に
現
わ
れ
て
い
る
神
の
義
が
非
論
理
的
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

次
に
、
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
の
取
り
扱
い
を
め
ぐ
る
問
題
に
関
し
て
も
彼
は
ル
タ
ー
に
対
し
て
独
自
性
を
示
し
て
い
る
。
改
革
運
動
の
初
期
に
お
い

て
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
問
題
は
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
市
で
の
重
要
な
論
争
点
で
あ
っ
た
。
ル
タ
ー
が
「
信
仰
の
み
」
を
内
面
化
し
て
い
く
過
程
の
中

で
、
信
仰
を
外
面
的
に
保
証
す
る
唯
一
の
証
と
し
て
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
だ
け
を
保
持
し
て
い
っ
た
と
き
、
外
面
世
界
に
お
け
る
信
仰
の
象
徴
を
拒

否
し
た
カ
ー
ル
シ
ュ
タ
ッ
ト
ら
の
ル
タ
ー
派
ス
ピ
リ
ト
ゥ
ア
リ
ス
ト
た
ち
は
「
人
間
は
生
涯
に
わ
た
っ
て
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
な
し
に
暮
ら
す
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

が
で
き
る
」
と
し
て
、
そ
の
全
面
否
定
に
達
し
て
い
た
。
こ
の
点
で
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ン
は
両
者
の
い
ず
れ
と
も
異
な
る
見
地
に
立
つ
。
信
仰
の
証

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
し
て
の
ル
タ
ー
の
解
釈
は
神
学
的
な
論
理
を
含
ま
な
い
前
提
的
な
観
念
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
比
較
の
術
を
持
た
な
い
が
、
カ
ー
ル
シ
ュ
タ
ッ

ト
は
、
信
仰
と
は
神
に
自
己
を
委
ね
て
神
と
合
体
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
自
律
的
な
人
間
の
人
格
は
存
在
し
な
く
な
る
か
ら
サ
ク
ラ
メ

ン
ト
は
無
価
値
な
儀
式
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
た
。
一
方
、
信
仰
の
中
に
も
人
間
の
判
断
力
を
持
ち
こ
む
こ
と
を
辞
さ
な
か
っ
た
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ

ン
に
と
っ
て
、
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
は
信
仰
者
の
全
人
格
を
保
証
し
、
そ
の
信
仰
能
力
の
有
無
を
明
示
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
考

え
は
特
に
聖
餐
に
関
し
て
、
そ
れ
を
二
種
で
行
う
こ
と
が
す
べ
て
の
人
間
に
と
っ
て
信
仰
へ
の
、
そ
し
て
義
認
へ
の
絶
対
的
な
前
提
条
件
で
あ

る
と
い
う
理
論
を
彼
に
強
く
主
張
さ
せ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
キ
リ
ス
ト
は
人
間
の
す
べ
て
を
贈
う
た
め
に
人
間
の
姿
を
と
っ
て
生
れ
て
き
た
の
だ

か
ら
、
神
の
前
に
人
間
も
ま
た
自
律
的
な
存
在
と
し
て
自
ら
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
、
従
っ
て
「
人
は
聖
な
る
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
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⑰

を
正
し
い
規
定
に
従
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
の
聖
な
る
身
体
と
血
の
二
種
に
よ
る
以
外
に
別
の
方
法
で
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
の
で
あ
る
ゆ
彼
は

こ
の
主
張
が
正
当
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
多
く
の
努
力
を
払
っ
た
。
彼
は
過
去
の
文
献
㌘
探
っ
て
、
ペ
ト
ル
ス
・
ロ
ン
バ
ル
ド

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ウ
ス
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
を
は
じ
め
と
す
る
過
去
の
賢
人
た
ち
が
俗
人
に
よ
る
二
種
の
聖
体
拝
受
を
承
認
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
。

一
五
三
〇
年
に
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
の
モ
ー
リ
ッ
ツ
教
会
の
古
文
書
の
中
に
「
当
地
で
は
我
汝
の
主
キ
リ
ス
ト
の
血
が
人
々
に
分
け
与
え
ら
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

い
た
」
と
い
う
一
節
を
発
見
し
た
こ
と
を
彼
は
喜
び
を
も
っ
て
書
き
の
こ
し
た
。
そ
し
て
、
彼
は
選
挙
侯
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
に
も
説
得
し
て
一
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

二
五
年
五
月
、
そ
の
死
の
直
前
に
「
二
種
の
唯
一
聖
な
る
規
定
に
従
っ
て
」
彼
に
聖
餐
を
受
け
さ
せ
た
。

　
以
上
に
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ソ
の
信
仰
観
の
基
本
的
な
方
向
づ
け
を
特
に
ル
タ
ー
神
学
の
解
釈
と
い
う
側
面
か
ら
試
み
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ

で
そ
れ
を
約
言
し
て
お
く
。
彼
の
信
仰
観
は
ル
タ
ー
の
強
い
影
響
力
の
下
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
彼
自
身
の
思
索
の
中
か
ら
信
仰
聞
題

に
つ
い
て
の
独
創
的
な
部
分
と
そ
の
自
律
性
を
認
め
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
で
き
な
い
。
青
年
期
に
な
じ
ん
だ
ブ
マ
ニ
ス
ト
の
精
神
を
ぬ
ぐ
い
去

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
彼
の
信
仰
に
対
す
る
態
度
に
宗
教
的
情
熱
を
汲
み
と
る
こ
と
は
む
ず
か
し
く
、
そ
こ
に
は
代
っ
て
ル
タ
ー
に
は
な
か

っ
た
人
間
の
判
断
力
へ
の
信
頼
が
絶
え
ず
現
わ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
の
ル
タ
ー
の
協
力
者
の
信
仰
観
は
「
信
仰
の
み
」
を
確
信
す
る
宗
教

老
の
真
意
を
と
ら
え
た
も
の
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
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ユ
タ
ウ
ピ
ッ
ツ
は
「
神
が

　
あ
な
た
に
怒
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
あ
な
た
が
神
に
対
し
て
怒
っ
て
い
る
の
だ
」

　
（
≦
〉
層
　
§
恥
“
》
壮
瞥
犠
馬
茜
　
H
〈
■
　
客
同
．
　
蒔
も
◎
α
b
o
）
と
罪
意
識
の
過
剰
を
戒
め
、
つ
い
に
は

　
「
風
が
吹
い
て
も
、
そ
れ
を
す
ぐ
に
罪
と
し
て
し
ま
っ
て
は
い
け
な
い
」
（
S
§
－

　
§
）
と
さ
え
忠
告
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
罪
意
識
は
修
道
士
と
し
て
の

　
ル
タ
ー
に
苛
酷
で
厳
格
な
生
活
を
強
い
、
後
に
彼
自
身
を
し
て
「
私
は
善
良
な
修

　
道
士
だ
っ
た
。
私
は
修
道
会
の
規
則
を
実
に
厳
格
に
守
っ
た
。
そ
れ
だ
か
ら
、
も

　
し
修
道
士
で
修
道
生
活
に
よ
っ
て
天
国
に
到
達
で
き
る
者
が
い
る
と
す
れ
ば
、
そ

　
れ
は
私
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
」
（
イ
く
》
U
（
×
択
H
H
×
魑
ω
噛
μ
膳
も
。
）
と
語
ら

　
せ
た
。
＜
α
q
ド
類
9
押
ピ
目
普
。
屋
d
答
①
雛
。
・
ま
た
、
精
神
分
析
学
の
方
法
を
用
い

　
て
ル
タ
ー
を
理
解
し
よ
う
と
し
た
研
究
は
数
多
い
が
、
特
に
彼
の
罪
意
識
を
彼
の

　
性
格
形
成
の
面
か
ら
論
究
し
た
も
の
と
し
て
、
国
■
与
国
ユ
。
冨
。
戸
ぎ
§
碇
」
§
嵩

　
ト
ミ
富
こ
臥
砺
ミ
母
§
き
鼻
。
§
ミ
刷
紙
防
§
ミ
ミ
無
。
蓮
、
累
。
ξ
く
。
鱒
お
紹

　
が
興
味
深
い
。

⑫
く
α
q
ド
国
二
。
冨
o
p
R
■
簿
9
吻
鍵
9
や
夏
㊦
貫
護
ミ
ミ
ミ
轟
襲
b
3

　
§
ミ
§
ト
ミ
魯
ミ
恥
§
ミ
恥
も
》
§
曾
奪
ミ
§
b
d
α
・
H
二
U
震
ヨ
。
陰
3
α
汁
一
り
2
曽
ω
・
唱
．

⑬
ゆ
魯
9
α
q
り
a
9
恥
・
9
陶
ω
．
N
ピ
論
題
の
第
三
五
条
は
死
者
の
た
め
の
類
宥
と
真
の

　
悔
俊
と
に
つ
い
て
論
じ
た
項
、
で
あ
り
、
直
接
に
「
無
知
」
に
ふ
れ
て
は
い
な
い

　
が
論
題
の
脈
絡
の
上
で
ス
コ
ラ
学
の
「
二
つ
の
無
知
」
が
議
論
の
対
象
と
な
る
。

　
ベ
ル
ビ
ヒ
は
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ン
の
見
解
は
ス
コ
ラ
学
の
考
え
に
立
つ
も
の
と
し
て

　
い
る
。
く
σ
q
ド
切
韓
ぼ
σ
疑
一
黛
．
簿
9
一
〇
〇
．
さ
o
H
じ
ま
た
、
石
原
謙
『
宗
教
改
革
者
ル
タ

　
一
と
そ
の
周
辺
』
薪
教
出
版
社
、
一
九
六
七
年
、
一
五
〇
－
一
七
七
頁
、
参
照
。

　
「
論
題
」
の
内
容
は
芝
｝
H
辱
ω
．
誌
。
。
卑

⑭
毛
♪
し
ロ
メ
押
客
μ
器
，

⑮
じ
ご
韓
玄
σ
Q
層
筆
癖
’
9
圏
ω
．
N
N
．

⑯
有
賀
弘
、
前
掲
書
、
一
四
頁
以
降
、
参
照
。

⑰
　
≦
。
げ
胃
”
犠
■
麟
9
邦
訳
、
同
書
、
一
三
八
頁
。

⑯
　
有
賀
弘
、
前
掲
書
、
入
三
頁
。

⑲
窯
巴
磐
9
夢
。
戸
び
。
9
8
導
ヨ
募
。
ω
器
巨
ヨ
跨
8
δ
σ
q
凹
＄
門
β
β
き
券
恥

　
（
的
ミ
ミ
§
恥
§
へ
薦
＆
＄
”
白
。
■
榊
メ
本
書
は
ま
ず
人
間
の
原
理
を
神
学
の
基
礎
概
念
と

　
し
て
一
般
的
に
承
認
し
、
そ
の
上
に
立
っ
て
神
学
論
を
構
築
し
て
い
く
と
い
う
方

　
法
論
に
立
っ
て
い
る
。

⑳
羨
α
ゆ
噛
憩
ミ
勘
§
、
ω
．
鵠
ω
．

⑳
　
魯
§
恥
3
0
Q
’
b
∂
悼
ご
ρ
β
o
犀
く
α
q
一
．
≦
鋭
切
3
H
H
り
属
噌
．
幽
α
Q
◎
．

⑳
じ
d
魯
玄
α
q
層
黛
．
黛
。
9
璽
Q
o
．
b
。
倉
戸
出
9
嚇
峻
・
ミ
ミ
ミ
ω
』
b
。
b
。
嚇
く
σ
q
ド
≦
鋭
し
d
3

　
H
H
H
、
渚
冠
．
①
①
昏
3
．

⑳
b
づ
賃
ぼ
σ
q
層
騎
●
鼻
O
こ
ω
b
餅
戸
出
9
噛
恕
黛
ミ
§
噂
ω
』
悼
b
。
●

⑳
＜
σ
Q
ド
臥
§
ミ
苛
ひ
く
。
昌
①
山
o
F
ω
・
卜
昌
。
。
攣
尚
、
エ
ラ
ス
ム
ス
に
ル
タ
ー
の
存
在

　
を
は
じ
め
て
知
ら
せ
た
の
は
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ン
で
あ
る
。
（
9
国
巳
N
ぎ
◎
q
P
鼻
9

　
9
邦
訳
、
身
為
、
　
一
四
七
頁
、
参
照
）
ま
た
、
エ
ラ
ス
ム
ス
と
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ

　
ソ
の
関
係
と
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
本
稿
、
第
五
章
、
参
照
。

⑯
　
即
単
ゆ
巴
ロ
ε
p
箏
a
ミ
器
9
G
ミ
ミ
§
§
ミ
噛
客
⑦
毛
磯
。
周
渥
お
①
㊤
”
邦
訳
、

　
出
村
彰
『
エ
ラ
ス
ム
ス
』
日
本
基
督
教
団
出
版
局
、
一
九
七
一
年
、
一
四
三
頁
以

　
隆
　
、
及
び
二
一
一
六
百
ハ
以
降
、
灘
南
紬
。

（937）141



⑱
　
有
賀
弘
、
前
掲
書
、
九
五
頁
。

⑳
国
罠
。
。
旨
旨
く
■
男
こ
○
路
即
8
≦
筋
層
b
跨
§
ミ
題
。
轟
、
憶
題
§
簿
ξ
。
。
叩

　
鎧
．
ロ
σ
2
ω
Φ
言
け
く
・
国
．
男
≦
ぎ
け
霞
魑
累
①
’
く
嘱
。
円
犀
H
り
O
Q
。
り
ω
曾
『
Q
◎
●

⑳
　
＜
σ
q
洲
≦
鋭
中
津
目
H
層
累
戸
ま
O
じ

⑳
　
円
H
o
o
一
富
。
潮
。
D
o
臥
p
一
一
〇
訂
①
P
ψ
α
置
・
尚
、
ル
タ
ー
の
聖
書
解
釈
そ
の
も

　
の
が
し
ば
し
ば
恣
意
的
で
あ
り
、
解
釈
権
の
独
占
に
向
か
う
傾
向
が
あ
っ
た
と
い

　
う
。
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
は
ル
タ
ー
の
聖
書
解
釈
に
関
し
て
、
　
「
私
は
ル
タ
ー
の
教
え

　
を
ど
う
考
え
て
も
非
難
す
る
こ
と
は
で
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
も
し
霊
書
が
強
欄
す

　
る
な
ら
、
私
は
大
胆
に
そ
れ
を
な
す
で
あ
ろ
う
。
」
と
不
満
を
も
ら
し
て
い
る
。

　
＜
σ
q
ド
瓢
9
押
鼻
魯
．
9
魑
ω
■
b
。
謡
恥

⑳
出
9
層
憩
ミ
ミ
墨
ψ
b
。
b
。
N
．

＠
一
暮
σ
Q
ぎ
轟
、
a
』
。
ρ
”
ω
．
。
。
O
■

⑫
　
出
α
塑
憩
ミ
ミ
§
喩
o
D
■
鶏
．

⑭
　
＜
α
q
ド
タ
S
メ
く
層
ω
●
三
軒
器
（
澗
冒
ω
Φ
H
ヨ
重
く
。
昌
山
o
H
切
魚
。
寡
o
o
昌
O

　
畠
§
ω
餌
ξ
帥
ヨ
。
馨
）
■

⑧
厚
。
①
訴
。
ダ
砺
。
無
ミ
貯
ミ
恥
斜
ω
¶
。
。
①
ω
一

⑳
　
信
仰
を
内
面
化
し
て
い
き
、
外
面
的
な
微
表
を
否
定
す
る
こ
と
で
教
皇
庁
の
理

　
論
に
対
抗
し
た
ル
タ
ー
に
と
っ
て
、
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
は
信
仰
を
も
つ
こ
と
の
唯
一

　
の
外
颪
的
保
証
で
あ
る
。
　
（
有
賀
弘
、
前
掲
書
、
三
三
頁
、
参
照
）
従
っ
て
、
彼

　
が
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
を
否
定
し
な
か
っ
た
の
は
、
そ
の
よ
う
な
現
実
的
な
課
題
の
要

　
求
を
満
た
す
た
め
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
カ
ー
ル
シ
ユ
タ
ッ
ト
ら
の
過
激
な
行
動
に

　
対
抗
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⑳
倉
松
功
『
ル
タ
ー
、
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
、
カ
ー
ル
シ
ュ
タ
ッ
ト
』
聖
文
社
、
一
九

　
七
三
年
、
｝
四
九
一
五
四
頁
、
参
照
。

＠
　
国
α
鈎
恕
ミ
ミ
§
”
ψ
心
ω
ド
h
■
（
引
用
は
一
五
四
三
年
に
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
で
出

　
版
さ
れ
た
シ
ユ
パ
ラ
テ
ィ
ン
の
聖
餐
論
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
副
題
で
あ
る
。
）

⑱
魯
§
§
噂
ω
■
お
。
。
’

⑲
さ
§
§
幅
ω
し
鐸

⑩
　
ρ
Q
Q
℃
巴
p
¢
p
U
器
目
⑦
げ
2
言
山
象
o
N
Φ
搾
σ
q
o
ω
。
三
。
寡
Φ
男
ユ
a
ユ
象
ω
9
ω

　
≦
①
一
ω
Φ
算
象
。
誌
憩
ミ
ミ
噛
蕊
ミ
恥
熾
ミ
§
｝
ミ
寒
轟
ミ
、
§
ミ
切
蔑
爵
ゆ
山
．
H
H
層

　
訂
。
。
α
q
唱
く
■
ρ
賭
。
巳
8
冨
円
F
い
。
》
巴
貫
一
。
冨
H
。
。
臼
曽
ψ
m
伊
尚
、
本
書

　
の
成
立
に
開
し
て
は
、
本
稿
、
第
五
章
の
註
⑥
、
参
照
。
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五
　
お
　
わ
　
り
　
に

　
こ
れ
ま
で
の
論
考
に
お
い
て
、
至
聖
は
ド
イ
ツ
宗
教
改
革
運
動
の
中
に
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ソ
の
歴
史
的
立
像
を
描
き
出
す
こ
と
を
試
み
て
き
た
。

彼
は
ザ
ク
セ
ン
宮
廷
の
顧
問
官
と
し
て
、
　
「
論
題
」
の
提
示
の
時
点
で
す
で
に
ル
タ
ー
と
緊
密
な
接
触
を
も
っ
て
い
た
、
次
に
彼
は
フ
マ
ニ
ス

ム
ス
の
立
場
か
ら
、
こ
の
論
題
事
件
を
背
景
に
お
い
て
、
ル
タ
ー
と
共
に
ヴ
ィ
ッ
テ
ソ
ベ
ル
ク
大
学
の
改
革
を
指
導
し
た
、
そ
し
て
彼
の
信
仰

観
を
検
討
し
て
み
る
と
、
そ
れ
は
ル
タ
ー
の
影
響
下
に
あ
っ
た
が
後
者
と
は
相
容
れ
ぬ
部
分
を
持
っ
て
い
た
。
こ
こ
か
ら
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ン
が

宗
教
改
革
に
託
し
た
意
向
を
汲
み
と
る
な
ら
ば
、
彼
の
本
心
は
ル
タ
ー
の
そ
れ
の
よ
う
に
信
仰
の
革
新
を
人
間
精
神
の
あ
り
様
の
問
題
と
し
て
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捉
え
、
　
「
信
仰
の
み
」
に
よ
る
追
認
と
そ
れ
に
血
気
し
た
生
活
の
実
行
を
説
く
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
彼
の
仕
え
た
ザ
ク
セ
ン
選
挙
侯
の
領

邦
に
い
わ
ば
フ
マ
ニ
ス
ム
ス
文
化
を
開
化
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
の
見
解
で
は
、
ル
タ
ー
の
確
信
も
、
そ
れ

が
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
の
文
化
的
風
土
に
斬
新
な
息
吹
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
れ
、
そ
の
実
現
は
現
実
の
社
会
秩
序
の

講
成
に
適
合
し
た
形
で
促
進
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
彼
の
精
神
的
態
度
が
ル
タ
ー
の
そ
れ
と
合
致
す
る
部
分
が
多
か

っ
た
と
し
て
も
、
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ン
は
や
は
り
ル
タ
ー
と
は
幾
分
、
性
格
を
異
に
す
る
改
革
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
歪
め
な
い
。

　
本
稿
は
も
と
よ
り
ド
イ
ツ
宗
教
改
革
運
動
の
全
貌
を
視
野
に
導
い
て
論
考
を
行
う
意
図
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
が
、
最
後
に
宗
教
改
革
者
と

し
て
の
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ン
の
位
置
に
つ
い
て
、
い
さ
さ
か
言
及
し
て
お
き
た
い
。
は
じ
め
に
述
べ
た
が
、
宗
教
改
革
は
ル
タ
ー
の
問
題
提
起
を

核
心
に
お
く
人
間
精
神
の
革
新
と
強
い
関
わ
り
あ
い
を
持
つ
運
動
で
あ
る
か
ら
、
改
革
史
研
究
は
常
に
ル
タ
ー
と
い
う
個
人
の
存
在
に
團
帰
す

る
形
式
を
と
っ
た
。
し
か
し
、
や
が
て
こ
の
よ
う
な
ル
タ
ー
中
心
の
視
座
は
改
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
恐
ら
く
そ
の
試
み
の
最
初
の

も
の
は
「
急
進
的
宗
教
改
革
者
」
（
図
即
Ω
一
〇
ω
「
一
　
H
四
〇
臨
O
冠
呂
P
①
『
）
の
承
認
で
あ
ろ
う
。
か
っ
て
ル
タ
ー
が
呼
ん
だ
よ
う
に
「
熱
狂
者
」
（
ω
。
げ
毛
細
欝
曾
）

と
し
て
歴
史
の
片
す
み
に
追
い
や
ら
れ
て
い
た
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
を
は
じ
め
と
す
る
巷
閤
の
社
会
運
動
家
た
ち
が
、
ト
レ
ル
チ
に
よ
る
教
会
社
会

　
　
　
　
　
　
①

学
的
分
類
を
経
て
、
ウ
イ
リ
ア
ム
ズ
に
よ
リ
ロ
ー
マ
教
会
、
正
統
派
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
と
並
ぶ
改
革
期
に
お
け
る
第
三
勢
力
と
し
て
把

　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

握
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
宗
教
改
革
者
の
聖
堂
が
ル
タ
ー
の
独
占
か
ら
解
放
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
旧
来

の
ル
タ
ー
像
の
修
正
に
寄
与
す
る
と
こ
ろ
も
大
き
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
神
の
国
と
地
上
の
国
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
会
が
保
持
し
て

き
た
二
元
論
が
徹
底
的
に
呑
気
さ
れ
、
二
重
倫
理
の
採
用
に
よ
っ
て
信
仰
と
社
会
の
矛
盾
を
解
決
し
ょ
う
と
し
た
ル
タ
ー
の
改
革
は
「
宮
憲
的

宗
教
改
革
」
（
鼠
ρ
α
q
韓
①
ユ
当
切
9
二
日
ρ
鉱
。
旨
）
と
し
て
お
と
し
め
ら
れ
て
再
解
釈
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
今
こ
の
よ
う
な
門
戸
開
放
は

フ
マ
ニ
ス
ト
に
対
し
て
も
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
本
稿
の
は
じ
め
に
書
い
た
よ
う
な
現
代
の
研
究
の
要
請
に
呼
応
す

る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
宗
教
改
革
時
代
の
フ
マ
ニ
ス
ム
ス
を
そ
れ
自
身
の
問
題
と
し
て
解
明
す
る
と
い
う
新
た
な

課
題
が
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
現
状
で
は
、
一
六
世
紀
ド
イ
ツ
の
フ
マ
ニ
ス
ト
に
、
古
典
研
究
者
と
い
う
字
義
的
な
意
味
で
の
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呼
称
を
越
え
て
、
独
自
な
倫
理
性
を
備
え
た
新
し
い
生
活
の
原
理
を
認
め
る
よ
う
な
見
解
は
学
界
に
希
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は

ル
タ
ー
登
場
ま
で
の
彼
ら
に
対
す
る
評
価
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
後
の
研
究
の
欠
如
は
事
実
の
否
定
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
と
考

え
た
い
。
こ
こ
で
詳
論
す
る
暇
は
な
い
と
し
て
も
、
本
稿
で
と
り
あ
げ
た
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ン
の
信
仰
観
に
も
、
彼
が
ル
タ
ー
と
の
邊
遽
前
に
接

触
し
た
フ
マ
ニ
ス
ト
た
ち
の
影
響
と
考
え
ら
れ
る
観
念
が
ル
タ
ー
の
そ
れ
と
対
立
し
て
い
る
の
が
み
ら
れ
た
。
彼
が
と
っ
た
ヴ
ィ
ッ
テ
ソ
ベ
ル

ク
大
学
の
改
革
の
方
向
、
そ
し
て
ル
タ
ー
保
護
の
政
策
に
は
明
ら
か
に
自
ら
の
理
念
に
支
え
ら
れ
た
行
動
と
考
え
ら
れ
る
部
分
が
あ
っ
た
。
そ

し
て
、
改
革
の
勃
発
期
の
彼
の
活
動
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
宗
教
改
革
そ
の
も
の
が
そ
の
当
初
か
ら
複
数
者
の
手
に
な
る
運
動
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
そ
こ
に
は
運
動
を
促
進
す
る
理
念
と
し
て
、
ル
タ
ー
に
よ
る
信
仰
の
革
新
と
共
に
、
信
仰
を
含
め
た
世
界
観
全
体
を
網
羅
す
る
観
念

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

が
存
在
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

　
で
は
、
こ
の
課
題
i
宗
教
改
革
時
代
の
フ
マ
ニ
ス
ム
ス
ー
を
思
想
史
の
側
面
か
ら
取
り
扱
う
視
角
は
ど
こ
に
据
え
れ
ば
よ
い
の
か
。
筆

者
は
ル
タ
ー
と
い
う
宗
教
者
と
フ
マ
ニ
ス
ト
と
い
う
世
俗
人
の
協
同
と
し
て
の
宗
教
改
革
と
い
う
問
題
関
心
か
ら
、
そ
れ
は
「
一
六
世
紀
の
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
社
会
に
お
い
て
世
俗
文
化
と
キ
リ
ス
ト
教
的
厳
粛
主
義
と
は
ど
の
よ
う
な
相
関
関
係
に
あ
っ
た
の
か
」
と
い
う
点
に
あ
る
と
し
て
お

き
た
い
。
ト
レ
ル
チ
に
よ
れ
ば
、
古
代
キ
リ
ス
ト
教
や
中
世
初
期
の
キ
リ
ス
ト
教
文
化
に
お
い
て
は
両
者
の
区
別
が
な
さ
れ
て
い
た
が
、
中
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

に
は
両
者
は
自
然
か
ら
恩
寵
へ
の
段
階
的
移
行
と
い
う
論
理
で
キ
リ
ス
ト
教
的
に
統
一
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
ル
タ
ー
の
世
俗
に
無
関
心
な

倫
理
観
が
こ
の
統
】
を
破
壊
し
、
や
が
て
ル
タ
ー
主
義
の
二
重
倫
理
を
導
き
だ
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
放
念
、
な
い
し
は
分
裂
の
中
で
、
フ
マ

ニ
ス
ム
ス
の
世
界
観
が
宗
教
改
革
の
動
向
を
左
右
し
て
い
く
可
能
性
を
認
め
る
こ
と
は
決
し
て
困
難
な
こ
と
で
は
な
い
。
例
を
あ
げ
る
な
ら
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ン
は
、
一
五
二
〇
年
代
の
前
半
に
、
エ
ラ
ス
ム
ス
の
『
キ
リ
ス
ト
教
君
主
論
』
を
ド
イ
ツ
語
に
翻
訳
し
て
い
る
、
そ
し
て
二
五

年
に
は
『
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
老
公
の
生
涯
と
歴
史
』
（
∪
匿
い
。
び
・
p
β
巳
α
δ
N
①
諦
σ
q
①
。
・
。
践
。
昇
。
津
δ
曾
8
げ
ω
匹
①
。
・
白
鷺
窪
）
と
い
う
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

に
君
主
の
理
想
を
託
し
た
自
ら
の
君
主
論
を
著
し
て
、
後
の
選
挙
侯
ヨ
ハ
ン
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
（
｝
o
主
旨
団
ユ
巴
誉
プ
）
に
贈
っ
て
い
る
。
そ
こ

に
展
開
さ
れ
る
の
は
、
中
世
的
な
騎
士
道
倫
理
を
越
え
た
、
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
教
的
職
分
論
の
拘
束
を
免
れ
た
フ
マ
ニ
ス
ム
ス
に
基
く
君
主
論
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ドイツ宗教改革とシュパラティソ（永田）

　
　
⑦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

で
あ
る
。
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
が
戦
争
を
回
避
し
平
和
を
守
っ
た
こ
と
、
学
芸
保
護
に
熱
心
で
あ
っ
た
こ
と
、
看
主
の
モ
ラ
ル
と
し
て
第
一
に
誠
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

で
あ
る
こ
と
を
考
え
て
い
た
こ
と
が
称
揚
さ
れ
る
の
は
、
ル
タ
ー
の
君
主
観
が
漠
然
と
し
て
お
り
、
　
「
有
能
な
君
主
は
珍
ら
し
い
鳥
で
あ
る
」

と
い
う
嘆
息
に
終
る
の
と
際
立
っ
た
対
比
を
み
せ
て
い
る
。
ま
た
、
別
の
例
を
ひ
く
な
ら
ば
、
一
五
三
〇
年
の
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
の
帝
国
議
会

が
あ
る
。
信
仰
告
白
擁
護
の
大
義
を
掲
げ
た
ド
イ
ツ
領
邦
諸
侯
間
の
対
立
と
抗
争
に
和
解
の
道
を
示
そ
う
と
し
た
こ
の
議
会
に
は
、
皇
帝
側
に

シ
ェ
パ
ー
（
O
。
旨
。
含
ω
ω
。
冨
電
鶏
）
、
ヴ
ァ
ル
デ
ス
（
と
8
富
○
＜
巴
留
。
。
）
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
側
に
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
、
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ン
ら
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

り
、
互
い
に
エ
ラ
ス
ム
ス
信
奉
者
（
卑
霧
難
冨
ぎ
O
と
し
て
交
渉
の
平
和
的
進
展
の
た
め
に
尽
力
し
た
。
周
知
の
よ
う
に
、
エ
ラ
ス
ム
ス
は
信
仰

告
白
を
め
ぐ
る
諸
侯
問
の
武
力
行
使
の
危
機
の
中
で
、
救
済
に
と
っ
て
本
質
的
な
教
義
を
で
き
る
限
り
少
な
く
す
る
と
い
う
方
針
に
立
っ
て
、

信
教
上
の
寛
容
（
n
門
O
一
①
殴
騨
謬
N
）
を
説
く
と
共
に
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
絶
対
平
和
を
訴
え
た
フ
マ
ニ
ス
ト
で
あ
り
、
彼
ら
に
及
ぼ
し
た
影
響
力
は
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

な
ど
り
が
た
い
も
の
が
あ
る
。
こ
こ
に
簡
略
に
あ
げ
た
事
例
は
も
ち
ろ
ん
、
彼
ら
フ
マ
ニ
ス
ト
が
い
わ
ゆ
る
知
識
人
で
あ
っ
た
が
故
に
そ
の
社

会
的
影
響
力
の
如
何
が
問
わ
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
当
時
の
和
平
工
作
は
つ
い
に
実
を
結
ぶ
こ
と
な
く
、
や
が
て
シ
ュ
マ
ル
カ
ル
デ
ン
戦
争
の
勃

発
に
至
っ
た
と
い
う
事
実
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
ま
ま
宗
教
改
革
時
代
に
お
け
る
フ
マ
ニ
ス
ト
の
理
念
が
、
当
時
の
所
与
と
し
て
与
え
ら

れ
る
宗
教
生
活
の
枠
組
に
致
命
的
な
亀
裂
を
生
じ
さ
せ
た
と
す
る
決
定
的
な
判
断
材
料
と
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
れ
ら

は
先
に
あ
げ
た
課
題
の
解
明
を
促
す
材
料
で
あ
る
に
ち
が
い
は
な
い
。

　
さ
て
、
以
上
に
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ソ
が
宗
教
改
革
に
果
し
た
役
割
を
ま
と
め
な
が
ら
、
改
革
史
研
究
の
今
後
の
一
展
望
を
示
し
て
き
た
わ
け
で

あ
る
が
、
お
わ
り
に
、
そ
の
展
望
を
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ソ
論
と
い
う
観
点
に
た
ち
か
え
っ
て
、
次
の
よ
う
に
要
約
し
て
結
び
に
か
え
た
い
。
ま
ず

ル
タ
ー
は
「
信
仰
の
み
」
の
確
信
に
よ
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
世
界
観
を
、
そ
の
核
心
に
あ
る
信
仰
の
あ
り
方
そ
の
も
の
か
ら
破
壊
し
よ
う

と
し
た
。
そ
の
よ
う
な
ル
タ
ー
思
想
の
受
容
は
二
つ
の
異
な
っ
た
方
向
に
向
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
即
ち
、
急
進
的
宗
教
改
革
者
は
徹
底
し

た
宗
教
的
＝
群
論
か
ら
、
現
世
を
破
壊
的
に
再
構
成
し
ょ
う
と
し
、
他
方
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ソ
は
「
信
仰
の
み
」
を
世
俗
的
世
界
観
の
一
部
と
し

て
吸
収
し
、
現
世
を
創
造
的
に
再
構
成
し
よ
う
と
し
た
。
従
っ
て
、
こ
こ
に
、
シ
ュ
パ
ラ
テ
ィ
ン
は
、
ル
タ
ー
を
第
一
、
そ
し
て
急
進
的
宗
教
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改
革
者
を
第
二
と
す
る
、
．
第
三
の
宗
教
改
革
者
の
ひ
と
り
で
あ
る
と
す
る
視
野
を
開
く
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

①
日
H
o
。
詳
切
。
戸
ω
g
ミ
ご
ミ
・
§
層
層
お
蔚
津

②
O
．
即
≦
警
門
主
ω
嚇
§
恥
淘
ミ
母
ミ
肉
§
§
§
帆
§
層
転
げ
昌
巴
巴
℃
三
僻
H
8
ピ

③
　
宗
教
改
革
時
代
の
フ
マ
ニ
ス
ム
ス
の
世
界
観
の
歴
史
的
意
義
を
強
調
し
た
見
解

　
も
い
く
か
提
出
さ
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
、
　
「
大
宗
教
改
革
」
（
レ
甘
甘
同
園
臥
。
マ

　
ヨ
騨
諜
。
呂
と
「
小
宗
教
改
革
」
（
蜜
一
昌
O
周
　
図
O
｛
O
「
旨
P
僻
叶
一
〇
目
）
と
い
う
概
念
を
設
定

　
し
て
、
フ
マ
ニ
ス
ム
ス
が
近
代
社
会
成
立
に
果
し
た
歴
史
的
意
義
を
あ
と
づ
け
よ

　
う
と
す
る
ヘ
ル
ダ
ー
の
説
は
興
味
深
い
。
＜
σ
q
ピ
O
o
冠
。
斜
↑
3
9

④
8
8
0
冨
ω
9
嚇
o
o
o
N
昼
濠
酵
。
戸
ω
．
b
。
8
陣

⑤
　
》
コ
膨
巴
o
ρ
＜
o
難
⑳
9
●

⑥
＜
α
q
ド
q
α
℃
巴
餌
註
p
U
窃
頃
二
巴
二
畠
9
0
◎
．
お
｛
■

⑦
エ
ラ
ス
ム
ス
の
『
キ
リ
ス
ト
教
君
主
論
』
は
一
五
＝
ハ
の
成
立
で
あ
り
、
皇
帝

　
カ
ー
ル
五
世
（
内
騨
昌
く
）
に
宛
て
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
マ
キ
ャ
ベ
リ
（
渚

　
鎧
p
⇒
o
臨
p
く
。
罠
）
の
『
君
主
論
』
は
一
五
一
三
年
遅
は
完
成
し
、
　
エ
ラ
ス
ム
ス
の

　
『
君
主
論
』
が
著
わ
さ
れ
た
こ
ろ
に
は
、
す
で
に
写
本
が
流
布
し
て
い
た
と
さ
れ

　
て
い
る
が
、
前
者
に
関
す
る
シ
ユ
パ
ラ
テ
ィ
ン
の
言
及
は
筆
者
が
知
る
限
り
で
は

　
な
い
。

⑨
Q
Q
℃
帥
ぎ
軌
範
U
羨
い
。
げ
Φ
5
男
H
δ
α
苫
冴
、
ω
・
鱒
鼻
｛
．
「
ど
ん
な
時
で
も
、
侯
は
平

　
和
を
最
高
の
理
想
と
し
て
統
治
し
、
そ
の
死
に
至
る
ま
で
、
な
に
び
と
に
も
戦
争

　
を
起
こ
さ
せ
な
か
っ
た
だ
け
で
な
く
、
ま
た
神
の
恵
み
に
よ
り
、
あ
ら
ゆ
る
困
難

　
に
対
し
て
、
味
方
も
敵
も
、
高
き
も
低
き
も
す
べ
て
の
人
が
驚
嘆
す
る
よ
う
な
忍

　
耐
力
を
も
っ
て
処
置
し
た
。
…
ザ
ク
セ
ン
は
平
和
を
享
受
す
る
真
の
平
和
国
で
あ

　
り
、
唯
一
の
平
和
国
だ
っ
た
。
」

⑨
　
・
び
曾
血
P
ω
9
鍵
沖
「
侯
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
学
問
と
芸
術
の
両
方
の
分
野

　
で
、
博
識
が
あ
り
才
能
登
か
な
人
々
に
、
十
全
の
い
つ
く
し
み
を
も
っ
て
寵
愛
を

　
た
れ
、
賞
讃
を
欠
か
さ
な
か
っ
た
。
…
…
侯
が
学
者
た
ち
を
大
切
に
し
、
愛
し
た

　
こ
と
は
、
侯
が
キ
リ
ス
ト
教
的
に
讃
え
ら
れ
た
高
名
な
ヴ
ィ
ッ
テ
ソ
ベ
ル
ク
大
学

　
を
設
立
し
、
維
持
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
十
分
に
見
菓
に
証
明
さ
れ
て
い
る
。
」

⑩
　
o
σ
Φ
昌
魯
．
ω
●
劇
Q
。
■
「
侯
は
真
理
を
よ
く
愛
し
た
の
で
、
嘘
を
い
っ
て
暮
し
て
い

　
る
者
を
好
ん
だ
り
、
保
護
す
る
こ
と
は
決
し
て
な
か
っ
た
。
侯
は
道
理
と
真
理
と

　
を
よ
く
愛
し
た
の
で
、
偽
り
の
諌
言
を
す
る
と
い
う
の
は
、
全
く
侯
へ
の
敵
対
行

　
為
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
…
…
実
際
、
署
公
が
こ
の
よ
う
な
徳
を
備
え
て
い
れ
ば
、

　
領
斑
は
彼
に
喜
ん
で
従
い
、
ま
た
彼
は
領
民
に
恵
み
を
た
れ
る
こ
と
が
で
き
る
も

　
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
多
く
の
君
公
は
金
銭
で
領
民
を
操
っ
て
い
る
の
が
実

　
情
な
の
だ
か
ら
。
」

⑪
≦
諺
磯
H
「
b
。
蕊
．
社
会
を
歴
史
的
に
み
る
こ
と
を
し
な
い
ル
タ
ー
に
は
、
ま
た

　
歴
史
や
社
会
に
個
別
的
な
権
力
者
像
を
求
め
て
い
く
と
い
う
意
図
も
な
い
。
彼
が

　
世
俗
権
力
を
と
り
あ
げ
る
の
は
、
信
仰
を
世
界
観
と
し
て
位
置
づ
け
る
必
要
が
あ

　
る
場
合
に
限
ら
れ
て
お
り
、
従
っ
て
彼
に
と
っ
て
は
、
現
世
は
所
詮
「
サ
タ
ン
の

　
支
配
」
（
話
α
q
数
日
臼
ρ
σ
o
財
簿
し
・
暮
騨
昌
器
）
で
し
か
な
い
。

⑫
即
ω
ε
憲
巴
9
吻
U
霞
鎖
儲
ヨ
ρ
昌
冨
ヨ
鐸
ω
§
山
臼
。
≦
δ
島
⑦
H
＜
㊦
H
㊦
三
σ
q
雪
σ
q

　
留
戦
緊
9
嵐
＄
訟
o
P
砕
ミ
慧
馬
轟
§
恥
譜
噛
、
魯
窃
滋
憧
鵠
農
婦
ミ
ミ
帖
§
恥
偽
馬
亀
ミ
き
ミ

　
切
α
．
δ
ρ
H
り
ω
9
0
0
．
ω
O
臨
．

⑬
　
園
p
一
昌
酔
。
コ
噛
肉
慢
騒
鶏
君
窓
恥
邦
訳
、
同
漁
周
、
　
一
閃
＝
三
貝
以
隆
　
、
及
び
、
　
二
一
＝
ハ
百
ハ
以

　
降
、
ま
た
出
。
丙
ρ
ヨ
①
ジ
8
9
凌
ω
Φ
。
｛
6
9
。
冨
賦
。
P
お
①
刈
邦
訳
、
成
瀬
治

　
『
寛
容
思
想
の
系
譜
駈
一
九
七
〇
年
、
平
凡
社
、
四
五
頁
以
降
、
参
照
。

（
京
都
大
学
大
学
院
生
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The　Sharecropping　System　in　’Bengal’

by

Akinobu　Kawai

　　This　article　is　about　the　zamindari　system　of　Dinajpur　prefecture　in

northern　Bengal．　One　purpose　is　to　document　the　emergence　of　pros－

perous　farmers　by　jute　culture　in　late　1930s　and　to　analyze－mainly

by　investigating　the　price　changes　of　jute　and　rice－the　process　and

elements　of　their　growing　into　the　landowners　in　1940s．　The　other　iS

to　mal〈e　it　clear　that　economic　foundations　of　these　landowners　are

upon　the　sharecropping　system　and　the　sharecroppers　are’ @to　be　regarded

as　wageworkers．

　　Examining　the　landowner－sharecropper　relations　formed　by　the　poiar－

ized　dlssolution　of　peasantry　under　the　zamindari　system，　the　author

tries　to　represent　that　the　usual　viewpoint　must　be　revlsed，　which

has　identified　zamindari　system　with　landownership・

Georg　Spalatin　und　die　Anfange　der　deutschen　Reformation

von

Ryoichi　Nagata

　　Georg　Spalatin　ist　einer　der　wichtigsten　Mitarbeiter　Luthers　in　der

deutschen　Reformation．　Als　Vermittler　zwischen　dem　1〈ursachsischen

Hof　und　Lutlter　hat　er　sich　der　sch6pferischen　Arbeit　fur　den　Aufbau

der　Reformation　gewidmet，　und　als　Humanist　hat　er　noch　dazu　elfrig

an　der　Uberzeugung　Luthers　Anteil　gehabt．　ln　dieser　Abhandlung

verfolgen　wlr　seine　Tatigkeit　begrenzt　in　der　ersten　Phase　der　refor－

matorischen　Bewegung－denn　er　vornehmlich　in　diesen　Jahren　darauf

groBen　EinfluB　ausgeUbt　hat．　1．　Zuerst　beim　Thesenschiag　in　1517　hat

er　bereits　mit　Luther　in　Kontakt　gestanden，　was　Uber　die　Entwicklung

der　Reformation　entscheidend　ware．　2．　Da　hat　der　Thesenschlag　im

Hinterhalt　die　blblisch－humanistische　Reform　zur　Universitat　Wit£en－

berg　gehabt，　die　die　belde　gemeinsam　uBtergenommen　haben．　3．　Endlich

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（968）



trotz　aller　Bee1nflussung’von．　der　GlqubensUberzeugung　Luthers　ist　er

auf　der　Weltanschauung　dagegen　seine　Unabhangigkeit　humanistisch
halten　geblieben．　Von　diesen　Punkte　aus　betrachtet，　er6rtern　wir　zum

SchluB，　wqs　fur　eine　Bedeg，tmp．g．．＄pa！．qVili．，als　humanistischer　Reformator

auf　dem　Ausbruch　deutschbA Reforinatibn　hat．

（967）




