
シ

ユ
ト
ラ
ー
ス
ブ
ル
ク
宗
教
改
革
の
展
開

一
仮
信
条
協
定
期
を
中
心
に
I
l

渡

邊

申イ

シュトラーースブルク宗教改箪：の展開（渡邉）

　
〔
要
約
】
　
従
来
、
都
市
の
宗
教
改
革
に
つ
い
て
は
、
改
革
運
動
の
担
い
手
が
都
市
民
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
そ
の
運
動
の
実
態
と
と
も
に
明
ら
か
に
さ
れ
て

　
き
て
い
る
。
し
か
し
市
参
事
会
の
果
た
し
た
役
割
は
評
価
が
分
か
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
改
革
理
念
の
確
立
と
い
う
そ
の
後
の
展
開
に
つ
い
て
の
検
討
は
未

　
だ
十
分
に
な
さ
れ
て
い
な
い
。
本
稿
で
は
、
シ
ュ
ト
ラ
ー
ス
ブ
ル
ク
市
を
例
と
し
て
取
り
上
げ
、
こ
の
都
市
で
の
宗
教
改
革
の
展
開
を
、
と
く
に
市
参
事

　
会
と
牧
師
の
教
会
観
に
焦
点
を
あ
て
て
考
察
し
た
。
ま
ず
教
会
制
度
を
め
ぐ
っ
て
、
牧
師
側
が
自
律
的
教
会
訓
練
の
理
念
・
運
動
を
展
開
し
た
結
果
、
市
　
＾

｝
〉
ト
」
’
、
〉
一
＞
〉
｝
〉
～
ー
ー
ご
）
一
、
く
く
’
）
、
㌔
～
～
～
一
・
》
〉
、
～
一
》
｝
、
～
〉
、
、
く
く
ー
ー
〉
一
）
一
、
：
湖
一
》
ー
ー
㌧
～
一
》
＞
＞
一
♪
）
ー
ー
》
、
一
～
～
一
、
⊆
～
．
モ
〈
’
〉
一
～
～
ー
ー
～
」
、
　
　
　
　
　
　
　
～
ト

は
　
じ
　
め
　
に

宗
教
改
革
は
、
一
五
四
六
年
、
大
き
な
転
機
を
迎
え
た
。
こ
の
年
ル
タ
…
が
没
し
、
新
旧
両
派
の
対
立
は
シ
ュ
マ
ル
カ
ル
デ
ン
戦
争
へ
と
進

ん
だ
の
で
あ
る
。
戦
争
は
翌
年
に
新
教
派
の
敗
北
で
終
息
し
た
。
皇
帝
カ
ー
ル
五
世
は
、
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
国
会
に
お
い
て
、
宗
教
問
題
の
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

決
を
「
仮
信
条
協
定
」
に
よ
っ
て
図
ろ
う
と
し
、
武
力
を
も
っ
て
そ
の
施
行
を
強
行
し
よ
う
と
し
た
。
当
初
、
こ
の
草
案
の
作
成
に
は
シ
ュ
ト

（545）

ル
ム
、
ベ
ッ
セ
ラ
ー
ら
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
も
加
わ
り
、
宗
教
対
立
の
和
解
を
目
指
す
と
い
う
点
で
は
、
シ
ュ
ト
ラ
ー
ス
ブ
ル
ク
市
の
改
革
派
神
　
3
9



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

学
者
M
・
ブ
ツ
ァ
！
ら
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
彼
は
そ
の
意
図
を
見
抜
き
反
発
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
皇
帝
側
は
こ
れ

を
二
六
箇
条
に
ま
と
め
た
が
、
こ
こ
で
は
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
側
に
は
聖
職
者
の
結
婚
と
俗
人
聖
杯
の
み
が
公
会
議
の
決
定
ま
で
の
間
認
め
ら
れ

た
だ
け
で
、
義
化
、
教
会
権
力
、
秘
蹟
、
ミ
サ
等
ほ
と
ん
ど
の
点
で
カ
ト
リ
ッ
ク
側
の
信
仰
観
が
採
用
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
（
た
だ
し
教
会
財
産

　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

に
つ
い
て
は
不
問
と
さ
れ
た
）
。
そ
の
強
要
は
各
地
に
波
紋
を
起
こ
し
た
が
、
代
衷
的
な
新
教
派
都
市
の
一
つ
で
あ
る
シ
ュ
ト
ラ
ー
ス
ブ
ル
ク
市
の

宗
教
改
革
も
転
機
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
従
来
、
ド
イ
ツ
の
宗
教
改
革
運
動
に
つ
い
て
は
、
「
都
欝
的
な
事
件
で
あ
っ
た
」
と
し
て
そ
の
損
い
手
は
都
市
の
民
衆
で
あ
っ
た
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

と
が
、
そ
の
形
態
と
共
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
考
察
は
と
り
わ
け
改
革
の
導
入
期
、
急
進
期
に
焦
点
を
あ
て
て

お
り
、
宗
教
改
革
が
ど
の
よ
う
に
確
立
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
未
だ
十
分
に
検
討
さ
れ
て
い
な
い
と
雷
え
よ
う
。
そ
こ

で
、
ま
ず
メ
ラ
！
の
論
考
に
よ
り
つ
つ
、
宗
教
改
革
の
展
開
に
お
け
る
一
つ
の
注
目
す
べ
き
経
過
か
ら
概
観
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
彼
は
、
南
ド
イ
ツ
帝
国
都
市
に
お
け
る
改
革
派
神
学
者
の
勝
利
は
、
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
ー
ブ
ツ
ァ
ー
の
独
特
な
、
都
市
に
合
致
し
た
神
学
と
、

南
ド
イ
ツ
に
お
い
て
と
く
に
活
発
で
あ
っ
た
（
支
配
老
と
被
支
配
者
の
一
体
感
と
い
う
）
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
精
神
と
の
遭
遇
に
よ
っ
て
明
確

に
説
明
さ
れ
る
、
と
言
う
。
そ
し
て
南
ド
イ
ツ
帝
国
都
市
の
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
主
義
の
最
盛
期
は
、
ブ
ツ
ァ
ー
の
指
導
の
下
で
の
一
五
四
〇
年
代

で
あ
っ
た
と
指
摘
し
、
一
五
四
七
一
五
五
年
の
危
機
の
時
期
は
南
ド
イ
ツ
の
状
況
を
決
定
的
に
悪
化
さ
せ
、
戦
争
敗
北
後
の
改
革
派
都
市
に
は

寡
悪
政
的
な
体
制
が
押
し
つ
け
ら
れ
、
一
部
に
は
市
民
の
抵
抗
も
見
ら
れ
た
が
、
都
市
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
組
織
的
に
打
ち
砕
か
れ
た
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

論
及
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
そ
の
ブ
ツ
ァ
ー
ら
は
、
宗
教
改
革
の
理
念
を
自
律
的
教
会
訓
練
、
つ
ま
り
問
題
の
あ
る
信
者
を
教
職
に
あ
る
者
が
中
心
と
な
っ
て
教

育
、
訓
戒
、
破
門
等
の
手
段
で
教
化
し
改
俊
さ
せ
る
と
い
う
方
法
で
、
定
着
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
点
を
検
討
す
る
こ

と
で
宗
教
改
革
の
確
立
過
程
の
一
端
を
明
ら
か
に
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
ブ
ツ
一
、
1
の
膝
元
、
シ
ュ
ト
ラ
ー
ス
ブ
ル
ク
市
の
場
合
、
教
会

訓
練
の
運
動
が
先
に
述
べ
た
仮
信
条
協
定
の
受
け
入
れ
が
閥
題
と
な
っ
た
時
期
に
活
発
化
し
て
い
る
た
め
、
当
時
の
社
会
状
況
に
お
い
て
こ
の
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運
動
が
も
っ
た
意
義
を
明
ら
か
に
し
ゃ
す
い
と
推
測
で
き
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
都
市
の
宗
教
改
革
の
展
開
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
の
研
究
を
み
る

と
、
と
く
に
仮
信
条
協
定
へ
の
対
応
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
改
革
理
念
と
の
関
係
を
顕
著
な
も
の
と
し
て
い
る
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
頷

け
よ
う
。

　
ま
ず
ヴ
ァ
イ
ラ
ウ
フ
は
、
メ
ラ
ー
説
に
則
し
て
考
察
を
行
っ
て
い
る
。
彼
も
、
都
市
に
は
「
宗
教
共
同
体
舞
ξ
巴
①
O
Φ
房
Φ
貯
ω
魯
鶴
ご
と

し
て
の
自
覚
が
あ
り
、
仮
信
条
協
定
は
こ
れ
に
基
づ
く
市
民
の
福
音
理
念
、
生
活
を
揺
る
が
す
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
。
そ
し
て
N
・
ル
ー
マ

ン
の
社
会
シ
ス
テ
ム
論
を
こ
の
都
市
の
例
に
応
用
し
て
、
仮
信
条
協
定
を
め
ぐ
る
事
件
の
意
義
を
捉
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
法

や
宗
教
に
お
い
て
自
律
し
た
生
活
・
運
命
共
同
体
と
し
て
の
都
市
が
、
外
界
か
ら
の
危
機
に
直
面
し
た
際
、
市
参
事
会
、
説
教
者
、
市
民
層
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
そ
の
政
治
・
宗
教
上
の
安
定
に
努
力
し
た
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
社
会
シ
ス
テ
ム
論
の
適
用
の
評
価
を
筆
者
は
よ
く
為
し
え
な
い
が
、
し
か
し
こ
の
時
期
だ
け
を
と
く
に
危
機
の
時
期
と
捉
え
る
こ
と
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

は
、
改
革
当
初
か
ら
外
圧
が
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
疑
問
が
残
る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
こ
の
視
角
か
ら
は
、
市
参
事
会
と
説
教
者
ら
の
先
の

よ
う
な
福
音
主
義
の
保
持
と
い
う
基
本
的
な
一
致
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
市
参
事
会
の
消
極
的
・
抑
圧
的

な
紺
応
へ
の
不
満
こ
そ
が
牧
師
に
教
会
権
の
自
律
を
め
ざ
し
た
「
キ
リ
ス
ト
者
の
集
会
。
び
激
霞
8
げ
①
○
①
B
Φ
ぎ
ω
o
げ
p
津
」
運
動
を
展
開
さ
せ

た
と
指
摘
す
る
ベ
ラ
ル
デ
ィ
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
を
み
る
な
ら
ば
、
同
意
し
が
た
い
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
ベ
ラ
ル
デ
ィ
の
研
究
は
、
後
述
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

る
よ
う
に
教
会
訓
練
運
動
を
改
革
理
念
の
展
開
に
お
い
て
考
察
し
、
そ
の
社
会
的
意
義
・
影
響
に
つ
い
て
は
目
を
向
け
て
い
な
い
。

　
ま
た
、
ブ
ラ
デ
ィ
は
こ
の
時
期
に
つ
い
て
も
都
市
統
治
階
層
を
中
心
に
検
討
し
て
い
る
。
彼
は
、
統
治
階
層
を
中
心
と
す
る
「
ポ
リ
テ
、
，
ー

ク
派
」
と
中
規
模
商
人
と
ツ
ン
フ
ト
手
工
業
者
を
中
核
と
す
る
「
ゼ
ロ
ッ
ト
派
」
の
動
向
、
対
立
を
明
ら
か
に
し
、
前
者
の
逃
亡
を
捉
え
て
、

メ
ラ
ー
の
い
う
意
味
で
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
意
識
の
存
在
を
否
定
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
後
者
に
つ
い
て
は
こ
の
意
識
と
宗
教
改
革

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

理
念
の
共
鳴
が
認
め
ら
れ
る
が
、
前
者
に
は
あ
て
は
ま
ら
ず
、
従
っ
て
支
配
・
被
支
配
者
闘
の
一
体
愚
な
る
も
の
は
存
在
し
な
い
と
い
う
。
つ

ま
り
彼
は
、
統
治
階
層
は
そ
の
統
治
体
制
を
守
る
為
に
妥
協
し
て
宗
教
改
革
を
行
っ
た
の
で
あ
る
と
し
、
一
五
二
六
年
以
降
に
つ
い
て
も
そ
の
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「
ポ
リ
テ
ィ
ー
ク
派
」
と
い
う
命
名
か
ら
し
て
基
本
的
な
立
場
は
同
じ
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
し
か
し
二
六
年
以
降
に
は
、
彼
ら
が
独
自
に
宗
教
改
革
を
進
め
た
政
策
も
あ
る
こ
と
は
、
彼
も
認
め
て
い
る
。
で
は
そ
の
動
機
は
何
か
。
こ

の
点
に
つ
い
て
は
、
ポ
リ
テ
ィ
…
ク
派
に
は
穏
健
福
音
派
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
形
で
曖
昧
に
し
か
論
及
さ
れ
て
い
な
い
。
筆
者
は
、
先
に

こ
の
都
市
の
急
進
期
の
宗
教
改
革
運
動
に
つ
い
て
検
討
し
、
市
参
事
会
の
改
革
へ
の
対
応
は
都
市
民
の
運
動
へ
の
譲
歩
で
あ
る
と
す
る
ブ
ラ
デ

ィ
の
見
解
に
は
修
正
の
余
地
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
つ
ま
り
宗
教
改
革
以
前
か
ら
の
市
参
事
会
の
教
会
政
策
の
延
長
線
上
に
あ
る
聖
職
者

の
市
民
化
、
教
会
・
修
道
院
の
管
理
と
い
っ
た
政
策
に
は
、
市
民
層
の
運
動
が
活
発
化
す
る
以
前
に
市
参
事
会
・
統
治
階
層
が
改
革
に
積
極
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

な
姿
勢
を
と
っ
て
い
る
も
の
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
統
治
階
層
を
逃
亡
さ
せ
た
と
い
う
都
市
民
の
運
動
に
つ
い
て
も
、
統

治
階
層
の
分
析
に
重
心
が
あ
る
た
め
、
後
述
す
る
よ
う
に
宗
教
面
な
ど
十
分
に
検
討
し
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
点
が
あ
る
。

　
こ
れ
ま
で
、
都
帯
宗
教
改
革
に
お
い
て
市
参
事
会
の
果
た
し
た
役
割
、
さ
ら
に
は
そ
の
改
革
理
念
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
評
価
が
分
か
れ
て

お
り
、
そ
れ
は
こ
の
都
市
の
例
か
ら
も
み
て
と
れ
よ
う
。
従
っ
て
、
も
し
オ
ズ
メ
ン
ト
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
説
教
師
ら
の
福
音
宣
教
、
民
衆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

の
支
持
、
そ
し
て
世
俗
権
力
に
よ
る
是
認
と
い
う
局
面
で
宗
教
改
革
の
展
開
が
捉
え
ら
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
点
の
解
明
に
は
こ
れ
ま
で

検
討
さ
れ
る
こ
と
の
少
な
か
っ
た
改
革
運
動
の
そ
の
後
の
展
開
に
着
目
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
代
表
的
な
南
ド
イ
ツ
の
帝
国
都
市
の
一
つ
で
あ
り
、
「
改
革
派
」
都
市
と
し
て
影
響
力
を
も
っ
た
こ
の
シ
ェ
ト
ラ
ー

ス
ブ
ル
ク
市
を
取
り
上
げ
、
従
来
紹
介
さ
れ
る
こ
と
の
少
な
か
っ
た
後
期
の
都
市
宗
教
改
革
に
つ
い
て
そ
の
一
例
を
示
す
こ
と
に
よ
り
、
宗
教

改
革
が
確
立
さ
れ
る
過
程
に
生
じ
た
問
題
と
今
後
の
検
討
課
題
の
所
在
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　
ま
ず
こ
の
都
市
の
教
会
体
制
の
確
立
、
教
会
訓
練
観
の
成
立
経
過
を
考
察
し
て
、
市
参
事
会
、
牧
師
の
教
会
観
、
そ
の
改
革
へ
の
姿
勢
を
検

討
す
る
。
そ
し
て
自
律
的
教
会
訓
練
を
め
ざ
す
「
キ
リ
ス
ト
者
の
集
会
」
運
動
の
考
察
と
仮
信
条
協
定
を
め
ぐ
る
市
参
事
会
、
牧
師
・
都
市
民

の
対
応
の
分
析
と
か
ら
、
そ
の
対
立
関
係
と
そ
れ
ぞ
れ
の
政
策
・
主
張
を
明
ら
か
に
し
、
こ
の
都
市
に
お
け
る
宗
教
改
革
の
確
立
過
程
の
一
面

を
示
す
こ
と
に
す
る
。
さ
ら
に
こ
の
危
機
に
対
す
る
市
参
事
会
の
政
策
・
対
応
と
以
前
の
政
策
と
の
関
連
の
有
無
を
検
討
し
、
そ
の
改
革
に
果
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た
し
た
役
割
を
考
察
す
る
こ
と
も
目
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い
。
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改
革
運
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デ
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1
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『
史
林
』
第
六
九
巻
二
号
、
一
九
八
六
、
参
照
。

⑫
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ω
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」
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一
h
■

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
「
領
邦
教
会
」
制
度
の
確
立
と
教
会
訓
練

　
ま
ず
初
め
に
、
こ
の
都
市
の
領
域
内
の
教
会
制
度
の
確
立
と
教
会
訓
練
観
の
展
開
を
検
討
し
て
、
市
参
事
会
と
改
革
派
神
学
者
の
教
会
観
を

明
ら
か
に
し
、
と
く
に
両
者
の
基
本
的
な
立
場
の
一
致
を
強
調
す
る
ヴ
ァ
イ
ラ
ウ
フ
ら
の
見
解
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
一
五
二
九
年
、
シ
ュ
ト
ラ
ー
ス
ブ
ル
ク
市
で
は
ミ
サ
が
廃
止
さ
れ
た
。
そ
し
て
以
後
、
「
改
革
派
教
会
」
の
建
設
が
主
要
問
題
と
な
っ
た
。
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②

ブ
ツ
岬
・
1
は
既
に
一
五
二
〇
年
代
に
教
会
訓
練
を
考
え
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
が
明
確
な
形
を
と
り
、
そ
の
教
会
観
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

い
て
重
要
な
意
義
を
与
え
ら
れ
た
の
は
、
一
五
三
〇
年
代
に
入
り
エ
コ
ラ
ン
パ
デ
ィ
ウ
ス
の
教
会
訓
練
観
に
接
し
て
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
際
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

再
洗
礼
派
の
問
題
が
重
要
な
要
因
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
既
に
研
究
が
あ
る
こ
と
で
も
あ
り
、
こ
こ
で
は
市
の
教
会
調
度

の
確
立
の
経
過
に
考
察
を
絞
る
こ
と
に
す
る
。

　
ブ
ツ
ァ
ー
は
、
一
五
三
一
年
五
月
、
エ
コ
ラ
ン
パ
デ
ィ
ウ
ス
と
共
に
ウ
ル
ム
の
教
会
改
革
に
携
わ
っ
た
。
そ
し
て
ウ
ル
ム
か
ら
戻
る
と
、
市

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

参
事
会
に
働
き
か
け
て
、
「
教
会
役
員
内
跨
。
雪
起
匿
σ
Q
段
」
の
制
度
を
設
け
さ
せ
た
。
こ
れ
は
市
内
七
教
区
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
市
参
事
会
員
、
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

エ
ッ
フ
ェ
ソ
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
計
三
名
の
役
員
を
選
出
し
、
彼
ら
が
牧
師
ら
の
生
活
・
教
義
内
容
の
監
督
、
教
区
民
の
改
善
に
あ
た
る
と
い
う

も
の
で
あ
る
。
再
洗
礼
派
対
策
が
そ
の
第
一
の
目
的
で
は
あ
っ
た
が
、
ブ
ツ
一
、
1
は
、
こ
れ
を
「
長
老
」
と
い
う
教
職
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

け
教
会
訓
練
の
第
一
歩
と
し
ょ
う
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
だ
が
、
こ
の
時
、
早
く
も
市
参
事
会
と
の
問
に
齪
賠
が
み
ら
れ
た
。
つ
ま
り
こ
の
役
員
の
任
命
権
は
市
参
事
会
が
掌
握
し
、
そ
の
結
果
、
彼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

ら
は
「
市
参
事
会
の
官
吏
」
と
し
て
行
動
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
既
に
市
参
事
会
と
牧
師
ら
の
間
に
あ
る
教
会
観
の
相
違
の

一
端
が
現
れ
て
い
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
次
に
ブ
ツ
ァ
ー
ら
の
「
教
職
会
囚
8
＜
Φ
馨
」
は
、
教
会
役
員
と
協
議
し
、
　
一
五
三
二
年
一
一
月
、
市
参
事
会
に
市
民
の
信
仰
生
活
の
改
蕃

に
つ
い
て
の
勧
告
を
行
っ
た
。
こ
の
中
で
は
、
市
戸
外
の
領
域
を
含
む
教
会
会
議
を
開
き
、
信
仰
生
活
の
監
督
・
取
り
締
ま
り
を
実
施
す
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
た
。
市
参
事
会
は
こ
れ
を
四
名
の
委
員
会
に
審
議
さ
せ
、
そ
し
て
、
ま
ず
予
備
会
議
を
開
き
、
そ
れ
を
承
け
て
都
市
な
ら
び
に

領
域
宗
教
会
議
を
開
催
す
る
こ
と
と
な
っ
た
（
一
五
三
三
年
五
－
六
月
）
。
そ
の
結
果
、
ブ
ツ
ァ
ー
の
手
に
な
る
二
六
箇
条
」
が
市
の
信
仰
規
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

と
さ
れ
、
再
洗
礼
派
、
エ
ピ
キ
ェ
リ
ア
ン
派
の
追
放
が
実
施
さ
れ
た
。

　
さ
て
、
こ
の
経
過
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
次
の
四
点
で
あ
る
。
ま
ず
各
会
議
は
い
ず
れ
も
委
員
会
の
答
申
に
基
づ
い
て
俗
人
、
つ
ま
り
市
参

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

事
会
側
の
代
表
が
多
数
を
占
め
、
市
参
事
会
の
主
導
の
下
で
行
わ
れ
た
。
次
に
、
ブ
と
，
1
は
二
六
箇
条
」
の
審
議
の
過
程
で
牧
師
・
長
老
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⑪

・
執
事
の
三
職
分
制
を
考
え
て
い
た
が
、
こ
れ
は
市
参
事
会
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
第
ヨ
に
、
領
域
宗
教
会
議
に
お
い
て
は
、
市
の
領

域
全
体
に
先
の
信
仰
規
定
の
周
知
徹
底
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
際
、
領
域
内
の
村
長
、
村
役
人
ら
が
出
席
し
、
状
況
を
報
告
、
つ
ま
り
こ
こ
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

も
行
政
側
が
主
導
し
て
い
た
。
最
後
に
、
市
参
事
会
は
、
宗
教
会
議
の
開
催
に
際
し
、
ツ
ン
フ
ト
に
布
告
を
出
し
て
ゲ
マ
イ
ソ
デ
員
に
家
に
い
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⑭

る
よ
う
命
じ
て
お
り
、
ま
た
会
場
の
警
備
を
厳
重
に
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
市
内
、
と
く
に
ゲ
マ
イ
ン
デ
層
に
不
穏
な
動
き
が
あ
り
、
市

参
事
会
が
こ
れ
を
危
惧
し
て
い
た
と
推
測
で
き
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
当
初
、
こ
の
一
連
の
会
議
に
引
き
続
き
、
そ
こ
で
の
決
定
事
項
の
立
法
措
置
が
と
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
市
参
事
会
は
慎
重
な
態

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

度
を
と
っ
た
。
牧
師
側
の
要
求
に
よ
り
「
教
会
規
定
」
が
法
制
化
さ
れ
る
の
は
、
一
五
三
四
年
六
月
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
市
参
事
会
が
教
会
の

内
的
事
項
に
対
し
て
は
消
極
的
な
姿
勢
を
採
る
と
い
う
傾
向
が
現
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
さ
て
、
こ
れ
に
よ
り
コ
六
箇
条
」
に
基
づ
く
シ
ュ
ト
ラ
ー
ス
ブ
ル
ク
の
教
会
養
毛
が
整
う
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
教
会
訓
練
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

て
は
、
市
参
事
会
は
絶
え
ず
こ
れ
が
「
新
教
皇
制
」
の
成
立
に
結
び
つ
く
こ
と
を
懸
念
し
た
。
そ
れ
故
、
そ
の
立
法
化
に
際
し
て
は
、
牧
師
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

教
会
役
員
に
教
区
畏
の
訓
練
を
委
ね
る
と
い
う
教
会
会
議
の
原
案
は
否
認
さ
れ
、
教
区
民
の
訓
練
に
関
す
る
条
項
は
削
除
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
牧
師
の
監
督
に
つ
い
て
は
、
三
人
の
教
会
役
員
と
二
人
の
市
参
事
会
員
か
ら
な
る
（
必
要
に
応
じ
二
人
の
牧
師
を
加
え
る
と
さ
れ
た
）
「
試

問
委
員
会
国
×
騨
ヨ
ヨ
㌶
o
昌
が
設
け
ら
れ
た
。
こ
れ
に
は
、
牧
師
へ
の
試
聞
権
、
任
命
・
監
督
権
が
与
え
ら
れ
て
お
り
、
先
の
教
会
役
員
と
併

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

せ
て
、
こ
こ
に
市
参
事
会
は
市
の
領
域
内
の
教
会
に
対
す
る
行
・
財
政
権
、
教
義
上
の
監
督
・
裁
定
権
を
掌
握
し
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
「
教
職
会
」
が
公
式
の
組
織
と
し
て
承
認
さ
れ
た
が
、
市
参
事
会
に
よ
っ
て
教
会
役
員
が
「
長
老
」
と
し
て
加
わ
る
こ
と
と
さ
れ
、

こ
こ
で
も
市
参
事
会
は
実
質
上
の
主
導
権
を
握
っ
た
。
こ
う
し
て
、
市
参
事
会
は
、
シ
ュ
ト
ラ
ー
ス
ブ
ル
ク
市
と
そ
の
領
域
全
体
の
教
会
の
監

督
・
支
配
権
を
確
保
し
、
言
わ
ば
市
の
「
領
邦
教
会
」
と
も
い
い
う
る
体
制
を
作
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
体
制
の
下
に
お
い
て
牧
師
側
の
不
満
が
次
第
に
募
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
新
し
い
教
会
理
念
の
定
着
、
信
仰

生
活
の
改
善
は
、
彼
ら
の
思
う
よ
う
に
進
展
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
不
満
は
、
と
く
に
賭
博
、
売
春
、
高
利
貸
な
ど
を
市
参
事
会
が
放
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⑳

直
し
て
い
る
こ
と
、
若
者
が
カ
テ
キ
ズ
ム
に
参
撫
し
な
い
こ
と
、
老
若
を
問
わ
ず
礼
拝
に
出
席
が
少
な
い
こ
と
な
ど
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。
市

参
事
会
は
、
教
会
に
つ
い
て
の
権
限
を
掌
握
・
拡
大
し
た
が
、
具
体
的
な
活
動
を
積
極
的
に
行
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
は
以
前
の
再
洗
礼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

派
に
対
し
て
も
同
様
で
あ
り
、
教
会
の
内
的
事
項
に
対
す
る
｝
姦
し
た
消
極
姿
勢
を
ボ
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
実
際
、
教
区
民
に
は
、
か
つ
て
の
よ
う
な
運
動
の
高
揚
は
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
た
。
一
五
二
九
年
の
ミ
サ
廃
止
に
よ
っ
て
、
そ
の
改
革
運

動
に
は
一
段
落
が
つ
い
て
お
り
、
ま
た
が
っ
て
運
動
の
舞
台
・
単
位
と
な
っ
た
教
区
に
も
、
前
述
の
よ
う
に
教
会
役
員
の
下
、
市
参
事
会
の
監

理
が
及
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
し
、
ブ
ツ
一
、
1
は
、
自
律
的
教
会
訓
練
の
意
義
を
い
っ
そ
う
重
視
す
る
と
と
も
に
、
世
俗
権
力
か
ら
可
能
な
か
ぎ
り

自
律
し
た
教
会
の
確
立
を
め
ざ
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
と
推
定
で
き
る
。
こ
の
考
え
方
は
、
『
真
の
再
会
と
正
し
い
牧
者
の
務
め
に
つ
い
て

く
8
Q
窪
宅
錠
窪
ω
。
色
ω
。
お
。
＝
巳
α
①
8
お
。
馨
窪
望
洋
窪
象
①
霧
晶
（
一
五
三
八
）
と
『
ツ
ィ
ー
ゲ
ン
ハ
イ
ン
訓
練
規
定
齪
①
σ
q
Φ
嘗
巴
昌
母

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

N
蝿
。
軍
o
a
ロ
毒
σ
Q
』
（
一
五
三
九
）
に
見
て
と
れ
る
。
彼
の
教
会
訓
練
観
は
、
そ
の
後
「
キ
リ
ス
ト
者
の
集
会
」
運
動
へ
と
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
の
で
、
そ
の
主
要
な
論
点
を
み
て
お
こ
う
。

　
ま
ず
、
『
真
の
牧
会
と
…
…
』
で
は
、
序
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
の
教
会
、
す
な
わ
ち
聖
徒
の
交
わ
り
を
信
ず
る
と
、
皆
、
告
白
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

る
が
、
そ
の
本
質
、
有
す
べ
き
統
治
と
秩
序
を
知
る
も
の
は
極
め
て
少
な
い
と
し
、
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

い
と
良
く
…
致
し
た
集
会
、
交
わ
り
で
あ
り
、
絶
え
ざ
る
教
育
、
訓
練
、
激
励
、
つ
ま
り
㎝
つ
の
統
治
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
監
督
者
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
者
の
群
れ
の
正
し
い
監
視
者
は
、
「
長
老
国
三
琢
窪
」
で
あ
る
。
そ
の
資
格
は
聖
書
か
ら
示
さ
れ
、
そ
の
選
出
に
つ
い
て

は
と
く
に
「
全
会
衆
の
同
意
畠
興
σ
Q
ρ
嵩
窪
O
①
ヨ
o
B
σ
q
①
げ
亀
」
を
得
ね
ぼ
な
ら
ず
、
ま
た
そ
の
他
の
長
老
と
「
先
輩
2
お
窪
σ
Q
o
こ
が
選
挙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

を
指
導
、
教
示
し
、
任
命
を
執
り
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
こ
の
選
挙
に
は
世
俗
権
力
が
関
与
す
る
こ
と
を
認
め
る
よ
う
に
と
れ
る
引
用
も
あ
る
。
し
か
し
、
世
俗
権
力
に
つ
い
て
は
「
彼
ら
自
身
が
説

教
を
し
た
り
、
御
言
葉
と
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
を
分
け
与
え
た
り
、
教
会
訓
練
を
執
行
し
た
り
す
べ
き
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
教
会
に
お
け
る
嘉
島
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シュトラースブルク宗教改革の展開（渡邊）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

な
奉
仕
、
務
め
だ
か
ら
で
あ
る
」
と
し
、
「
そ
れ
ゆ
え
、
た
と
え
世
俗
権
力
が
真
に
キ
リ
ス
ト
に
か
な
い
、
そ
の
処
罰
に
熱
心
で
あ
る
と
し
て

も
、
そ
の
公
の
訓
練
と
処
罰
の
ほ
か
に
、
キ
リ
ス
ト
の
教
会
象
①
σ
q
①
B
。
団
巳
窪
○
げ
騎
江
は
、
ま
さ
し
く
そ
れ
自
身
の
訓
練
と
処
罰
を
も
つ

こ
と
が
、
絶
え
ず
必
要
で
あ
る
」
と
主
張
し
て
い
る
。

　
『
ツ
ィ
ー
ゲ
ン
ハ
イ
ソ
訓
練
規
定
』
で
も
同
様
に
、
世
俗
権
力
が
罪
入
に
罪
を
償
わ
せ
た
と
し
て
も
、
長
老
は
さ
ら
に
い
っ
そ
う
の
腰
罪
を

な
さ
し
め
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
こ
の
書
で
は
、
こ
の
長
老
の
役
職
が
さ
ら
に
明
確
に
さ
れ
て
お
り
、
俗
人
か
ら
選
ば
れ
訓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

練
に
あ
た
る
も
の
と
し
て
、
牧
師
と
並
ぶ
重
要
な
役
割
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
世
俗
権
力
の
関
与
を
ま
っ
た
く
拒
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

こ
こ
で
も
世
俗
権
力
と
霊
的
権
力
の
権
限
は
区
別
さ
れ
、
教
会
は
独
自
の
訓
練
を
も
つ
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
主
張
が
、
「
新
教
皇
制
」
、
と
り
わ
け
教
会
裁
判
の
復
活
を
図
る
も
の
と
し
て
、
市
参
事
会
側
に
よ
っ
て
無
視
さ
れ
た
こ
と
は
、

先
の
経
過
か
ら
も
容
易
に
頷
け
る
。
ブ
ツ
ァ
ー
ら
は
、
他
の
都
市
で
の
教
会
改
革
の
推
進
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
拠
地
に
お
い
て
は
足
踏
み
を

強
い
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
以
後
一
五
四
四
年
ま
で
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
こ
の
訓
練
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
運
動
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
ベ
ラ
ル
デ
ィ
は
、
書
簡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

等
か
ら
ブ
ツ
ァ
ー
ら
は
個
々
の
教
会
ゲ
マ
イ
ソ
デ
に
お
い
て
活
動
し
て
い
た
、
と
推
測
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ブ
ツ
ァ
ー
ら
は
、
改
革

を
進
め
る
た
め
に
は
教
会
訓
練
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
い
っ
そ
う
明
確
に
認
識
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
一
五
四
五
年
末
に
は
後
述
す
る
よ
う

に
市
参
事
会
の
意
志
に
反
し
て
で
も
教
会
訓
練
の
実
現
を
図
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
教
会
制
度
の
確
立
を
め
ぐ
っ
て
は
、
市
参
事
会
の
領
域
内
の
教
会
に
対
し
そ
の
権
限
を
拡
大
し
よ
う
と
す
る
、
言
わ
ば
市

の
「
領
事
教
会
」
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
政
策
と
、
ブ
ツ
ァ
ー
ら
の
信
仰
生
活
の
改
善
に
は
自
律
的
教
会
訓
練
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
主
張
と

が
、
そ
の
対
立
を
次
第
に
顕
著
な
も
の
と
し
て
い
っ
た
こ
と
を
確
認
で
き
よ
う
。

　
こ
の
対
立
は
、
市
参
事
会
側
に
す
れ
ば
、
先
の
懸
念
か
ら
も
見
て
と
れ
る
よ
う
に
宗
教
改
革
の
成
果
を
否
定
し
か
ね
な
い
、
重
大
な
問
題
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

あ
っ
た
と
推
定
で
き
る
。
と
す
れ
ば
、
市
参
事
会
と
牧
師
ら
の
基
本
的
立
場
の
一
致
を
強
調
す
る
こ
と
に
は
聞
題
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
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雛形劇・3人類会険灘属所名氏

－
姻
7
　
訂

1518－42

1520－52

エ522－41

1523－47

1546－54

1526－53

1530－48

1532－40

1532－42

1535－68

1543－51

13

16

103

72

20

都市門閥　　　　　1ラソチエ

鍛冶屋　　　　　　ラソチエ

ツム・シュピーゲル　ラソチニ
　　　　　　　　ロツム・シュピーゲルi商人
　　　　　　　　ミッム・フライカレク陣入

都市門閥　　　　　iランチエ

ツム・シュピーゲノ列商人

都市門閥　　　　　1ラソチエ

・ムヴルー・　油人
ツム・フライブルクi商人
ツム・シュピーゲル1ラソチェ

H．　Bock

C．　1〈niebis

D．　Mieg

M．　Herlin

J．　v．　Duntzenheim

J．Stur皿

C．　Johann

B．　Wurmsar

M．　Betscholt

M．　Pfarrer

A．　Mieg

ゼ
ロ
ッ
ト
派

ポ
リ
テ
ィ
ー
ク
派

1．Brady，　Ruli7i8　Class．　p．298　f．のProsopographyより作成。

2．公債については1533－4年度の記録による。Jbid．　pp．158－9，　p．373　f，

い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
「
仮
信
条
協
定
」
期
の
経
過
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
よ
り
明

確
と
な
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
ブ
ラ
デ
ィ
は
、
以
上
み
て
き
た
市
参
事
会
の
政
策
の
背
景
に
は
「
ゼ
ロ
ヅ
ト

派
」
か
ら
「
ポ
リ
テ
ィ
ー
ク
派
」
へ
の
勢
力
交
代
が
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
既
に
述
べ

た
よ
う
に
、
そ
れ
ら
は
市
内
の
社
会
層
と
完
全
に
一
致
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
が
、
前

者
は
中
規
模
商
人
や
ツ
ン
フ
ト
手
工
業
者
を
中
心
と
し
、
ブ
ツ
ァ
ー
ら
を
支
持
し
た
の
に
対

し
、
後
老
は
旧
来
か
ら
の
都
市
支
配
層
が
中
核
で
あ
っ
た
と
さ
れ
、
以
前
の
カ
ト
リ
ッ
ク
派
、

日
和
見
主
義
派
だ
っ
た
人
物
の
他
、
穏
健
な
福
音
派
が
加
わ
っ
て
次
第
に
ル
タ
ー
派
に
傾
い

　
　
　
　
　
　
　
⑳

て
い
っ
た
と
さ
れ
る
。

　
ブ
ラ
デ
ィ
は
、
こ
の
両
老
の
勢
力
交
代
が
と
り
わ
け
外
交
政
策
に
お
い
て
顕
著
に
現
れ
て

い
る
、
と
指
摘
す
る
。
つ
ま
り
、
一
五
二
〇
年
代
は
「
日
置
ッ
ト
派
」
が
親
ス
イ
ス
・
ツ
ヴ

ィ
ン
グ
リ
派
政
策
を
進
め
て
い
た
が
、
そ
れ
は
二
九
年
の
ミ
サ
廃
止
の
時
期
を
頂
点
と
し
て
、

三
〇
年
代
に
入
る
と
「
ポ
リ
テ
ィ
ー
ク
派
」
に
よ
っ
て
帝
国
に
向
い
た
、
親
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

ト
諸
侯
政
策
が
進
め
ら
れ
た
、
と
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
実
際
、
外
交
政
策
の
上
に
は
こ
う
し
た
変
化
が
認
め
ら
れ
る
が
、
彼
は
、
こ
の
原
因
と
し

て
「
ポ
リ
テ
ィ
ー
ク
派
」
の
首
領
J
・
シ
ュ
ト
ル
ム
の
政
治
的
手
腕
と
、
外
交
を
担
当
す
る

た
め
の
資
格
要
件
が
外
交
の
在
り
方
自
体
と
共
に
変
化
し
、
以
前
に
も
増
し
て
財
産
や
教
養

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

な
ど
が
必
要
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
ブ
ラ
デ
ィ
が
両
派
の
代
表
的
メ
ン
バ
ー
と
し
て
挙
げ
て
い
る
人
物
を
、
彼
自
身
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の
作
成
し
た
資
料
で
調
べ
て
み
る
と
（
別
表
参
照
）
、
実
は
必
ず
し
も
そ
の
社
会
出
自
、
財
産
な
ど
に
彼
の
言
う
よ
う
な
出
身
階
層
の
相
違
を
認

め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
っ
と
も
、
彼
は
「
上
裳
ッ
ト
派
」
を
中
規
模
商
人
、
ツ
ン
フ
ト
手
工
業
者
が
中
核
で
あ
っ
た
と
し
て
お
り
、
こ
れ

ら
の
階
層
に
つ
い
て
は
、
資
料
が
添
え
ら
れ
て
い
な
い
。
従
っ
て
彼
の
党
派
把
握
の
妥
当
性
自
体
は
確
認
し
が
た
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
の
検

討
か
ら
は
、
少
な
く
と
も
こ
れ
ら
の
市
政
を
担
当
し
た
代
表
的
人
物
に
関
し
て
は
、
確
実
に
言
え
る
こ
と
と
し
て
、
政
策
的
に
「
ゼ
ロ
ヅ
ト
派
」

と
さ
れ
る
人
々
が
一
五
二
〇
年
代
に
重
要
な
役
職
に
就
い
た
の
に
製
し
、
彼
の
言
う
「
ポ
リ
テ
ィ
ー
ク
派
」
は
、
三
〇
年
代
に
こ
れ
ら
の
職
に

就
い
た
人
女
で
あ
る
と
い
う
点
を
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
従
っ
て
、
「
ゼ
ロ
ッ
ト
派
」
か
ら
「
ポ
リ
テ
ィ
ー
ク
派
」
へ
の
市
政
の
主
導
権
の
移
行
と
さ
れ
る
も
の
は
、
そ
の
原
因
を
こ
の
時
期
に
と
り
た

て
て
急
激
に
変
化
が
起
き
た
と
は
言
い
切
れ
な
い
、
外
交
の
在
り
方
や
そ
の
資
格
要
件
の
変
化
に
求
め
る
よ
り
は
、
統
治
階
層
に
都
市
民
の
支

持
を
得
ら
れ
る
人
物
を
選
出
さ
せ
て
い
た
都
市
住
民
の
運
動
の
後
退
に
求
め
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
、
宗
教
改
革
の
急
進
期

に
は
、
市
参
事
会
に
名
目
上
は
下
位
の
ツ
ン
フ
ト
か
ら
富
裕
商
人
層
に
属
す
る
新
教
派
の
参
事
会
員
が
多
く
選
出
さ
れ
る
と
い
う
現
象
が
見
ら

れ
た
。
た
し
か
に
ブ
ラ
デ
ィ
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
操
作
に
よ
り
統
治
階
層
は
都
市
民
の
運
動
の
矛
先
を
か
わ
し
、
そ
の
統
治
体
制
の
維

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

持
に
成
功
し
た
と
捉
え
ら
れ
る
。
ま
た
急
進
期
を
経
た
の
ち
一
五
二
九
年
の
市
内
ミ
サ
廃
止
は
、
ゲ
マ
イ
ソ
デ
層
を
中
核
と
す
る
都
市
民
の
改

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

革
運
動
に
一
つ
の
段
落
を
つ
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
ま
さ
に
こ
の
時
期
が
「
ポ
リ
テ
ィ
ー
ク
派
」
と
さ
れ
る
人
々
の
登
場
し
て
く
る
転
換

期
と
符
合
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
別
蓑
に
お
い
て
例
外
的
な
O
旨
窪
窪
げ
9
旨
が
就
任
し
た
の
は
後
述
す
る
講
和
・
仮
信
条
協
定
が
問

題
と
な
っ
た
時
期
で
あ
る
こ
と
も
目
を
引
く
。
従
っ
て
こ
う
し
た
事
情
か
ら
は
先
の
よ
う
に
捉
え
る
方
が
よ
り
適
切
で
あ
る
と
推
定
で
き
よ
う
。

　
つ
ま
り
彼
が
指
摘
し
て
い
る
「
ゼ
ロ
ヅ
ト
派
」
と
は
、
都
市
民
の
改
革
運
動
の
高
揚
を
背
景
に
登
場
し
た
グ
ル
ー
プ
で
あ
り
、
従
来
の
統
治

階
層
の
中
で
都
市
民
の
支
持
を
得
ら
れ
る
立
場
に
あ
っ
た
人
物
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
都
市
民
の
改
革
運
動
が
後
退

す
る
と
と
も
に
、
政
策
的
に
は
ス
イ
ス
と
の
都
市
同
盟
策
よ
り
も
帝
国
、
諸
侯
に
向
い
た
「
ポ
リ
テ
ィ
ー
ク
派
」
（
ブ
ラ
デ
ィ
は
統
治
階
層
が
も
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

も
と
近
隣
諸
侯
と
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
）
が
登
場
し
て
き
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
政
策
上
に
変
更
は
あ
っ
た
に
し
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て
も
、
統
治
階
層
の
支
配
体
制
そ
れ
自
体
の
枠
組
み
に
は
、
こ
の
間
に
変
化
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
を
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
ブ
ラ
デ
ィ
が
「
ポ
リ
テ
ィ
ー
ク
派
」
と
す
る
穏
健
派
の
下
で
市
参
事
会
が
と
っ
た
教
会
政
策
、
改
革
理
念
へ
の
立
場
に
つ
い
て

は
、
今
ま
で
の
検
討
か
ら
、
教
会
の
外
的
事
項
を
中
心
と
し
て
市
参
事
会
の
監
督
権
を
拡
大
し
よ
う
と
し
、
教
会
の
自
律
化
は
こ
れ
を
脅
か
す

も
の
と
し
て
阻
も
う
と
す
る
方
向
に
あ
っ
た
こ
と
、
信
仰
・
教
義
自
体
に
は
消
極
的
な
姿
勢
を
と
っ
て
い
た
こ
と
を
確
認
で
き
た
。
そ
の
立
場

・
政
策
は
仮
信
条
協
定
を
め
ぐ
る
闇
題
に
お
い
て
さ
ら
に
検
証
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
そ
の
前
に
牧
師
・
説
教
師
側
の
対
応
を
先
に

み
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

①
こ
れ
に
つ
い
て
は
中
谷
博
幸
「
シ
ュ
ト
ラ
ー
ス
ブ
ル
ク
：
ミ
サ
廃
止
」
『
史
林
隔

　
第
六
三
巻
三
号
、
一
九
八
○
、
参
照
。

②
　
ブ
ツ
ァ
ー
は
『
福
音
書
註
解
』
（
一
五
二
七
）
の
中
で
「
も
し
市
政
府
の
力
を
か

　
り
て
訓
練
の
ゆ
き
と
ど
い
た
共
同
体
を
作
る
こ
と
が
不
可
能
な
ら
ば
、
真
面
目
な

　
キ
リ
ス
ト
者
た
ち
は
小
さ
な
範
囲
で
自
ら
事
を
進
め
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て

　
い
る
と
い
う
。
南
純
「
ブ
ツ
ァ
ー
の
激
会
観
」
渡
辺
信
夫
編
『
教
会
改
革
の
伝
統

　
継
承
』
改
革
社
、
一
九
七
二
、
一
六
頁
参
照
。
ブ
ツ
ァ
…
の
教
会
観
に
つ
い
て
は
、

　
さ
し
あ
た
り
『
宗
教
改
革
著
作
集
』
第
六
巻
、
教
文
館
、
一
九
八
六
、
ま
た
そ
の

　
主
要
参
考
文
献
、
参
照
。

③
　
詳
し
く
は
出
村
彰
『
ス
イ
ス
宗
教
改
革
史
研
究
』
三
歎
基
督
教
団
出
版
社
、
一

　
九
七
一
参
照
。

④
再
洗
礼
派
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
冨
本
健
輔
『
宗
教
改
革
運
動
の
展
開
』
風
間

　
書
房
、
一
九
六
五
を
参
照
。

⑥
　
鼠
§
ミ
塁
§
綾
暮
箋
豊
贈
切
ミ
ミ
㍉
し
u
ミ
ミ
§
§
言
防
。
無
慧
遠
ミ
ミ

　
8
誤
ミ
§
欺
§
§
豊
嵩
。
§
§
§
萄
ミ
無
ミ
馬
Q
§
防
載
．
ミ
動
§
馬
■
客
Q
Q
■
窃
レ
ρ
H
O
。
①
悼
1

　
ψ
P
冥
。
お
爽
（
以
下
誉
p
鴨
メ
と
略
記
）

⑥
　
こ
の
都
市
の
行
政
機
構
、
社
会
構
成
に
つ
い
て
は
、
○
．
≦
営
。
ざ
喜
p
ミ
ポ

　
ω
＃
幾
σ
p
弓
σ
窺
ω
＜
⑦
ほ
霧
ω
量
σ
q
砦
畠
く
①
『
芝
9
ε
ロ
σ
q
一
昌
δ
．
一
警
『
『
μ
＆
o
『
内
旨
“

　
N
職
激
暮
鳩
ミ
五
二
職
鳶
O
題
ら
｝
焼
暮
鷺
乱
3
0
ぴ
ミ
ミ
職
匿
9
α
鴫
”
H
Φ
O
ω
、
シ
ュ
モ
ラ
ー
、

　
瀬
原
義
生
訳
『
ド
イ
ツ
中
世
都
市
の
成
立
と
ツ
ン
フ
ト
闘
争
』
未
来
社
、
一
九
七

　
五
、
前
掲
拙
稿
参
照
。
市
参
審
会
員
は
、
、
『
霧
q
民
×
×
目
、
、
と
呼
ば
れ
る
市
参

　
事
会
を
構
成
す
る
も
の
で
、
シ
ェ
ッ
フ
ェ
ソ
は
ツ
ン
フ
ト
か
ら
選
出
さ
れ
、
名
目

　
的
に
は
市
を
代
表
す
る
決
議
機
関
、
三
百
人
議
会
を
構
成
す
る
。
し
か
し
そ
れ
ぞ

　
れ
社
会
層
を
形
成
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
ゲ
マ
イ
ソ
デ
は
社
会
層
と
し
て
は

　
ツ
ン
フ
ト
構
成
員
を
さ
す
と
考
え
て
良
い
。
前
掲
拙
稿
六
六
頁
以
下
、
参
照
。

⑦
じ
d
。
＝
9
民
ひ
G
g
o
。
．
H
9
菊
．
ω
け
ξ
℃
①
二
。
7
U
δ
穴
マ
畠
。
一
昌
レ
貞
■
切
⊆
8
話

　
夢
8
δ
α
q
δ
畠
霞
図
箕
乱
。
一
島
琶
σ
q
．
ヨ
”
ミ
忘
螢
誌
唾
沁
§
憶
｝
｝
ミ
§
周
夷
馬
鶏
ミ
昏
ミ
馬
．

　
G
。
伊
ω
■
8
罰
H
（
■
寓
。
象
ρ
し
σ
①
α
魯
。
冨
叛
く
曾
雪
。
轟
き
護
σ
q
暮
興
N
琴
三
…

　
（
δ
A
刈
）
営
い
切
§
ミ
ま
ミ
§
き
N
§
．
（
護
話
σ
Q
．
〈
8
9
丙
δ
曾
F
剛
ぐ
置
醇
）

　
≦
奮
σ
巴
Φ
P
H
竃
ρ
ψ
お
㊤
℃
お
ド
（
以
下
し
ロ
＆
窪
。
冨
戸
と
略
記
）
』
§
9

　
じ
ご
α
噸
q
．
ω
。
も
Q
Q
◎
G
Q
栖

⑧
　
き
p
切
望
客
。
心
り
。
。
餅

⑨
9
（
ミ
§
繋
ミ
9
讐
ミ
h
ミ
馬
飼
ミ
↓
ミ
爵
3
h
馬
逡
ゆ
N
ト
（
類
屡
σ
q
．
＜
8
零
話
σ
ω

　
拝
濁
。
ε
Ω
鐸
自
巴
。
7
6
α
O
．
（
以
下
肉
ぎ
ゅ
．
と
略
記
）
§
b
9
じ
尊
α
娠
ω
』
O
b
。
い

　
旨
〉
紆
量
両
ミ
鳶
ミ
ぴ
暮
馬
ミ
§
停
§
慰
留
蕊
暮
萄
靴
ミ
題
ミ
妹
砺
鳳
ミ
き
母
嘩

　
Q
∩
貯
毬
ぴ
昌
お
㌔
一
鴇
b
⊃
、
ω
■
H
唱
…
一
〇
。
。
。
．
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⑩
向
ぎ
ゅ
■
鐸
写
・
。
。
貫
g
。
・
・
㌧
ぎ
5
率
．
。
。
．

⑪
ン
臼
．
Ω
三
。
。
二
峯
p
9
遷
＆
婁
硝
象
“
ミ
～
ぎ
葡
爵
ミ
斜
Z
9
＜
氏
名
①
軒
心
当
、

や
b
。
峯

⑫
ミ
簑
ε
。
■
き
濱
憎
．
。
。
。
。
・
一
Q
Q
．
刈
O
h
■

⑬
き
ミ
こ
罫
噛
雪
9
ω
。
。
O
■

⑭
き
野
b
聾
き
宏
。
お
㊤
メ
お
O
P
α
8
り
．

⑮
ミ
魯
ζ
。
’
謡
い
聚
噂
．
お
㊤
。

⑯
N
ミ
3
琴
．
鰹
メ
公
布
は
二
月
。
奪
ミ
・
・
宰
・
爵
O
・

⑰
た
と
え
ば
㌧
ミ
3
宕
目
．
竃
メ
Q
。
．
ω
α
郵
参
照
。

⑱
Ω
三
。
・
ヨ
零
㌧
§
ミ
‘
℃
●
b
。
邸
。
。
．

⑲
鳴
ぎ
掬
．
塞
宰
』
§
ω
9
。
。
q
c
。
”
≦
ヨ
。
冨
喜
雪
ジ
愚
■
鼠
篤
‘
ω
．
Φ
卜
。
①
．

⑳
肉
ぎ
ρ
き
写
』
担
≦
冒
。
ぎ
喜
磐
ジ
§
．
ミ
‘
ψ
O
銘

⑳
肉
腎
畿
◆
N
ト
堵
罫
8
ど
①
り
ト
。
、
い
．
〉
三
帥
ざ
§
馬
、
Q
愚
鳶
、
砺
需
§
腰
ミ
ミ
帖
ミ
N
．

　
客
9
’
、
＜
9
，
ぎ
H
り
Q
。
伊
や
お
O
ド

＠
　
そ
の
理
由
の
｝
つ
に
「
エ
ピ
キ
ュ
リ
ア
ン
派
」
の
存
在
が
あ
る
。
こ
れ
は
共
通

　
の
思
想
・
神
学
を
持
つ
も
の
で
は
な
く
、
世
俗
権
力
・
教
会
が
個
人
の
思
想
に
介

　
入
す
る
こ
と
を
拒
も
う
と
す
る
グ
ル
ー
プ
。
教
師
・
窟
裕
市
民
等
に
支
持
者
を
も

　
っ
て
い
た
。
ぞ
貯
鼻
。
ぎ
睾
斜
愚
．
ミ
こ
の
．
爵
①
為
．

㊥
＞
9
曙
”
。
》
ミ
‘
参
照
。

⑳
　
い
ず
れ
も
§
b
9
、
切
α
’
刈
に
所
収
。

⑯
　
奪
ミ
■
”
ω
．
㊤
ギ
。
。
．
邦
訳
「
牧
会
論
」
前
掲
『
宗
教
改
革
著
作
集
』
第
六
巻
命
取
。

⑳
奪
ミ
‘
ω
■
ε
P

二
　
「
キ
リ
ス
ト
者
の
集
会
」
運
動

⑰
き
ミ
‘
ω
」
8
■

⑱
き
§
噛
。
Q
．
二
P

⑳
N
ミ
野
ω
’
お
N

⑳
き
ミ
‘
ω
．
お
メ

⑳
き
ミ
い
ω
■
総
。
。
■

⑳
N
ミ
野
Q
Q
■
一
ミ
。

⑳
N
ミ
3
ω
■
お
P

⑭
き
ミ
こ
の
曜
b
o
コ
．

⑳
き
ミ
．
、
ω
■
卜
。
①
卜
。
ゐ
．

⑳
さ
ミ
．
、
ψ
b
。
O
ω
．

⑰
し
弓
Φ
嵩
p
乙
譜
0
9
Q
り
．
b
。
b
。
曾

⑳
≦
㊦
属
建
。
7
§
■
ミ
‘
○
。
■
b
。
斧

⑳
し
づ
雷
〔
島
国
ミ
旨
偽
○
ミ
駿
・
、
や
b
。
G
。
①
r
盛
）
．
℃
9
b
。
ω
8

⑩
㌧
ミ
3
ワ
ト
。
お
■

⑪
8
＞
．
じ
ヴ
蜜
（
ぎ
、
、
冒
8
σ
Q
Q
貯
＝
昌
。
｛
ω
菖
霧
σ
o
霞
σ
Q
斜
＆
9
0
虹
岡
二
6
養
⇒
。
・

　
葺
夢
。
9
g
o
｛
〉
護
笛
σ
母
α
Q
．
、
．
言
u
G
ミ
き
蕎
ミ
無
。
鳶
目
O
鐸
℃
で
」
。
。
？
さ
。
O
ド

＠
さ
ミ
こ
℃
．
漣
9
鼠
壽
．
切
き
累
。
仁
。
。
。
。
①
。

⑬
し
σ
冠
註
ざ
肉
ミ
慧
軸
9
霧
砺
■
℃
℃
．
℃
卜
。
海
9
b
。
9
ひ

⑭
導
ミ
．
輔
や
ミ
黛
．
拙
稿
六
三
頁
以
下
、
参
照
。

⑮
響
p
身
℃
肉
ミ
§
軸
9
禽
砺
■
℃
や
N
g
h
■

⑯
　
前
掲
、
中
谷
論
文
参
照
。

⑰
切
冨
身
、
肉
ミ
慧
恥
9
蕊
恥
．
、
①
ω
や
や
H
認
h
．

前
述
の
よ
う
に
、
市
参
事
会
の
主
導
に
よ
る
教
会
制
度
の
確
立
と
そ
の
実
状
、
運
営
に
対
し
て
、
牧
師
側
は
次
第
に
不
満
を
強
め
、
自
律
的
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教
会
訓
練
の
必
要
性
を
一
層
明
確
に
し
た
。
そ
れ
は
「
キ
リ
ス
ト
者
の
集
会
」
運
動
と
い
う
形
を
乏
る
に
至
り
、
こ
こ
に
両
者
の
対
立
が
顕
在

化
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
次
に
こ
の
点
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
で
、
問
題
点
を
よ
り
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
新
旧
両
派
の
衝
突
が
一
般
に
は
い
ま
だ
明
確
に
予
見
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
一
五
四
五
年
、
こ
の
牧
師
側
の
不
満
は
栢
当
に
募
っ
て
い
た
と
思

わ
れ
る
。
ア
ブ
レ
イ
の
研
究
に
よ
る
と
、
一
五
四
四
…
四
五
年
に
か
け
て
聖
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
教
区
で
の
一
事
の
参
加
者
は
教
区
民
の
一
割
程
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

で
、
さ
ら
に
悪
化
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
に
、
牧
師
側
の
教
会
訓
練
観
も
転
機
を
迎
え
た
と
推
測
で
き
る
の

で
あ
る
。
ま
ず
そ
の
内
容
を
検
討
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
一
五
四
五
年
末
、
ブ
ツ
一
・
1
は
、
『
教
会
の
欠
陥
と
危
機
、
な
ら
び
に
そ
の
改
善
に
つ
い
て
』
を
著
し
、
市
参
事
会
に
提
出
し
た
。
こ
の
書

で
は
、
ま
ず
教
会
の
「
鍵
の
権
」
に
つ
い
て
、
霊
的
統
治
と
世
俗
的
統
治
の
区
別
か
ら
説
き
起
こ
し
、
霊
的
統
治
の
権
限
に
は
福
音
の
宣
教
、
サ
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

ラ
メ
ン
ト
の
執
行
、
罪
の
赦
し
、
破
門
、
教
会
の
外
的
配
慮
（
救
貧
な
ど
）
の
五
つ
を
挙
げ
、
「
世
俗
権
力
は
こ
れ
ら
に
何
も
付
け
加
え
て
は
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

な
い
し
、
支
配
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
言
う
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
点
に
欠
陥
と
危
機
を
会
い
出
せ
る
、
と
現
状
の
問
題
点
を
列
挙
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
そ
の
解
決
に
は
「
キ
リ
ス
ト
者
の
集
会
（
交
わ
り
）
O
母
一
。
。
窪
。
げ
Φ
Ω
Φ
B
Φ
ぎ
ω
o
げ
勲
h
什
」
を
作
り
だ
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
は
ま
ず
牧
師
が

説
教
壇
か
ら
だ
け
で
な
く
、
教
区
民
を
訪
ね
て
そ
れ
ら
の
欠
陥
を
警
告
し
、
そ
し
て
教
化
さ
れ
た
者
で
「
キ
リ
ス
ト
者
の
集
会
」
を
作
る
の
で

　
⑦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

あ
る
。
な
か
で
も
熱
心
で
分
別
あ
る
二
、
三
諦
の
人
物
を
長
老
と
す
る
。
そ
の
務
め
は
、
牧
師
と
共
に
全
共
同
体
（
σ
q
㊤
三
・
σ
・
。
営
Φ
ロ
α
）
に
監
督

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

を
行
い
、
カ
テ
キ
ズ
ム
を
通
じ
て
若
者
を
正
し
く
養
育
す
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
教
職
の
協
力
の
下
に
「
愛
の
精
神
」
に
よ

る
教
会
の
刷
新
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

　
彼
は
、
こ
の
書
に
お
い
て
従
来
の
教
会
の
内
に
（
つ
ま
り
市
参
事
会
が
主
導
権
を
確
立
し
て
き
た
制
度
の
枠
を
離
れ
て
、
）
篤
実
な
キ
リ
ス
ト
者
の
集

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

会
（
交
わ
り
○
㊦
臼
①
ご
。
。
。
匿
h
げ
）
を
作
り
、
そ
こ
で
自
発
的
、
自
律
的
な
教
会
訓
練
を
実
施
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
教
会
は
世
俗
権
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

と
共
に
は
〔
信
仰
の
改
善
を
〕
何
も
為
し
得
な
か
っ
た
、
と
い
っ
た
記
述
を
み
れ
ば
、
た
と
え
世
俗
権
力
の
宗
教
的
任
務
を
従
来
通
り
認
め
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

述
べ
て
い
て
も
、
市
参
事
会
側
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
は
そ
の
権
限
を
無
視
し
、
市
内
に
分
裂
を
も
た
ら
す
も
の
と
映
っ
た
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
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シュトラースブルク宗教改革の展開（渡邊）

こ
の
書
に
は
牧
師
側
が
市
参
事
会
に
対
し
独
自
に
改
革
を
進
め
る
こ
と
を
既
に
考
え
始
め
て
い
た
こ
と
を
読
み
と
れ
る
の
で
あ
る
。
翌
一
五
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

六
年
一
月
六
日
付
け
で
、
市
参
事
会
は
こ
れ
を
却
下
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
状
況
に
は
シ
ュ
マ
ル
カ
ル
デ
ン
戦
争
と
共
に
変
化
が
生
じ
た
。
牧
師
側
は
、
こ
の
戦
争
と
敗
北
を
市
参
事
会
が
教
会
訓
練
の

義
務
を
無
視
し
て
い
る
た
め
に
招
い
た
主
の
罰
で
あ
る
と
し
、
こ
こ
に
「
キ
リ
ス
ト
者
の
集
会
」
運
動
を
進
め
た
の
で
あ
る
。
一
五
四
七
年
二

月
二
一
日
付
け
の
市
参
事
会
へ
の
報
告
に
は
「
聖
ト
マ
ス
、
新
聖
ぺ
ー
タ
ー
教
会
の
説
教
師
（
C
・
シ
ュ
ネ
ル
と
P
・
Z
，
ギ
ウ
ス
）
が
特
別
に
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

々
を
世
話
し
、
自
ら
破
門
を
実
行
し
よ
う
と
企
て
て
い
る
」
と
あ
る
。
こ
れ
が
「
キ
リ
ス
ト
者
の
集
会
」
運
動
に
関
す
る
最
初
の
具
体
的
な
公

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

式
記
録
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
市
参
事
会
は
四
名
か
ら
な
る
委
員
会
を
作
っ
た
が
、
訓
練
に
つ
い
て
具
体
的
な
方
策
を
採
る
と
は
し
て
い
な
い
。

　
一
五
四
七
年
四
月
一
一
日
、
ツ
ェ
ル
、
ブ
ツ
瞬
・
一
、
フ
ァ
ギ
ウ
ス
、
マ
ー
ル
バ
ヅ
ハ
の
四
名
は
市
参
事
会
に
出
頭
し
、
悪
弊
の
矯
正
と
善
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

秩
序
と
訓
練
の
実
現
を
求
め
る
覚
え
書
き
を
提
出
し
た
。
こ
の
中
で
は
誤
っ
た
教
説
、
無
知
、
放
逸
を
改
善
す
る
た
め
に
、
教
会
訓
練
、
カ
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

キ
ズ
ム
の
必
要
や
世
俗
権
力
の
責
務
が
説
か
れ
て
い
る
。
個
々
に
は
、
前
提
条
件
と
し
て
教
区
の
再
編
が
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
一
五
三
五

年
の
訓
練
規
定
を
市
参
事
会
が
改
善
し
、
こ
れ
を
シ
エ
ッ
フ
ェ
ン
の
同
意
を
得
た
上
、
全
て
の
ツ
ン
フ
ト
で
市
民
ぴ
母
σ
q
Φ
導
に
長
老
を
通
じ

　
　
　
　
　
　
⑱

て
供
さ
れ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
世
俗
権
力
の
任
務
は
主
、
な
ら
び
に
そ
の
教
会
、
市
民
の
共
同
体
び
舞
σ
登
Φ
盛
犀
潟
O
o
ヨ
き
諺
に
責
任
を
負
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

て
お
り
、
将
来
は
聖
書
と
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
に
忠
実
な
欠
点
の
な
い
人
物
か
ら
選
ば
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
な
ど
が
目
を
引
く
。

　
こ
の
よ
う
な
論
点
を
み
る
と
、
こ
の
書
は
前
の
文
書
よ
り
も
い
っ
そ
う
明
確
に
市
民
共
同
体
と
キ
リ
ス
ト
者
の
教
会
○
び
鼠
ω
富
昌
σ
q
①
臼
Φ
ぎ
α
①

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

を
一
つ
の
も
の
と
見
倣
し
て
い
る
と
い
う
、
ベ
ラ
ル
デ
ィ
の
指
摘
に
同
意
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
「
教
区
」
に
関
心
が
向
け
ら
れ
「
キ

リ
ス
ト
者
の
集
会
」
に
言
及
が
な
い
点
、
市
参
事
会
の
メ
ン
バ
ー
に
対
す
る
不
満
の
表
明
と
と
れ
る
点
が
あ
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
ら

は
こ
の
頃
の
「
集
会
」
運
動
の
在
り
方
と
関
連
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
市
参
事
会
は
、
こ
れ
に
対
し
て
五
月
工
二
日
に
委
員
会
を
設
け
審
議
さ
せ
、
二
五
日
に
答
申
を
得
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
，
ま
ず
再
洗
礼
派

や
エ
ピ
キ
ュ
リ
ア
ン
派
な
ど
の
取
り
締
ま
り
の
為
に
監
督
制
度
を
改
善
す
る
、
ま
た
教
区
の
確
定
や
カ
テ
キ
ズ
ム
の
適
意
に
つ
い
て
は
今
後
検
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討
し
善
処
す
る
と
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
従
来
の
規
定
に
追
加
さ
れ
た
。
さ
ら
に
六
月
二
〇
日
に
は
、
冒
漬
等
に
対
す
る
罰
則
の
規
定
と
市
参

事
会
の
官
職
と
し
て
教
会
訓
練
委
員
N
蓉
喜
多
霞
の
設
置
を
認
め
、
委
員
は
市
参
事
会
員
、
教
会
世
話
人
、
牧
師
か
ら
選
ぶ
こ
と
が
答
申
さ

　
㊧

れ
た
。
こ
れ
は
帯
参
事
会
側
が
主
導
権
を
確
保
し
て
は
い
る
が
、
教
会
訓
練
自
体
は
承
認
し
た
点
で
牧
師
側
に
譲
歩
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

　
こ
の
事
は
そ
の
背
景
に
教
区
で
の
運
動
の
活
発
化
が
あ
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
は
後
で
も
考
察
す
る
が
、
新
羅
ペ
ー
タ
ー
、
聖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ト
マ
ス
の
ほ
か
聖
ニ
コ
ラ
ウ
ス
教
区
で
も
そ
の
牧
師
マ
ー
ル
バ
ッ
ハ
の
下
で
運
動
が
進
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
牧
師
側
が
四
七
年
の
夏
に
か
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

て
市
参
事
会
に
対
し
て
は
働
き
か
け
を
行
わ
ず
、
「
キ
リ
ス
ト
者
の
集
会
」
運
動
の
具
体
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
出
し
て
、
と
く
に
新
馬
ペ
ー
タ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
曾
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

教
区
の
運
動
冒
昌
σ
q
ω
戸
℃
卑
Φ
￥
○
①
臼
Φ
貯
の
σ
ヶ
ρ
津
で
そ
の
実
現
を
図
っ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
市
参
事
会
が
こ
の
答
申
の
実
行
に
は
躊
躇
し
た
と

い
う
経
過
か
ら
も
窺
え
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
市
参
事
会
と
牧
師
側
の
関
係
は
、
一
五
四
七
年
一
一
月
に
入
り
転
機
を
迎
え
て
い
る
。
一
一
月
七
日
、
市
参
事
会
は
牧
師
、
説
教
師
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

対
し
決
定
あ
る
ま
で
平
穏
を
保
つ
よ
う
命
じ
、
同
時
に
教
会
世
話
人
に
は
訓
練
を
当
局
の
主
導
の
下
に
置
き
最
も
適
切
に
行
う
に
は
ど
う
す
れ

ば
よ
い
か
考
え
る
よ
う
命
じ
た
。
翌
日
に
は
牧
師
側
に
「
集
会
○
①
B
Φ
言
ω
魯
ρ
坤
」
に
よ
っ
て
市
民
、
教
会
に
分
裂
が
起
き
、
ま
た
破
門
が
復

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

活
す
る
の
で
は
と
い
う
懸
念
を
示
し
、
再
度
釈
明
を
求
め
て
い
る
。

　
こ
の
時
、
事
件
が
起
こ
っ
た
。
三
聖
ペ
ー
タ
ー
教
区
で
会
衆
Ω
①
ヨ
①
ぎ
α
①
が
自
発
的
に
集
会
を
開
き
、
こ
こ
の
牧
師
フ
ァ
ギ
ゥ
ス
は
そ
の
求

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

め
に
応
じ
て
参
加
し
た
。
彼
は
市
参
事
会
の
七
日
付
の
命
令
よ
り
も
、
集
会
で
の
教
職
の
務
め
を
優
先
し
た
の
で
あ
る
。
市
参
事
会
は
こ
の
集

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

会
活
動
を
止
め
さ
せ
、
訓
練
規
定
も
再
考
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
一
方
、
こ
の
事
件
は
牧
師
側
に
も
波
紋
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
。
つ
ま
り
そ
の
内
部
分
裂
を
生
ん
だ
の
で
あ
る
。
ツ
ェ
ル
、
ニ
グ
リ
ら
は
、
世

俗
権
力
に
は
従
う
べ
き
だ
と
し
、
少
な
く
と
も
新
た
な
行
動
に
は
慎
重
な
態
度
を
と
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
ブ
ツ
岬
，
1
、
フ
ァ
ギ
ウ
ス
、
マ
ー
ル

バ
ッ
ハ
、
シ
ュ
ネ
ル
ら
、
比
較
的
若
手
の
牧
師
は
、
宗
教
改
革
の
理
念
の
実
現
の
た
め
に
は
「
キ
リ
ス
ト
者
の
集
会
」
運
動
を
さ
ら
に
進
め
る

　
　
　
　
　
⑫

べ
き
だ
と
し
た
。
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⑳

　
こ
の
両
者
の
対
立
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
慎
重
論
側
の
主
張
を
、
そ
の
例
と
し
て
ヘ
デ
ィ
オ
の
教
会
訓
練
観
か
ら
み
る
こ
と
に
す
る

と
、
ま
ず
牧
会
職
を
と
り
わ
け
重
要
な
職
分
で
あ
る
と
し
、
信
仰
生
活
の
改
善
に
は
教
会
訓
練
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
点
で
は
、
彼
も
ブ
ツ
ァ

ー
と
同
じ
見
解
に
た
っ
て
い
る
。
し
か
し
「
説
教
師
や
牧
師
だ
け
が
船
を
舵
取
り
す
る
の
で
は
な
い
」
と
述
べ
、
「
教
会
の
少
な
か
ら
ぬ
部
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

に
お
い
て
」
彼
は
世
俗
権
力
の
権
利
と
義
務
を
認
め
る
。
そ
し
て
世
俗
権
力
が
そ
の
職
を
熱
心
に
行
い
、
か
つ
ま
た
牧
師
が
「
助
力
者
」
と
共

に
誠
実
に
牧
会
職
を
勤
め
る
な
ら
ば
、
「
特
別
な
集
会
」
は
必
要
で
は
な
く
、
そ
れ
は
む
し
ろ
善
良
な
人
々
を
怯
え
さ
せ
る
だ
け
だ
と
論
じ
て

　
　
　
　
　
⑳

い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
を
先
に
み
た
ブ
ツ
ァ
…
の
書
の
主
張
と
比
べ
る
な
ら
ば
、
世
俗
権
力
の
権
利
と
義
務
、
そ
の
位
置
付
け
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
読
み

取
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
キ
リ
ス
ト
者
の
集
会
」
運
動
の
在
り
方
だ
け
で
な
く
、
こ
こ
で
は
世
俗
権
力
と
の
関
係
、
と
く
に
教
会
の
自
律
を
め
ぐ

っ
て
牧
師
間
に
理
解
の
鰐
立
が
顕
在
化
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
分
裂
は
「
集
会
」
運
動
ぽ
か
り
で
な
く
、
後

述
す
る
よ
う
に
「
仮
信
条
協
定
」
の
受
け
入
れ
を
め
ぐ
る
問
題
の
際
に
も
抗
戦
派
や
都
市
民
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
推
測
で
き
る
。
そ
れ
故
に

こ
の
牧
師
内
部
の
分
裂
は
重
大
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
「
キ
リ
ス
ト
者
の
集
会
」
運
動
は
、
こ
こ
に
転
機
を
迎
え
た
。
市
参
事
業
は
こ
の
事
件
の
釈
明
を
も
と
め
、
一
一
月
九
日
付
け
の
布
告

に
よ
り
聖
ト
マ
ス
、
聖
ニ
コ
ラ
ウ
ス
教
区
で
の
運
動
を
終
息
さ
せ
た
。
し
か
し
こ
れ
に
対
し
新
学
ぺ
ー
タ
ー
教
区
で
は
、
再
び
～
一
月
＝
二
日

に
「
ゲ
マ
イ
ソ
デ
」
に
よ
っ
て
自
発
的
に
集
会
が
開
か
れ
た
。
フ
ァ
ギ
ゥ
ス
は
市
の
布
告
に
従
い
当
初
は
出
席
し
な
か
っ
た
が
、
結
局
「
ゲ
マ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

イ
ン
デ
」
の
呼
び
出
し
に
応
じ
た
。
こ
こ
に
は
こ
の
運
動
の
性
格
の
一
端
が
示
さ
れ
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
そ
の
後
も
市
参
事
会

の
禁
令
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
こ
で
は
ゲ
マ
イ
ソ
デ
の
集
会
が
再
び
開
か
れ
、
「
集
会
」
運
動
が
続
け
ら
れ
て
い
る
。
ベ
ラ
ル
デ
ィ
は
、
そ
の

理
由
を
こ
の
教
区
で
は
当
時
教
区
域
が
確
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
、
市
内
か
ら
運
動
に
多
く
の
支
持
者
を
集
め
え
た
か
ら
だ
と
し
て
い

る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
運
動
の
焦
点
は
、
教
区
か
ら
個
人
レ
ベ
ル
に
移
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
市
参
事
会
と
牧
師
側
の
対
立
は
、
そ
の
後
も
平
行
線
を
辿
り
、
一
五
四
八
年
一
月
二
九
日
に
出
さ
れ
た
新
し
い
訓
練
規
定
は
牧
師
側
を
満
足
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⑳

さ
せ
る
も
の
で
は
な
く
、
市
参
事
会
主
導
の
も
の
で
あ
っ
た
。
公
式
に
は
自
律
的
教
会
訓
練
の
実
現
を
め
ざ
し
た
「
キ
リ
ス
ト
者
の
集
会
」
運

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

動
は
そ
の
終
焉
を
迎
え
た
。
ブ
ツ
ァ
ー
の
さ
ら
な
る
著
作
は
公
刊
を
禁
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
キ
リ
ス
ト
者
の
集
会
」
運
動
が
完

全
に
活
動
を
封
じ
込
め
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
前
述
の
よ
う
に
運
動
が
最
も
活
発
で
あ
っ
た
新
聖
ペ
ー
タ
ー
教
区
の
「
集
会
」
は
、
な

お
も
布
告
に
反
し
て
自
律
的
教
会
訓
練
を
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
新
た
な
状
況
が
う
ま
れ
た
。
皇
帝
カ
ー
ル
五
世
は
、
　
一
五
四
八
年
六
月
三
〇
日
に
仮
信
条
協
定
を
帝
国
法
と
し
て
布
告
し
た
。
こ
れ

は
前
述
の
よ
う
に
各
地
に
お
い
て
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
者
と
公
権
力
の
間
に
激
し
い
対
立
を
も
た
ら
し
た
。
シ
ュ
ト
ラ
ー
ス
ブ
ル
ク
の
場
合

に
つ
い
て
は
詳
細
は
後
で
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
、
こ
こ
で
は
「
キ
リ
ス
ト
者
の
集
会
」
運
動
と
の
関
係
を
中
心
に
み
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

　
牧
師
側
は
、
仮
信
条
協
定
の
受
け
入
れ
を
帯
参
事
会
が
行
う
の
は
、
霊
的
領
域
に
関
す
る
事
柄
を
世
俗
権
力
が
扱
う
と
い
う
越
権
行
為
で
あ

る
と
主
張
し
、
反
発
し
た
。
一
五
四
八
年
七
月
～
五
日
、
フ
一
、
ギ
ウ
ス
は
、
世
俗
権
力
が
ど
こ
ま
で
そ
の
剣
を
揮
い
う
る
か
を
説
教
に
お
い
て

述
べ
る
と
予
告
し
、
市
参
事
会
が
こ
れ
を
禁
止
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
七
月
二
九
日
に
は
激
し
く
仮
信
条
協
定
を
攻
撃
し
た
。
こ
れ
に
は
他

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

の
牧
師
も
同
調
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
八
月
一
九
霞
、
フ
ァ
ギ
ウ
ス
は
教
区
の
助
手
の
G
・
フ
岬
，
ブ
リ
と
共
に
仮
信
条
協
定
へ
の
反
対
を
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
訴
え
た
。
こ
の
頃
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

フ
ァ
ギ
ウ
ス
宅
に
人
々
が
集
ま
っ
て
い
る
と
い
う
情
報
が
市
参
事
会
に
入
り
、
そ
の
調
査
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
っ
こ
れ
が
「
集
会
」
運
動
の
新

た
な
展
開
に
関
す
る
最
初
の
記
録
で
あ
る
。
フ
一
，
ギ
ウ
ス
ら
は
、
仮
信
条
協
定
の
導
入
の
動
き
に
対
抗
す
る
た
め
に
も
教
会
（
σ
Q
。
ヨ
魚
邑
①
）
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

内
部
強
化
の
必
要
が
あ
り
、
そ
の
重
要
な
手
段
と
し
て
教
会
訓
練
を
活
性
化
し
よ
う
と
し
た
の
だ
と
捉
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
今
回
は
、
従
来
の

よ
う
な
各
教
区
で
の
「
集
会
』
運
動
と
い
う
形
で
は
な
く
、
「
集
会
」
が
行
わ
れ
た
の
は
新
学
ベ
ー
タ
ー
に
お
い
て
の
み
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
こ
と
か
ら
生
じ
た
結
果
と
し
て
、
ベ
ラ
ル
デ
ィ
は
次
の
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
従
来
の
運
動
は
各
教
区
の
刷
新
を
め
ざ
し
た

の
に
対
し
、
こ
の
新
た
な
展
開
に
お
い
て
は
市
内
の
全
て
の
教
区
か
ら
教
区
民
（
ゲ
マ
イ
ン
デ
）
の
と
く
に
積
極
的
な
分
子
が
新
聖
ベ
ー
タ
ー
に

集
ま
る
形
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
こ
の
変
化
は
よ
り
環
境
条
件
（
仮
信
条
協
定
に
対
抗
す
る
こ
と
を
園
的
と
す
る
こ
と
）
に
拘
束
さ
れ
て
い
た
こ
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と
、
そ
し
て
個
人
性
が
よ
り
際
立
っ
て
い
る
こ
と
に
そ
の
特
色
が
あ
る
。
ま
た
既
に
ブ
ツ
岬
，
一
は
こ
の
運
動
に
直
接
に
は
関
与
し
て
お
ら
ず
、

さ
ら
に
教
会
と
世
俗
権
力
の
関
係
の
問
題
は
後
景
に
退
い
て
い
た
た
め
、
市
参
事
会
に
と
っ
て
以
前
ほ
ど
危
険
な
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

以
上
の
よ
う
に
ベ
ラ
ル
デ
ィ
は
指
摘
し
て
い
る
。

　
た
し
か
に
、
「
集
会
」
運
動
か
ら
教
区
と
い
う
地
縁
性
が
薄
れ
個
人
性
が
強
ま
っ
た
こ
と
が
と
り
わ
け
動
員
力
に
お
い
て
弱
体
化
に
つ
な
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

つ
た
と
い
う
指
摘
は
、
こ
の
都
市
に
お
け
る
宗
教
改
革
運
動
（
と
く
に
急
進
期
）
に
教
区
が
持
っ
て
い
た
意
義
を
考
え
る
な
ら
ば
説
得
力
を
も
つ

も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
危
険
性
が
ま
っ
た
く
な
く
な
っ
た
と
判
断
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
運
動
の
一
本
化
に
よ
る

新
た
な
危
険
性
も
予
測
し
え
た
で
あ
ろ
う
。

　
実
際
に
、
甫
参
事
会
は
こ
の
運
動
の
さ
ら
な
る
封
じ
込
め
を
図
っ
て
い
る
。
一
五
四
八
年
一
〇
月
六
日
、
数
百
に
の
ぼ
る
多
く
の
人
女
が
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

曜
毎
に
碁
聖
ペ
ー
悪
妻
教
会
に
集
ま
り
、
仮
信
条
協
定
に
反
対
す
る
集
会
く
①
お
同
巴
σ
q
§
σ
q
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
報
告
を
参
事
会
は
受
け
た
。

こ
の
表
立
っ
た
動
き
に
対
し
、
八
日
に
フ
一
、
ギ
ウ
ス
を
尋
闇
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
一
一
月
七
日
に
、
参
加
者
の
名
簿
を
作
り
新
た
な
参

加
者
は
加
え
な
い
、
「
余
計
な
聞
題
」
を
扱
わ
ぬ
と
い
う
条
件
付
き
で
新
聖
ぺ
三
韓
ー
で
の
「
集
会
し
を
認
め
た
。
同
時
に
教
会
世
話
人
に
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

の
監
督
を
指
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
ブ
ツ
一
，
1
、
フ
ァ
ギ
ゥ
ス
が
皇
帝
側
の
圧
力
に
よ
っ
て
退
去
さ
せ
ら
れ
た
あ
と
は
、
仮
信
条
協
定
の
受
け

入
れ
の
下
、
牧
師
内
の
意
見
対
立
に
乗
じ
て
そ
の
「
集
会
」
を
教
区
毎
に
分
散
さ
せ
、
そ
し
て
そ
の
集
会
で
の
活
動
を
主
に
カ
テ
キ
ズ
ム
を
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

心
と
し
た
教
育
活
動
に
制
限
し
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
が
シ
ュ
ト
ラ
ー
ス
ブ
ル
ク
に
お
け
る
鍋
墨
的
教
会
訓
練
、
そ
の
実
現
を
目
指
し
た
「
キ
リ
ス
ト
者
の
集
会
」
運
動
の
経
過
で
あ
る
。
こ

の
運
動
が
牧
師
ら
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
、
「
ゲ
マ
イ
ソ
デ
」
と
呼
ば
れ
る
人
々
を
集
め
『
市
参
事
会
と
鋭
く
対
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

以
上
の
検
討
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

①
　
〉
σ
冨
ざ
。
特
．
鼠
“
‘
勺
．
δ
9
そ
の
他
、
鷺
。
島
ρ
鴨
ミ
亀
淫
書
墨
の
’
嵩
り
．
に
も

カ
テ
キ
ズ
ム
参
加
の
少
な
さ
や
撒
会
世
話
入
へ
の
不
満
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

②
　
．
．
く
。
昌
O
自
彩
色
o
M
ざ
昌
ヨ
。
同
｝
σ
q
ゆ
一
雪
自
建
三
…
、
、
（
一
日
⑦
）
一
『
旨
§
9
ご
む
島
」
8

③
き
ミ
”
Q
Q
」
8
h
．
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④
き
ミ
‘
¢
峯
。
。
．

⑤
　
」
昏
ミ
こ
ω
■
δ
Q
Q
h
．

⑥
奪
ミ
弓
ω
払
。
。
b
。
h
．

⑦
き
ミ
．
㌧
の
藁
。
。
ω
顧

⑧
き
ミ
ニ
o
Q
し
。
。
F

⑨
導
ミ
㌧
o
っ
温
。
。
驚
¶
こ
こ
で
は
ω
■
嵩
㊤
を
引
用
。

⑩
、
ミ
3
ω
」
㊤
ω
曜

⑪
　
N
ミ
昏
、
ρ
H
り
伊

⑫
き
ミ
こ
ω
．
崩
メ
じ
瑚
⑦
醤
胃
（
嵩
に
よ
る
解
説
、
参
照
。

⑬
じ
ご
⑦
＝
帥
巳
抄
0
9
”
ψ
卜
。
臼
．

⑭
℃
O
⑦
鉾
O
び
α
．
企
寄
・
窃
。
。
①
〉
コ
ヨ
．
刈
．
ま
た
ブ
ツ
ァ
～
に
つ
い
て
も
し
⇔
。
ぎ
巳
㌍

　
O
O
こ
の
■
ω
P

⑮
説
教
師
、
牧
師
側
は
シ
ェ
ッ
フ
ェ
ン
会
議
の
召
集
を
要
求
し
て
い
た
。
切
・
円
石
。
㌍

　
G
O
こ
Q
り
．
ω
P

⑯
．
．
し
ご
巴
①
g
冨
p
藷
。
q
8
ぎ
。
・
2
国
銭
醤
。
q
σ
q
δ
ぴ
醇
宣
。
。
8
鴇
：
」
．
”
旨
隔
§
9

　
じ
⇒
α
．
H
メ
四
月
五
日
に
シ
ェ
ッ
フ
ェ
ン
会
議
で
講
和
交
渉
が
討
議
さ
れ
、
　
こ
れ
に

　
不
満
を
も
つ
シ
ェ
ッ
フ
ェ
ン
、
都
市
民
が
騒
擾
を
起
こ
し
て
い
た
。
こ
れ
が
説
教

　
師
に
責
任
が
あ
る
と
さ
れ
、
こ
れ
に
応
じ
て
出
さ
れ
た
の
が
上
記
の
記
録
で
あ
る
。

　
｝
二
ρ
ヨ
”
愚
．
9
鳳
↓
ω
■
6
0
①
ω
㌧
、
O
の
9
b
累
質
切
り
ω
㌧
ω
梱
O
⑦
Q
Q
！
り
〉
コ
ヨ
．
一
9

　
　
§
鮪
℃
じ
噂
即
納
メ
6
Q
’
鳴
一
〇
◎
．

＠＠＠＠＠　
N
魯
雄
山
こ
も
。
．
b
o
ω
㊤
．

　
N
ぴ
帖
叙
こ
Q
o
．
b
o
A
O
隔
．

　
き
ミ
．
”
ω
■
鱒
O
メ
ベ
ラ
ル
デ
ィ
に
よ
る
解
説
参
照
。

　
教
区
の
編
成
、
活
動
に
つ
い
て
は
、
市
の
ツ
ン
フ
ト
制
度
等
を
例
示
し
て
、
個

々
の
集
会
σ
q
o
ヨ
。
ぎ
ω
9
p
P
の
活
動
の
徹
底
が
重
要
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。

ま
ミ
‘
o
o
』
ミ
h
．
こ
こ
で
の
ツ
ン
フ
ト
制
度
の
評
価
は
や
や
美
化
さ
れ
て
い
る
が
、

（
O
び
。
嵩
碧
，
亀
㌧
6
9
」
の
．
Q
。
邸
Q
＞
ヨ
昌
．
ド
）
家
長
た
る
ツ
ン
フ
ト
員
を
中
心
に
描
か
れ
た

　
像
は
誰
を
念
頭
に
「
集
会
」
運
動
が
考
え
ら
れ
て
い
た
か
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

⑫
　
じ
づ
①
一
冨
乙
廿
6
0
こ
o
Q
．
ω
も
Q
一
朝
．

⑱
奪
ミ
‘
Q
D
．
ω
㊤
9

⑳
　
．
．
国
。
「
彰
ぐ
践
！
毒
ω
ノ
〈
㊦
蕊
a
⑦
♂
＜
碧
①
o
ξ
｛
ω
把
一
〇
9
σ
q
⑦
ヨ
。
貯
ω
。
冨
臨
け
…
、
、
甘

　
』
畠
b
9
「
切
昏
一
N
ω
．
b
っ
職
窃
や

⑳
　
奪
ミ
‘
ω
．
漣
伊
〉
匹
押
筥
、
§
．
窃
嫡
計
ψ
搭
N
h

⑳
じ
ご
。
蕾
三
ひ
O
O
‘
ω
．
ω
㊤
噛

⑳
　
｝
○
月
三
一
日
付
で
市
参
事
会
は
牧
師
側
に
対
し
教
会
訓
練
に
つ
い
て
の
独
自

　
の
行
動
を
全
て
禁
止
し
、
こ
の
布
告
を
行
な
っ
た
。
同
系
b
煮
切
儒
．
峯
、
の
・
卜
。
α
③

⑱
b
⇔
⑦
冨
a
於
G
9
、
ω
．
＆
〉
き
ρ
’
ω
・

⑳
奪
ミ
‘
ω
噛
＃

⑳
ミ
切
b
鉾
し
d
O
・
§
。
っ
．
。
。
O
自
こ
ω
鼻

⑳
じ
σ
①
冒
a
ト
0
9
℃
。
り
誌
。
。
．

⑫
旨
§
鉾
じ
コ
匹
」
8
ω
b
O
＝
．
、
、
国
峯
き
㎝
。
ぎ
津
鶏
a
。
騨
一
己
。
旨
讐
。
含
σ
q
Φ
憎
…
．
”

　
参
照
。

⑱
冨
〈
．
鵠
①
象
ρ
導
§
§
ぎ
四
■

⑧
き
ミ
‘
ω
」
卜
。
S

⑮
国
黛
3
ω
」
卜
。
。
。
。

⑯
〉
奪
ミ
ニ
Q
α
。
H
ω
卜

⑰
　
O
甘
富
き
鍵
ど
§
．
職
野
℃
や
b
。
G
。
O
I
b
Q
し
。
ト
こ
”
切
①
h
宣
a
凶
℃
0
9
”
の
■
鋤
O
曜

㊥
切
¢
｝
宣
a
ひ
G
9
℃
ω
・
9
h
・
σ
。
ω
．
ω
．
緯
＞
p
旨
」
■
一
一
月
一
九
日
布
告
に
つ

　
い
て
。

　
　
N
⇔
帖
ド
”
し
Q
．
ゆ
ト
σ
．

＠＠＠＠＠
蕊
．
O
毎
こ
切
9
同
日
ω
．
ω
心
N
や

Ω
H
話
ω
日
p
∬
o
賢
島
譜
℃
■
b
二
器
．

さ
b
9
、
じ
d
鐸
一
丁
ω
■
器
切
楠
；
〉
（
一
碧
昌
§
．
鼠
妹
こ
ω
．
b
σ
2
h
。

〉
山
ρ
ヨ
」
§
．
鼠
焼
‘
の
．
蓉
O
．
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⑧
ミ
し
o
b
曾
ゆ
ユ
■
宅
．
、
彰
旨
雪
ω
。
ぎ
寮
．
、
．
ω
』
り
ρ

⑮
　
し
d
o
＝
舘
ハ
罫
G
9
℃
Q
Q
．
Φ
G
。
l
O
蔭
．

⑯
　
前
掲
拙
稿
、
参
照
。
教
区
に
つ
い
て
は
市
の
領
村
の
教
区
も
布
内
教
区
の
管
轄

下
に
ま
と
め
よ
う
と
す
る
動
き
も
あ
り
、
注
目
さ
れ
る
。
、
G
晦
9
じ
む
二
曾
海

。
陰
．
這
一
Q
。
「

⑰
　
し
む
。
一
一
p
乙
一
、
0
9
、
Q
D
．
①
朝
．

⑱
さ
ミ
．
」
ω
．
①
？
㊦
①
■

⑲
ω
■
し
d
夢
鮎
。
δ
じ
さ
§
職
Q
§
象
着
＆
。
ミ
鷺
。
§
．
」
馳
ミ
ミ
ミ
§
ミ
恥
8
ミ
臓

憾
ミ
ミ
ミ
s
蕊
ミ
§
、
智
起
§
恥
ミ
§
ミ
｝
§
誉
ミ
亀
。
、
、
ミ
§
恥
織
．
ミ
恥
ミ
偽
．
客
Q
Q
」
G
。
㌧

　
H
。
。
。
。
。
。
℃
客
。
ω
O
O
．
（
以
下
、
き
瞳
ミ
～
§
S
．
と
略
記
）

⑳
　
b
d
£
冨
a
一
、
G
9
㌧
ψ
♂
h
．
げ
。
。
。
■
ω
．
Q
。
㈹
る
．

⑪
　
、
ミ
3
ω
．
一
8
悟

三
　
仮
信
条
協
定
へ
の
対
応

シュトラースブルク宗教改革の展開（渡邊）

　
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
改
革
教
会
の
確
立
、
信
仰
生
活
の
改
善
を
め
ぐ
る
市
参
事
会
と
牧
師
と
の
対
立
は
、
単
に
教
会
運
営
上
の
対
立
に

留
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
行
政
上
の
問
題
に
波
及
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
が
と
く
に
顕
著
と
な
っ
た
の
は
、
シ
ュ
ト
ラ
：
ス
ブ
ル
ク
が

仮
信
条
協
定
の
受
け
入
れ
問
題
に
直
面
し
た
と
き
で
あ
っ
た
。
牧
師
側
は
こ
れ
を
機
に
先
の
「
集
会
」
運
動
を
進
め
た
が
、
受
け
入
れ
閥
題
自

体
は
霊
的
領
域
へ
の
世
俗
権
力
の
越
権
行
為
だ
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
に
こ
の
間
題
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
シ
ュ
ト
ラ
ー
ス
ブ
ル
ク
は
、
シ
ュ
マ
ル
カ
ル
デ
ン
戦
争
に
は
同
盟
側
の
一
員
と
し
て
主
に
戦
費
提
供
の
形
で
参
加
し
て
い
た
。
し
か
し
市
参

事
会
は
、
既
に
一
五
四
六
年
＝
一
月
末
に
同
盟
の
敗
北
を
見
越
し
、
「
名
誉
あ
る
和
平
」
の
途
を
模
索
し
て
い
勉
ま
た
ス
イ
ス
と
の
都
市
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

盟
を
図
る
動
き
も
と
っ
て
い
る
。
そ
し
て
四
七
年
に
入
る
と
事
態
は
一
層
緊
迫
し
、
一
月
一
九
日
市
参
事
会
は
今
後
の
方
針
を
シ
ェ
ッ
フ
ェ
ン

に
諮
問
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
記
録
は
三
二
名
の
都
市
門
閥
と
ツ
ン
フ
ト
毎
に
二
八
○
名
の
シ
ェ
ヅ
フ
ェ
ン
の
意
見
を
記
録
し
た
も
の
で
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

れ
か
ら
は
こ
の
時
点
で
の
市
内
の
状
況
の
一
端
を
捉
え
ら
れ
る
。
そ
の
検
討
は
既
に
ブ
ラ
デ
ィ
が
行
っ
て
い
る
。

　
そ
こ
で
そ
の
結
果
か
ら
紹
介
す
る
と
、
ま
ず
第
一
に
、
都
市
門
閥
は
圧
倒
的
に
講
和
派
で
、
抗
戦
派
も
い
た
が
そ
の
理
由
は
ゲ
マ
イ
ソ
デ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

σq

@
ヨ
①
ぎ
五
雲
窪
口
の
行
動
を
配
慮
し
て
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
次
に
シ
ェ
ッ
フ
ニ
ン
の
対
応
は
、
降
伏
三
蓋
、
名
誉
あ
る
和
平
が
四
分

2
・
防
禦
備
を
行
い
つ
つ
交
渉
す
る
と
い
㍗
つ
者
が
約
一
割
・
市
参
事
会
に
荏
が
一
割
・
残
り
の
多
数
派
は
抗
戦
派
で
あ
・
魎
・
こ
れ
を
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⑦

さ
ら
に
ツ
ン
フ
ト
毎
に
詳
し
く
み
る
と
、
ま
ず
上
位
ツ
ン
フ
ト
か
ら
の
「
侵
入
」
組
は
ほ
ぼ
講
和
派
、
本
来
の
メ
ン
バ
…
に
は
抗
戦
派
が
多
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

ま
た
経
済
的
な
統
重
力
を
維
持
し
、
市
政
に
発
言
力
を
持
っ
て
い
る
ツ
ン
フ
ト
の
代
表
は
よ
り
抗
戦
的
で
あ
る
（
織
物
、
パ
ソ
屋
、
石
工
）
。
し
か

し
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
私
見
に
よ
れ
ば
ワ
イ
ン
業
者
、
漁
師
、
菜
園
人
な
ど
は
上
記
の
ツ
ン
フ
ト
に
あ
た
る
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
の
意
見
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

真
二
つ
に
分
か
れ
て
お
り
、
こ
の
ブ
ラ
デ
ィ
の
評
価
に
は
慎
重
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
最
後
に
、
抗
戦
派
は
「
我
六
の
信
仰
お
一
一
σ
q
δ
昌
と

市
の
自
由
h
お
酵
①
諜
Φ
口
の
維
持
の
た
め
に
」
と
い
う
大
義
を
掲
げ
て
お
り
、
ま
た
そ
の
意
見
に
は
彼
の
言
葉
に
よ
れ
ば
都
市
の
宗
教
共
同
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

。
三
。
．
．
の
9
巳
巴
8
愚
。
毒
鷺
。
昌
、
、
の
理
念
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
結
果
か
ら
ブ
ラ
デ
ィ
は
富
裕
な
上
層
民
ほ
ど
和
平
を
求
め
、
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

下
層
ほ
ど
都
市
の
共
同
体
理
念
、
信
仰
の
維
持
に
熱
心
で
あ
る
と
い
う
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
。
そ
し
て
前
者
を
中
心
と
す
る
妥
協
的
講

和
派
「
ポ
リ
テ
ィ
ー
ク
派
」
は
皇
帝
側
と
「
ゼ
ロ
ッ
ト
派
」
と
の
板
ば
さ
み
の
な
か
で
、
一
部
が
市
外
に
逃
亡
し
、
そ
の
統
治
体
綱
は
一
時
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

に
崩
壊
し
た
と
論
ず
る
の
で
あ
る
。

　
た
だ
し
こ
の
記
録
は
都
帯
門
閥
・
シ
ェ
ッ
フ
ニ
ン
ら
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
っ
て
、
統
治
階
層
を
逃
亡
さ
せ
た
の
は
市
内
の
都
市
住
民
の
動

き
が
原
因
と
さ
れ
て
い
る
が
、
彼
は
こ
れ
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
検
討
し
て
お
ら
ず
、
と
く
に
そ
の
動
き
の
宗
教
的
側
面
な
ど
が
見
落
さ
れ
て

い
る
と
考
え
る
。
そ
こ
で
都
市
民
の
動
き
の
実
態
か
ら
検
討
し
よ
う
。

　
ま
ず
一
五
四
七
年
三
月
か
ら
四
月
に
か
け
て
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
σ
q
Φ
ヨ
①
言
§
σ
霞
σ
q
同
霞
P
覧
Φ
三
ω
を
中
心
と
し
て
市
内
に
不
穏
な
動
き
が
あ
っ

た
こ
と
が
判
明
す
る
。
市
参
事
会
の
文
書
に
は
、
牧
師
ら
に
交
渉
に
反
対
し
た
り
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
。
q
①
B
①
ぎ
①
⇔
日
㊤
弓
と
帯
当
局
。
σ
σ
Φ
爵
Φ
犀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

と
に
不
和
を
起
こ
さ
せ
ぬ
よ
う
に
さ
せ
る
べ
し
、
出
版
業
者
に
も
同
様
の
警
告
を
す
る
こ
と
、
と
い
っ
た
記
述
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

な
か
で
も
説
教
師
、
と
く
に
「
フ
ァ
ギ
ウ
ス
が
、
市
民
σ
賛
σ
q
霞
に
よ
け
い
な
話
を
し
て
い
る
」
、
「
聖
ト
マ
ス
（
ブ
ッ
ァ
ー
）
、
新
興
ペ
ー
タ
ー

（
Z
，
ギ
ゥ
ス
）
の
説
教
師
が
独
自
の
破
門
を
行
っ
て
い
る
」
と
い
う
報
告
、
「
民
衆
く
。
蒔
が
説
教
を
聴
き
、
さ
ら
に
不
穏
に
な
ら
ぬ
よ
う
、
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

教
師
と
く
に
フ
ァ
ギ
ウ
ス
に
は
蜂
起
の
原
因
と
な
ら
ぬ
よ
う
に
す
べ
し
偏
と
い
う
勧
告
が
、
こ
れ
ら
の
通
達
と
共
に
読
め
る
こ
と
。
ま
た
四
月

二
二
日
に
は
牧
師
側
が
市
参
事
会
に
対
し
、
世
俗
権
力
の
剣
を
求
め
た
り
騒
擾
を
起
こ
し
た
り
す
る
つ
も
り
は
な
い
が
、
何
名
か
が
市
民
に
対
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・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

し
以
前
市
に
届
け
ら
れ
た
よ
う
な
い
ろ
い
ろ
な
話
を
し
た
の
は
事
実
で
あ
る
と
認
め
て
い
る
こ
と
。
こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
、
こ
の
時
期
の
不
穏

な
状
況
に
は
先
に
述
べ
た
「
キ
リ
ス
ト
者
の
集
会
」
運
動
と
の
関
連
が
あ
る
と
推
定
で
き
よ
う
レ

　
ま
た
都
市
民
に
は
、
市
参
事
会
に
対
す
る
不
信
感
が
あ
っ
た
こ
と
も
認
め
ら
れ
る
。
あ
る
石
工
は
市
参
事
会
が
没
収
し
た
教
会
財
産
の
不
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

利
用
を
行
っ
て
い
る
と
非
難
し
て
い
る
し
、
」
・
シ
ュ
ト
ル
ム
ら
の
外
交
政
策
に
一
貫
し
た
態
度
を
要
求
し
批
判
し
た
仕
立
屋
も
い
た
。
さ
ら

に
こ
れ
ら
を
背
景
に
し
て
、
市
参
事
会
は
四
月
＝
臼
に
四
郷
の
参
事
会
員
か
ら
次
の
よ
う
な
勧
告
も
受
け
て
い
る
。
ツ
ン
フ
ト
の
ゲ
マ
イ
ン

デ
を
召
集
し
て
平
穏
を
守
ら
せ
る
こ
と
、
彼
ら
の
不
正
な
発
言
・
行
為
は
処
罰
す
る
、
参
事
会
員
は
ツ
ン
フ
ト
を
廻
っ
て
ゲ
マ
イ
ソ
デ
の
動
き

に
配
慮
す
る
こ
と
と
い
う
も
の
で
あ
輪
さ
ら
に
・
こ
こ
で
は
外
交
に
つ
い
て
も
論
及
し
て
・
ザ
ク
セ
ン
・
へ
・
セ
ン
か
ξ
ン
ス
タ
ン
ツ
ま

で
敗
退
し
た
以
上
ど
こ
に
も
援
助
を
期
待
で
き
な
い
か
ら
シ
エ
ッ
フ
ェ
ン
と
交
渉
に
つ
い
て
協
議
す
べ
き
で
あ
る
、
そ
の
際
当
座
は
宗
教
問
題

を
棚
上
げ
に
し
て
で
も
携
帯
す
べ
き
だ
、
と
い
う
勧
告
を
行
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
四
月
二
〇
日
、
市
参
事
会
か
ら
正
式
に
シ
ェ
ッ
フ
ェ
ソ
に
提

示
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
市
参
事
会
の
外
交
、
教
会
政
策
の
姿
勢
を
示
し
て
い
る
も
の
と
し
て
も
注
目
さ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
皇
帝
と
の
講
和
と
い
う
状
況
に
お
い
て
、
市
参
事
会
は
た
し
か
に
市
内
に
不
穏
な
動
き
を
認
め
て
お
り
、
そ
れ
は
ツ
ン
フ
ト
・

ゲ
マ
イ
ン
デ
を
中
核
と
す
る
も
の
で
、
そ
の
背
後
に
は
牧
師
ら
の
活
動
が
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
ら
れ
よ
う
。

　
そ
の
後
も
市
内
に
は
不
穏
な
状
況
が
引
き
続
い
て
お
り
、
そ
れ
は
皇
帝
側
か
ら
市
参
事
会
の
統
治
能
力
に
対
す
る
不
信
を
招
い
て
い
る
ほ
ど

の
も
の
で
あ
る
・
市
三
会
隻
渉
を
進
め
る
た
め
そ
の
対
策
に
追
わ
れ
て
撫
・
蓋
四
八
年
に
入
る
と
・
前
述
の
ブ
ラ
デ
・
の
指
摘
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

市
の
富
裕
商
人
ら
が
市
外
へ
逃
避
す
る
と
い
う
事
態
が
起
き
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
後
で
検
討
す
る
よ
う
に
、
そ
の
一
因
に
は
民
衆
く
。
貯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
行
動
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　
そ
の
中
心
と
な
っ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
ゲ
マ
イ
ン
デ
層
の
動
き
は
、
史
料
の
上
か
ら
は
は
っ
き
り
と
捉
え
が
た
い
が
、
仮
信
条
協
定
の
受

け
入
れ
が
具
体
化
し
て
き
た
七
月
以
降
に
な
る
と
、
再
び
市
内
の
緊
張
が
高
ま
り
、
こ
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
層
の
動
向
に
つ
い
て
も
あ
る
程
度
具
体

的
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
時
期
に
も
市
参
事
会
は
再
び
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
対
す
る
治
安
維
持
の
布
告
を
繰
り
返
し
、
ま
た
説
教
師
ら
に
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⑳

は
ゲ
マ
イ
ソ
デ
に
平
静
を
説
く
よ
う
命
じ
て
い
る
。
一
方
、
フ
ァ
ギ
ゥ
ス
も
七
月
一
三
日
付
け
で
、
仮
信
条
協
定
の
受
け
入
れ
を
め
ぐ
っ
て
シ

ュ
ト
ラ
ー
ス
ブ
ル
ク
で
は
市
参
事
会
と
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
深
刻
な
意
見
対
立
が
あ
る
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
確
固
と
し
て
い
る
が
、
多
く
の
参
事
会
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

は
臆
し
て
い
る
と
書
簡
を
送
っ
て
い
て
、
こ
の
時
期
の
対
応
を
め
ぐ
っ
て
、
市
参
事
会
と
ゲ
マ
イ
ン
デ
層
が
仮
信
条
協
定
に
対
し
て
基
本
的
に

い
か
な
る
態
度
を
と
っ
て
い
た
か
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
し
か
し
ゲ
マ
イ
ン
デ
層
自
体
の
主
張
、
立
場
を
具
体
的
に
知
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
の
手
掛
り
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
八
月
三
一
日
付

け
の
匿
名
の
市
民
の
書
簡
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
都
市
門
閥
、
参
事
会
員
、
商
人
の
逃
亡
に
つ
い
て
「
彼
ら
は
福
音
派
だ
っ
た
が
、
今
や
教
皇
主

義
に
引
き
込
ま
れ
…
…
人
女
を
苦
し
め
て
い
る
…
…
富
の
た
め
に
逃
げ
た
の
だ
」
と
批
判
し
、
後
述
す
る
第
二
回
目
の
シ
エ
ッ
フ
ェ
ン
会
議
に

つ
い
て
は
、
多
く
の
シ
ェ
ッ
フ
エ
ン
は
聖
書
の
下
に
留
ま
り
、
そ
の
維
持
に
心
を
く
だ
い
て
い
る
、
「
彼
ら
が
自
ら
の
為
、
市
民
σ
q
。
9
Φ
3

び
葺
σ
q
Φ
誘
。
げ
㊤
津
の
為
に
い
か
に
配
慮
し
て
い
る
か
御
想
像
下
さ
い
」
と
あ
る
。
さ
ら
に
「
仮
信
条
協
定
を
受
け
入
れ
、
司
教
が
い
く
つ
か
の
教

区
で
〔
カ
ト
リ
ッ
ク
を
復
活
し
て
〕
不
和
を
起
こ
す
こ
と
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
他
〔
の
教
区
〕
で
は
福
音
、
良
心
を
保
つ
た
め
な
の
で
あ

る
」
、
と
そ
の
努
力
を
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
内
容
か
ら
み
て
ゲ
マ
イ
ソ
デ
の
一
員
の
手
に
な
る
も
の
と
推
定
さ
れ
る
が
、
こ
こ
か
ら
は
シ
ェ
ッ
フ
ェ
ン
の
抗
戦
派
と
ゲ
マ
イ
ン
デ

ら
の
主
張
は
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
た
と
推
測
で
き
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
建
前
上
の
も
の
も
含
ん
で
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
、
シ
ェ
ッ
フ
ェ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊨

の
抗
戦
派
に
は
帯
民
α
負
Φ
白
一
。
⇔
σ
母
σ
q
震
ら
の
勝
手
な
行
動
に
よ
る
不
和
を
防
ぐ
為
と
い
う
者
も
い
た
し
、
ま
た
シ
ェ
ッ
フ
ェ
ン
会
議
へ
の
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

表
者
数
を
め
ぐ
っ
て
上
位
ツ
ン
フ
ト
が
下
位
ツ
ン
フ
ト
に
対
す
る
不
満
を
示
す
な
ど
、
ツ
ン
フ
ト
側
内
部
に
も
足
並
み
の
乱
れ
が
認
め
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
し
か
し
ツ
ン
フ
ト
・
ゲ
マ
イ
ン
デ
層
の
主
張
は
、
全
体
と
し
て
は
シ
ェ
ッ
フ
ェ
ン
の
抗
戦
派
と
同
様
に
福
音
主
義
に
た
ち
、
牧
師

を
支
持
し
て
宗
教
改
革
の
成
果
を
維
持
し
、
市
外
か
ら
の
干
渉
を
阻
も
う
と
す
る
も
の
で
、
そ
の
点
で
市
・
統
治
階
層
の
対
応
に
不
信
、
不
満

を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
言
え
よ
う
。

　
そ
の
後
も
市
参
事
会
と
ゲ
マ
イ
ン
デ
層
と
の
対
立
は
続
き
、
フ
ァ
ギ
ウ
ス
は
八
月
に
「
我
ら
が
市
参
事
会
は
、
民
衆
を
不
穏
に
し
て
お
り
、
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㊧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

危
険
が
迫
り
民
衆
に
は
蜂
起
が
起
き
て
い
る
」
と
伝
え
て
い
る
し
、
市
参
事
会
は
万
一
の
備
え
に
大
砲
の
手
配
を
し
て
い
る
。
さ
ら
に
民
衆
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

扇
動
し
た
者
は
市
民
権
を
剥
脱
す
る
と
い
う
布
告
を
ツ
ン
フ
ト
を
通
じ
て
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
さ
て
市
参
事
会
は
、
こ
の
市
内
の
不
安
定
の
原
因
を
牧
師
達
に
見
て
い
た
。
こ
れ
は
既
に
述
べ
た
牧
師
ら
へ
の
度
重
な
る
通
達
に
明
ら
か
で

あ
る
。
ま
た
逆
に
急
進
派
の
牧
師
、
説
教
師
は
、
は
っ
き
り
と
市
参
事
会
へ
の
反
発
を
強
め
て
い
た
。
フ
ァ
ギ
ウ
ス
は
八
月
末
の
書
簡
で
こ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

記
し
た
。
「
別
の
、
キ
リ
ス
ト
に
か
な
う
市
参
事
会
を
た
て
ね
ぼ
な
ら
な
い
」
。
ブ
ツ
ァ
ー
も
将
来
と
い
う
形
で
同
様
の
発
言
を
し
て
い
た
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

マ
ー
ル
バ
ッ
ハ
も
教
皇
主
義
者
よ
り
も
市
参
事
会
に
よ
っ
て
よ
り
大
き
な
危
機
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
と
書
簡
に
記
し
た
の
で
あ
る
。
市
参
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

会
は
「
自
由
な
説
教
を
も
は
や
認
め
ら
れ
な
く
な
ろ
う
」
と
脅
し
を
か
け
て
対
抗
し
、
後
に
は
皇
帝
側
の
意
向
も
あ
っ
て
ブ
ツ
ァ
ー
、
フ
ァ
ギ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

ウ
ス
を
追
放
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
様
に
市
参
事
会
と
牧
師
ら
の
問
の
対
立
は
、
仮
信
条
協
定
を
め
ぐ
っ
て
厳
し
い
も
の
と
な
っ
て
い
た
。

と
く
に
フ
一
、
ギ
ウ
ス
は
牧
師
側
の
急
先
蜂
で
あ
っ
た
。
彼
の
行
動
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
記
録
が
あ
る
。
フ
ァ
ギ
ウ
ス
宅
で
仮
信
条
協
定

に
反
対
す
る
集
会
が
ひ
ら
か
れ
て
い
る
、
と
い
う
報
告
を
受
け
て
帯
参
事
会
は
こ
れ
を
調
査
し
た
が
、
実
際
に
は
教
化
活
動
が
行
わ
れ
て
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

だ
け
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
「
キ
リ
ス
ト
者
の
集
会
」
運
動
の
一
環
で
あ
っ
た
と
推
定
で
き
る
。
既
に
み
た
よ
う
に

一
五
四
七
年
に
も
講
和
を
め
ぐ
っ
て
対
立
が
生
じ
て
い
た
が
、
そ
の
際
に
も
こ
の
「
集
会
」
運
動
が
影
を
落
と
し
て
お
り
、
市
参
事
会
は
こ
れ

が
市
内
の
不
穏
な
動
き
と
関
遮
が
あ
る
と
み
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　
従
っ
て
「
キ
リ
ス
ト
者
の
集
会
」
運
動
は
、
市
参
事
会
と
単
に
信
仰
領
域
で
対
立
す
る
に
留
ま
ら
ず
、
市
政
上
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た

と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、
ブ
ラ
デ
ィ
は
都
市
内
の
対
立
、
と
く
に
統
治
階
層
の
分
裂
の
分
析
に
考
察
に
力
点
が
あ
り
、

「
集
会
」
運
動
に
つ
い
て
は
牧
師
ら
は
こ
の
状
況
に
乗
じ
て
訓
練
運
動
を
展
開
し
た
と
論
及
す
る
の
み
で
あ
り
、
ま
た
ベ
ラ
ル
デ
ィ
は
後
の
敬

震
主
義
へ
の
関
心
か
ら
こ
の
運
動
の
展
開
自
体
に
考
察
の
焦
点
が
あ
て
ら
れ
、
社
会
状
況
は
運
動
へ
の
影
響
と
い
う
側
面
で
の
み
考
慮
さ
れ
て

お
り
・
薯
と
も
・
そ
の
分
析
視
角
か
ら
「
集
会
」
運
動
の
こ
う
し
た
側
面
を
＋
分
に
評
価
で
き
て
い
な
い
と
書
え
よ
抽

　
ブ
ラ
デ
ィ
に
関
し
て
は
、
市
参
事
会
、
統
治
階
層
の
対
応
の
評
価
の
問
題
も
指
摘
し
て
お
い
た
。
彼
は
、
統
治
階
層
は
一
五
二
三
一
二
五
年

63　（569）



の
危
機
を
改
革
運
動
に
譲
歩
し
て
乗
切
っ
た
が
、
そ
の
後
「
ポ
リ
テ
ィ
ー
ク
派
」
が
登
場
し
、
四
七
－
四
八
年
に
は
こ
の
派
と
「
ゼ
ロ
ッ
ト
派
」

が
対
立
、
前
者
は
市
を
離
脱
し
て
そ
の
支
配
体
調
は
瓦
解
し
た
と
す
る
。
し
か
し
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
穏
健
改
革
・
妥
協
的
講
和
派
（
彼

の
い
う
「
ポ
リ
テ
ィ
ー
ク
派
」
）
の
吉
言
の
評
価
に
は
疑
問
の
余
地
が
あ
る
と
考
え
る
。
次
に
こ
の
点
を
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
市
参
事
会
は
一
五
四
七
年
四
月
末
に
皇
帝
と
講
和
し
た
。
そ
の
後
、
市
参
事
会
は
皇
帝
側
へ
の
賠
償
金
の
交
渉
と
市
内
対
策
に
追
わ
れ
た
。

こ
の
経
過
は
既
に
見
た
通
り
で
あ
る
。
ま
た
秋
以
降
（
＝
月
）
に
は
代
蓑
団
か
ら
シ
ュ
ト
ラ
ー
ス
ブ
ル
ク
は
信
仰
問
題
で
孤
立
し
て
い
る
と
報

告
を
受
け
て
、
譲
歩
す
る
用
意
が
あ
る
と
指
令
し
て
い
る
。
こ
の
と
き
に
「
教
会
財
産
の
扱
い
を
の
ぞ
い
て
」
と
条
件
を
つ
け
て
い
る
点
が
市

参
事
会
の
関
心
の
所
在
を
示
す
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
一
五
四
八
年
一
月
ブ
ツ
ァ
…
も
派
遣
し
て
仮
信
条
協
定
の
交
渉
に
臨
む

こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
こ
の
交
渉
に
つ
い
て
は
市
の
代
表
で
あ
り
、
和
平
派
の
領
袖
で
も
あ
る
シ
ュ
ト
ル
ム
の
記
録
が
残
っ
て
お
り
、
そ
の
内
容
を
市
の
、
少
な
く

と
も
妥
協
的
講
和
派
の
基
本
方
針
、
立
場
と
し
て
理
解
し
て
良
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
内
容
を
検
討
す
る
と
、
公
会
議
に
つ
い
て
は
教
皇
に

よ
っ
て
相
解
が
妨
げ
ら
れ
て
い
る
、
霊
的
権
力
は
〔
教
会
〕
財
産
、
教
会
の
制
度
に
干
渉
・
抑
圧
を
な
す
べ
き
で
な
い
、
〔
な
ぜ
な
ら
〕
人
は
聖
書

や
古
い
教
会
法
か
ら
そ
の
使
い
方
、
在
り
方
を
知
り
う
る
か
ら
で
あ
る
、
改
革
前
へ
の
回
復
屋
ω
江
ε
鉱
。
は
平
和
で
な
く
騒
乱
を
持
た
ら
す
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

と
い
っ
た
主
張
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
別
の
目
に
は
、
「
回
復
」
は
我
々
に
礼
拝
も
牧
師
も
教
会
世
話
人
も
維
持
す
る
こ
と
を
許
さ
ず
、
教
会
裁

判
を
復
活
す
る
の
で
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
、
そ
し
て
、
そ
も
そ
も
教
会
と
称
す
る
も
の
は
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
の
一
般
の
信
者
象
。
α
Q
①
白
。
ぎ
呂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

σQ

ﾂ
窪
玄
σ
Q
Φ
口
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
だ
、
と
論
じ
て
も
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
み
ら
れ
る
論
点
を
、
一
五
四
八
年
七
月
か
ら
の
、
市
参
事
会
が
仮
信
条
協
定
の
受
け
入
れ
に
つ
い
て
シ
ェ
ッ
フ
ェ
ソ
の
同
意
を
得
よ

う
と
協
議
し
た
際
の
記
録
と
比
べ
る
と
、
市
参
事
会
、
講
和
派
の
信
仰
問
題
へ
の
立
場
、
利
害
関
心
が
明
確
と
な
る
。
そ
の
シ
ェ
ッ
フ
ェ
ン
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
提
議
は
三
園
行
わ
れ
た
。
　
一
回
目
は
皇
帝
と
の
交
渉
条
件
の
説
明
（
こ
の
時
は
受
け
入
れ
難
い
と
同
意
を
得
ら
れ
ず
に
終
わ
る
）
、
工
回
目
は
皇
帝

側
の
強
硬
姿
勢
の
た
め
仮
信
条
協
定
の
受
け
入
れ
を
説
得
し
た
も
の
、
三
回
目
は
市
内
教
会
の
新
旧
両
派
へ
の
分
割
と
い
う
受
け
入
れ
の
具
体
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⑯

的
条
件
の
提
示
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
二
回
目
の
際
の
市
参
事
会
の
報
告
が
注
目
さ
れ
る
。

　
こ
こ
で
は
仮
信
条
協
定
の
導
入
に
よ
っ
て
、
〔
新
興
派
の
〕
説
教
師
ら
が
罷
免
さ
せ
ら
れ
、
新
し
く
、
お
そ
ら
く
不
適
格
な
聖
職
者
が
取
っ
て

代
り
、
ま
た
司
教
が
教
会
裁
判
を
復
活
し
修
道
会
が
復
帰
す
る
だ
ろ
う
と
予
測
。
し
か
し
抗
戦
し
て
も
包
囲
さ
れ
制
禦
と
な
ろ
う
し
「
市
外
の

財
産
」
を
奪
わ
れ
よ
う
、
ま
た
援
助
も
期
待
で
き
な
い
と
現
状
を
捉
え
る
。
そ
の
上
で
、
し
か
し
講
和
し
た
な
ら
ば
い
く
つ
か
の
教
会
は
今
ま

で
通
り
〔
の
教
会
製
信
仰
を
〕
認
め
さ
せ
る
の
で
市
参
事
会
を
信
用
せ
よ
・
と
説
得
し
て
い
鋤
・
と
乏
こ
の
響
教
会
に
は
「
キ
リ
ス
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

教
訓
練
」
を
認
め
て
い
る
こ
と
は
目
を
引
く
。
先
に
指
摘
し
た
「
集
会
」
運
動
と
の
関
係
を
み
て
と
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
さ
て
、
先
の
シ
ュ
ト
ル
ム
の
論
点
と
併
せ
て
検
討
す
る
と
、
市
参
事
会
は
直
入
祭
司
主
義
、
「
教
会
の
ゲ
マ
イ
ソ
デ
原
理
」
に
基
づ
い
て
宗

教
改
革
を
正
当
と
し
て
い
る
点
が
明
確
に
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
一
方
で
教
会
裁
判
権
、
修
道
院
等
の
教
会
財
産
な
ど
の
点
に
強
い
利
害
関
心
が

あ
る
こ
と
、
ま
た
皇
帝
と
の
交
渉
に
明
白
に
主
張
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
も
そ
の
一
端
が
窺
え
る
の
で
あ
る
が
、
粛
の
自
治
体
制
の
維
持
と
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

の
「
財
産
」
の
保
持
に
努
め
て
い
る
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。

　
先
の
「
キ
リ
ス
ト
者
の
集
会
」
運
動
へ
の
対
応
や
シ
ュ
ト
ラ
ー
ス
ブ
ル
ク
司
教
・
皇
帝
と
の
交
渉
を
み
る
と
、
こ
れ
が
市
参
事
会
の
内
政
外

交
に
お
け
る
基
本
政
策
と
な
っ
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
政
策
は
別
稿
で
指
摘
し
た
宗
教
改
革
当
初
に
も
市
参
事
会
が
積
極
的
に

取
り
組
ん
で
い
る
政
策
方
向
と
重
な
っ
て
い
る
と
書
え
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
ブ
ラ
デ
ィ
が
説
く
よ
う
な
、
統
治
階
層
・
市
参
事
会
は
改
革
に

は
も
と
も
と
消
極
的
で
あ
っ
て
、
「
ポ
リ
テ
ィ
ー
ク
派
」
の
登
場
以
後
、
独
自
に
改
革
を
進
め
る
政
策
も
と
ら
れ
た
と
す
る
よ
り
は
、
そ
の
政

策
に
は
改
革
当
初
か
ら
連
続
性
が
あ
っ
た
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
さ
て
第
二
圏
葭
の
提
議
は
シ
ニ
ヅ
フ
ニ
ソ
に
よ
り
小
差
で
否
決
さ
れ
た
（
；
西
下
＝
一
三
）
。
し
か
し
、
市
参
事
会
は
、
コ
ン
ス
タ
ン
ツ
等

他
都
市
の
運
命
を
示
し
て
説
得
工
作
を
行
っ
た
。
こ
う
し
て
第
三
回
目
の
シ
ェ
ッ
フ
エ
ソ
と
の
協
議
で
は
、
仮
信
条
協
定
の
受
け
入
れ
を
含
め

て
市
参
事
会
の
政
策
に
全
面
的
に
同
意
を
与
え
る
と
シ
ェ
ッ
フ
ェ
ソ
は
決
議
し
た
の
で
あ
る
（
二
〇
六
対
四
）
。

　
こ
の
仮
信
条
協
定
の
受
け
入
れ
が
決
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
要
因
の
一
つ
と
し
て
、
ブ
ラ
デ
ィ
は
「
ゼ
ロ
ッ
ト
派
」
に
指
導
者
が
欠
け
て
い
た
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者任就者任離

属襲名三脚所名

ツム・エンカー→織物

ツム・エンカー→靴屋

ツム・フライブルク→
メーリン

ツム・シュピーゲル・→

ツム・フルーメ

鍛冶屋

ツム・フルーメ

ワイン商

ツム・ブルーメ

ツム。ルツェルン

都市門閥

ツム・エンカー→織物

ツム・ルツェルン→大
工

毛皮商

F．　Ersterngen＊

H．　Hammerer＊

L　Messinger＊

F．　v．　Gottesheirn±・

S，　Jung

J．　Mayer

H．　v．　Oclratsheim

W．　Prechter

M．　Schumacher

M．　XXretzel

ツム・シユピーゲル→
靴屋

織物

皮なめし工

都市門閥

都市門閥

都布門閥

五

人

委

員

会

］C．　Mayer

S．　Erb

i　S．　Mtinch

i

iW．
1　，，．

s．

］
1

B6clclin

v．　Mtihiunheim

Sturm

F．　Erstein＊

M．　Rumier

S．　Franck

ツム・シュピーゲル

都市門閥

C．　Johann

U．　B6cklin
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l
委
いずれもPCSS．　Bd．4S．1023　f．等からの判明分のみについて，　Brady，　Rτ‘加z8　Class・，　p・298f．

のProsopographyより作成。
＊は1548年に移動している者。

　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

こ
と
を
重
視
し
て
い
る
。
し
か
し
前
述
の
よ
う
に
、
協
定
に
反
対
す

る
動
き
を
指
導
し
て
い
る
と
市
参
事
会
か
ら
見
な
さ
れ
て
い
た
牧
師

た
ち
を
そ
の
指
導
者
に
措
定
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
し
て
こ
の

頃
、
そ
の
牧
師
内
に
は
、
前
述
の
「
キ
リ
ス
ト
者
の
集
会
」
運
動
を

め
ぐ
る
対
立
に
由
来
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
世
俗
権
力
観
の
不
一
致

か
ら
分
裂
が
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、

先
に
み
た
よ
う
な
「
集
会
」
運
動
の
影
響
力
を
考
え
る
な
ら
ば
、
仮

信
条
協
定
の
受
け
入
れ
決
定
の
要
因
と
し
て
は
、
こ
の
牧
師
内
の
足

並
み
の
乱
れ
に
も
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
仮
信
条
協
定
の
受
け
入
れ
を
め
ぐ
っ
て
、
市
内
に
は

ゲ
マ
イ
ソ
デ
層
を
中
心
と
し
て
激
し
い
反
発
が
あ
り
、
そ
れ
は
市
の

統
治
体
制
を
揺
る
が
し
か
ね
な
い
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
最
終
的
に

は
「
受
け
入
れ
」
が
決
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、
ブ

ラ
デ
ィ
は
、
都
市
門
閥
、
富
裕
商
人
ら
の
市
外
へ
の
逃
亡
と
い
う
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

態
を
と
り
あ
げ
、
彼
ら
の
支
配
体
制
の
一
時
的
崩
壊
を
論
じ
て
い
た
。

そ
こ
で
次
に
こ
の
点
を
検
討
し
て
お
く
。

　
既
に
四
八
年
初
め
か
ら
、
富
裕
商
人
な
ど
に
市
外
へ
逃
亡
す
る
者

　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

が
い
た
記
録
は
あ
る
が
、
七
－
八
月
に
は
こ
れ
に
行
政
職
に
あ
る
者

も
そ
の
職
務
、
市
民
権
を
放
棄
し
て
逃
避
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
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原
因
に
つ
い
て
は
、
都
市
門
閥
は
市
外
の
富
が
皇
帝
軍
に
よ
り
没
収
さ
れ
る
の
を
ま
ず
心
配
し
た
た
め
だ
、
と
い
っ
た
記
述
が
、
記
録
か
ら
は

　
　
　
　
⑲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

読
み
取
れ
る
。
シ
ェ
ッ
フ
ェ
ン
以
下
、
市
が
抗
戦
を
決
定
し
、
皇
帝
に
よ
り
処
罰
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
判
断
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
だ
が
ブ
ラ
デ
、
，
は
、
市
内
の
紺
立
が
こ
の
事
態
の
主
要
な
原
因
で
あ
っ
た
と
捉
え
て
い
る
。
た
し
か
に
市
参
事
会
の
史
料
に
は
、
逃
亡
原
因

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

を
市
を
取
り
巻
く
状
況
だ
け
で
な
く
、
市
内
の
状
況
や
職
務
遂
行
上
の
困
難
に
も
み
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
何
名
か
は
民
衆
く
○
騨
に

よ
っ
て
親
皇
帝
派
、
カ
ト
リ
ヅ
ク
派
と
目
さ
れ
、
身
の
危
険
を
覚
え
て
い
た
と
い
う
記
述
も
あ
る
。
実
際
に
、
こ
の
逃
亡
し
た
市
参
事
会
員
と
、

こ
の
時
新
た
に
参
事
会
員
と
な
っ
た
者
で
史
料
か
ら
判
明
す
る
者
を
ブ
ラ
デ
ィ
の
資
料
で
調
べ
て
み
る
と
（
別
表
参
照
）
、
一
五
八
四
年
に
罷
め

て
い
る
者
八
名
（
内
一
三
人
委
員
会
二
名
）
、
就
任
し
た
者
＝
二
名
（
同
三
巴
）
。
そ
の
傾
向
を
み
る
と
、
離
任
者
に
は
都
市
門
閥
、
富
裕
商
人
が
多

い
。
こ
の
点
は
ブ
ラ
デ
ィ
の
指
摘
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
。

　
他
方
、
就
任
者
を
調
べ
て
み
る
と
、
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
年
替
わ
っ
て
就
任
し
た
者
に
は
、
ツ
ン
フ
ト
代
表
が
多
く
、
し
か
も
こ
の
年

に
二
重
籍
を
利
用
し
て
、
名
目
上
は
下
位
ツ
ン
フ
ト
か
ら
就
任
し
た
者
が
五
名
（
同
一
名
）
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
財
産
額
受
が
不
明
の
た
め

出
身
階
層
上
の
変
化
の
有
無
を
確
認
す
る
の
は
難
し
い
が
、
こ
の
ツ
ン
フ
ト
の
移
動
を
考
慮
す
る
と
、
こ
こ
で
の
交
代
は
従
来
の
選
出
傾
向
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

大
き
な
変
化
を
も
た
ら
す
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利
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お
　
わ
　
り
　
に

　
以
上
、
シ
ュ
ト
ラ
ー
ス
ブ
ル
ク
市
の
宗
教
改
革
の
展
開
を
、
と
く
に
仮
信
条
協
定
の
受
け
入
れ
問
題
の
時
期
を
中
心
に
、
牧
師
・
説
教
師
ら

の
改
革
理
念
・
運
動
と
市
参
事
会
・
統
治
階
層
の
政
策
、
都
市
民
の
対
応
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
を
ま
と
め
て
お
く
。

　
ま
ず
一
五
三
〇
年
代
以
降
、
市
の
教
会
制
度
が
確
立
さ
れ
る
過
程
に
お
い
て
、
牧
師
・
説
教
師
ら
は
、
教
会
訓
練
の
理
念
を
明
確
に
し
て
い

っ
た
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
市
参
事
会
の
教
会
政
策
と
の
対
立
が
次
第
に
顕
著
と
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
れ
は
、
市
参
事
会
の
改
革
姿
勢
へ
の
不
満

か
ら
シ
ュ
マ
ル
カ
ル
デ
ソ
戦
争
直
前
に
は
自
律
的
教
会
訓
練
の
主
張
へ
と
発
展
し
、
「
キ
リ
ス
ト
者
の
集
会
」
運
動
が
展
開
さ
れ
、
そ
の
運
動

は
市
参
事
会
を
脅
か
す
も
の
に
ま
で
な
り
内
政
外
交
に
影
響
を
及
ぼ
す
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
改
革
運
動
理
念
に
お
い
て
は
、
と
く
に
共

同
体
を
中
心
に
信
仰
の
活
性
化
を
図
っ
て
い
る
点
が
運
動
の
拡
が
り
と
の
関
連
で
注
目
さ
れ
た
。
ま
た
こ
の
運
動
を
め
ぐ
り
牧
師
内
で
世
俗
権

力
と
の
関
係
の
理
解
が
問
題
と
な
っ
た
が
、
そ
の
影
響
、
結
果
の
考
察
か
ら
、
宗
教
改
革
の
確
立
に
お
け
る
こ
の
理
念
・
運
動
の
意
義
を
示
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

こ
と
が
で
き
た
と
考
え
る
。

　
こ
の
運
動
を
支
え
た
の
は
、
ツ
ン
フ
ト
を
中
心
と
し
た
ゲ
マ
イ
ン
デ
層
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
福
音
主
義
、
さ
ら
に
都
市
は
宗
教
共
同
体
で
も

あ
る
と
い
う
理
念
を
信
奉
し
表
明
し
て
お
り
、
そ
れ
が
市
と
信
仰
の
危
機
と
い
う
状
況
に
お
い
て
先
の
「
集
会
」
運
動
の
理
念
を
支
持
さ
せ
た



シュトラースブルク宗教改革の展開（渡邊）

の
だ
と
推
測
す
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。
実
際
、
彼
ら
は
仮
信
条
協
定
期
に
市
参
事
会
の
外
交
・
教
会
政
策
等
に
不
満
、
反
発
を
示
し
て
い
た
が
、

そ
の
背
後
に
は
牧
師
の
活
動
が
認
め
ら
れ
、
「
集
会
」
運
動
と
関
連
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
で
き
た
。
従
っ
て
、
こ
の
外
か
ら
の
危
機
に
際
し

て
市
参
事
会
と
牧
師
、
都
市
民
ら
に
協
力
関
係
が
あ
っ
た
点
を
強
調
す
る
の
は
問
題
が
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
事
態
が
「
危
機
」
．
で
あ
っ
た
の

は
市
内
の
対
立
と
あ
い
ま
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
こ
の
市
内
の
対
立
を
醸
成
し
た
牧
師
や
ゲ
マ
イ
ソ
デ
層
を
中
心
と
す
る
都
市
民

の
対
応
に
は
、
「
集
会
」
運
動
の
持
っ
て
い
た
意
義
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
南
ド
イ
ツ
、
ス
イ
ス
の
「
改
革
派
」
神
学
者
に
と
っ
て
、
世
俗
権
力
と
の
関
係
、
す
な
わ
ち
自
律
的
教
会
訓
練
、
ひ
い
て
は
教
会
権
自
律
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

問
題
が
重
要
な
意
義
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
が
単
に
教
会
制
度
の
問
題
に
留
ま
ら
ず
、
都
市
の

内
政
外
交
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
都
市
の
例
か
ら
も
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
意
味
で
、
ブ
ツ
ァ
ー
ら

の
展
開
し
た
こ
の
自
律
的
教
会
訓
練
の
運
動
に
つ
い
て
は
、
そ
の
社
会
的
影
響
に
つ
い
て
も
今
後
検
討
す
る
意
義
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
ま
た
、
宗
教
改
革
の
後
期
の
展
開
に
お
け
る
そ
の
教
会
政
策
、
仮
信
条
協
定
へ
の
対
応
か
ら
、
帯
参
事
会
の
改
革
へ
の
姿
勢
、
政
策
に
は
次

の
よ
う
な
点
が
認
め
ら
れ
た
。
ま
ず
教
会
の
運
営
を
市
の
監
督
下
に
置
い
て
そ
の
権
限
を
拡
大
し
、
言
わ
ば
市
の
「
風
説
教
会
」
体
制
を
作
り

　
　
　
　
③

上
げ
て
い
た
。
仮
信
条
協
定
の
受
け
入
れ
に
際
し
て
は
、
万
人
祭
司
主
義
、
「
教
会
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
原
理
」
等
を
根
拠
に
宗
教
改
革
を
正
当
と

主
張
す
る
が
、
と
り
わ
け
教
会
裁
判
権
、
教
会
財
産
に
利
害
関
心
が
あ
り
、
司
教
の
干
渉
を
極
力
排
除
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
（
と
く
に
裁
判
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

は
司
教
と
の
領
土
問
題
が
絡
み
、
こ
れ
が
最
終
的
に
解
決
を
み
る
の
は
一
五
六
四
年
で
あ
る
。
）
そ
し
て
な
に
よ
り
そ
の
自
治
、
統
治
体
制
の
維
持
の
た
め

に
は
、
一
部
に
カ
ト
リ
ッ
ク
の
回
復
を
認
め
る
こ
と
も
辞
さ
な
い
と
い
う
政
策
を
採
っ
て
い
た
。

　
教
会
に
対
し
そ
の
権
限
領
域
を
拡
大
、
強
化
し
、
し
か
し
信
仰
内
容
自
体
に
は
距
離
を
置
こ
う
と
す
る
市
参
事
会
の
姿
勢
は
、
中
世
末
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

宗
教
改
革
初
期
の
政
策
に
も
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
宗
教
改
革
期
を
通
じ
て
政
策
の
一
貫
性
が
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。
ま
た
統
治
階
層
の
支
配
体
制
の
枠
組
み
に
つ
い
て
は
、
大
き
な
変
化
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
従
っ
て
帯
参
事
会
は
、
当
初
は
都
市

民
の
改
革
運
動
に
譲
歩
し
、
の
ち
に
適
応
し
た
と
い
う
よ
り
も
、
こ
の
政
策
方
向
に
沿
う
限
り
で
は
宗
教
改
革
を
支
持
し
て
い
た
面
も
一
貫
し
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て
あ
っ
た
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
従
来
、
都
市
宗
教
改
革
に
市
参
事
会
が
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
は
、
そ
の
評
価
が
分
か
れ
て
い
た
。
一
方
に
は
市
参
事
会
は
基
本
的
に
改

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

革
を
阻
害
し
た
と
す
る
見
解
が
あ
り
、
他
方
で
は
市
参
事
会
に
よ
る
改
革
の
決
定
と
教
会
へ
の
権
限
の
拡
大
に
意
義
を
み
る
見
解
が
あ
る
。
し

か
し
以
上
検
討
し
て
き
た
こ
の
都
市
の
例
を
み
る
と
、
宗
教
改
革
の
発
端
か
ら
そ
の
展
開
過
程
に
お
い
て
、
都
市
民
の
改
革
運
動
と
対
立
し
改

革
に
消
極
的
な
側
面
も
あ
れ
ば
、
教
会
へ
の
権
限
拡
大
・
拡
充
を
進
め
て
い
る
面
も
あ
る
。
さ
ら
に
皇
帝
・
司
教
に
対
し
て
は
、
福
音
主
義
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

立
ち
つ
つ
市
の
自
立
、
自
治
体
制
を
守
ろ
う
と
努
め
て
い
た
。

　
従
っ
て
都
市
宗
教
改
革
に
お
け
る
市
参
事
会
の
役
割
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
市
内
・
外
の
条
件
、
要
因
に
つ
い
て
、
そ
の
対
応
の
検

討
を
経
て
か
ら
で
な
け
れ
ば
、
正
し
く
評
価
し
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
点
で
こ
の
都
市
の
場
合
に
は
、
市
参
事
会
に
は
福
音
主
義
に
た

っ
て
独
自
の
利
害
を
追
求
し
た
、
い
わ
ば
「
市
参
事
会
主
導
の
宗
教
改
革
射
手
馬
糞
O
H
ヨ
ρ
江
○
昌
」
と
も
言
い
う
る
方
向
性
を
そ
の
政
策
に
美
い

出
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω
．

①
　
こ
の
分
裂
が
仮
信
条
協
定
の
受
け
入
れ
に
影
響
し
た
こ
と
は
本
文
中
に
も
論
及

　
し
た
が
、
こ
の
都
市
の
そ
の
後
の
教
会
制
度
の
方
向
を
決
定
す
る
こ
と
に
な
っ
た
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会
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観
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知

　
る
上
で
も
大
き
な
手
が
か
り
を
与
え
る
と
い
う
点
で
、
今
後
の
課
題
と
し
て
重
要

　
で
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The　Establishment　of　the　Frontier　People群民

　　　　　　　System　in　the　Qing清Dynasty

by

Sigeru　Matsuura

　　When　Nurhaci，　Taizu太祖of　the　Qing　Dynasty，　unified　Manchuria，　he

excuted　a　policy　of　population　resettlement．　He　shlfted　a　great　number

of　the　M　anchu　people　to　the　environs　of　the　capital，　and　organized　them

into　the　eight　ba皿ers．　His　successors　extended　their　domain　to　the

middle　and　lower　courses　of　the　Amur　River　and　the　north　of　Sakhalin

Island，　but　they　allowed　most　of　the　minorities　to　reside　in　their　native

places　as　before，　and　estab！ished　the　frontier　people　system．　ln　the　Kanxi

康煕and　Yongzheng雍i正periods　the　frontier　people　who　lived　in　the

midd1e　course　of　the　Amur　River　were　sent　to　the　towns　in　Manchuria

into　the　banner　garrison　leaving　none　of　the　frontier　peopie　remaining

except　2，398　families　a！ong　the　lower　Amur　and　on　Sakhalin　lsland　since

the　Qianlong乾隆period．
　　The　frontier　peoPle　consisted　of　sucll　classes　as　the　clan　leaders生長，

the　village　leaders郷長，　the　sons子弟，　and　the　common　people白丁．

They　were　obliged　to　pay　an　annual　tribute　of　a　sable　skin　per　famlly

to　the　Qing　Dynasty，　but　they　received　adequate　rewards　of　cioth，　combs，

needles，　cotton，　buttons，　and　so　on　for　their　services．　ln　this　paper　the

author　deals　with　the　problems　of　the　origin　of　the　frontier　peopie

system．

StraBburger　Reforrnation　1530－1549．

von

Shinn　Watanabe

　　Die　Reformationsforschungen　haben　bisher　die　Ereignisse　in　der

Stadtreformation　erklart，　deren　Trligern　mit　ihren　verschiedenen

（688）



Bewegungsformen　die　StadtbUrger　waren．　Aber　die　Forschungen　haben

der　Rolle　des　Stadtrats　die　unte’rschiedene　Einschatzungen　gegeben，　und

die　Festsetzungsprozesse　der　Reformationsidee　in　der　Spaten－Stadtreforma－

tion　nicht　genug　untersucht．　Dieser　Beitrag　forscht　nach　der　Reformation

von　StraBburg　von　der　Abschaffung　der　Messe　in　dieser　Stadt　（1529）

bis　der　Annehmung　des　lnterims　（1549），　besonders　nach　den　Gegensatz

der　Kirchenidee　von　dem　Rat　und　den　Reformatoren　in　dieser　Zeit．

Denn　es　fithrte　zu　den　folgenden　Ergebnissen．　M．　Bucer　und　andere

Reformatoren　entwickerten　die　ldee　der　Kirchenzucht　und　beabsichtigten

dieselben　zu　verwirklichen，　deswegen　bekamen　sie　Zwietracht　um　die

Kirchenzucht　mit　dem　Stadtrat，　der　seine　Befugnisse　zu　den　Kirchen

i！n　Stadtgebiet　zq　erweitern　versucht　hatte．　Denn　Bucer，　Marbacli　und

die　andere　Reformatoren　organisierte　die　“Christricher　Gemeinschaft”，

um　die　Kirchenzucht　zu　realisieren．　Diese　Bewegung　macht　den　Streit

im　StraBburg　heftiger　mit　dem　Gegensatz　um　das　lnterim．　ln　diesem

Prozess　waren　die　Zunft－Gemeinden　die　Trager　der　“Christricher

G．erneinschaft”　und　der　Bewegung　gegen　das　lnterim，　auch　einvv’irkten

auf　die　Politiken　des　Rats．　Andrerseite　erhielt　der　Rat　seine　Befugnisse

und　Seibstverwaltung　gegen　den　Kaiser，　Bischof　und　auch　die　Reformatoren

und　Gemeinde．　Denn　der　Rat　verwirklichte　die　Reformation　in　eigenartiger

Weise．　Die　Ro11e　des　Rats　muBte　unter　den　inneren　und　tiuBeren

Bedingungen　bewertet　werden　sein．　Und　als　eine　innere　Bedingung　ist

die　Kilchenzucht　ln　der　Stadtreformation　eine　Aufgabe　der　kttnftigen

Forschung．

L’6chec　des　greves　de　novembre－d6cernbre　1947

par

Yoshihiko　Sugimoto

　　A　Marseille，　les　grandes　greves　se　produisent　le　13　novembre　et　la

vague　de　grbve，　soutenue　par　1’6nergie　spontan6e　des　ottvriers　et　le　r6seau

puissant　dtt　P．　C．　F．，　se　maintiennent　en　bonne　hauteur　jusqu’a　la　fin，

malgr6　les　conditions　d6favorables　a　une　greve：　le　caractere　politique，

la　violence，　1’aggravation　de　la　situation　alimentaire，　la　campagne　antigrhve

de　pfesse　et　de　radio，　1’intervention　de　la　police　et　de　Yarm6e，　et　les
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