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本
書
は
、
ス
イ
ス
の
代
表
的
な
中
世
都
市
チ
ュ
ー
リ
ヒ
の
発
展
を
一
貫
し

て
研
究
し
て
こ
ら
れ
た
著
者
森
田
安
｛
氏
の
二
〇
年
に
わ
た
る
業
績
を
ま
と

め
た
論
文
集
で
あ
る
。
本
書
に
収
録
さ
れ
た
各
論
文
で
は
、
都
市
の
生
成
、

ツ
ン
フ
ト
闘
争
と
支
配
体
制
の
確
立
、
都
市
と
教
会
の
関
係
、
領
域
支
配
政

策
な
ど
、
こ
れ
ま
で
も
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
議
論
さ
れ
て
き
た
都
島
史

の
重
要
な
テ
ー
マ
が
網
羅
的
に
扱
わ
れ
て
い
る
。
だ
が
こ
れ
ら
の
テ
ー
マ
を

通
し
て
都
市
を
見
る
著
者
の
目
的
は
、
個
々
の
テ
ー
マ
に
関
す
る
都
市
チ
ュ

ー
リ
ヒ
の
事
例
の
新
た
な
発
見
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
何
よ
り
も
ス
イ
ス
中

撒
都
市
の
存
在
形
態
の
独
自
挫
を
示
す
こ
と
に
あ
る
。
従
来
ド
イ
ツ
中
世
都

市
の
一
部
分
と
し
て
し
か
扱
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
ス
イ
ス
中
世
都
市
を
一
つ

の
独
立
し
た
対
象
領
域
と
し
て
摘
出
し
、
ス
イ
ス
の
国
家
形
成
と
い
う
観
点

か
ら
存
在
形
態
を
見
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
独
自
性
を
浮
き
彫
り
に
し

よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
こ
に
は
｛
貫
し
た
分
析
視
角
が
伴
っ
て

い
る
。
従
来
か
ら
中
世
都
市
研
究
の
キ
i
概
念
の
一
つ
と
さ
れ
て
き
た
「
膚

由
と
自
治
し
の
あ
り
方
を
指
標
に
ス
イ
ス
中
世
都
市
の
独
自
性
が
探
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
本
書
の
特
色
は
、
テ
ー
マ
の
新
し
さ
に
で
は
な
く
著
春
の
こ
の

よ
う
な
目
的
意
識
と
分
析
視
角
の
明
確
さ
に
表
れ
て
い
る
と
雷
え
よ
う
。

　
で
は
、
こ
の
よ
う
な
骨
格
を
持
っ
た
本
書
の
意
義
は
い
っ
た
い
ど
こ
に
あ

る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
は
中
世
都
市
研
究
の
現
状
が
関
わ
っ
て
く
る
と
思

わ
れ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
都
帯
研
究
は
近
年
ま
す
ま
す
盛
ん
で
あ
り
、
研

究
史
の
見
直
し
ゃ
考
察
対
象
の
拡
大
な
ど
に
あ
わ
せ
て
多
方
面
に
わ
た
っ
て

積
極
的
に
個
別
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
大
い
に
歓
迎
す
べ

き
こ
と
で
は
あ
る
が
、
燗
別
研
究
が
進
め
ば
進
む
ほ
ど
分
析
の
対
象
も
方
法

も
多
様
化
し
細
分
化
す
る
の
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
本
来
の
研

究
目
的
は
却
っ
て
不
鮮
明
と
な
り
、
突
破
口
を
見
出
せ
な
い
ま
ま
、
あ
る
種

の
混
迷
に
陥
っ
て
し
ま
う
危
険
を
は
ら
ん
で
い
る
と
遭
え
る
。
こ
う
し
た
な

か
に
あ
っ
て
、
中
世
都
市
研
究
の
意
味
が
あ
ら
た
め
て
黒
い
直
さ
れ
、
一
つ

の
大
き
な
幹
に
収
敏
さ
せ
て
い
く
方
向
が
意
識
さ
れ
模
索
さ
れ
る
こ
と
は
必

要
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
誌
は
そ
う
し
た
写
し
い
方
向
を
め
ざ
す

試
み
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
こ
に
本
書
の
意
義
も
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
同
時
に
そ
の
成
果
に
関
し
て
は
問
題
点
を
内
包
し
て
い
る
よ
う
に
も
思

わ
れ
る
。
以
下
に
お
い
て
、
本
書
に
収
め
ら
れ
た
八
つ
の
章
の
概
要
を
紹
介

し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
簡
単
に
コ
メ
ン
ト
を
加
え
た
上
で
、
本
書
の
全
体
像

に
つ
い
て
評
者
の
感
想
を
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

二

　
序
章
「
ス
イ
ス
中
世
都
市
史
研
究
へ
の
展
望
」
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世

都
市
全
体
の
な
か
で
ス
イ
ス
中
世
都
市
の
独
自
性
を
語
り
う
る
可
能
性
が
示

さ
れ
る
。
そ
の
際
、
ス
イ
ス
中
世
都
布
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
国
家
形
成
の
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問
題
と
の
関
連
で
捉
え
る
こ
と
が
、
著
者
の
主
張
を
決
定
す
る
上
で
の
重
要

な
視
点
に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ス
イ
ス
中
世
都
市
の
性
格
を
決
定
づ

け
た
の
は
ス
イ
ス
誓
約
者
団
国
家
の
形
成
で
あ
っ
た
。
封
建
勢
力
支
配
か
ら

の
「
自
由
と
自
治
」
獲
得
を
目
的
と
し
た
＝
一
九
　
年
の
原
初
三
邦
に
よ
る

永
久
同
親
を
皮
切
り
に
、
近
隣
の
都
市
や
農
村
が
次
々
と
同
盟
関
係
を
結
ん

で
ゆ
く
。
し
か
し
さ
ま
ざ
ま
な
権
力
主
体
や
支
配
形
態
の
交
錯
す
る
こ
の
同

盟
網
の
な
か
で
、
広
大
な
領
域
支
配
を
行
う
主
要
都
市
は
「
集
合
領
主
」
と

し
て
中
小
都
市
を
そ
の
支
配
下
に
組
み
入
れ
て
ゆ
く
。
著
者
の
主
張
は
、

こ
の
「
集
合
領
主
」
と
し
て
の
主
要
都
市
に
よ
る
都
市
国
家
形
成
と
、
ツ
ン

フ
ト
支
配
型
都
市
の
完
全
な
「
自
由
と
自
治
」
の
享
受
が
、
ス
イ
ス
の
歴
史

形
成
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
た
と
い
う
点
に
あ
る
。
一
方
、
＝
二
世
紀

に
急
増
し
一
四
世
紀
に
衰
退
す
る
軍
事
的
拠
点
と
し
て
の
建
設
都
市
に
目
を

向
け
る
と
、
ス
イ
ス
盟
約
者
団
国
家
形
成
に
よ
る
国
内
の
政
治
的
安
定
が
都

市
建
設
の
必
要
性
を
朱
わ
せ
、
建
設
都
市
は
主
要
都
市
の
支
配
下
に
入
っ
た

と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な
実
態
の
も
と
に
、
中
世
都
市
と
は
何

か
と
い
う
問
題
が
問
い
薩
さ
れ
る
。
そ
の
手
続
き
は
、
複
数
の
都
市
的
指
標

を
挙
げ
、
そ
れ
ら
の
相
互
関
係
の
な
か
か
ら
都
市
度
を
測
り
、
中
世
都
市
の

理
念
像
を
得
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
測
定
に
よ
っ
て
都
市
概
念
の
柔
軟
化
が

導
か
れ
、
規
模
の
異
な
る
都
市
の
歴
史
的
役
割
や
意
義
の
相
違
が
明
ら
か
に

な
る
上
、
通
商
的
に
見
る
と
、
一
つ
の
都
市
の
生
成
・
発
展
の
歴
史
的
変
化

が
把
握
で
き
る
と
い
う
。
こ
れ
で
チ
ュ
ー
リ
ヒ
史
研
究
の
意
義
が
正
当
化
さ

れ
た
こ
と
に
な
る
。
本
章
は
著
老
の
全
体
的
主
張
が
最
も
墾
快
に
隠
れ
た
、

第
一
章
以
下
の
回
瀾
の
大
前
提
と
な
る
章
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　
第
一
章
「
都
市
チ
ュ
ー
リ
ヒ
の
成
立
一
都
市
景
観
か
ら
の
考
察
」
は
、

近
年
活
発
に
行
わ
れ
て
い
る
考
古
学
調
査
の
成
果
を
も
と
に
、
都
市
チ
ュ
ー

リ
ヒ
の
形
成
と
発
展
を
自
治
の
拡
大
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
し
た
も
の
で
あ

る
。
ツ
ェ
ー
リ
ン
ゲ
ン
寡
の
支
配
の
な
か
で
形
成
さ
れ
た
統
一
的
な
住
民
共

同
体
が
同
家
断
絶
後
、
政
治
酌
に
自
立
し
て
都
帯
共
同
体
に
成
長
す
る
に
伴

い
、
都
市
城
壁
の
建
設
が
本
格
化
す
る
。
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
こ
の
城
壁

建
設
期
に
各
托
鉢
修
道
会
が
都
市
内
に
修
道
院
を
建
設
し
て
い
る
と
い
う
事

実
で
あ
る
。
著
者
は
こ
の
点
に
つ
い
て
都
市
自
治
の
進
展
に
と
っ
て
の
切
実

で
具
体
的
な
意
味
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
。
城
壁
に
沿
っ
て
都
市
中
心
部
を

囲
う
形
に
建
設
さ
れ
て
い
る
修
道
院
の
立
地
は
托
鉱
修
道
院
と
都
市
の
防
御

施
設
と
の
密
接
な
関
係
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
若

い
都
市
共
同
体
が
城
壁
や
托
鉢
修
道
院
の
建
物
に
よ
っ
て
物
理
的
に
保
護
を

求
め
て
い
た
結
果
で
あ
る
と
同
時
に
都
衛
民
が
精
神
的
保
護
を
も
求
め
て
い

た
結
果
で
あ
っ
た
。
し
か
も
都
市
当
局
は
、
封
建
勢
力
で
も
あ
っ
た
教
会
と

の
対
立
に
際
し
て
も
托
鉢
修
道
会
運
動
を
支
持
し
、
教
会
勢
力
に
対
抗
す
る

た
め
の
力
と
す
る
な
ど
、
托
鉢
修
道
会
を
意
図
的
に
利
用
し
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
意
味
で
托
鉢
修
道
会
は
都
市
共
同
体
の
自
治
の
拡
大
の
た
め
に
二
重
の

役
割
を
果
た
し
た
こ
と
に
な
る
と
い
う
。
本
章
で
は
、
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ

て
い
た
都
市
と
托
鉢
修
道
会
の
関
係
に
つ
い
て
新
た
に
地
理
的
観
点
か
ら
興

味
深
い
分
析
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
解
釈
は
理
論
的
に
は
大
い
に
説
得
的
で
は

あ
る
も
の
の
、
や
や
合
理
的
に
過
ぎ
る
き
ら
い
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

自
治
を
め
ぐ
る
盛
者
の
具
体
的
な
関
係
、
特
に
托
鉢
修
道
会
側
の
意
図
と
意

識
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
点
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
、

よ
り
一
層
説
得
的
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
第
二
章
「
チ
ュ
ー
リ
ヒ
に
お
け
る
ツ
ン
フ
ト
並
－
命
」
は
、
一
四
世
紀
チ
ュ

ー
リ
ヒ
の
ツ
ン
フ
ト
闘
争
を
革
命
と
捉
え
、
革
命
の
原
因
お
よ
び
性
格
と
革

命
前
後
の
都
市
の
政
治
体
制
の
変
化
を
「
臼
由
と
自
治
」
の
確
立
と
い
う
点
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評書

か
ら
制
度
的
に
追
求
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
著
者
は
～
三
三
六
年
の

革
命
以
後
の
公
文
書
や
年
代
記
を
分
析
し
、
門
閥
支
配
に
対
し
て
政
治
的
権

利
を
求
め
る
無
断
業
者
の
不
満
に
加
え
、
市
参
事
会
や
富
裕
市
民
の
圧
迫
に

対
す
る
騎
士
階
級
の
不
満
が
革
命
の
第
一
要
因
で
あ
っ
た
と
見
る
。
革
命
以

後
の
政
治
制
度
の
変
化
か
ら
も
、
チ
ュ
ー
リ
ヒ
の
ツ
ン
フ
ト
革
命
が
、
騎
士

階
級
を
指
導
者
と
し
、
手
工
業
者
を
共
鳴
盤
と
す
る
政
治
的
変
革
運
動
と
い

う
性
格
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
で
革
命
が
完
結
し

た
の
で
は
な
く
、
そ
の
後
の
度
重
な
る
変
革
に
伴
い
、
騎
士
階
級
に
替
わ
っ

て
勢
力
を
蓄
え
て
い
っ
た
ツ
ン
フ
ト
が
や
が
て
都
市
政
治
を
完
全
に
担
う
こ

と
に
な
り
、
か
く
し
て
ツ
ン
フ
ト
支
配
型
の
都
市
体
制
が
確
立
す
る
。
本
章

は
、
序
章
で
示
さ
れ
た
著
者
の
主
張
の
根
幹
を
な
す
ツ
ン
フ
ト
支
配
型
都
市

体
制
の
確
立
ま
で
の
推
移
を
舗
度
的
に
跡
づ
け
た
も
の
で
あ
る
が
、
都
市
体

制
の
制
度
的
確
立
を
ど
の
程
度
「
自
由
と
自
治
」
の
目
安
に
し
う
る
の
か
、

議
論
の
余
地
を
残
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
従
来
の
諸
研
究
と
同

様
、
は
た
し
て
こ
の
よ
う
な
角
度
か
ら
の
分
析
が
ツ
ン
フ
ト
闘
争
の
真
の
意

味
を
把
握
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
ど
う
か
、
や
や
疑
問
で
あ
る
。

　
第
三
章
「
ツ
ン
フ
ト
マ
イ
ス
タ
ー
寡
頭
政
一
l
I
一
五
世
紀
都
市
チ
ュ
ー
リ

ヒ
の
政
治
構
造
」
で
は
、
第
二
章
を
受
け
て
、
ツ
ン
フ
ト
闘
争
を
経
た
一
五

世
紀
の
チ
ュ
ー
リ
ヒ
で
ツ
ソ
フ
ト
マ
イ
ス
タ
ー
寡
頭
政
が
成
立
し
瓦
解
す
る

過
程
と
社
会
・
経
済
構
造
と
の
関
連
が
考
察
さ
れ
る
。
チ
ュ
ー
リ
ヒ
で
は
他

の
都
帯
の
寡
頭
制
支
配
と
は
異
な
る
形
態
の
ツ
ソ
フ
ト
マ
イ
ス
タ
ー
寡
憲
政

が
＝
二
九
三
年
の
『
第
三
回
誓
約
文
書
』
を
法
的
根
拠
と
し
て
成
立
す
る
が
、

そ
れ
を
可
能
た
ら
し
め
た
の
は
チ
ュ
ー
リ
ヒ
が
ス
イ
ス
盟
約
者
団
の
主
要
メ

ン
バ
ー
と
し
て
積
極
的
な
領
域
拡
大
政
策
を
と
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の

た
め
の
行
政
が
都
市
嶺
局
に
権
力
集
中
を
要
請
し
、
そ
れ
に
唯
一
応
じ
る
こ

と
が
で
き
た
の
が
ツ
ン
フ
ト
マ
イ
ス
タ
…
で
あ
っ
た
。
し
か
し
ツ
ン
フ
ト
問

の
経
済
的
・
政
治
的
勢
力
差
に
よ
る
不
平
や
不
満
を
内
的
理
由
と
し
て
、
や

が
て
寡
謎
掛
は
瓦
解
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
後
変
革
は
繰
り
返
さ
れ
、
ツ

ン
フ
ト
間
の
平
等
が
配
慮
さ
れ
た
稀
．
第
四
回
誓
約
文
書
』
を
経
て
一
四
九
八

年
の
職
．
第
五
回
誓
約
文
書
』
で
は
ツ
ン
フ
ト
マ
イ
ス
タ
…
の
な
か
か
ら
選
ば

れ
る
オ
ブ
リ
ス
ト
マ
イ
ス
タ
ー
が
権
限
を
上
昇
さ
せ
、
そ
こ
か
ら
新
た
な
寡

頭
政
が
生
ま
れ
て
く
る
。
本
章
で
は
、
三
つ
の
誓
約
文
霧
に
記
さ
れ
た
規
定

を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
百
年
に
わ
た
る
政
治
体
制
の
経
緯
が
た
ど
ら
れ

た
。
そ
の
な
か
で
ツ
ソ
フ
ト
マ
イ
ス
タ
ー
寡
頭
政
の
成
立
と
瓦
解
の
要
因
に

つ
い
て
の
説
明
は
確
か
に
説
得
的
で
あ
る
。
し
か
し
全
体
的
に
は
都
市
当
局

の
権
力
関
係
の
推
移
の
事
実
を
詳
ら
か
に
叙
述
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
感

が
あ
る
。

　
第
四
章
「
宗
教
改
革
前
に
お
け
る
都
市
チ
ュ
…
リ
ヒ
の
教
会
政
策
」
は
、

一
六
世
紀
に
導
入
さ
れ
る
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
に
よ
る
宗
教
改
革
が
都
市
的
性
格

を
帯
び
て
い
た
背
景
を
解
明
す
べ
く
、
宗
教
改
革
前
の
都
帯
と
教
会
の
関
係

を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
都
市
外
勢
力
で
あ
り
都
市
の
法
秩
序
と
は
異
な

る
教
会
の
権
勢
や
富
が
市
民
に
与
え
る
影
響
力
は
大
き
く
、
そ
れ
が
都
市
当

局
に
と
っ
て
の
有
効
な
都
市
支
配
の
妨
げ
に
な
る
が
ゆ
え
に
、
「
宙
由
と
自

治
」
の
確
立
を
め
ざ
す
都
市
当
国
は
必
然
的
に
教
会
政
策
に
乗
り
出
す
こ
と

に
な
る
。
教
会
裁
判
権
、
非
課
税
特
権
、
死
手
譲
渡
、
聖
職
禄
授
与
権
、
財

産
管
理
な
ど
の
諸
聞
題
を
め
ぐ
る
闘
争
の
宋
、
都
市
当
局
は
教
会
を
自
巴
の

支
配
下
に
繰
り
入
れ
る
こ
と
に
成
功
す
る
。
本
章
で
は
そ
の
過
程
が
詳
し
く

叙
述
さ
れ
た
あ
と
、
ツ
ヴ
ィ
ソ
グ
リ
の
理
念
が
都
市
当
局
に
よ
る
聖
職
者
・

教
会
支
配
の
確
立
の
上
に
有
効
に
作
用
し
た
、
す
な
わ
ち
、
ツ
ヴ
ィ
ソ
グ
リ

の
理
念
と
都
布
紅
舌
双
方
の
依
存
関
係
の
な
か
で
改
革
は
展
開
し
成
長
し
て
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い
っ
た
と
結
ん
で
い
る
。
議
論
は
き
わ
め
て
う
ま
く
整
理
さ
れ
て
い
る
と
言

え
る
が
、
分
析
さ
れ
た
の
は
都
島
当
局
の
意
図
や
行
動
の
み
で
あ
り
、
そ
れ

に
対
す
る
教
会
側
の
意
図
や
行
動
は
全
く
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し

た
が
っ
て
都
市
当
局
側
の
視
点
に
立
っ
た
物
の
見
方
し
か
提
示
で
き
な
く
な

る
。
教
会
側
の
対
遮
を
絡
め
て
議
論
を
展
嘉
し
て
い
く
必
要
は
な
か
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。

　
晶
弟
五
鼎
T
「
都
市
チ
ュ
ー
リ
ヒ
の
　
領
域
・
支
配
政
雌
累
」
は
、
チ
ュ
…
リ
ヒ
が
生

み
出
し
た
強
力
な
領
域
支
配
の
形
成
過
程
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
都
議
の

領
域
支
配
政
策
は
時
代
を
経
て
　
円
的
・
中
央
集
権
的
支
配
の
貫
徹
を
め
ざ

す
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
に
抗
し
た
農
民
の
蜂
起
が
頻
発
し
た
。
こ
こ
で
は
、

ツ
ン
フ
ト
マ
イ
ス
タ
…
寡
頭
糾
以
を
田
朋
壊
さ
せ
、
鯉
狽
域
支
配
政
策
を
一
時
後
退

さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
一
四
八
九
年
の
農
民
蜂
起
の
際
の
農
斑
の
『
訴
状
』
、

そ
れ
に
対
す
る
都
市
当
局
の
『
返
．
答
駈
、
　
ス
イ
ス
盟
約
者
団
諸
邦
の
『
裁
定

状
』
か
ら
、
チ
ュ
ー
リ
ヒ
の
領
域
支
配
政
策
の
具
体
像
が
分
析
さ
れ
る
。
誓

約
、
裁
判
権
、
軍
纂
、
徴
税
、
自
治
権
、
経
済
生
活
、
日
常
生
活
の
問
題
を

通
し
て
浮
上
す
る
の
は
、
都
市
の
集
権
的
支
配
と
農
村
の
自
治
の
対
抗
関
係

で
あ
る
。
結
局
、
大
枠
に
お
い
て
都
市
は
有
効
な
集
権
的
支
配
の
樹
立
に
成

功
す
る
が
、
そ
の
際
、
都
市
当
局
と
ラ
ン
ト
住
民
の
間
の
対
話
の
パ
イ
プ
の

存
在
、
そ
し
て
仲
裁
裁
定
を
行
っ
た
ス
イ
ス
盟
約
隣
室
の
存
在
が
重
要
な
意

味
を
持
っ
た
。
領
域
支
配
の
確
立
は
都
市
と
擬
村
、
そ
し
て
そ
れ
を
取
り
巻

く
盟
約
者
団
を
含
め
た
三
岩
登
の
問
題
と
し
て
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

著
者
も
指
摘
す
る
ご
と
く
、
こ
の
問
題
は
ス
イ
ス
の
圏
家
形
成
の
問
題
に
拡

が
り
う
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
興
味
深
い
一
章
で
あ
る
。
た
だ
、
は
じ

め
に
ツ
ン
フ
ト
敷
治
体
制
お
よ
び
自
治
の
維
持
・
拡
大
の
た
め
に
領
域
支
配

を
生
み
出
し
た
と
い
う
把
握
が
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
に
は
、
一
観
八
九
年
の

蜂
超
が
い
か
な
る
意
味
で
ツ
ソ
フ
ト
マ
イ
ス
タ
…
寡
頭
政
を
崩
壊
さ
せ
た
の

か
言
及
が
欲
し
い
と
こ
ろ
で
は
あ
る
。
し
か
し
本
章
全
体
と
し
て
は
、
著
者

が
序
章
で
示
し
た
展
望
が
十
分
に
活
か
さ
れ
た
論
文
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　
第
六
章
「
都
市
チ
ュ
ー
リ
ヒ
支
配
下
の
農
村
i
ゲ
マ
イ
ン
デ
・
シ
ェ
テ

…
フ
ァ
の
場
合
し
は
、
第
五
黙
早
を
受
け
て
、
チ
ュ
…
リ
ヒ
支
配
領
域
下
・
の
一

襲
村
地
域
シ
ュ
テ
ー
フ
ァ
を
分
析
対
象
と
し
て
限
定
し
、
一
五
・
一
六
世
紀

の
農
民
の
生
活
世
界
の
実
態
を
考
察
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
著
者
は
、

一
円
的
領
域
支
配
確
立
に
お
け
る
体
編
制
の
意
義
を
重
視
す
る
P
・
ブ
ジ
ッ

ク
レ
の
説
に
対
し
、
地
域
差
を
考
慮
し
た
二
上
制
の
あ
り
方
の
分
析
を
目
的

と
し
た
上
で
、
体
僕
と
し
て
の
み
生
き
た
の
で
は
な
い
農
民
の
実
態
に
眼
を

向
け
る
。
そ
し
て
シ
ュ
テ
ー
フ
ァ
に
お
け
る
支
配
講
成
と
裁
判
構
造
、
ま
た

結
婚
糊
限
、
死
亡
税
、
縮
続
、
土
地
売
買
な
ど
の
法
生
活
、
村
落
共
同
体
の

成
立
、
さ
ら
に
宗
教
生
活
の
側
面
か
ら
、
土
地
領
主
・
童
僕
領
主
と
し
て
の

修
道
院
の
権
限
の
強
さ
よ
り
も
遠
駆
の
家
父
長
権
の
定
着
や
荘
民
団
体
の
結

合
が
顕
著
で
あ
る
こ
と
、
家
父
長
を
基
盤
と
す
る
村
落
善
意
体
は
そ
の
特
権

保
護
の
た
め
に
都
市
チ
ュ
ー
リ
ヒ
に
依
存
し
、
チ
ュ
…
リ
ヒ
は
保
護
領
主
と

し
て
宗
教
を
通
じ
内
薗
的
に
も
村
落
共
融
体
を
統
制
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ

と
、
そ
し
て
裁
判
領
主
と
し
て
の
チ
ュ
ー
リ
ヒ
は
体
二
幅
に
よ
ら
ず
上
級
裁

判
権
を
電
子
に
領
域
支
配
を
確
立
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
導
き
田
す
。

本
章
で
は
、
体
僕
と
は
異
な
る
要
素
へ
の
注
鷺
に
よ
り
、
修
道
院
か
ら
塗
立

し
て
生
活
の
重
心
を
荘
園
か
ら
村
落
共
講
体
に
移
し
、
葡
萄
的
・
経
済
的
に

細
帯
国
家
チ
ュ
ー
リ
ヒ
の
統
欄
下
に
吸
収
さ
れ
て
ゆ
く
農
民
の
姿
、
農
村
の

姿
が
明
ら
か
に
な
る
。
し
か
し
そ
の
な
か
で
心
墨
欄
の
意
義
は
必
ず
し
も
明

ら
か
に
な
っ
た
と
は
言
え
な
い
し
、
ま
た
一
つ
の
農
村
の
分
析
か
ら
は
西
爾

ド
イ
ツ
・
ス
イ
ス
の
地
域
差
を
明
確
に
整
理
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
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評書

思
わ
れ
る
。

　
終
章
「
ス
イ
ス
に
お
け
る
ツ
ン
フ
ト
と
都
市
政
治
体
制
」
で
は
、
い
く
つ

か
の
都
市
を
例
に
、
ツ
ン
フ
ト
支
配
型
都
市
と
ツ
ン
フ
ト
の
結
成
さ
れ
な
い

都
市
貴
族
支
配
型
都
市
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
政
治
体
制

の
相
逮
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
な
か
で
ツ
ン
フ
ト
の
意
義
が
問
い
直
さ
れ
る
。

要
す
る
に
ツ
ン
フ
ト
の
特
徴
と
は
、
同
職
組
合
や
仲
間
団
体
の
よ
う
な
単
な

る
経
済
団
体
で
は
な
く
市
政
担
当
に
関
わ
る
政
治
団
体
で
あ
っ
た
。
ツ
ン
フ

ト
鞭
文
配
「
型
都
市
に
お
い
て
は
ツ
ン
フ
ト
構
成
の
組
み
替
え
も
敷
治
的
轟
恩
図
の

も
と
に
行
わ
れ
、
応
召
・
非
市
民
を
問
わ
ず
ツ
ン
フ
ト
潴
入
息
綱
に
よ
っ
て

有
効
な
都
市
支
配
の
基
盤
が
つ
く
ら
れ
た
。
そ
の
な
か
で
ツ
ン
フ
ト
多
重
所

属
は
、
父
親
と
は
違
う
ツ
ン
フ
ト
か
ら
市
政
に
出
た
り
、
富
裕
商
人
層
の
市

政
参
加
を
容
易
に
す
る
な
ど
、
厳
格
な
ツ
ン
フ
ト
政
治
体
制
を
緩
め
る
結
果

と
な
っ
た
。
し
か
し
都
市
支
配
体
制
の
性
格
や
判
じ
支
配
型
都
市
に
お
け
る

具
体
的
な
支
配
の
し
く
み
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
都
市
の
社
会
的
・
経
済
的
・
政

治
的
条
件
、
そ
し
て
時
代
に
よ
っ
て
も
大
き
く
異
な
る
。
著
者
は
、
そ
う
し

た
政
治
体
制
の
根
違
を
越
え
て
、
領
域
支
配
に
関
わ
る
官
僚
制
的
な
湿
し
い

都
率
門
閥
の
形
成
と
備
政
運
営
が
ス
イ
ス
都
帯
の
最
大
の
特
徴
と
な
っ
た
と

結
ぶ
。
本
章
の
主
目
的
は
都
市
夜
討
体
制
の
類
型
と
ツ
ン
フ
ト
の
あ
り
方
の

考
察
で
あ
っ
た
。
個
々
の
都
市
レ
ベ
ル
に
お
け
る
支
配
の
多
様
性
を
明
ら
か

に
し
た
点
で
は
成
功
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
著
者
が
総
括
し
た
よ

う
に
、
個
々
の
都
市
レ
ベ
ル
か
ら
全
ス
イ
ス
的
レ
ベ
ル
に
視
点
を
移
し
た
場

合
に
都
市
政
治
体
心
の
相
違
が
意
味
を
失
う
な
ら
、
本
章
で
行
っ
た
分
析
の

意
図
が
不
鮮
萌
と
な
り
、
こ
の
出
鼻
的
は
活
か
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

何
の
た
め
の
類
型
化
な
の
か
が
問
わ
れ
よ
う
。

　
以
上
、
各
章
の
紹
介
と
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の
感
想
を
簡
単
に
述
べ
た
。

各
章
と
も
個
々
の
テ
ー
マ
に
関
す
る
客
観
的
分
析
は
き
わ
め
て
詳
細
か
つ
精

密
で
あ
り
、
都
市
チ
ュ
ー
リ
ヒ
の
社
会
構
造
そ
の
も
の
の
究
明
は
成
功
し
て

い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
次
に
、
本
書
全
体
の
議
論
に
関
し
て
評
者

が
感
じ
た
と
こ
ろ
を
述
べ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

三

　
す
で
に
留
頭
部
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
本
書
の
譲
的
は
「
自
由
と
自
治
」

を
揃
標
に
、
ス
イ
ス
の
圏
家
形
成
の
あ
り
方
に
注
目
し
な
が
ら
、
ス
イ
ス
中

言
都
市
の
存
在
形
態
の
独
自
性
を
導
き
出
そ
う
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
こ
の

観
点
は
序
章
に
お
い
て
十
二
分
に
展
闇
さ
れ
、
ス
イ
ス
中
世
都
市
論
の
全
体

的
な
眺
望
を
明
確
に
提
示
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
し
か
し
第
】
章
以
下
、

本
論
の
農
㎜
囲
に
お
い
て
は
、
著
者
の
意
図
は
十
分
に
汲
み
取
れ
る
も
の
の
、

結
論
へ
の
道
筋
が
い
ま
一
つ
明
確
に
は
見
え
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
本
書

の
論
文
集
と
し
て
の
性
格
に
も
因
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
　
一
つ
に
は
著
者
の

「
柔
肌
と
自
治
」
と
い
う
も
の
の
捉
え
方
お
よ
び
「
自
由
と
自
治
」
の
自
己

の
主
張
へ
の
結
び
つ
け
方
に
関
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
近
年
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
都
市
研
究
が
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
ベ
ル
ギ
ー

を
中
心
に
新
た
な
展
開
を
示
し
、
そ
れ
に
応
じ
て
日
本
の
学
界
に
お
い
て
も

森
本
芳
樹
氏
ら
に
よ
っ
て
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
中
世
都
市
像
の
再
検
討
の
作
業
が
積

極
的
に
進
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
プ
ラ
…
ニ
ッ
ツ

に
代
褒
さ
れ
る
通
説
的
理
解
、
す
な
わ
ち
周
辺
農
村
と
の
対
抗
図
式
で
中
世

都
市
を
捉
え
、
か
つ
遠
隔
地
商
入
の
主
導
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
水
平
的
・

市
疑
的
な
，
葭
由
と
自
治
し
の
空
間
を
中
世
都
市
の
本
質
と
す
る
見
方
は
批

判
さ
れ
、
都
市
と
農
村
の
根
互
依
喜
劇
経
済
交
流
を
検
証
す
る
な
か
か
ら
、

水
平
的
結
合
を
核
と
す
る
よ
り
も
む
し
ろ
領
主
綱
的
色
彩
の
濃
い
、
領
主
権
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力
に
よ
る
積
極
的
な
都
市
の
形
成
と
発
展
を
特
徴
と
す
る
中
世
都
箭
像
が
新

た
に
浮
上
し
て
き
た
。
そ
の
な
か
に
あ
っ
て
、
中
世
都
市
の
「
自
由
と
自

治
」
は
、
権
威
へ
の
従
属
お
よ
び
上
か
ら
の
特
権
と
理
解
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
動
向
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
封
建
的
三
内
で
の
、
い
わ
ば
上
か
ら
容
認

さ
れ
る
「
自
由
と
自
治
」
は
従
来
の
よ
う
な
下
か
ら
勝
ち
取
る
「
密
由
と
自

治
」
の
捉
え
方
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
把
握
の
し
か
た
で
あ
り
、
こ
れ
に
賛

同
す
る
に
せ
よ
し
な
い
に
せ
よ
、
「
自
由
と
自
治
扁
を
問
題
に
す
る
際
に
は

こ
の
新
た
な
動
向
が
認
識
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て

本
書
に
お
い
て
も
著
者
の
「
自
由
と
自
治
」
に
対
す
る
認
識
が
問
題
に
な
る
。

で
は
著
者
は
そ
の
主
張
の
根
幹
を
な
し
て
い
る
「
自
由
と
自
治
」
と
い
う
も

の
を
ど
の
よ
う
に
押
さ
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
著
者
は
本
書
の
序
章
に
お
い
て
「
自
由
と
畠
治
」
に
関
す
る
こ
の
動
向

を
ふ
ま
え
た
上
で
、
「
ス
イ
ス
都
市
史
に
と
っ
て
は
封
建
的
性
格
を
も
っ
た

「
自
由
と
自
治
」
こ
そ
が
歴
史
形
成
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
り
」
（
一
〇

頁
）
と
述
べ
、
自
己
の
主
張
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
「
自
由
と
自
治
」
を
近

年
の
動
向
に
沿
っ
た
も
の
と
し
て
掘
握
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
著
者
は

「
自
由
と
自
治
」
と
い
う
言
葉
を
従
来
と
は
異
な
る
像
の
も
と
に
使
っ
て
い

る
と
判
断
で
き
る
。
し
か
し
著
者
が
本
書
の
中
核
に
な
る
と
言
っ
て
い
る
第

二
・
三
・
四
章
を
は
じ
め
、
終
章
に
至
る
衷
で
の
各
論
文
の
随
所
で
用
い
ら

れ
て
い
る
、
ま
た
は
意
識
さ
れ
て
い
る
「
自
由
と
自
治
」
か
ら
は
、
著
春
が

近
年
の
動
向
を
ふ
ま
え
て
把
握
し
た
は
ず
の
封
建
的
性
格
を
持
っ
た
「
自
由

と
自
治
」
な
る
も
の
の
イ
メ
ー
ジ
は
湧
い
て
は
こ
な
い
。
む
し
ろ
従
来
ど
お

り
の
水
平
的
結
合
を
核
と
す
る
下
か
ら
の
「
自
由
と
自
治
」
像
が
感
じ
ら
れ

て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
確
か
に
本
書
で
は
プ
ラ
…
ニ
ッ
ツ
の
言
う
よ
う
な

遠
隔
地
商
人
を
担
い
手
と
す
る
「
自
由
と
自
治
」
の
構
築
と
い
う
捉
え
方
は

さ
れ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
「
自
由
と
自
治
」
そ
の
も
の
の
性
格
に
つ
い
て

は
、
お
よ
そ
近
年
の
動
向
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
方
向
性
は
本
書
か
ら
は
見
え

て
は
こ
な
い
。
そ
れ
は
、
本
書
に
蚊
め
ら
れ
た
各
々
の
論
文
の
基
盤
と
な

っ
た
も
の
が
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
リ
ヒ
な
精
神
に
支
え
ら
れ
た
下
か
ら
の

「
自
由
と
段
治
」
で
あ
り
、
こ
う
し
た
性
格
の
「
自
由
と
自
治
」
が
本
書
全

体
の
骨
格
を
形
成
し
て
い
く
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
因
る
。

し
か
し
何
よ
り
も
、
「
自
由
と
自
治
」
を
ど
う
定
義
づ
け
る
か
と
い
う
根
本

命
題
に
対
し
て
、
或
い
は
「
自
由
と
自
治
」
の
封
建
的
性
格
に
つ
い
て
本
書

の
場
合
ど
こ
が
ど
う
封
建
的
な
の
か
、
そ
の
封
建
的
な
「
自
由
と
自
治
」
は

従
来
の
「
自
由
と
自
治
」
と
ど
こ
が
ど
う
異
な
る
の
か
と
い
う
点
に
博
し
て
、

著
者
が
具
体
的
な
見
解
を
表
明
し
て
い
な
い
こ
と
が
最
大
の
問
題
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
著
者
が
都
市
内
部
の
「
自
由
と
自
治
し
に
関
し
て
従
来
と
は
違

う
像
を
は
た
し
て
明
確
に
把
握
し
て
い
た
の
か
ど
う
か
は
知
り
え
な
い
が
、

表
現
上
は
近
年
の
動
向
に
沿
っ
た
捉
え
方
を
し
て
い
て
も
、
実
質
的
内
容
は

従
来
の
捉
え
方
と
何
ら
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
結
局
の
と
こ

ろ
、
近
年
の
動
向
を
ふ
ま
え
る
意
味
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。
自
己
の
主
張
の
根
幹
を
な
す
「
自
由
と
自
治
」
の
性
格
お
よ
び
そ
の

捉
え
方
を
十
分
に
見
据
え
た
上
で
、
近
年
の
動
向
に
対
す
る
著
者
自
身
の
評

価
と
著
者
の
考
え
る
「
自
由
と
自
治
し
の
意
味
内
容
を
明
示
す
る
必
要
が
あ

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
こ
う
し
た
「
自
由
と
自
治
」
に
鰐
す
る
把
握
の
曖
昧
さ
は
ス
イ
ス
中
世
都

市
の
独
自
性
と
い
う
視
点
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
。
は
た
し
て
著
者
が
意

図
し
た
ご
と
く
ス
イ
ス
中
世
都
市
の
独
自
性
な
る
も
の
は
示
さ
れ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。

　
こ
の
点
に
関
し
て
著
者
は
、
ス
イ
ス
の
近
代
国
家
形
成
に
着
目
し
、
ス
イ
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評

ス
盟
約
者
団
と
し
て
チ
ュ
ー
リ
ヒ
を
は
じ
め
「
主
要
都
市
は
広
大
な
領
域
支

配
を
行
な
い
、
い
わ
ば
「
集
団
領
主
」
と
な
り
、
中
小
都
市
は
そ
の
支
配
下

に
次
第
に
繰
り
入
れ
ら
れ
る
運
命
を
辿
っ
た
。
こ
こ
に
ス
イ
ス
独
自
の
警
世

都
需
甲
史
’
㌍
藏
胴
h
ワ
・
り
か
O
可
能
脚
妊
匹
が
あ
る
L
　
（
三
頁
）
　
レ
一
述
べ
、
　
コ
預
域
口
囲
家
弘
禰
》
｝

し
て
ス
イ
ス
都
市
論
の
独
自
の
展
開
に
（
一
〇
頁
）
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と

し
て
い
る
。
確
か
に
著
者
の
着
眼
は
ス
イ
ス
の
独
自
の
方
向
性
を
示
す
も
の

で
あ
ろ
う
し
、
し
た
が
っ
て
本
論
の
な
か
で
こ
の
こ
と
が
い
か
に
論
じ
ら
れ

る
の
か
が
期
待
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
本
論
で
実
際
に
論
じ
ら
れ
た
の

は
主
と
し
て
チ
ュ
ー
リ
ヒ
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
歴
史
的
テ
；
マ
の
制
度
的

側
面
で
あ
っ
て
、
特
に
そ
こ
か
ら
ド
イ
ツ
中
世
言
挙
と
は
異
な
る
、
ス
イ
ス

中
世
都
市
の
独
自
性
を
際
立
た
せ
る
よ
う
な
結
論
が
驚
き
幽
さ
れ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
論
理
的
な
順
序
と
し
て
は
矢
印
が
逆
で
あ
っ
て
、
図
式
的
に

言
え
ば
、
個
々
の
分
析
を
通
じ
て
ス
イ
ス
中
世
都
市
の
独
自
性
と
い
う
一
つ

の
方
向
牲
が
見
出
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
す
で
に
鍵
示
し
た
、
可
能

性
と
し
て
の
独
自
性
を
前
提
と
し
て
分
析
結
果
そ
の
も
の
を
見
直
し
、
そ
こ

に
合
理
的
な
意
味
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
意
味
づ
け
の

根
拠
と
な
っ
た
の
は
つ
ね
に
「
自
由
と
自
治
」
と
い
う
言
葉
で
あ
っ
た
。
し

か
し
実
際
に
は
「
自
由
と
自
治
」
と
い
う
表
現
の
み
が
独
り
歩
き
し
て
い
た

よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
事
実
、
本
書
に
は
そ
の
具
体
的
な
姿
は
示
さ
れ
て
は

お
ら
ず
、
分
析
の
こ
こ
か
し
こ
で
漠
然
と
、
ス
イ
ス
中
世
都
帯
の
独
自
性
と

い
う
方
向
を
示
唆
す
る
雷
葉
と
し
て
存
在
す
る
の
み
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

具
体
的
に
「
自
由
と
自
治
」
の
ど
の
よ
う
な
あ
り
方
が
ス
イ
ス
中
世
都
市
の

独
自
性
に
結
び
つ
い
て
い
く
の
か
は
決
し
て
明
ら
か
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

よ
っ
て
「
自
由
と
自
治
」
の
具
体
的
な
姿
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
都
市
内
外
の
諸

関
係
を
時
代
ご
と
に
説
き
明
か
し
な
が
ら
、
提
示
し
た
可
能
性
を
裏
づ
け
て

い
く
議
論
を
展
開
し
て
い
く
必
要
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。

結
局
、
個
々
の
分
析
結
果
、
ス
イ
ス
中
世
都
市
の
独
自
性
、
「
自
由
と
自
治
」

の
三
者
の
論
理
的
な
因
果
関
係
が
い
ま
　
つ
不
鮮
開
で
、
こ
う
し
た
点
か
ら

も
著
者
本
来
の
意
図
は
三
思
を
き
た
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

四

　
こ
れ
ま
で
評
者
は
本
書
を
主
に
批
判
豹
に
論
評
し
て
き
た
が
、
こ
れ
は
本

書
の
う
ま
味
を
十
分
に
味
わ
っ
た
あ
と
の
無
い
も
の
ね
だ
り
に
す
ぎ
な
い
の

か
も
し
れ
な
い
。
言
う
ま
で
も
な
く
奏
書
は
著
者
の
二
〇
年
に
わ
た
る
研
究

の
軌
跡
で
あ
り
、
独
自
の
中
世
都
市
論
を
展
開
し
よ
う
と
し
た
著
者
の
研
究

の
結
晶
で
あ
る
。
か
つ
て
こ
れ
ほ
ど
ま
で
明
確
に
、
國
家
形
成
に
関
わ
る
視

点
で
一
都
市
の
歴
史
を
捉
え
た
研
究
書
は
な
く
、
中
世
都
市
研
究
者
に
と
っ

て
待
望
の
一
説
で
あ
る
と
言
え
る
。
ス
イ
ス
建
国
七
〇
〇
年
祭
に
あ
わ
せ
て

世
に
出
さ
れ
た
本
書
の
完
成
を
慶
び
た
い
。
と
同
時
に
、
評
者
の
誤
読
・
誤

解
や
理
解
力
不
足
か
ら
来
る
的
は
ず
れ
な
批
評
に
関
し
て
は
、
著
者
の
御
寛

容
を
乞
う
ぽ
か
り
で
あ
る
。
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