
評書

玉
置
さ
よ
子
著

『
西
ゴ
ー
ト
王
国
の
君
主
と
法
』

佐
　
藤
　
彰
　
一

　
ゲ
ル
マ
ン
民
族
の
ロ
ー
マ
領
土
内
へ
の
定
着
の
結
果
生
ま
れ
た
い
わ
ゆ
る

部
族
国
家
の
な
か
で
最
も
長
い
命
脈
を
保
ち
、
古
代
後
期
の
諸
々
の
遣
産
を

継
承
し
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
糧
に
新
し
い
文
化
を
創
造
し
、
茜
暦
千
年
以
後

に
現
わ
れ
る
西
欧
の
古
典
的
中
世
社
会
へ
の
橋
渡
し
を
し
た
の
は
フ
ラ
ン
ク

王
国
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
で
長
命
で
あ
っ
た
の
は
、
帝
国
の
中
に
誕

生
し
た
最
初
の
ゲ
ル
マ
ン
王
国
と
い
う
栄
誉
を
に
な
っ
た
西
ゴ
ー
ト
王
国
で

あ
っ
た
。
東
ゴ
ー
ト
や
ヴ
ァ
ン
ダ
ル
の
王
国
は
、
勢
い
を
盛
り
返
し
た
ユ
ス

テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
の
東
帝
国
に
、
あ
っ
け
な
い
ほ
ど
た
や
す
く
滅
ぼ
さ
れ
、
現

在
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
に
建
国
し
た
ス
ウ
ェ
ヴ
ィ
王
国
は
、
ス
ペ
イ
ン
に
拠
点
を

移
し
た
西
ゴ
ー
ト
王
国
に
併
合
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
大
陸
西
欧
で
、
三
世
紀

間
あ
る
い
は
こ
れ
を
越
え
る
生
命
を
保
っ
た
の
は
、
西
ゴ
ー
ト
王
国
と
フ
ラ

ン
ク
王
国
だ
け
で
あ
っ
た
。

　
一
　
つ
の
王
国
の
国
立
で
対
照
的
と
思
わ
れ
る
の
は
、
王
制
の
あ
り
よ
う
で

あ
る
。
フ
ラ
ン
ク
の
場
合
は
清
淑
ヴ
ィ
ン
グ
王
家
に
よ
る
世
襲
・
血
統
王
権

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
西
ゴ
ー
ト
王
国
は
一
応
選
挙
王
制
で
あ
っ
た
。
後
者

が
選
挙
と
い
う
不
安
定
な
権
力
継
承
原
則
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
だ
け
長

期
に
わ
た
っ
て
存
続
し
た
と
い
う
の
は
考
え
て
み
れ
ば
、
驚
く
べ
き
こ
と
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
七
一
一
年
の
晩
秋
タ
リ
ク
・
イ
ブ
ン
・
ジ
ヤ
ド
が
指
揮

す
る
千
人
に
も
満
た
な
い
イ
ス
ラ
ー
ム
の
騎
馬
兵
団
の
前
に
、
ま
る
で
剣
の

ひ
と
突
き
に
崩
れ
る
よ
う
に
首
都
ト
レ
ド
が
陥
落
す
る
よ
う
な
事
態
が
な
か

っ
た
な
ら
ば
、
こ
の
王
圏
は
さ
ら
に
生
き
永
ら
え
た
の
は
確
実
で
あ
る
。

　
絶
え
ざ
る
政
治
的
内
紛
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
半
島
に
生
き
る
人
々
の
エ
ト

ノ
ス
意
識
を
越
え
る
一
種
の
「
ヒ
ス
パ
ニ
ア
国
民
」
意
識
を
い
ち
早
く
醸
成

し
、
七
世
紀
中
頃
に
は
統
一
法
典
を
布
告
す
る
な
ど
、
フ
ラ
ン
ク
王
国
に
優

る
先
駆
性
を
発
揮
し
た
国
家
の
歴
史
は
、
わ
が
国
で
も
っ
と
研
究
の
対
象
に

さ
れ
て
よ
い
。

　
前
お
き
が
長
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
本
書
は
一
九
九
二
年
に
奈
良
女
子

大
学
に
提
出
さ
れ
た
学
位
論
文
で
あ
り
、
ア
リ
ウ
ス
派
キ
リ
ス
ト
教
国
と
し

て
出
発
し
た
西
ゴ
ー
ト
王
国
が
、
六
世
紀
末
に
カ
ト
リ
ッ
ク
に
改
宗
し
た
後

の
、
大
ま
か
に
言
え
ば
七
世
紀
を
時
代
的
な
枠
組
と
し
て
、
こ
の
間
の
政
治

理
念
と
法
制
定
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
の
考
察
を
内
容
と
し
て
い
る
。

　
ま
ず
最
初
に
、
序
と
結
論
を
の
ぞ
い
て
本
論
五
章
か
ら
な
る
本
書
の
内
容

を
簡
単
に
紹
介
し
、
つ
い
で
気
が
付
い
た
点
や
感
想
を
述
べ
る
こ
と
で
評
者

の
責
め
を
ふ
せ
ぎ
た
い
。

　
　
　
　
＊
　
　
　
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
序
「
研
究
史
と
課
題
」
は
、
欧
米
の
学
界
に
お
け
る
西
ゴ
ー
ト
王
国
観
に

つ
い
て
述
べ
、
と
く
に
六
世
紀
末
の
カ
ト
リ
ッ
ク
改
宗
以
後
は
教
会
主
導
の

神
政
政
治
が
特
徴
で
あ
っ
た
と
す
る
啓
蒙
期
以
来
の
見
方
が
、
一
九
三
〇
年

代
に
大
き
く
転
換
し
て
、
こ
の
王
国
の
世
俗
性
を
強
調
す
る
よ
う
に
な
っ
た

と
す
る
。
だ
が
こ
の
背
景
の
一
つ
と
し
て
、
著
者
に
よ
れ
ば
ゴ
ー
ト
人
の
文

化
を
称
揚
す
る
ナ
チ
ス
の
ゲ
ル
マ
ン
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
影
響
も
考
慮
し
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
性
急
な
結
論
を
求
め
る
こ
と
を
し
な
い
で
、
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所
見
の
丹
念
な
検
討
を
積
み
上
げ
る
地
道
な
作
業
が
求
め
ら
れ
る
。

　
こ
の
時
代
の
西
ゴ
ー
ト
王
国
社
会
を
分
析
す
る
た
め
に
利
用
可
能
な
史
料

と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
法
典
類
、
公
会
議
議
事
録
、
教
会
人
の
著
わ
し

た
著
作
や
書
簡
に
限
ら
れ
る
。
史
料
の
こ
う
し
た
残
存
状
況
か
ら
も
、
研
究

が
教
会
人
の
目
と
彼
ら
の
範
型
（
パ
ラ
ダ
イ
ム
）
を
通
し
て
見
た
、
国
家
と

政
治
の
理
念
的
側
面
に
向
け
ら
れ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
第
一
章
「
「
イ
シ
ド
ル
ス
・
ル
ネ
サ
ン
ス
」
と
七
世
紀
西
ゴ
ー
ト
王
国
」

は
、
著
者
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
フ
ラ
ン
ス
の
吉
典
学
者
ジ
ャ
ク
・
フ
ォ
ン

テ
ー
ヌ
の
大
著
『
セ
ヴ
ィ
ー
リ
ャ
の
イ
シ
ド
ル
ス
と
西
ゴ
ー
ト
・
ス
ペ
イ
ン

に
お
け
る
古
典
文
化
』
に
拠
り
な
が
ら
、
イ
シ
ド
ル
ス
の
百
科
全
書
的
著
作

『
語
源
誌
（
エ
テ
ィ
モ
ロ
ギ
ア
）
撫
に
、
古
典
古
代
の
学
識
が
流
れ
込
ん
で

い
る
と
い
う
周
知
の
事
実
を
述
べ
、
ま
た
イ
シ
ド
ル
ス
の
知
的
バ
イ
ア
ス
と

し
て
ギ
リ
シ
ア
語
の
知
識
が
欠
落
し
て
い
て
、
そ
れ
が
ギ
リ
シ
ア
語
圏
で
あ

っ
た
ビ
ザ
ン
ツ
国
家
へ
の
彼
の
敵
憾
心
の
根
底
に
あ
っ
た
（
！
）
こ
と
が
指

摘
さ
れ
る
。
ま
た
イ
シ
ド
ル
ス
の
弟
子
で
あ
っ
た
、
フ
ラ
ウ
リ
オ
、
エ
ウ
ゲ

ニ
ウ
ス
、
ユ
リ
ア
ヌ
ス
ら
の
著
作
活
動
や
国
王
シ
セ
ブ
ー
ト
自
身
へ
の
彼
の

影
響
を
指
摘
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
時
の
西
ゴ
ー
ト
王
国
の
政
治
へ
の
影
響

を
見
て
と
る
の
で
あ
る
。

　
第
二
章
「
王
権
思
想
の
形
成
ー
イ
シ
ド
ル
ス
の
君
主
観
を
中
心
に
一
」
で

は
、
ま
ず
全
盛
ゴ
ー
ト
史
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
を
な
す
、
国
王
レ
カ
レ
ッ
ド
に
よ

る
五
八
九
年
の
ア
リ
ウ
ス
派
か
ら
カ
ト
リ
ッ
ク
へ
の
改
宗
の
経
緯
を
、
グ
レ

ゴ
ー
3
ウ
ス
の
『
歴
史
的
書
』
や
、
ビ
ラ
ク
ル
の
ヨ
ハ
ネ
ス
の
噌
年
代
記
』
、

イ
シ
ド
ル
ス
『
ゴ
ー
ト
人
の
歴
史
』
な
ど
の
関
連
記
述
を
つ
き
合
わ
せ
て
検

討
し
、
と
く
に
イ
シ
ド
ル
ス
の
著
述
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
レ
カ
レ
ッ
ド

の
行
動
が
西
ゴ
ー
ト
史
の
正
し
い
流
れ
で
あ
る
と
す
る
思
想
が
刻
印
さ
れ
た

と
す
る
。
そ
の
上
で
、
問
題
の
『
ゴ
…
ト
人
の
歴
史
』
を
取
り
上
げ
そ
の
中

に
通
底
す
る
、
ゴ
ー
ト
人
に
よ
る
ヒ
ス
パ
ニ
ァ
支
配
の
正
当
性
へ
の
確
信
や
、

君
主
の
条
件
に
つ
い
て
の
思
想
が
吟
味
さ
れ
る
が
、
驚
く
べ
き
は
こ
の
書
物

が
、
王
国
と
西
ゴ
ー
ト
教
会
が
～
致
し
て
追
求
す
る
理
念
に
ま
で
昇
華
し
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
第
三
章
「
法
治
国
家
理
念
の
確
立
－
西
ゴ
ー
ト
統
一
法
典
を
中
心
に
一
」

は
、
六
五
三
年
に
第
八
回
ト
レ
ド
公
会
議
で
承
認
さ
れ
、
翌
年
公
布
さ
れ
た

『
西
ゴ
ー
ト
統
一
法
典
（
】
じ
一
げ
①
円
H
鴬
島
同
O
｝
O
触
信
コ
P
）
扇
の
二
、
三
の
条
項
を
取

り
上
げ
て
、
こ
の
法
典
が
い
か
に
イ
シ
ド
ル
ス
の
思
想
に
深
く
影
響
さ
れ
て

い
る
か
を
示
し
た
後
に
、
ト
レ
ド
司
教
ユ
リ
ア
ヌ
ス
の
著
わ
し
た
隅
ワ
ン
バ

王
の
歴
史
』
に
込
め
ら
れ
た
王
権
観
を
探
り
、
イ
シ
ド
ル
ス
の
死
後
に
そ
の

政
治
思
想
が
槌
散
す
る
ど
こ
ろ
か
、
著
考
の
い
う
「
西
ゴ
ー
ト
政
治
文
化
」

の
内
実
を
な
す
も
の
と
し
て
、
硬
直
化
の
弊
を
伴
い
つ
つ
生
き
続
け
る
こ
と

を
説
く
。

　
第
四
章
「
西
ゴ
ー
ト
王
国
の
反
ユ
ダ
ヤ
立
法
」
で
は
、
最
初
に
六
世
紀
末

か
ら
顕
著
に
な
る
ユ
ダ
ヤ
人
へ
の
王
権
の
対
応
が
年
代
を
追
っ
て
た
ど
ら
れ

る
。
著
者
は
一
連
の
反
ユ
ダ
ヤ
入
立
法
が
、
「
西
ゴ
ー
ト
政
治
文
化
」
の
も

う
一
つ
の
側
面
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
作
業
と
し
て
こ
れ
を
行
な

っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
「
君
主
（
国
王
）
の
意
向
」
、
「
磐
主
の
敬
度
と

正
義
」
を
前
面
に
出
し
つ
つ
も
、
実
は
教
会
に
よ
っ
て
主
導
さ
れ
た
事
態
で

あ
っ
た
こ
と
を
推
測
す
る
。

　
西
ゴ
ー
ト
王
国
の
立
法
過
程
が
、
諸
課
題
に
つ
い
て
の
国
王
に
よ
る
公
会

議
へ
の
諮
問
（
ト
ム
ス
）
、
公
会
議
で
の
当
該
問
題
に
つ
い
て
の
決
定
、
こ

れ
を
承
け
て
の
王
権
に
よ
る
法
令
の
発
布
と
い
う
よ
う
に
図
式
化
で
き
る
と

の
指
摘
は
、
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
・
フ
ラ
ン
ク
王
国
の
布
告
発
令
に
つ
い
て
の
評
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評書

者
の
想
定
と
重
な
り
興
味
深
い
。

　
第
五
章
「
「
西
ゴ
ー
ト
政
治
文
化
」
の
限
界
」
は
、
六
九
四
年
の
国
王
エ

ギ
カ
が
召
集
し
た
第
一
七
回
ト
レ
ド
公
会
議
の
決
議
第
八
条
で
定
め
ら
れ
た

「
ユ
ダ
ヤ
人
奴
隷
化
宣
番
」
と
い
う
極
端
な
迫
害
政
策
が
取
ら
れ
た
背
景
を
、

こ
の
時
代
の
時
代
状
況
に
求
め
、
一
方
に
お
い
て
ユ
ダ
ヤ
人
の
経
済
活
動
に

よ
る
聖
堂
化
と
、
他
方
に
お
い
て
国
庫
の
窮
乏
を
充
た
そ
う
と
す
る
エ
ギ
カ

の
、
「
西
ゴ
ー
ト
政
治
文
化
」
の
内
実
を
な
す
統
治
原
理
か
ら
の
逸
脱
の
結

果
と
ら
え
る
。

　
結
論
「
王
国
理
念
と
イ
ス
パ
ニ
ア
教
会
」
で
は
、
ス
ペ
イ
ン
・
カ
ト
リ
ッ

ク
教
会
の
観
点
か
ら
の
「
地
上
の
秩
序
」
構
築
の
期
待
を
託
さ
れ
た
王
権
と
、

当
の
ス
ペ
イ
ン
教
会
と
の
関
わ
り
合
い
が
い
ま
一
度
総
括
的
に
再
論
さ
れ
る
。

　
　
　
　
＊
　
　
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
　
　
＊

　
以
上
が
、
い
さ
さ
か
簡
潔
に
す
ぎ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
評
者
が
読
み
取

っ
た
議
論
の
大
枠
で
あ
る
。

　
本
書
は
読
み
や
す
い
と
は
言
え
な
い
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
問
題
や
議

論
が
十
分
整
理
さ
れ
ず
に
錯
綜
し
た
ま
ま
で
提
示
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
い

う
点
に
あ
る
。
た
と
え
ば
第
一
章
の
む
す
び
に
あ
る
、
「
カ
ト
リ
ッ
ク
改
宗

後
の
王
国
の
当
面
の
敵
手
は
、
半
島
南
部
を
制
圧
す
る
ビ
ザ
ン
ツ
勢
力
で
あ

っ
た
。
こ
の
政
治
的
情
勢
が
も
た
ら
し
た
反
ビ
ザ
ン
ツ
感
情
に
、
イ
シ
ド
ル

ス
の
事
業
は
、
ロ
ー
マ
回
帰
と
い
う
思
想
的
拠
り
所
を
与
え
た
。
旧
ロ
ー
マ

帝
国
の
再
現
と
い
う
誇
ら
し
い
課
題
の
も
と
に
、
イ
ベ
リ
ア
半
島
の
統
一
の

回
復
も
、
文
化
水
準
の
向
上
も
、
自
信
を
も
っ
て
追
求
さ
れ
え
た
」
（
二
八

頁
）
と
い
う
文
章
は
、
簡
単
に
は
理
解
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
時
期

に
あ
っ
て
は
ビ
ザ
ン
ツ
は
な
お
ロ
ー
マ
帝
国
を
体
現
す
る
存
在
な
の
で
あ
っ

て
、
「
旧
ロ
ー
マ
帝
国
」
と
ビ
ザ
ン
ツ
と
は
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
で
あ
っ
た
と

は
考
え
難
い
か
ら
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
著
者
の
真
意
は
、
ど
う
や
ら
「
旧

ロ
ー
マ
帝
国
」
の
再
現
と
い
う
よ
り
、
東
皇
帝
に
代
わ
る
新
秩
序
の
担
い
手

と
し
て
の
洒
ゴ
ー
ト
王
権
と
い
う
意
味
で
あ
る
ら
し
い
こ
と
が
、
第
二
章
の

論
述
か
ら
納
得
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
あ
る
概
念
な
り
用
語
な
り
が
、
言
口
及
さ
れ
る
ご
と
に
そ
れ
ら
が
嵌
め
込
ま

れ
て
い
る
文
脈
に
則
し
て
、
そ
の
内
容
に
ズ
レ
が
見
ら
れ
る
場
合
が
少
な
く

な
い
。
こ
れ
が
概
念
の
明
確
な
把
握
を
困
難
に
し
、
ひ
い
て
は
理
解
を
む
つ

か
し
く
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
著
者
独
特
の
用
語
法
に
も
い
さ
さ
か
驚
か
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
序
の
と
こ
ろ
で
は
一
度
な
ら
ず
「
国
体
」
と
い
う
表

現
に
会
い
、
そ
の
内
容
の
謝
酌
に
悩
ま
さ
れ
た
。
ド
イ
ツ
語
の
く
Φ
隊
霧
－

。。

焜
ﾐ
q
（
国
制
）
と
同
じ
意
味
の
書
葉
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
で
あ

る
と
す
る
な
ら
ば
、
な
ぜ
敢
え
て
「
國
体
」
と
い
う
用
語
を
採
用
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
か
、
そ
の
説
明
を
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
ほ
か
括
弧
つ
き

と
は
い
え
、
「
敵
性
言
語
」
や
「
御
前
論
争
」
、
「
今
上
陛
下
」
な
ど
表
現
の

選
択
に
あ
た
っ
て
、
何
を
基
準
に
し
た
の
か
理
解
に
苦
し
む
事
例
が
少
な
く

な
い
。
も
し
冗
語
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
種
の
著
書
は
そ
れ
に
ふ
さ

わ
し
い
場
と
は
言
え
な
い
。

　
宮
職
名
の
訳
語
の
問
題
と
し
て
一
つ
だ
け
挙
げ
る
と
、
魯
×
を
「
将
軍
」

と
し
て
い
る
の
は
（
三
四
頁
）
「
大
公
」
と
す
べ
き
と
思
う
。
ま
た
単
な
る

ケ
ア
レ
ス
・
ミ
ス
と
思
わ
れ
る
が
（
＝
二
〇
頁
）
、
ブ
ル
ン
ヒ
ル
デ
と
テ
オ

ド
リ
ッ
ク
を
倒
し
て
フ
ラ
ン
ク
王
国
を
再
統
　
し
た
の
は
、
ク
ロ
タ
…
ル
｝

世
で
は
な
く
ク
ロ
タ
ー
ル
ニ
世
で
あ
る
。
西
ゴ
ー
ト
の
ガ
リ
ア
建
国
は
四
一

六
年
（
四
八
頁
）
で
は
な
く
、
四
～
八
年
で
あ
り
、
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
人
は
東

ゲ
ル
マ
ン
語
系
の
人
々
で
は
（
七
頁
）
な
く
、
西
ゲ
ル
マ
ン
に
属
す
る
。
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本
書
の
主
題
と
し
て
全
編
を
貫
い
て
い
る
の
は
、
著
者
も
述
べ
て
い
る
よ

う
に
イ
シ
ド
ル
ス
思
想
と
そ
の
遺
産
た
る
「
西
ゴ
ー
ト
政
治
文
化
」
の
王
権

と
教
会
を
巻
き
込
ん
だ
発
展
過
程
の
諸
局
面
を
提
示
し
、
こ
の
思
想
の
限
界

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
は
た
し
て
そ
の
課
題
は
果
た
さ
れ
た
で

あ
ろ
う
か
。
著
者
の
考
え
る
イ
シ
ド
ル
ス
思
想
と
い
う
も
の
が
、
な
か
な
か

判
然
と
し
な
い
の
で
あ
る
。
先
に
指
摘
し
た
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
支
え
ら
れ

た
ビ
ザ
ン
ツ
を
越
え
る
新
秩
序
の
追
求
が
そ
れ
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
れ

を
継
承
し
た
「
西
ゴ
ー
ト
政
治
文
化
」
と
は
、
そ
う
し
た
新
秩
序
に
ふ
さ
わ

し
い
敬
慶
で
義
な
る
国
王
の
統
治
の
実
現
を
め
ざ
す
政
治
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
な

の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
の
実
体
が
極
め
て
曖
昧
か
つ
内
容

が
希
薄
で
あ
る
と
の
印
象
が
ど
う
し
て
も
拭
え
な
い
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
す
べ
て
が
理
念
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
著
者
が
そ
の

限
界
の
事
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
エ
ギ
カ
時
代
の
反
ユ
ダ
ヤ
人
立
法
は
、
も

し
そ
の
原
因
が
エ
ギ
カ
と
い
う
生
身
の
人
間
の
個
性
に
起
因
し
、
ま
た
国
庫

の
窮
迫
が
原
因
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
「
西
ゴ
ー
ト
政
治
文

化
」
の
破
綻
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
理
念
が
現
実
に
よ
っ
て
破
ら
れ
る

の
は
、
理
念
に
内
在
す
る
限
界
と
は
別
の
事
柄
だ
か
ら
で
あ
る
。

ち
な
み
に
イ
シ
ド
ル
ス
の
王
権
観
は
フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ
や
テ
ィ
エ
な
ど
も
論
じ

て
い
る
が
、
竃
突
。
男
ゆ
《
ら
既
8
賞
r
p
3
饗
β
審
畠
磐
ω
訂
昂
み
門
磐
ξ
Φ
｝
帥
島
β
Φ

号
G
o
箆
。
ぎ
①
》
℃
o
摂
窓
ヰ
Φ
卿
H
ω
同
儒
。
お
号
ω
曾
範
P
℃
餌
臥
ω
＼
菊
○
ヨ
Q
一
り
○
◎
H

は
問
題
を
明
確
化
す
る
上
で
役
立
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
冒
頭
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
書
代
世
界
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
世
界
が
ど

の
よ
う
に
誕
生
す
る
と
い
う
汲
め
ど
も
尽
き
ぬ
大
問
題
を
考
え
る
上
で
、
西

ゴ
ー
ト
王
国
は
極
め
て
重
要
な
視
座
を
提
供
し
て
い
る
。
隣
接
の
初
期
フ
ラ

ン
ク
王
国
で
は
、
西
ゴ
ー
ト
王
国
と
は
対
照
的
に
政
治
理
念
を
そ
れ
自
体
と

し
て
問
題
に
し
得
る
よ
う
な
史
料
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
貧
困
な
だ
け
に
、
な
お
の

こ
と
西
ゴ
ー
ト
の
事
例
は
重
要
で
あ
る
。
イ
シ
ド
ル
ス
と
い
う
知
的
巨
入
の

存
在
が
政
治
理
念
の
陶
冶
の
面
で
こ
の
王
国
の
先
進
性
を
基
礎
づ
け
た
の
で

あ
ろ
う
が
、
や
は
り
公
会
議
と
王
権
の
闘
係
と
い
う
古
典
的
で
は
あ
る
が
、

西
ゴ
ー
ト
に
独
自
と
さ
れ
る
政
治
シ
ス
テ
ム
の
問
題
も
、
新
し
い
観
点
か
ら

い
ま
一
度
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
評
者
自
身
の
乏
し
い
知
識
を
意
識
し
な
が
ら
も
、
忌
揮
の
な
い
意
見
を
述

べ
た
。
誤
解
誤
読
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
節
は
著
者
の
御
海
容
を
お
願
い

し
た
い
。
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