
「
褐
色
の
司
祭
」
か
ら
見
た
ナ
チ
ス
期
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会

島

田

勇

人

「褐色の司祭」から見たナチス期のカトリック教会（島田）

【
要
約
】
　
ナ
チ
ス
期
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
関
し
て
は
、
従
来
、
強
固
な
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
や
世
界
観
に
よ
っ
て
ナ
チ
ス
と
対
立
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
強

調
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
一
方
で
様
々
な
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
ナ
チ
ス
へ
の
接
近
者
が
存
在
し
た
こ
と
も
事
実
で
あ
り
、
本
稿
で
扱
う
「
褐
色
の
司
祭
」
た
ち

も
こ
れ
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
多
く
の
同
僚
が
迫
害
を
受
け
る
中
で
、
そ
し
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
・
ミ
リ
ュ
ー
の
「
核
」
を
揖
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
「
司

祭
」
と
い
う
存
在
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
は
な
ぜ
ナ
チ
ス
へ
接
近
し
、
ど
の
よ
う
な
逮
命
を
辿
っ
た
の
か
。
本
稿
で
は
ま
ず
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
期

に
お
け
る
彼
ら
の
動
向
を
追
い
、
そ
こ
か
ら
ナ
チ
ス
へ
と
接
近
し
て
い
っ
た
道
筋
を
辿
る
。
次
に
、
他
の
接
近
者
た
ち
の
動
向
に
注
目
し
な
が
ら
当
時
の

カ
ト
リ
シ
ズ
ム
内
で
の
位
置
付
け
を
探
り
、
最
後
に
ナ
チ
ス
体
制
下
に
お
け
る
彼
ら
の
具
体
的
な
活
動
の
展
開
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
れ
ら
の
考
察
を
通

し
て
「
褐
色
の
司
祭
鳳
と
い
う
存
在
を
問
い
直
し
、
ナ
チ
ス
期
の
み
な
ら
ず
、
近
代
に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
歴
史
的
展
開
を
探
る
上
で
の
～
助
と

し
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
九
〇
巻
二
号
　
一
一
〇
〇
七
年
三
月

は
　
じ
　
め
　
に

反
人
道
的
性
格
を
露
に
し
た
「
褐
色
」
の
嵐
が
吹
き
荒
れ
て
い
た
ナ
チ
ス
期
、
ド
イ
ツ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
そ
の
嵐
に
対
し
ど
の
よ
う
な

態
度
を
示
し
て
い
た
の
か
。
こ
の
問
い
は
、
単
に
ナ
チ
ス
体
制
下
で
の
教
会
の
行
動
を
称
揚
、
或
い
は
批
判
す
る
た
め
だ
け
に
で
は
な
く
、
一

八
七
一
年
以
来
少
数
派
で
あ
っ
た
と
は
い
え
常
に
政
治
・
社
会
領
域
に
お
い
て
大
き
な
影
響
力
を
保
持
し
続
け
て
い
た
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
歴
史
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的
展
開
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
も
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
本
稿
も
ま
た
、
ナ
チ
ス
体
制
崩
壊
後
六
〇
年
を
経
た
現
在
で
も
繰
り
返
さ
れ

て
い
る
こ
の
問
い
に
対
し
、
一
つ
の
返
答
を
模
索
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
領
域
に
お
け
る
従
来
の
研
究
史
で
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
ナ
チ
ス
の
対
立
的
な
側
面
が
主
に
強
調
さ
れ
て
き
た
。
一
九
三
七
年
の
教

皇
回
勅
や
ナ
チ
ス
期
を
通
じ
て
再
三
行
わ
れ
た
司
教
団
教
書
に
よ
る
抗
議
活
動
、
多
数
の
下
級
聖
職
者
や
信
徒
組
織
の
抵
抗
と
迫
害
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

は
数
多
く
の
研
究
成
果
が
あ
る
。
ま
た
教
会
史
の
隣
接
領
域
に
お
い
て
も
、
教
会
を
中
心
と
し
た
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
が
ナ
チ
党
の
台
頭
や
ナ
チ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

体
制
の
全
体
的
要
求
に
対
す
る
抵
抗
勢
力
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
研
究
に
は
事
欠
か
な
い
。
た
し
か
に
、
こ
れ
ら
の
研
究
が
描
き
出
し
て

き
た
ナ
チ
ス
期
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
動
向
は
、
自
陣
か
ら
「
ド
イ
ツ
・
キ
リ
ス
ト
者
U
①
暮
8
幕
○
訂
叢
鶏
」
と
い
う
親
ナ
チ
組
織
を
輩
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

す
る
中
で
分
裂
状
態
に
陥
っ
て
い
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
勢
力
と
比
較
す
る
な
ら
ば
、
鮮
や
か
な
対
照
を
成
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
こ

れ
ら
は
歴
史
の
～
面
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
一
方
で
は
一
九
六
〇
年
代
か
ら
既
に
、
教
皇
や
司
教
団
と
い
っ
た
高
位
聖
職
者
の
反
共
産
主
義
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
お
け
る
熱
狂
、
カ
ト
リ
ッ
ク
思
想
家
の
「
ラ
イ
ヒ
」
思
想
で
の
共
鳴
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
近
年
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

は
、
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
全
体
を
貫
い
て
い
た
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
や
「
ヒ
ト
ラ
ー
神
話
」
、
さ
ら
に
は
司
教
と
と
も
に
教
会
の
神
学
・
教
育
的
支
柱
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
う
し
た
謂
わ
ば
「
負
」
の
側
面
に
も
眼
を
向
け
て

形
成
し
て
い
た
著
名
な
神
学
者
た
ち
の
ナ
チ
ス
へ
の
傾
倒
も
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

初
め
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
ナ
チ
ス
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
全
体
的
な
把
握
が
可
能
と
な
ろ
う
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
は
、
「
カ
ト

リ
ッ
ク
・
ミ
リ
ュ
ー
」
と
い
う
理
念
型
の
下
に
反
近
代
・
反
世
俗
的
国
家
・
反
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
い
う
性
格
に
よ
っ
て
｝
般
化
さ
れ
る
傾
向

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

に
あ
る
、
近
代
ド
イ
ツ
の
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
が
内
包
し
て
い
た
多
様
性
を
掬
い
取
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
以
上
の
こ
と
か
ら
本
稿
で
は
、
積
極
的

な
親
ナ
チ
活
動
を
展
開
し
て
「
褐
色
の
司
祭
じ
σ
鑓
§
①
勺
鍵
肖
霞
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
カ
ト
リ
ッ
ク
聖
職
者
た
ち
の
存
在
に
注
目
す
る
。
な
お

「
褐
色
の
司
祭
」
と
い
う
語
は
、
ナ
チ
ス
側
で
は
協
力
者
へ
の
賛
辞
や
歓
迎
、
逆
に
教
会
側
で
は
裏
切
り
者
へ
の
侮
蔑
の
意
が
込
め
ら
れ
た
当

晴
か
ら
の
呼
称
で
あ
る
が
、
現
在
一
般
に
は
「
ナ
チ
党
へ
入
党
し
て
い
た
司
祭
」
並
び
に
「
ナ
チ
党
や
ヒ
ト
ラ
ー
へ
の
明
ら
か
な
傾
倒
が
見
ら

れ
る
司
祭
」
を
指
す
も
の
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。
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「褐色の司祭」から見たナチス期のカトリック教会（島田）

　
戦
後
に
非
ナ
チ
化
政
策
を
行
っ
た
占
領
軍
の
報
皆
書
に
よ
れ
ば
ナ
チ
党
へ
入
党
し
て
い
た
カ
ト
リ
ッ
ク
聖
職
者
は
お
よ
そ
一
五
〇
人
程
度
で

　
⑩

あ
り
、
そ
の
数
は
ナ
チ
ス
期
に
在
職
で
あ
っ
た
聖
職
者
の
総
数
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
に
も
満
た
な
い
。
ま
た
、
多
く
の
聖
職
者
が
ナ
チ
ス
の
テ
ロ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

の
被
害
者
で
あ
っ
た
と
い
う
デ
ー
タ
か
ら
「
大
多
数
の
下
級
聖
職
者
が
ナ
チ
ス
と
対
立
し
て
い
た
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
が
支
持
さ
れ
て
き
た
こ
と

も
あ
り
、
従
来
「
褐
色
の
司
祭
」
へ
の
関
心
は
ほ
と
ん
ど
払
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
い
く
つ
か
の
概
説
書
に
お
い
て
僅
か
に
触
れ
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

る
程
度
の
存
在
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
こ
と
に
は
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
増
加
し
て
い
る
ミ
リ
ュ
ー
研
究
が
、
各
地
域
に
お

い
て
カ
ト
リ
ッ
ク
・
ミ
リ
ュ
ー
の
「
核
」
と
し
て
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
・
世
俗
的
国
家
へ
の
「
抵
抗
一
を
率
い
る
司
祭
像
を
さ
か
ん
に
描
き
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

し
て
き
た
こ
と
も
影
響
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
一
九
九
〇
年
代
に
は
一
方
で
、
親
ナ
チ
司
祭
と
し
て
当
時
か
ら
著
名
で
あ
っ
た
者
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

関
す
る
伝
記
的
研
究
が
相
次
い
で
発
表
さ
れ
、
ま
た
東
ド
イ
ツ
側
に
残
さ
れ
て
い
た
史
料
を
利
用
し
た
研
究
に
よ
っ
て
も
「
褐
色
の
司
祭
」
の

重
要
性
が
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
ら
の
中
に
は
自
ら
の
信
念
の
下
に
ナ
チ
ス
体
制
の
中
枢
で
教
会
政
策
を
担
当
す
る
者
す
ら
存
在
し

た
の
で
あ
る
。
謂
わ
ば
「
褐
色
の
司
祭
」
た
ち
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
的
存
在
で
あ
っ
た
彼
ら
は
、
教
会
側
か
ら
の
「
裏
切
り
者
」
と
い
う
罵
倒
に

対
し
自
ら
を
「
教
会
と
国
家
の
架
け
橋
」
で
あ
る
と
し
て
さ
か
ん
に
応
戦
し
、
ま
た
、
親
ナ
チ
態
度
を
取
っ
て
い
た
聖
職
者
を
部
下
や
ス
パ
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

と
し
て
自
陣
に
雇
い
入
れ
て
も
い
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
れ
ら
の
諸
研
究
に
よ
れ
ば
、
彼
ら
の
ナ
チ
ス
へ
の
接
近
動
機
は
「
日
和
見
主
義
」
や

「
出
世
主
義
」
と
い
っ
た
個
人
的
傾
向
、
そ
し
て
特
に
頻
繁
に
、
強
烈
な
「
愛
国
主
義
」
や
「
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
」
と
い
っ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で

の
共
鳴
に
あ
っ
た
。
そ
こ
か
ら
「
褐
色
の
司
祭
」
は
当
時
の
下
級
聖
職
者
の
中
で
は
「
例
外
的
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
」
「
少
数
の
裏
切
り
者
」
で

あ
っ
た
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
以
上
の
先
行
研
究
が
「
褐
色
の
司
祭
」
へ
向
け
る
ま
な
ざ
し
は
、
以
下
の
二
つ
の
問
題
点
を
孕
ん
で
い
る
。
ま
ず
第
～
に
、
そ
こ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

は
始
め
か
ら
「
ナ
チ
ス
へ
の
傾
倒
者
」
と
い
う
前
提
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
分
析
の
対
象
時
期
は
ナ
チ
ス
期
に
集
中

⑱し
、
ま
た
特
に
接
近
動
機
に
関
し
て
は
ナ
チ
ズ
ム
に
特
徴
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
指
摘
す
る
だ
け
で
事
足
れ
り
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
「
褐
色
の
司
祭
」
た
ち
の
多
く
は
ナ
チ
党
が
結
成
さ
れ
る
以
前
か
ら
既
に
政
治
的
活
動
を
開
始
し
て
お
り
、
ナ
チ
ス
と
の
協
力
関
係
は
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ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
期
を
通
じ
て
果
た
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
こ
れ
ら
の
研
究
も
指
摘
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
ナ
チ
ス
へ
の
接
近
動
…
機
を

正
確
に
抽
出
す
る
た
め
に
は
、
ま
だ
「
褐
色
」
で
は
な
か
っ
た
時
期
の
彼
ら
の
声
に
い
ま
少
し
耳
を
傾
け
、
そ
の
活
動
動
機
を
明
ら
か
に
し
た

上
で
ナ
チ
ス
へ
の
道
筋
を
辿
る
こ
と
が
望
ま
し
い
方
法
で
あ
ろ
う
。

　
第
二
の
問
題
点
は
、
そ
の
デ
ー
タ
上
の
少
数
性
に
起
因
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
、
「
例
外
的
な
」
裏
切
り
者
と
い
う
暗
黙
の
前
提
で
あ
る
。

そ
れ
故
「
褐
色
の
司
祭
」
は
、
ナ
チ
ス
期
に
お
け
る
単
な
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
個
別
の
研
究
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
み
で
、
そ
れ
ら
の
存
在

が
～
つ
の
勢
力
と
し
て
問
題
視
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
本
稿
で
示
す
よ
う
に
、
彼
ら
は
そ
の
活
動
時
期
や
動
機
、
教
会
上
．
層
部
と

の
関
係
や
ナ
チ
ス
体
制
下
で
置
か
れ
た
状
況
に
お
い
て
多
く
の
共
通
性
を
持
っ
て
い
た
。
ま
た
、
こ
こ
か
ら
は
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
と
ナ
チ
ス
の
親

和
的
側
面
を
総
体
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
視
座
が
欠
け
て
い
る
こ
と
も
指
摘
で
き
よ
う
。
「
褐
色
の
司
祭
」
の
存
在
意
義
や
位
置
付
け
を
明
ら

か
に
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
扱
わ
れ
て
き
た
彼
ら
の
動
向
を
一
つ
の
視
野
の
中
に
収
め
、
さ
ら
に
、
以
前
か
ら
指
摘
さ
れ
続
け
て

き
た
ナ
チ
ス
へ
の
他
の
接
近
者
と
の
関
係
に
つ
い
て
分
析
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
問
題
点
を
踏
ま
え
本
稿
で
は
、
ま
ず
第
一
章
で
、
の
ち
に
「
褐
色
の
司
祭
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
聖
職
者
た
ち
の
ヴ
ァ
イ

マ
ー
ル
期
に
お
け
る
動
向
や
活
動
動
機
を
明
ら
か
に
し
、
そ
こ
か
ら
ナ
チ
ス
へ
と
接
近
し
て
い
っ
た
道
筋
を
辿
る
。
第
二
、
三
章
で
は
、
他
の

接
近
鋳
た
ち
の
動
向
に
注
目
し
な
が
ら
ナ
チ
ス
が
政
権
を
掌
握
し
た
一
九
三
三
年
前
後
の
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
状
況
を
、
そ
し
て
ナ
チ
ス
体
制
下

に
お
け
る
「
褐
色
の
司
祭
」
た
ち
の
具
体
的
な
活
動
の
展
開
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
位
置
付
け
を
探
る
。
な
お
、
史
料
は
主
に
彼
ら
の
手
に
よ

る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
や
論
文
、
著
作
の
類
を
使
用
す
る
。

①
　
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
O
象
ρ
囚
．
＼
円
昌
σ
q
①
P
閤
．
（
国
α
q
．
）
一
b
融
漆
暮
。
寒
§

　
§
叙
§
偽
b
識
§
沁
§
沖
ω
．
諺
郎
中
“
ζ
巴
嵩
レ
⑩
O
ρ
河
島
幸
夫
「
ナ
チ
ス
の
政
権

　
掌
握
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
扁
『
西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
』
三
二
…
二
・
一
二
号
、

　
二
〇
〇
〇
年
、
一
－
四
四
頁
（
以
下
、
「
政
権
掌
握
」
と
略
記
）
。
同
「
回
勅
『
深

　
き
憂
慮
に
満
た
さ
れ
て
㎞
の
背
景
と
意
義
」
『
西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
睡
三
四

　
i
二
・
三
号
、
二
〇
〇
二
年
、
二
五
一
六
九
頁
。
ま
た
、
～
九
六
二
年
に
ド
イ
ツ

　
司
教
団
の
呼
び
か
け
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
門
現
代
史
委
員
会
図
。
ヨ
邑
。
。
ω
δ
　

　
欝
N
Φ
誌
①
ω
。
匡
。
年
巴
に
よ
っ
て
、
同
じ
視
点
か
ら
多
数
の
史
料
集
や
研
究
轡

　
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

②
例
え
ば
、
村
瀬
興
雄
『
ナ
チ
ス
統
治
下
の
民
衆
生
活
瞼
東
京
大
学
出
版
会
、
一
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九
八
三
年
。
野
賑
宣
雄
『
教
養
市
民
厨
か
ら
ナ
チ
ズ
ム
へ
』
名
古
曲
大
学
出
版
会
、

　
一
九
八
八
年
。
原
野
一
美
『
ナ
チ
独
裁
下
の
子
供
た
ち
臨
講
談
社
、
一
九
九
九
年
。

③
ナ
チ
ス
期
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
勢
力
に
関
し
て
は
、
河
島
幸
夫
「
独
裁
国
家
と

　
教
会
」
今
関
恒
夫
他
著
『
教
会
幽
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
、
三
九
－
八

　
四
頁
。

④
し
d
α
冨
駄
α
a
p
国
．
≦
‘
U
輿
恥
Φ
募
。
冨
諮
§
。
壽
冨
ヨ
β
三
ヨ
冒
貯
6
ω
ρ

　
き
臨
鋳
口
蹴
0
ω
（
6
①
ご
讐
ω
．
曽
α
－
卜
◎
ω
9
ぴ
9
＜
ざ
Ω
こ
§
鴨
9
き
ミ
帆
ら
9
ミ
き
§
蹴

　
ミ
匿
O
ミ
§
ミ
§
蟹
①
≦
嘱
。
門
搾
お
①
蒔

⑤
し
d
話
自
ぎ
α
q
抜
‘
b
貯
壽
§
憂
律
§
爵
竃
⇔
暑
訂
p
6
①
り
．

⑥
じ
u
諄
。
鼻
p
O
‘
冒
①
．
．
”
⑦
ざ
冴
唱
。
σ
q
δ
舅
器
年
．
．
仁
邑
象
Φ
麟
聾
毎
σ
q
く
8

　
訂
警
。
房
。
げ
㊤
し
d
①
く
α
貯
Φ
円
§
σ
q
塁
縣
室
『
畠
ρ
N
ミ
吻
9
、
ミ
誉
、
沁
早
上
§
㍗
§
銚

　
Q
既
象
鳴
馨
逡
、
w
ミ
§
α
ト
っ
（
N
O
O
O
ど
ω
■
A
？
今
日
一
閤
Φ
穽
N
①
r
U
．
H
こ
§
僑
智
禽
》
ぴ
q
鼠
議
い

　
馬
曹
§
起
酔
累
Φ
ぞ
欄
。
鱒
響
卜
⊃
O
O
一
9

⑦
囚
①
三
訂
牽
H
こ
§
馬
．
爵
忌
、
さ
ミ
い
○
×
｛
。
「
9
6
り
鳴
（
柴
田
敬
二
訳
『
ヒ
ト

　
ラ
ー
袖
　
話
齢
刀
水
鰍
旦
房
、
　
一
九
九
霊
屋
牛
Y

⑧
最
も
包
括
的
な
も
の
と
し
て
は
、
O
強
運
r
の
こ
翠
議
§
民
§
糧
§
隷
ミ
試

　
翫
鷺
き
き
N
¢
甑
。
ダ
鱒
O
O
ω
．

⑨
近
代
化
か
ら
疎
外
さ
れ
た
入
々
に
教
会
が
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
拠
り
所
を
提

　
供
し
、
特
に
カ
ト
り
ッ
ク
地
域
で
は
一
九
－
二
〇
世
紀
半
ば
に
か
け
て
強
固
な
政

　
治
・
社
会
・
宗
派
的
一
体
性
（
1
ー
ミ
リ
ュ
ー
酔
裏
窪
）
が
築
き
上
げ
ら
れ
て
い

　
た
、
と
す
る
ミ
リ
ュ
ー
研
究
で
は
、
ナ
チ
ス
と
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
に
つ
い
て
は
専
ら

　
対
立
面
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
ミ
リ
ュ
…
と
い
う
概
念
は
、
近
代
ド
イ

　
ツ
社
会
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
両
宗
派
に
つ
い
て
の
比
較
研
究
を
行
う
際
に
は
有

　
用
で
あ
り
、
そ
れ
故
特
に
ド
イ
ツ
語
圏
に
お
い
て
は
近
年
さ
か
ん
に
議
論
が
な
さ

　
れ
数
多
く
の
研
究
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
研
究
動
向
に
関
し
て
は
、
い
α
雪
P
開
．

　
国
G
灘
帥
昏
。
閏
N
認
ヨ
β
し
。
－
閃
9
ω
畠
信
昌
e
q
甲
9
象
ミ
審
碍
§
覧
Q
旨
旨
駐
さ
暮
悼
①
（
卜
σ
O
O
O
ア
ω
．

　
巳
。
。
山
刈
9
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
そ
の
枠
に
は
収
ま
り
き
ら
な
い
多
様
な
歴
史

　
具
体
的
事
象
を
捨
象
す
る
危
険
性
を
孕
ん
で
い
る
も
の
と
筆
者
は
考
え
る
。
ミ
リ

　
ュ
i
研
究
の
理
論
的
枠
組
み
に
つ
い
て
は
、
〉
円
げ
出
惜
ζ
㊦
冒
｛
母
労
跨
。
げ
一
ざ
冨

　
N
Φ
砕
α
q
⑦
ω
o
謀
。
ぼ
ぐ
。
一
個
ω
審
r
囚
跨
ぎ
ロ
搾
雪
凶
三
ω
畠
魯
↓
鐸
照
覧
8
雪
月
竃
。
争

　
①
ヨ
ρ
壽
し
・
§
隷
鼻
鴨
凄
㎏
，
恥
罫
§
ド
題
茜
み
G
Q
（
お
㊤
ω
ア
ω
■
釦
G
Q
c
Q
－
の
㎝
膳
■

⑩
9
。
欝
▼
問
‘
§
恥
9
ミ
§
防
偽
ミ
ぎ
N
ミ
亀
§
Q
ミ
ミ
§
鋒
一
匹
巳
Φ
8
惑
p

　
一
Φ
刈
ω
ω
．
ド
O
り
．

　
　
　
り

⑪
田
葬
O
．
＜
＼
署
ω
§
ω
甲
○
．
（
6
d
①
母
び
シ
面
恥
賜
ミ
§
ミ
ミ
§
議
§
・
§
¢

　
卜
⊃
ゆ
砧
①
こ
ω
．
》
氏
r
℃
9
ら
Φ
門
σ
o
門
P
ド
①
Φ
①
’

⑫
例
え
ば
、
ぴ
睾
ざ
§
9
ω
。
ぎ
匡
Φ
r
囚
’
“
b
龍
き
、
簿
§
袋
ミ
魯
砺
b
ミ
融
沁
瓢
罫

　
閃
「
餌
閏
｛
信
答
＼
ζ
　
一
り
刈
メ

　
　
　
　
　
　
．
闇

⑬
下
級
聖
職
者
と
ナ
チ
ス
に
関
す
る
上
述
の
テ
ー
ゼ
を
打
ち
出
し
た
へ
ー
ル
は
、

　
こ
う
し
た
ミ
リ
ュ
ー
研
究
に
お
け
る
司
祭
像
を
ナ
チ
ス
期
に
関
し
て
も
援
用
す
る

　
典
型
的
な
論
者
で
あ
る
。
悶
Φ
芦
§
P
ω
■
一
〇
刈
山
H
G
。
．

⑭
摩
α
ω
§
》
≦
■
り
．
．
…
象
Φ
σ
Φ
ω
。
a
2
Φ
田
α
q
①
暴
「
乙
⑦
し
。
国
Φ
「
ヨ
U
郭
コ
碧
①
臥
、
＝
『

　
≦
四
σ
q
訂
Φ
ひ
9
（
頃
σ
q
．
）
》
b
翁
肉
謎
ミ
魯
貸
ミ
建
早
き
ミ
，
養
買
取
、
、
N
ミ
譜
隔
〉
ざ
帖
§
蹟
鎌
浄

　
N
貯
駐
§
馨
し
勺
p
ら
賃
ぴ
。
ヨ
冒
囲
の
㊤
ρ
ω
’
み
早
㊤
ゴ
ゆ
δ
置
8
ヨ
甲
幻
こ
〉
葺
》
子
p
⇒

　
ω
o
訂
。
諺
駄
8
H
O
ω
じ
d
甲
§
§
隠
急
題
§
専
寒
き
一
一
父
一
⑩
り
㎝
y
ψ
ミ
O
点
○
。
日
（
以

　
下
、
の
。
訂
。
寸
心
霞
と
略
記
）
雲
霧
ご
α
ぴ
鼠
壁
｛
Φ
ニ
ヨ
ω
。
冠
量
囚
ぎ
冨
腎

　
｛
繋
舟
ρ
b
u
ミ
、
書
賃
、
、
ミ
暮
亀
ミ
蹄
急
§
掴
、
き
§
鷺
魯
ミ
q
ミ
馬
畠
（
6
り
①
）
》
ω
．

　
建
山
O
⑩
（
以
下
、
⇔
び
白
鼠
氏
曾
と
略
記
）
い
国
心
隔
σ
Q
野
ぢ
o
r
渕
．
w
＜
o
寧
閤
p
営
雪

　
諺
ヨ
ζ
ぎ
冨
8
瓜
心
弛
戸
ぎ
”
ω
雷
ヨ
ヨ
①
戸
日
＼
○
げ
ω
畦
①
三
㊦
が
国
．
＼
ζ
節
帥
∬

　
勺
・
（
頃
σ
q
．
）
甲
ざ
ミ
ミ
b
ご
馬
ミ
窟
、
曝
肉
ミ
鷺
§
堕
℃
巴
㊦
ヨ
。
ヨ
u
お
O
ρ
ψ
卜
⊃
日
－
器
膳
．

⑮
ゆ
毒
註
押
ダ
藤
屋
◎
器
ぎ
旨
塁
§
幻
虫
。
訂
ぎ
勢
。
凌
書
く
。
老
司
O
．
｝
島

　
お
Q
Q
ω
闇
N
毒
忌
奪
薄
霞
｝
、
℃
o
ミ
簿
ω
Q
Q
P
Φ
露
γ
ω
．
膳
卜
⊃
o
o
－
弱
弱
O
ザ
猟
話
暮
匿
が
麟
こ
b
蕊

　
沁
無
q
謬
ミ
、
鼻
§
§
§
ミ
貼
、
駐
ミ
凡
ミ
O
鳶
譜
、
誌
ミ
軌
§
三
脚
轟
隷
駐
駐
ミ
§
寒
こ
べ

　
賄
琴
ミ
厨
U
諺
器
匡
0
9
卜
⊃
O
O
O
一
ご
d
Φ
ω
δ
郭
○
こ
b
貯
臨
、
惑
ミ
四
厚
臼
糺
§
防
b
識
駐
沁
臨
罫

　
b
σ
Φ
島
P
卜
⊇
O
O
ご
U
置
時
の
朗
≦
．
甲
蛸
ミ
ミ
N
ミ
磁
Q
、
慢
言
鳴
誠
奪
篤
§
3
℃
¢
。
山
Φ
＆
o
H
P
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笛
O
O
卜
⊃
．

⑯
地
方
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
け
る
「
褐
色
の
司
祭
漏
た
ち
に
つ
い
て
も
、
近
年
、
地
方

　
史
研
究
に
よ
っ
て
教
会
内
に
残
さ
れ
た
個
人
史
料
の
網
羅
的
な
分
析
が
進
め
ら
れ

　
る
中
で
そ
の
存
在
が
門
発
見
」
さ
れ
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、

　
男
p
巳
①
押
円
．
”
さ
慧
鼠
§
ミ
ミ
ミ
蹴
§
亀
ぎ
に
ミ
貯
ミ
恥
N
捻
O
－
お
恥
⑩
℃
蝕
①
H
・

　
げ
。
β
一
8
メ
G
o
．
参
①
ふ
8
…
の
唱
8
p
囚
．
℃
‘
ぎ
駐
屯
轟
馬
浮
鴨
§
賊
ミ
寒
声
M
U
Φ
・

　
犀
』
ダ
ω
．
目
G
。
甲
一
α
ρ
し
か
し
以
下
で
述
べ
る
よ
う
に
本
稿
で
は
「
褐
色
の
司

　
祭
」
た
ち
を
一
つ
の
勢
力
と
し
て
捉
え
る
こ
と
を
主
眼
の
一
つ
と
し
て
い
る
た
め
、

　
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
的
存
在
で
あ
っ
た
者
た
ち
に
着
目
し
て
そ
の
共
通
性
を
抽
出
す
る

　
と
い
う
方
法
を
採
っ
て
い
る
。

⑰
　
こ
れ
は
お
そ
ら
く
「
褐
色
の
司
祭
」
に
関
す
る
先
行
研
究
の
多
く
が
、
カ
ト
リ

　
ッ
ク
教
会
と
ナ
チ
ス
の
対
立
的
側
面
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
関
心
を
持
つ
聖
職

　
者
或
い
は
教
会
関
係
者
（
註
⑭
で
挙
げ
た
研
究
者
は
全
て
こ
れ
に
該
当
す
る
）
に

　
よ
っ
て
担
わ
れ
て
き
た
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
彼
ら
の

　
「
褐
色
の
罰
祭
酒
へ
の
注
目
は
、
「
大
多
数
の
下
級
塗
職
者
が
ナ
チ
ス
と
対
立
し
て

　
い
た
」
と
い
う
テ
…
ゼ
を
逆
照
射
す
る
た
め
の
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。

⑱
こ
の
点
に
関
し
て
、
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
期
へ
の
注
意
を
喚
起
し
た
ク
ロ
イ
ツ
ァ
ー

　
（
註
⑮
参
照
）
の
記
述
は
例
外
的
で
あ
る
と
言
え
る
が
、
し
か
し
そ
れ
も
以
下
に

　
述
べ
る
第
二
の
問
題
点
を
免
れ
て
は
い
な
い
。
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第
一
章
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
期
に
お
け
る
「
褐
色
の
司
祭
」

（［

j
　
政
治
闘
争
団
体
の
申
の
「
褐
色
の
司
祭
」

　
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
研
究
史
に
お
い
て
は
、
一
九
一
九
年
か
ら
一
九
二
三
年
ま
で
の
不
安
定
な
政
治
状
況
を
し
ば
し
ば
「
危
機
の
共
和

　
　
　
　
　
①

国
」
と
呼
ぶ
。
共
和
国
の
草
創
期
に
あ
た
る
こ
の
時
期
に
は
、
左
右
両
翼
か
ら
反
体
制
的
蜂
起
が
頻
発
し
政
府
要
人
の
暗
殺
が
続
く
中
、
い
く

つ
も
の
内
閣
が
矢
継
ぎ
早
に
現
わ
れ
そ
し
て
消
え
て
い
っ
た
。
ま
た
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
や
ル
ー
ル
地
方
の
占
領
な
ど
を
め
ぐ
る
対
外
状
況
、

国
内
外
に
お
け
る
諸
々
の
分
離
運
動
の
活
発
化
に
よ
っ
て
、
新
国
家
の
存
続
は
ま
さ
に
風
前
の
灯
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
中
、
の
ち
に
「
褐
色

の
司
祭
」
と
呼
ば
れ
る
ご
と
に
な
る
カ
ト
リ
ッ
ク
聖
職
者
た
ち
の
多
く
は
、
当
時
隆
盛
を
極
め
て
い
た
諸
政
治
闘
争
団
体
に
お
い
て
そ
の
政
治

活
動
を
始
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
政
治
闘
争
団
体
剛
○
一
箇
ω
畠
霞
国
§
嘗
げ
§
傷
と
は
、
「
危
機
の
共
和
国
」
に
お
い
て
各
地
の
元
軍
人
を
中
心
に
、
自
警
団
・
義
勇
軍
的
な
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

素
を
強
く
持
っ
た
集
団
と
し
て
多
数
結
成
さ
れ
た
も
の
で
、
全
体
と
し
て
一
五
〇
万
人
に
も
及
ぶ
動
員
数
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
や
が
て
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共
和
国
が
相
対
的
安
定
期
を
迎
え
る
一
九
二
四
年
以
降
は
左
右
両
翼
に
お
け
る
政
治
的
な
大
衆
闘
争
組
織
へ
と
そ
の
質
を
変
化
さ
せ
て
い
き
、

議
会
制
民
主
主
義
や
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
体
制
の
打
倒
を
目
標
に
、
活
発
な
議
会
外
活
動
を
行
う
よ
う
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
突
撃
隊
と
い
う

政
治
闘
争
団
体
を
組
織
し
な
が
ら
成
長
し
て
い
た
の
が
ナ
チ
党
で
あ
り
、
そ
し
て
ま
た
、
少
な
か
ら
ぬ
数
の
カ
ト
リ
ッ
ク
聖
職
者
が
所
属
し
て

い
た
の
が
、
鉄
兜
団
ω
賦
匡
ぽ
ぎ
と
青
年
ド
イ
ツ
騎
士
団
智
け
σ
q
傷
Φ
痺
ω
9
霞
○
凱
魯
と
い
う
極
右
勢
力
に
お
け
る
二
大
組
織
で
あ
る
。
こ
れ

ら
と
ナ
チ
党
な
ど
の
極
右
政
党
は
連
帯
関
係
に
あ
り
、
複
数
の
組
織
に
重
複
し
て
籍
を
置
く
者
も
多
か
っ
た
。
し
か
し
少
な
く
と
も
ヴ
ァ
イ

マ
ー
ル
末
期
ま
で
は
、
の
ち
の
「
褐
色
の
司
祭
」
た
ち
の
活
動
の
重
心
は
前
者
に
置
か
れ
て
お
り
、
当
時
の
発
雷
に
は
ま
だ
ヒ
ト
ラ
ー
や
ナ
チ

党
へ
の
言
及
は
ほ
と
ん
ど
見
当
ら
な
い
。
彼
ら
は
担
当
す
る
教
区
で
の
営
営
活
動
と
同
時
に
、
自
身
が
所
属
す
る
政
治
闘
争
団
体
の
宣
伝
活
動

や
集
会
で
の
演
説
、
ミ
サ
の
執
行
、
さ
ら
に
は
盛
ん
な
執
筆
活
動
を
も
行
っ
て
い
た
。
た
し
か
に
そ
の
中
で
は
素
朴
な
愛
国
主
義
的
、
並
び
に

反
ユ
ダ
ヤ
主
義
的
言
動
が
見
ら
れ
る
。
で
は
、
そ
も
そ
も
彼
ら
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
組
織
に
参
加
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
パ
ー
デ
ル
ボ
ル
ン
大
司
教
区
の
司
祭
ロ
レ
ン
ツ
目
ピ
ー
パ
ー
は
、
一
九
二
二
年
に
ナ
チ
党
に
入
党
し
、
の
ち
に
著
名
な
「
褐
色
の
司
祭
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

～
人
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
人
物
で
あ
る
が
、
既
に
一
九
二
〇
年
三
月
に
結
成
さ
れ
た
青
年
ド
イ
ツ
騎
士
団
の
初
期
メ
ン
バ
ー
に
名
を

連
ね
て
も
い
た
。
彼
は
一
九
二
二
年
六
月
に
行
わ
れ
た
そ
の
集
会
に
つ
い
て
の
報
告
書
の
中
に
、
「
青
年
ド
イ
ツ
騎
士
団
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教

徒
」
と
題
し
た
短
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
自
身
の
政
治
的
心
情
を
吐
露
し
た
文
章
を
載
せ
て
い
る
。
そ
の
冒
頭
部
で
「
カ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
、

そ
し
て
聖
職
者
と
し
て
の
私
が
な
ぜ
青
年
ド
イ
ツ
騎
士
団
を
支
持
す
る
の
か
？
」
と
自
問
し
、
彼
は
以
下
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

　
　
第
一
に
青
年
ド
イ
ツ
騎
士
団
が
キ
リ
ス
ト
教
的
な
深
い
隣
人
愛
を
、
最
上
級
の
原
則
・
精
神
と
し
て
そ
の
内
部
に
維
持
し
て
い
る
こ
と
。
第
二
に
そ
れ
が

　
　
数
世
紀
以
来
ド
イ
ツ
の
不
幸
で
あ
っ
た
宗
派
や
政
党
間
の
対
立
に
橋
を
架
け
る
運
動
で
あ
る
こ
と
。
第
三
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
復
興
の
た
め
に
必
要
な

　
　
前
提
条
件
で
あ
る
、
精
神
・
民
族
・
国
民
的
統
一
戦
線
を
作
り
上
げ
て
い
る
こ
と
。
第
四
に
そ
れ
が
ド
イ
ツ
民
族
の
経
済
・
政
治
・
文
化
的
復
興
の
基
礎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
　
と
し
て
、
道
徳
的
再
生
を
目
標
と
し
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
ら
の
理
由
に
よ
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
～
九
三
五
年
に
は
帝
国
教
会
毒
口
Φ
8
藁
家
8
ぽ
づ
臼
巨
。
・
け
①
嵩
信
諺
の
カ
ト
リ
ッ
ク
部
門
長
官
と
な
る
代
表
的
な
「
褐
色
の
司
祭
」
ヨ
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ゼ
フ
”
ロ
ー
ト
は
、
当
時
は
ま
だ
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
目
フ
ラ
イ
ジ
ン
グ
大
司
教
区
の
助
祭
で
あ
っ
た
。
彼
は
一
九
二
四
年
の
『
神
と
祖
国
の
た
め

に
』
と
い
う
小
冊
子
の
中
で
、
「
国
家
の
再
建
に
は
キ
リ
ス
ト
教
を
基
盤
と
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
が
、
現
在
教
会
に
よ
っ
て
公
認
さ
れ

て
い
る
カ
ト
リ
ッ
ク
系
の
諸
連
盟
組
織
は
「
単
に
宗
派
利
害
を
追
う
だ
け
の
申
央
党
の
道
具
」
と
化
し
て
し
ま
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
新
た
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

「
宗
派
対
立
」
と
「
三
〇
年
戦
争
」
を
繰
り
返
す
だ
け
で
あ
る
と
批
判
す
る
。
そ
こ
か
ら
彼
は
、
「
民
族
共
同
体
」
の
統
一
の
た
め
に
は
自
身

が
所
属
す
る
青
年
ド
イ
ツ
騎
士
団
や
鉄
兜
団
な
ど
の
政
治
闘
争
団
体
が
必
要
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
の
第
一
の
も
の
と
し
て

以
下
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

　
　
政
党
政
治
的
な
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
に
よ
っ
て
罵
倒
さ
れ
て
い
る
愛
国
的
な
組
織
が
、
そ
の
力
と
生
命
の
源
と
し
て
い
る
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
隣
人
愛
的
思

　
　
考
で
あ
る
…
〔
中
略
〕
…
〔
そ
の
中
で
〕
ド
イ
ツ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は
、
全
て
の
キ
リ
ス
ト
教
宗
派
に
と
っ
て
い
ま
だ
唯
一
共
通
で
あ

　
　
る
主
の
祈
り
と
い
う
基
礎
に
お
い
て
信
頼
し
合
う
こ
と
が
で
き
、
ま
た
そ
う
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
カ
ト
リ
ッ
ク
の
独
自
性
が
消
え
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
　
と
は
決
し
て
な
い
。
む
し
ろ
逆
に
そ
れ
は
深
ま
り
、
明
瞭
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
、
戦
後
す
ぐ
に
政
治
活
動
を
始
め
て
い
た
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
司
教
区
の
司
祭
フ
ィ
リ
ッ
プ
”
ホ
イ
ザ
ー
も
ま
た
、
一
九
二
二
年
の
小

冊
子
『
我
々
ド
イ
ツ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
と
現
代
の
革
命
運
動
』
の
中
で
、
政
治
闘
争
団
体
の
存
在
を
擁
護
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
第
～
次
世

界
大
戦
時
は
階
級
や
宗
派
を
超
え
た
国
民
的
精
神
に
よ
っ
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
に
対
す
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
側
か
ら
の
古
い
偏
見
が
消
え
去
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

い
た
「
素
晴
ら
し
く
、
偉
大
な
時
代
」
で
あ
っ
た
が
、
現
在
（
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
期
）
は
、
中
央
党
な
ど
の
「
日
和
見
主
義
者
」
の
お
か
げ
で
カ
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

リ
ッ
ク
全
体
に
対
す
る
疑
念
が
再
び
生
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
失
わ
れ
た
統
～
を
取
り
戻
す
た
め
に
は
、
宗
派
を
超
え
た
「
国
民
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

思
考
」
に
基
づ
き
、
「
武
器
を
取
っ
て
そ
の
命
を
捧
げ
る
者
た
ち
の
集
団
」
で
あ
る
政
治
闘
争
団
体
は
欠
か
せ
な
い
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
こ
こ
で
挙
げ
た
三
者
の
政
治
活
動
は
ド
イ
ツ
社
会
に
お
け
る
「
宗
派
対
立
の
克
服
」
と
い
う
目
標
に
端
を
発
し
て
い
た
の
で

あ
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
鉄
兜
団
や
青
年
ド
イ
ツ
騎
士
団
と
い
っ
た
政
治
闘
争
団
体
は
、
そ
の
た
め
の
道
具
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て

き
た
彼
ら
の
愛
国
主
義
的
藩
動
は
、
こ
の
よ
う
な
教
会
政
治
的
な
展
望
の
も
と
に
展
開
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
だ
ろ
う
。
で
は
、
反
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ユ
ダ
ヤ
主
義
は
彼
ら
の
活
動
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
か
。

　
ロ
ー
ト
は
一
九
；
二
年
の
小
冊
子
『
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
と
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
』
で
、
「
キ
リ
ス
ト
教
の
隣
人
愛
と
は
、
不
道
徳
な
も
の
を
妨
げ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

罪
と
罪
へ
の
危
険
性
を
遠
ざ
け
て
初
め
て
真
な
る
も
の
と
な
る
」
の
で
あ
る
か
ら
、
退
廃
し
た
ユ
ダ
ヤ
人
を
排
斥
す
る
こ
と
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の

教
え
に
反
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
現
在
の
ユ
ダ
ヤ
人
に
よ
る
世
界
支
配
を
覆
す
た
め
に
さ
ら
に
強
化
す
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
ホ
イ
ザ
ー
は
一
九
二
三
年
の
論
文
「
教
会
の
立
場
か
ら
見
た
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
」
で
、
シ
オ
ニ
ズ
ム
と
フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン
を
駆
使
し
革
命
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

引
き
起
こ
し
て
世
界
の
財
界
を
牛
耳
る
ユ
ダ
ヤ
人
、
と
い
う
紋
切
り
型
の
ユ
ダ
ヤ
人
批
判
を
展
開
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
～
平
し
た
だ
け
で
も
、

こ
の
司
祭
た
ち
の
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
が
所
謂
ナ
チ
ス
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
中
の
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
と
は
由
来
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

か
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
前
者
は
、
「
ピ
ラ
ト
ゥ
ス
の
故
に
呪
わ
れ
た
ユ
ダ
ヤ
人
」
や
「
キ
リ
ス
ト
者
の
敵
と
し
て
の
ユ
ダ
ヤ
人
」
と
い
う
カ
ト

リ
シ
ズ
ム
に
伝
統
的
な
も
の
で
あ
り
、
優
生
学
を
基
盤
と
し
た
人
種
論
的
霧
説
は
た
と
え
使
用
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
論
理
的
に
ほ
と
ん
ど
意

味
を
持
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
既
に
見
た
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
彼
ら
が
「
国
民
的
思
考
」
や
「
民
族
共
同
体
」
と
い
う
レ
ト
リ
ッ
ク
を

使
用
す
る
場
合
、
そ
れ
は
「
非
ア
ー
リ
ア
人
に
対
す
る
ア
ー
リ
ア
人
種
の
団
結
」
や
「
指
導
者
崇
拝
の
貫
徹
」
と
い
う
含
意
は
な
く
、
む
し
ろ

「
キ
リ
ス
ト
教
精
神
に
お
い
て
統
～
さ
れ
た
ド
イ
ツ
人
」
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
彼
ら
の
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
的
言
動
の
申
に
は
自
身

の
具
体
的
な
政
治
活
動
と
結
び
つ
け
る
論
理
が
見
当
ら
な
い
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
彼
ら
に
お
い
て
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
は
、
「
宗
派
対
立
の

克
服
」
と
い
う
そ
の
政
治
的
最
終
目
標
を
補
完
す
る
役
割
を
果
た
す
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。

（
二
）
　
宗
教
問
題
へ
の
ナ
チ
党
の
態
度

　
で
は
、
こ
の
よ
う
な
動
…
機
に
端
を
発
し
た
活
動
の
中
で
、
彼
ら
が
ナ
チ
党
と
の
接
触
を
深
め
て
い
っ
た
こ
と
の
背
景
に
は
何
が
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
対
し
、
～
九
二
〇
年
代
後
半
に
お
け
る
政
治
闘
争
団
体
の
衰
退
と
そ
の
一
方
で
の
ナ
チ
党
の
急
激
な
台
頭
、
と
い
う
説

明
の
み
で
は
不
十
分
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
自
身
の
声
を
聞
く
前
に
、
ま
ず
は
宗
教
問
題
に
対
す
る
ナ
チ
党
の
態
度
か
ら
兇
て
み
た
い
。
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⑪

　
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
憲
法
は
そ
の
第
一
三
七
条
に
お
い
て
「
国
教
会
は
存
在
し
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
帝
国

が
明
瞭
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
帝
国
の
様
相
を
呈
し
て
い
た
こ
と
に
対
し
、
新
国
家
は
政
教
分
離
路
線
を
前
面
に
打
ち
出
し
た
こ
と
を
物
語
っ
て

い
る
。
し
か
し
文
面
上
は
ど
う
で
あ
れ
、
実
際
の
政
治
情
勢
は
宗
教
政
策
を
め
ぐ
っ
て
大
き
く
左
右
さ
れ
続
け
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
。
憲
法

草
案
時
か
ら
問
題
と
な
っ
て
い
た
宗
派
別
学
校
に
関
す
る
問
題
や
～
九
二
五
年
の
大
統
領
選
挙
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
勢
力

と
社
会
主
義
勢
力
の
対
立
、
そ
し
て
何
よ
り
カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
宗
派
対
立
は
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
期
の
政
治
文
化
に
色
濃
く
影
響

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

を
及
ぼ
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
各
政
党
が
そ
れ
ぞ
れ
の
支
持
基
盤
層
が
望
む
宗
教
政
策
を
打
ち
出
す
中
、
そ
れ
に
対
し
ナ
チ
党
は
決
定
的
な
態
度
を
取
る
こ
と
は
し

　
　
　
⑯

な
か
っ
た
。
そ
れ
は
ナ
チ
党
や
ヒ
ト
ラ
ー
に
と
っ
て
、
彼
ら
が
目
指
す
べ
き
「
民
族
共
同
体
」
が
宗
派
や
階
層
の
垣
根
を
越
え
た
も
の
で
あ
る

こ
と
は
自
明
で
あ
っ
た
こ
と
に
加
え
、
何
よ
り
、
宗
教
政
策
に
何
ら
か
の
立
場
を
取
る
こ
と
で
特
定
の
勢
力
と
結
び
つ
き
、
或
い
は
排
除
し
て

し
ま
う
こ
と
を
回
避
し
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
と
は
雷
え
、
反
マ
ル
ク
ス
主
義
を
旗
印
と
し
て
い
た
ナ
チ
党
が
、
キ
リ
ス
ト
教
勢
力
と
の

連
帯
を
見
せ
つ
け
よ
う
と
し
た
こ
と
は
当
然
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
一
九
二
二
年
に
採
択
さ
れ
た
ナ
チ
党
綱
領
第
二
四
条
に
明
確
に
表
れ
て

い
る
。

　
　
我
々
は
、
そ
れ
が
国
家
の
存
続
を
脅
か
さ
ず
、
或
い
は
、
ゲ
ル
マ
ン
人
種
の
道
徳
感
情
に
反
し
な
い
な
ら
ば
、
国
内
に
お
け
る
金
て
の
宗
教
的
信
仰
の
自

　
　
由
を
要
求
す
る
。
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
我
が
党
は
あ
る
一
定
の
宗
派
と
結
び
付
く
こ
と
な
く
、
積
極
的
キ
リ
ス
ト
教
℃
○
ω
惹
く
①
ω
○
貯
陣
ω
8
暮
偉
ヨ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
　
立
場
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
見
ら
れ
る
「
積
極
的
キ
リ
ス
ト
教
」
と
い
う
語
を
顧
慮
し
て
初
め
て
、
の
ち
の
「
褐
色
の
司
祭
」
た
ち
が
既
に
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
初
期

に
お
い
て
ナ
チ
党
と
も
接
触
を
持
ち
、
連
帯
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。
こ
の
レ
ト
リ
ッ
ク
は
ナ
チ
ズ
ム
の
擬
似
宗

教
性
、
或
い
は
本
質
的
な
反
キ
リ
ス
ト
教
性
を
覆
い
隠
す
と
と
も
に
、
宗
派
対
立
の
泥
沼
に
入
り
込
ん
だ
様
相
を
呈
し
て
い
た
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル

期
の
諸
政
党
を
～
ま
と
め
に
切
り
捨
て
る
論
理
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
ら
が
こ
れ
を
好
意
的
に
受
け
取
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
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に
難
く
な
い
。
ま
た
、
ヨ
ゼ
フ
・
ゲ
ッ
ベ
ル
ス
や
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
”
エ
ッ
ケ
ル
ト
な
ど
ナ
チ
党
内
で
の
指
導
的
な
地
位
に
あ
る
者
に
加
え
、
愛

国
心
に
満
ち
た
勇
敢
で
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
な
党
首
ア
ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー
も
ま
た
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
彼
ら
に
あ
る
種
の
親

近
感
を
覚
え
さ
せ
た
筈
で
あ
る
。
そ
し
て
、
前
述
の
よ
う
に
一
九
二
〇
年
代
後
半
以
降
に
政
治
闘
争
団
体
が
そ
の
勢
力
を
衰
退
さ
せ
て
い
く
中
、

次
な
る
パ
ト
ロ
ン
を
模
索
し
て
い
た
司
祭
た
ち
の
目
の
前
で
、
こ
の
「
積
極
的
キ
リ
ス
ト
教
」
を
掲
げ
た
ナ
チ
党
が
急
激
に
勢
力
を
拡
大
さ
せ

て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

（
三
）
　
ナ
チ
党
の
台
頭
と
「
褐
色
の
司
祭
」

「褐色の司祭」から見たナチス期のカトリック教会（島田）

　
一
九
三
〇
年
九
月
置
行
わ
れ
た
帝
国
議
会
選
挙
に
よ
っ
て
ナ
チ
党
は
第
二
党
へ
と
大
躍
進
を
遂
げ
る
。
こ
の
選
挙
で
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
利

益
政
党
で
あ
っ
た
中
央
党
・
バ
イ
エ
ル
ン
人
民
党
が
大
幅
に
そ
の
議
席
を
減
ら
す
こ
と
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
ナ
チ
党
の
急
激
な
成
長
は
カ
ト

リ
ッ
ク
教
会
上
層
部
に
強
い
懸
念
を
抱
か
せ
た
。
そ
の
た
め
各
地
の
司
教
た
ち
は
相
次
い
で
声
明
を
発
表
し
、
聖
職
者
や
信
徒
の
ナ
チ
党
へ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

入
党
禁
止
、
そ
し
て
時
に
は
ナ
チ
党
員
へ
の
秘
蹟
の
拒
否
さ
え
も
決
定
し
て
い
る
。
国
内
の
カ
ト
リ
ッ
ク
・
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
の
頂
点
で
あ
る
司

教
団
に
よ
っ
℃
下
さ
れ
た
こ
の
診
断
は
司
祭
た
ち
に
と
っ
て
絶
対
的
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
実
際
に
司
教
た
ち
は
こ
れ
以
降
ナ
チ
ス
へ
の
接
近

者
に
対
し
て
容
赦
な
い
警
告
で
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
へ
の
服
従
を
要
請
し
た
。
既
に
政
治
闘
争
団
体
か
ら
ナ
チ
党
へ
と
そ
の
活
動
の
場
を
シ
フ
ト
さ

せ
つ
つ
あ
っ
た
司
祭
た
ち
は
司
教
た
ち
の
こ
の
拒
否
姿
勢
に
よ
っ
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
司
祭
と
し
て
の
職
業
倫
理
と
自
ら
の
政
治
的
情
熱
と
の
間

の
葛
藤
に
心
を
悩
ま
せ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
彼
ら
の
多
く
は
司
教
に
よ
る
服
従
の
要
請
を
苦
慮
し
つ
つ
も
受
け
流
し
、
自
ら
の
信
念
を
貫
く

道
を
選
ん
で
い
る
。
例
え
ば
先
に
見
た
ピ
ー
パ
ー
は
司
教
の
威
嚇
に
よ
っ
て
教
会
か
ら
の
疎
外
を
恐
れ
た
結
果
～
九
三
二
年
に
脱
党
を
決
意
す

る
に
到
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
表
面
的
な
偽
装
に
過
ぎ
ず
そ
れ
以
降
も
地
域
の
ナ
チ
党
勢
力
の
実
質
的
な
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
活
動
を

続
け
て
い
る
。
ま
た
以
下
に
見
る
二
人
の
司
祭
た
ち
は
、
自
ら
の
政
治
的
信
念
の
正
当
性
の
主
張
と
司
教
団
の
態
度
決
定
へ
の
批
判
を
公
に
し

て
停
職
処
分
に
処
さ
れ
て
い
る
が
、
彼
ら
の
言
葉
か
ら
は
ナ
チ
党
や
ヒ
ト
ラ
ー
に
接
近
し
た
司
祭
た
ち
の
意
図
を
明
確
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
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き
る
。

　
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
司
教
区
の
司
祭
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ゼ
ン
は
既
に
以
蔀
か
ら
ナ
チ
ス
と
親
し
い
関
係
に
あ
っ
た
が
、
一
九
三
〇
年
秋
以
降
の

司
教
団
に
よ
る
一
連
の
声
明
発
表
後
さ
か
ん
な
講
演
活
動
を
行
い
、
そ
の
内
容
を
一
九
三
一
年
に
小
冊
子
『
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
と
ナ
チ
ス
』
と
し

て
出
版
し
て
い
る
。
彼
の
そ
も
そ
も
の
政
治
的
目
標
は
冒
頭
部
の
以
下
の
記
述
に
明
確
に
表
れ
て
い
る
。

　
　
ド
イ
ツ
の
紳
士
・
淑
女
諸
君
！
我
々
は
現
在
キ
リ
ス
ト
教
の
中
で
生
き
て
い
る
。
我
々
は
こ
の
瞬
間
、
ド
イ
ツ
が
残
念
な
が
ら
こ
の
四
〇
〇
年
来
分
裂
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
て
き
た
こ
と
を
一
度
忘
れ
よ
う
で
は
な
い
か
。
む
し
ろ
今
考
え
る
べ
き
な
の
は
、
お
よ
そ
一
五
〇
〇
年
も
の
間
、
我
々
ド
イ
ツ
人
は
だ
だ
一
つ
の
教
会
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
　
息
子
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

宗
教
改
革
以
前
の
へ
五
〇
〇
年
を
ド
イ
ツ
人
は
キ
り
ス
ト
教
の
下
に
生
き
て
き
た
と
い
う
そ
の
歴
史
観
の
不
正
確
性
は
と
も
か
く
、
そ
の
直
後

の
箇
所
で
「
ド
イ
ツ
人
皇
帝
が
世
界
の
支
配
者
で
あ
っ
た
中
世
」
を
称
揚
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
彼
が
宗
派
分
裂
以
前
へ
の
回
帰
を
そ
の
政
治

的
理
念
の
中
心
に
据
え
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
こ
の
こ
と
を
妨
げ
て
い
る
の
は
彼
に
よ
れ
ば
、
そ
の
宗
派
的
利
害
関
心
か
ら
マ

ル
ク
ス
主
義
勢
力
（
こ
こ
で
は
社
会
民
主
党
を
指
す
）
と
偽
り
の
同
盟
を
結
ん
で
い
る
中
央
町
の
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
故
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
通
じ

て
激
し
い
追
再
党
批
判
が
展
開
さ
れ
る
が
、
こ
の
状
況
を
打
開
す
る
た
め
に
必
要
と
み
な
さ
れ
て
い
る
の
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
地
域
で
あ
る
バ
イ

エ
ル
ン
に
生
ま
れ
た
「
ド
イ
ツ
民
族
の
子
供
」
で
あ
り
、
そ
の
党
綱
領
の
中
で
「
積
極
的
キ
リ
ス
ト
教
」
の
立
場
を
明
確
に
謳
っ
て
い
る
ナ
チ

　
　
　
　
　
　
⑳

党
な
の
で
あ
っ
た
。

　
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
に
滞
在
し
て
い
た
ア
ル
バ
ン
・
シ
ャ
ハ
ラ
イ
タ
ー
も
司
教
た
ち
の
決
定
に
対
し
異
議
を
唱
え
た
～
入
で
あ
っ
た
。
プ
ラ
ハ
の
大

修
道
院
長
と
し
て
第
～
次
世
界
大
戦
期
を
過
ご
し
た
彼
は
、
戦
後
す
ぐ
に
ド
イ
ツ
本
国
に
戻
り
、
や
は
り
青
年
ド
イ
ツ
騎
士
団
や
鉄
兜
団
の
活

動
の
中
で
ヒ
ト
ラ
ー
と
の
接
触
を
深
め
て
い
る
。
そ
の
過
激
な
政
治
的
発
言
の
故
に
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
・
フ
ラ
イ
ジ
ン
グ
大
司
教
フ
ァ
ウ
ル
ハ
ー

バ
ー
か
ら
度
々
警
告
を
受
け
て
は
い
た
が
、
し
か
し
彼
も
ま
た
～
九
三
〇
年
以
降
も
ナ
チ
党
と
の
接
触
を
断
念
す
る
こ
と
は
な
く
、
ナ
チ
ス
側

か
ら
も
厚
い
信
頼
を
得
て
い
る
。
そ
し
て
ヒ
ト
ラ
ー
が
首
相
の
座
に
就
い
た
二
日
後
の
一
九
三
三
年
二
月
一
日
、
彼
は
ナ
チ
党
機
関
紙
に
「
敬
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「褐色の司祭」から見たナチス期のカトリック教会（島田）

慶
な
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
へ
の
慰
安
の
雷
葉
」
と
題
し
た
記
事
を
寄
せ
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
問
に
広
ま
っ
て
い
た
ナ
チ
ス
へ
の
猜
疑
心
を
取
り
払
い
、

新
し
い
首
相
へ
の
賛
同
の
声
を
喚
起
し
よ
う
と
し
た
。
そ
こ
で
彼
は
、
ナ
チ
党
に
は
ド
イ
ツ
社
会
と
同
じ
比
率
で
宗
派
が
混
在
し
て
お
り
、

「
ナ
チ
党
は
決
し
て
特
定
の
宗
派
政
党
で
は
な
く
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
従
来
全
く
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
ほ
ど
平
等
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
カ
ト

リ
ッ
ク
を
扱
う
だ
ろ
う
」
こ
と
、
そ
し
て
「
積
極
的
キ
リ
ス
ト
教
」
を
謳
う
党
綱
領
第
二
四
条
と
ヒ
ト
ラ
ー
自
身
の
発
雷
が
そ
の
こ
と
を
保
証

し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
強
く
訴
え
て
い
る
。
そ
れ
故
、
ナ
チ
ス
と
カ
ト
リ
ッ
ク
は
一
致
で
き
な
い
と
い
う
司
教
団
の
診
断
は
誤
り
で
あ
り
、

む
し
ろ
ナ
チ
党
に
カ
ト
リ
ッ
ク
が
参
加
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
「
ナ
チ
ス
と
い
う
自
由
な
運
動
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

た
な
ら
ば
」
、
「
再
び
三
〇
年
戦
争
の
恐
怖
を
思
わ
せ
る
時
代
が
や
っ
て
く
る
だ
ろ
う
」
と
言
う
の
で
あ
っ
た
。

　
以
上
本
章
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
の
ち
に
「
褐
色
の
司
祭
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
者
た
ち
の
初
発
の
政
治
的
動
機
は
、
宗
教
改
革
以
来

の
ド
イ
ツ
社
会
に
お
け
る
「
宗
派
対
立
の
克
服
」
で
あ
っ
た
。
ナ
チ
ス
へ
の
接
近
は
彼
ら
に
と
っ
て
そ
の
目
標
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
で
あ

り
、
そ
の
際
「
積
極
的
キ
リ
ス
ト
教
」
と
い
う
レ
ト
リ
ッ
ク
で
示
さ
れ
た
ナ
チ
ス
の
宗
教
問
題
へ
の
態
度
が
、
彼
ら
の
期
待
の
中
心
を
成
し
て

い
た
の
で
あ
る
。
次
章
以
降
で
は
、
こ
う
し
た
動
機
を
持
っ
た
彼
ら
を
当
時
の
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き

る
の
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

①
内
。
葺
国
‘
黛
肉
き
§
鳴
ミ
沁
魯
さ
、
茎
ζ
雪
。
冨
戸
ら
。
。
①
（
柴
田
敬
二
訳
隅
ワ

　
イ
マ
ル
共
和
国
史
』
刀
水
書
房
、
～
九
八
七
年
）
．

②
政
治
闘
争
団
体
の
詳
細
に
関
し
て
は
、
岩
崎
好
成
「
ワ
イ
マ
ル
期
民
間
国
防
団

　
体
の
政
治
化
」
『
史
学
研
究
（
広
島
大
学
）
』
一
六
〇
、
一
九
八
三
年
、
五
～
…
七

　
二
頁
。

③
本
稿
で
扱
う
「
褐
色
の
司
祭
漏
に
関
す
る
記
述
は
、
特
に
記
さ
な
い
限
り
そ
れ

　
ぞ
れ
以
下
を
参
照
。
ロ
レ
ン
ツ
・
ピ
ー
パ
…
（
一
八
七
五
1
一
九
五
一
）
は
、

　
同
δ
し
・
冨
び
§
9
．
ヨ
ゼ
フ
目
ロ
ー
ト
（
～
八
九
七
1
一
九
四
一
）
は
、

　
b
d
窪
ヨ
σ
q
鍔
9
①
び
§
9
ア
ル
バ
ン
巨
シ
ャ
ハ
ラ
イ
タ
…
（
一
八
六
一
－
一
九
三

　
七
）
は
、
じ
d
蚕
。
。
8
坤
許
ω
o
げ
。
江
Φ
＃
Φ
N
．
ア
ル
ベ
ル
ト
購
ハ
ー
ト
ル
（
一
九
〇
四
1

　
～
九
八
二
）
は
、
ω
｝
魚
9
蝕
P
O
σ
Φ
ユ
響
｛
霞
一
U
δ
時
①
び
§
9
噸
ω
．
り
①
－
＝
c
。
．
ま

　
た
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
梶
ホ
イ
ザ
ー
（
一
八
七
六
－
一
九
六
〇
）
と
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
”

　
ゼ
ン
（
生
没
年
不
詳
）
に
関
し
て
の
伝
記
的
研
究
は
管
見
の
限
り
見
当
た
ら
な
い

　
が
、
以
下
の
概
説
書
に
若
干
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。
U
①
≦
ざ
ミ
◎
鴇
ω
。
7
0
匡
Φ
ゴ

　
§
O
：

④
瞭
9
g
r
甘
お
仙
Φ
霧
。
げ
2
0
a
魯
彗
ら
二
野
。
＝
冨
・
”
冒
”
b
§
ぎ
訪
忌

　
N
ミ
き
砺
§
§
詠
§
さ
、
餐
9
轟
誉
動
§
蓉
費
§
謎
§
9
昏
浅
禽
ミ
嵐
N
ミ
ミ
N
ρ
◎

　
き
嵩
こ
題
め
§
ヒ
ロ
匙
こ
嵩
§
向
N
隷
魯
寒
9
0
‘
一
8
b
。
”
ω
．
一
Φ
．
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⑤
菊
。
け
げ
し
‘
碧
・
Q
ミ
§
蹴
ぎ
ミ
ミ
翼
翼
。
・
ω
①
溜
ち
ト
。
α
曽
ψ
轟
∴
b
。
・

⑥
宰
§
貸
ω
」
餅
な
お
、
本
稿
で
の
引
用
部
の
括
弧
内
〔
〕
は
筆
者
に
よ
る

　
補
足
で
あ
る
。

⑦
田
拐
①
r
℃
．
”
葦
・
疑
§
き
§
貯
§
寒
§
§
翫
§
§
譜
ミ
馬
ミ
鼠
§
§
職
、
嘱

　
b
σ
§
§
毒
幻
Φ
σ
q
窪
ψ
げ
霞
α
q
w
一
Φ
悼
b
。
る
．
醍
．

⑧
嘩
馬
§
b
．
邑
｛
．

⑨
象
§
智
ω
．
q
。
b
。
塗

⑩
菊
g
ダ
罰
慾
§
隷
蛍
ミ
防
§
尊
き
登
壽
筈
嘗
。
早
戸
6
8
（
以
下
、

　
ぎ
譜
量
と
略
記
ア
ψ
㎝
．

⑪
田
霧
Φ
お
夕
望
ε
銭
①
昏
愛
α
q
Φ
＜
。
ヨ
ζ
。
臣
。
冨
口
ω
簿
p
ら
薯
巳
鼻
b
毯
さ
ミ

　
寄
§
窃
（
一
〇
卜
3
ω
＼
も
。
蒔
）
り
ω
．
武
N
凶
＆
．

⑫
象
§
§
ω
」
島
・

⑬
国
g
ダ
薫
習
・
韓
ω
■
δ
臣

⑭
清
水
望
開
国
家
と
宗
教
㎞
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
九
一
年
、
七
六
頁
。

⑮
室
潔
『
宗
教
政
党
と
政
治
改
革
』
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
七
七
年
。
匿
掌

　
［
Φ
飼
ζ
‘
〆
。
鼠
㊦
隆
。
長
瀞
Φ
「
函
。
雪
嶺
§
儀
℃
。
簿
ぎ
匿
際
聾
自
ぎ
住
①
貝

　
芝
①
写
Φ
『
魯
㌘
薯
げ
第
」
『
じ
d
一
9
。
。
。
算
ρ
○
．
（
国
α
q
．
）
り
昏
暮
逐
。
、
N
§
§
漆
ミ
N
誉

　
Ω
睾
冒
σ
q
Φ
p
8
0
N
ω
』
＆
1
8
刈
．

⑯
囲
睾
ざ
§
P
ψ
S

⑰
U
⑦
農
す
”
ρ
＼
評
窪
。
貯
。
。
”
＜
．
（
国
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q
．
）
甲
9
善
§
§
蹴
さ
職
§
謬
ミ
ミ
§
基

　
甲
き
ζ
信
ミ
ζ
■
レ
8
ρ
ω
■
昏
。
お
．

⑱
ナ
チ
党
の
台
頭
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
一
般
的
な
関
係
に
つ
い
て
は
、
河
島

　
「
政
権
掌
握
」
。

⑲
ω
‘
・
薯
譲
．
ζ
‘
窓
馬
ミ
凡
鋳
ミ
浅
§
、
ミ
さ
職
§
駐
。
§
駐
ミ
婁
鼠
口
出
ω
酔
p
6
ω
ど

　
ω
’
9
な
お
、
傍
点
部
は
原
文
に
よ
る
強
調
箇
所
で
あ
る
。

⑳
象
ミ
誉
ω
6
暁
．

⑳
ω
。
冨
。
置
g
Φ
び
2
虫
・
芝
。
円
斤
N
霞
し
弓
①
毎
訂
α
q
巨
α
q
島
島
・
冒
Φ
茜
σ
Q
野
匪
q
q

　
囚
p
普
。
甥
冨
P
§
N
霧
S
ミ
切
鴨
。
貯
9
§
い
く
。
罎
一
．
鳴
①
鐸
岳
円
一
り
ω
ω
■

108 （346）

第
二
章
　
　
「
褐
色
の
司
祭
し
と
他
の
接
近
者
た
ち

（｝

j
　
ナ
チ
ス
の
政
権
掌
握
と
教
会
上
層
部

　
は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
内
で
の
ナ
チ
ス
へ
の
妥
協
的
態
度
や
同
調
者
の
存
在
が
様
々
な
領
域
で
見
ら
れ
た
こ
と
は
既
に

一
九
六
〇
年
代
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
そ
う
し
た
動
き
の
多
く
は
ナ
チ
ス
体
制
が
成
立
し
た
一
九
三
三
年
三
月
以
降
に
活
発
化
し
て
い
る
が
、

ま
ず
は
そ
う
し
た
状
況
を
可
能
に
し
た
教
会
上
層
部
の
対
応
か
ら
見
て
い
き
た
い
。

　
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
末
期
に
著
し
い
台
頭
を
果
た
し
た
ナ
チ
党
に
対
し
、
ド
イ
ツ
司
教
団
が
否
定
的
な
診
断
を
下
し
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

か
し
そ
の
抗
議
姿
勢
は
徹
底
し
た
も
の
で
は
な
く
、
教
会
上
層
部
内
で
も
ナ
チ
党
へ
の
態
度
に
は
温
度
差
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
一
九
三
二
年
七



「褐色の凋祭」から見たナチス期のカトリック教会（島醗）

月
の
総
選
挙
に
よ
っ
て
ナ
チ
党
が
第
一
党
に
、
一
九
三
三
年
一
月
に
は
ヒ
ト
ラ
ー
が
首
相
の
座
を
獲
得
す
る
と
、
も
は
や
彼
ら
の
存
在
を
拒
否

し
続
け
る
こ
と
は
現
実
的
な
方
策
で
は
な
い
と
す
る
見
方
が
強
ま
っ
て
い
く
。
そ
の
よ
う
な
政
治
展
開
の
中
で
司
教
団
の
態
度
に
決
定
的
な
影

響
を
与
え
た
と
さ
れ
て
い
る
の
が
、
一
九
三
三
年
三
月
；
二
日
半
ヒ
ト
ラ
ー
の
議
会
演
説
で
あ
る
。
全
権
委
任
法
を
め
ぐ
る
採
決
の
数
時
間
前

に
行
わ
れ
た
こ
の
演
説
で
ヒ
ト
ラ
ー
は
、
ナ
チ
党
へ
の
権
力
移
譲
に
戸
惑
い
を
見
せ
る
中
央
党
と
そ
の
背
後
に
い
る
司
教
団
か
ら
賛
同
を
得
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

た
め
、
諸
宗
派
の
平
等
の
尊
重
と
教
育
領
域
に
お
け
る
教
会
の
影
響
力
容
認
と
い
う
宗
教
政
策
上
の
方
針
を
明
確
に
宣
空
し
た
の
だ
っ
た
。
こ

の
演
説
を
き
っ
か
け
に
中
央
党
は
全
権
委
任
法
を
承
認
し
、
司
教
団
は
三
月
二
八
日
の
告
知
に
よ
っ
て
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
の
ナ
チ
党
へ
の
入
党

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

禁
止
警
告
の
解
除
を
公
に
し
て
い
る
。

　
こ
れ
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
た
司
教
団
に
よ
る
ナ
チ
ス
政
権
の
承
認
が
、
そ
れ
ま
で
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
内
で
も
く
す
ぶ
っ
て
い
た
親
ナ
チ
勢
力
の

急
激
な
表
面
化
を
惹
起
し
た
の
で
あ
る
。
新
国
家
へ
の
期
待
は
高
ま
り
を
見
せ
、
そ
の
気
運
は
一
九
三
三
年
七
月
二
〇
日
の
コ
ン
コ
ル
ダ
ー
ト

締
結
時
に
頂
点
に
達
す
る
。
ヴ
ァ
チ
カ
ン
と
ド
イ
ツ
政
府
と
の
間
で
締
結
さ
れ
た
こ
の
条
約
の
内
容
は
、
前
者
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
た
「
宗
派

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

組
織
と
聖
職
者
の
保
護
」
と
、
後
者
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
た
「
カ
ト
リ
ッ
ク
聖
職
者
の
政
治
活
動
の
禁
止
」
の
二
点
に
集
約
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

当
時
に
お
い
て
も
の
ち
の
研
究
者
に
よ
っ
て
も
両
者
の
協
調
の
最
た
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
の
コ
ン
コ
ル
ダ
ー
ト
は
し
か
し
、
既
に
ナ

チ
ス
に
接
近
し
て
い
た
「
褐
色
の
司
祭
」
た
ち
、
或
い
は
入
党
の
機
会
を
伺
っ
て
い
た
者
に
と
っ
て
は
重
い
足
か
せ
と
な
っ
た
。
と
い
う
の
も
、

ナ
チ
党
内
の
反
教
会
分
子
や
過
激
な
人
種
主
義
的
言
動
へ
の
懸
念
を
払
拭
し
切
れ
ず
に
い
た
司
教
団
は
、
聖
職
者
の
政
治
的
活
動
の
禁
止
を
規

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

賭
し
た
第
三
二
条
が
ナ
チ
党
へ
の
入
党
や
肩
入
れ
に
も
適
用
可
能
で
あ
る
と
判
断
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
入
党
者
は
公
然
と
非
難
さ
れ
、

不
遇
の
時
代
を
乗
り
越
え
た
か
の
よ
う
に
見
え
た
「
褐
色
の
司
祭
」
た
ち
は
再
び
苦
難
の
道
を
歩
む
こ
と
と
な
る
。
そ
の
後
の
彼
ら
の
足
跡
に

つ
い
て
は
次
章
で
扱
う
こ
と
と
し
て
、
次
に
こ
の
時
期
に
噴
出
し
た
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
内
で
の
親
ナ
チ
的
動
向
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。
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（
二
）
　
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
内
の
様
々
な
接
近
者
た
ち
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①
教
会
上
層
部

　
そ
も
そ
も
そ
う
し
た
動
き
の
中
に
は
、
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
の
頂
点
で
あ
る
教
皇
で
さ
え
位
置
付
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
ピ
ウ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

＝
世
は
、
一
九
三
三
年
初
頭
か
ら
ヒ
ト
ラ
ー
を
賛
辞
す
る
発
言
を
繰
り
返
し
て
い
た
。
ま
た
、
少
し
時
代
は
下
る
が
、
ド
イ
ツ
の
ス
ペ
イ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

内
戦
介
入
に
対
し
て
も
明
ら
か
な
賛
同
を
表
明
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
～
九
三
九
年
に
就
任
し
た
ピ
ウ
ス
一
二
世
は
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
期
に
ヴ
ァ

チ
カ
ン
大
使
と
し
て
ド
イ
ツ
に
滞
在
し
て
い
た
親
独
家
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
コ
ン
コ
ル
ダ
ー
ト
は
当
時
ヴ
ァ
チ
カ
ン
国
務
長
官
で
あ
っ
た
彼
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

中
心
と
な
っ
て
結
ば
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
近
年
で
は
こ
の
両
教
皇
に
つ
い
て
、
そ
の
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
が
特
に
注
目
さ
れ
て
も
い
る
。

　
ま
た
ド
イ
ツ
司
教
団
内
に
お
い
て
も
し
ば
し
ば
ナ
チ
ス
へ
の
積
極
的
な
支
持
が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
司
教
コ
ン
ラ
ー
ト
”

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

フ
ォ
ン
縫
グ
レ
ー
バ
ー
は
「
褐
色
の
コ
ン
ラ
ー
ト
」
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
人
物
で
あ
る
。
愛
国
的
傾
向
の
強
か
っ
た
彼
は
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
期

よ
り
既
に
ナ
チ
ス
に
関
心
を
示
し
、
そ
の
後
も
教
会
と
共
存
可
能
で
あ
る
こ
と
を
疑
わ
な
か
っ
た
と
い
う
。
一
九
三
三
年
か
ら
一
九
三
八
年
ま

で
の
間
に
は
親
衛
隊
か
ら
特
別
隊
員
と
し
て
の
称
号
を
与
え
ら
れ
て
も
い
る
。
ま
た
、
オ
ス
ナ
ブ
リ
ュ
ッ
ク
司
教
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
”
ベ
ル
ニ
ン

グ
も
ナ
チ
ス
を
明
ら
か
に
支
持
し
た
人
物
で
あ
り
、
そ
の
著
作
の
中
で
は
前
節
で
触
れ
た
ヒ
ト
ラ
ー
の
議
会
演
説
と
コ
ン
コ
ル
ダ
ー
ト
締
結
を

　
　
　
　
　
⑫

賞
賛
し
て
い
る
。
司
教
で
あ
る
彼
が
ナ
チ
ス
に
対
し
て
友
好
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
幸
い
し
、
オ
ス
ナ
ブ
リ
ュ
ッ
ク
司
教
区
で
は
ナ
チ
ス
期
を
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

じ
て
他
司
教
区
に
お
い
て
見
ら
れ
た
よ
う
な
激
し
い
「
教
会
闘
争
臣
8
げ
窪
訂
臼
℃
｛
」
は
生
じ
な
か
っ
た
と
い
う
。
さ
ら
に
、
「
安
楽
死
作

戦
」
な
ど
に
は
徹
底
し
た
抗
議
姿
勢
を
見
せ
て
い
た
強
硬
派
の
司
教
た
ち
で
さ
え
、
ナ
チ
ス
政
権
そ
の
も
の
を
拒
否
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

特
に
愛
国
的
・
対
外
政
策
に
つ
い
て
は
熱
烈
な
支
持
を
送
っ
て
い
る
。

　
と
は
言
え
、
こ
れ
ら
教
会
上
層
部
が
ど
れ
ほ
ど
ナ
チ
ス
に
シ
ン
パ
シ
ー
を
寄
せ
よ
う
と
、
彼
ら
の
そ
の
姿
勢
は
反
共
産
主
義
や
「
ヴ
ェ
ル
サ

イ
ユ
の
屈
辱
」
に
対
す
る
愛
国
的
良
心
、
そ
し
て
一
八
七
一
年
以
来
カ
ト
リ
ッ
ク
に
向
け
ら
れ
て
き
た
コ
蔽
国
民
」
と
い
う
非
難
を
免
れ
る



た
め
の
戦
術
的
な
配
慮
な
ど
の
結
果
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
を
貫
い
て
い
た
も
の
は
「
宗
派
利
害
の
擁
護
」
と
い
う
大
前
提
で
あ
り
、
こ
れ
に
抵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

幽
す
る
政
策
に
関
し
て
は
教
皇
も
司
教
団
も
根
強
い
抗
議
活
動
を
展
開
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
、
「
褐
色
の
司
祭
」
と
の
決
定
的
な

違
い
が
あ
る
と
雪
え
よ
う
。

「褐色の司祭」から見たナチス期のカトリック教会（島園）

　
②
「
十
字
架
と
鷲
」

　
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
期
か
ら
ナ
チ
ス
期
に
か
け
て
の
ド
イ
ツ
の
政
治
・
思
想
状
況
を
語
る
上
で
見
逃
せ
な
い
も
の
と
し
て
「
ラ
イ
ヒ
」
思
想
が
挙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

げ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
内
に
も
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
。
こ
こ
で
言
う
「
ラ
イ
ヒ
図
Φ
8
圧
と
は
、
「
神
の
国
」
と
ド

イ
ツ
の
政
治
的
伝
統
と
し
て
の
「
帝
国
」
と
い
う
二
つ
の
意
味
が
有
機
的
に
統
合
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
共
和
制
に
代
わ
る
べ

き
ア
ン
チ
・
テ
ー
ゼ
と
し
て
保
守
陣
営
や
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
た
ち
に
よ
っ
て
盛
ん
に
提
唱
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
の
ち
に
ナ
チ
ス
が
使
用

す
る
こ
と
に
な
る
「
第
三
帝
国
U
器
U
簿
δ
力
魚
畠
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
こ
の
思
想
潮
流
と
の
関
係
を
抜
き
に
し
て
は
語
れ
な
い
。
そ
し

て
ま
た
、
こ
れ
が
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
内
で
の
ナ
チ
ス
へ
の
接
近
者
を
生
み
出
す
母
体
の
一
つ
と
も
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
よ
う
な
動
き
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
ヒ
ト
ラ
ー
政
権
下
で
副
首
梢
を
務
め
て
い
た
元
申
央
党
員
フ
ラ
ン
ツ
・
フ
ォ
ン
・
パ
ー
ペ
ン

を
中
心
に
一
九
三
三
年
四
月
に
結
成
さ
れ
た
「
十
字
架
と
鷲
囚
お
蕊
募
伽
》
臼
9
」
と
い
う
組
織
が
知
ら
れ
て
い
る
。
文
字
通
り
キ
リ
ス
ト
教

と
ド
イ
ツ
帝
国
の
シ
ン
ボ
ル
を
そ
の
名
に
冠
し
た
こ
の
組
織
は
、
主
に
論
説
や
著
作
に
よ
る
啓
蒙
活
動
を
行
っ
て
い
た
が
、
結
成
規
約
文
で
謳

わ
れ
た
そ
の
目
的
は
「
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
中
に
あ
り
、
そ
し
て
ま
た
ド
イ
ツ
帝
国
の
偉
大
な
る
政
治
的
伝
統
に
よ
っ
て
も
存
在
し

て
い
る
政
治
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
、
現
在
の
国
民
的
高
揚
に
と
っ
て
も
実
り
多
き
も
の
に
す
る
」
た
め
に
、
「
ド
イ
ツ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
を
超
党
派

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

的
に
統
合
す
る
」
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
れ
は
、
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
共
和
制
を
打
倒
す
べ
く
権
力
掌
握
を
果
た
し
た
ナ
チ
ス
に
「
第
三
帝
国
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

建
設
の
夢
を
託
し
た
、
或
い
は
、
体
制
内
で
自
ら
の
正
し
き
「
ラ
イ
ヒ
」
思
想
を
普
及
さ
せ
て
ナ
チ
ス
を
「
馴
致
」
し
ょ
う
と
目
論
む
カ
ト
リ

ッ
ク
勢
力
の
試
み
で
あ
っ
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
と
ナ
チ
ス
の
「
掛
け
橋
」
た
ら
ん
と
す
る
意
欲
は
「
褐
色
の
司
祭
」
た
ち
と
同
様
の
も
の
で
あ
っ
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た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
し
か
し
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
は
、
こ
の
組
織
が
宗
派
問
題
に
対
し
て
取
っ
て
い
た
姿
勢
で
あ
る
。
元
々
、
キ
リ
ス
ト
教
的
普
遍
帝
国
と
し
て

の
要
素
を
含
む
「
ラ
イ
ヒ
」
思
想
自
体
は
超
宗
派
的
志
向
性
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
実
際
に
「
宗
派
対
立
の
克
服
」
は
こ
こ
で
の
主
要
な

キ
ー
・
ワ
ー
ド
の
一
つ
と
な
り
え
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
度
合
い
は
論
者
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
的
色
彩
の
強
い
も
の
か
ら
、

両
宗
派
の
一
定
の
譲
歩
に
よ
っ
て
共
通
の
土
台
を
築
き
上
げ
る
も
の
、
そ
し
て
時
に
は
完
全
な
る
統
～
を
語
る
も
の
ま
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

中
、
発
起
人
で
あ
る
パ
ー
ペ
ン
の
考
え
が
ど
う
で
あ
れ
、
組
織
と
し
て
の
「
十
字
架
と
鷲
」
が
取
っ
て
い
た
立
場
は
明
ら
か
に
カ
ト
リ
ッ
ク
の

優
位
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
前
掲
の
規
約
文
の
後
の
箇
所
に
お
い
て
、
そ
の
構
成
員
を
「
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
積
極
的
に
参
加

し
て
い
る
者
」
に
限
っ
て
お
り
、
万
一
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
参
加
を
認
め
る
場
合
で
あ
っ
て
も
そ
れ
は
「
カ
ト
リ
ッ
ク
の
原
則
を
無
条
件
に
守

り
」
「
政
治
的
に
全
く
危
険
の
な
い
」
者
で
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
即
座
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
実
際
に
そ
の
構
成
員
は
カ
ト
リ

ッ
ク
の
保
守
的
な
貴
族
や
学
者
に
限
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
ま
た
「
十
字
架
と
鷲
」
は
早
く
も
一
九
三
三
年
～
○
月
、
「
〔
カ
ト
リ
ッ
ク
諸
組
織
の

保
護
を
明
記
し
た
コ
ン
コ
ル
ダ
ー
ト
の
締
結
に
よ
っ
て
〕
結
成
の
際
に
打
ち
出
し
た
基
本
的
な
目
標
は
実
現
さ
れ
た
」
と
し
て
事
実
上
の
解
散
に
到

　
　
　
⑳

っ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
も
こ
の
組
織
の
宗
派
的
な
性
質
を
良
く
表
し
て
い
る
と
傷
え
る
だ
ろ
う
。
教
会
上
層
部
と
同
様
に
、
や
は
り
宗
派
主
義

へ
の
固
執
と
い
う
点
に
お
い
て
「
褐
色
の
司
祭
」
た
ち
と
の
相
違
は
容
易
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
こ
の
組
織
は
「
カ

ト
リ
ッ
ク
・
ド
イ
ツ
労
働
者
共
同
体
貯
σ
鐸
9
σ
q
Φ
旨
Φ
β
ω
窪
聾
囚
ρ
爵
。
昏
乱
費
U
①
葺
。
。
窪
目
」
と
改
称
し
て
ナ
チ
ス
の
下
部
組
織
と
成
り
果
て

た
後
、
一
九
三
四
年
九
月
に
解
体
さ
れ
て
い
る
。
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③
神
学
者

神
学
者
と
は
、
そ
の
蒔
代
の
神
学
や
聖
職
者
た
ち
の
思
想
を
リ
ー
ド
す
る
と
同
時
に
、
そ
れ
ら
を
代
表
す
る
存
在
と
し
て
も
捉
え
る
こ
と
が

で
き
る
人
々
で
あ
る
が
、
そ
の
神
学
者
た
ち
の
中
に
も
ナ
チ
ス
へ
と
接
近
し
た
者
た
ち
が
い
た
。
こ
こ
で
は
そ
の
中
か
ら
、
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
来



「褐色の司祭」から見たナチス期のカトリック教会（島田）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

期
に
は
当
時
の
代
表
的
な
神
学
者
と
し
て
名
声
を
博
し
て
い
た
三
人
を
取
り
上
げ
る
。
特
に
後
者
二
人
は
、
第
二
次
ヴ
ァ
チ
カ
ン
公
会
議
以
降

に
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
が
取
っ
た
エ
キ
ュ
メ
ニ
ズ
ム
路
線
の
先
駆
者
と
さ
れ
、
し
ば
し
ば
二
〇
世
紀
最
大
の
神
学
者
、
或
い
は
教
会
史
家
と
さ
れ
る

ほ
ど
の
人
物
で
あ
る
。

　
ま
ず
は
、
当
時
の
教
理
神
学
の
第
一
人
者
と
さ
れ
て
い
た
カ
ー
ル
・
エ
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ラ
ー
で
あ
る
が
、
彼
は
一
九
三
三
年
五
月
に
ナ
チ
党
に

入
党
し
、
六
月
に
は
論
文
「
新
帝
国
に
お
け
る
教
会
」
を
発
表
し
て
ナ
チ
ス
支
持
を
表
明
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
彼
は
宗
派
政
党
の
自
己
放
棄

と
教
会
の
政
治
的
活
動
の
自
粛
を
訴
え
て
い
る
が
、
具
体
的
に
は
中
央
党
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
系
の
国
家
人
民
党
を
名
指
し
で
批
判
し
て
い
る
。

な
ぜ
な
ら
、
彼
に
よ
れ
ば
そ
れ
ら
は
「
議
会
的
性
質
で
は
な
く
、
我
々
の
民
族
の
宗
派
分
裂
に
よ
る
政
治
的
条
件
を
基
礎
と
し
て
成
り
立
っ

て
」
お
り
、
「
ド
イ
ツ
帝
国
を
再
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
キ
リ
ス
ト
教
的
統
一
の
中
心
に
す
る
」
と
い
う
目
標
を
持
っ
た
ナ
チ
ス
国
家
に
と
っ
て
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

最
大
の
障
害
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
の
主
張
は
三
〇
年
戦
争
と
第
一
次
世
界
大
戦
を
反
ド
イ
ツ
の
連
合
国
に
よ
る
条
約
と
い
う
志
摩

で
重
ね
合
わ
せ
な
が
ら
語
る
以
下
の
箇
所
に
端
的
に
表
れ
て
い
る
。

　
　
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
を
取
り
返
す
た
め
、
そ
し
て
帝
国
を
維
持
す
る
た
め
に
、
ド
イ
ツ
に
押
し
付
け
ら
れ
た
ぞ
っ
と
す
る
よ
う
な
条
約
、
つ
ま
り
、
一
六
四
八

　
　
年
の
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
条
約
は
現
在
の
国
内
政
治
の
昂
揚
の
中
で
乗
り
越
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
支
配
者
の
宗
教
扁
の
最
後
の
残
骸
が
宗
教
政
党

　
　
　
　
⑮

　
　
な
の
だ
。

ま
た
彼
は
、
一
九
三
三
年
七
月
一
四
日
に
成
立
し
た
断
種
法
に
関
し
て
「
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
義
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
積
極
的
に
評

価
し
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
で
翌
年
ヴ
ァ
チ
カ
ン
か
ら
職
務
停
止
を
通
告
さ
れ
て
い
る
。
や
が
て
ヴ
ァ
チ
カ
ン
と
の
対
立
が
解
消
し
な
い
ま
ま

に
一
九
三
六
年
病
死
し
、
そ
の
際
僧
衣
で
は
な
く
突
撃
隊
の
制
服
で
埋
葬
さ
れ
、
「
ロ
ー
マ
の
迫
害
を
受
け
た
殉
教
者
」
と
し
て
ナ
チ
ス
の
反

教
会
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
一
九
二
四
年
に
出
版
さ
れ
た
世
界
的
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
『
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
本
質
U
p
ω
類
①
ω
曾
曾
ω
園
卑
夢
9
挙
白
ω
ヨ
¢
島
の
著
者
で
あ
る
カ
ー

ル
・
ア
ダ
ム
は
、
一
九
三
三
年
の
論
文
「
ド
イ
ツ
民
族
と
カ
ト
リ
ッ
ク
・
キ
リ
ス
ト
教
」
で
ヒ
ト
ラ
ー
へ
の
傾
倒
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
ド
イ
ツ
民
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族
の
親
近
性
、
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
の
積
極
的
肯
定
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
ま
ず
彼
は
、
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
期
の
ド
イ
ツ
は
そ
の
苦
境
に
も
か
か

わ
ら
ず
諸
政
党
は
無
為
な
喧
騒
に
戯
れ
る
の
み
で
あ
り
、
も
は
や
外
部
か
ら
で
は
な
く
ド
イ
ツ
民
族
内
部
か
ら
の
変
革
に
よ
っ
て
の
み
改
善
が

可
能
で
あ
っ
た
と
述
べ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
ヒ
ト
ラ
ー
こ
そ
が
「
我
々
の
感
情
と
理
性
の
声
が
求
め
て
い
た
者
と
し
て
、
そ

し
て
我
々
に
誤
り
を
悟
ら
せ
、
政
治
・
経
済
・
社
会
・
宗
派
的
な
装
い
を
全
て
横
切
る
真
実
を
見
さ
せ
愛
さ
せ
る
、
ド
イ
ツ
の
守
護
神
の
解
放

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

者
と
し
て
我
々
の
前
に
立
っ
て
い
る
」
と
し
て
高
く
評
価
し
て
い
る
。
つ
ま
り
彼
の
場
合
も
エ
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ラ
ー
と
同
様
、
や
は
り
宗
派
を
超

え
る
存
在
と
し
て
ヒ
ト
ラ
ー
と
ナ
チ
党
を
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
超
宗
派
へ
の
ア
ダ
ム
の
志
向
性
は
、
一
九
三
四
年
の
講
演
の
以
下
．
の
箇
所

か
ら
も
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
　
ル
タ
ー
の
時
代
以
来
、
ド
イ
ツ
人
の
魂
を
深
く
広
い
亀
裂
が
走
っ
て
き
た
。
…
〔
中
略
〕
…
し
か
し
我
々
ド
イ
ツ
人
は
教
会
分
裂
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
お

　
　
互
い
が
そ
の
中
で
出
会
う
究
極
の
精
神
的
共
同
体
を
持
っ
て
い
る
。
…
〔
中
略
〕
…
キ
リ
ス
ト
へ
の
信
仰
こ
そ
が
ド
イ
ツ
人
の
生
命
と
聖
な
る
国
家
の
泉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
で
あ
り
、
お
互
い
が
兄
弟
と
呼
び
合
え
る
カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
共
通
の
故
郷
で
あ
る
。

彼
は
そ
の
後
一
九
三
九
年
一
二
月
に
は
ア
ー
ヘ
ン
で
の
学
術
講
演
会
で
、
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
や
カ
ト
リ
ッ
ク
の
戦
争
協
力
の
必
要
性
な
ど
を
訴
え

　
　
⑯

て
い
る
。

　
次
に
見
る
ヨ
ゼ
フ
・
ロ
ル
ツ
も
や
は
り
一
九
三
三
年
、
『
教
会
史
』
第
二
版
に
付
録
し
た
小
冊
子
「
ナ
チ
ス
と
教
会
」
の
中
で
ナ
チ
ス
の
魅

力
を
率
直
に
語
っ
て
い
る
。

　
　
ド
イ
ツ
に
負
わ
さ
れ
た
最
も
深
い
傷
は
宗
派
分
裂
で
あ
る
。
一
五
一
七
年
以
来
、
こ
の
分
裂
が
乗
り
越
え
ら
れ
る
可
能
性
が
ナ
チ
ス
に
よ
っ
て
初
め
て
現

　
　
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ナ
チ
ス
の
生
命
線
で
あ
る
国
民
的
思
考
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
ナ
チ
ス
は
全
て
の
階
級
・
種
族
・
地
域
の
カ
ト
リ
ッ
ク
と

　
　
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
を
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
或
い
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
し
て
包
み
込
む
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
第
一
に
示
さ
れ
る
の
は
、
内
的
で
深
い
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
宗
派
を
超
え
た
ド
イ
ツ
民
族
の
一
体
性
で
あ
る
。

ロ
ル
ツ
に
よ
れ
ば
、
司
教
団
も
認
め
る
国
民
的
な
教
会
統
一
と
い
う
目
標
に
お
い
て
ナ
チ
ス
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
一
致
し
て
お
り
、
故
に
カ
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ト
リ
ッ
ク
は
新
国
家
に
進
ん
で
参
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
同
様
の
こ
と
は
同
年
の
『
ナ
チ
ス
へ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
接
近
』
、
申

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

央
白
系
日
刊
紙
で
の
一
九
三
四
年
の
短
期
連
載
な
ど
、
多
数
の
出
版
物
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
彼
は
、
先
述
の
「
十
字
架
と
鷲
」
へ

の
入
会
、
ナ
チ
系
出
版
社
の
シ
リ
ー
ズ
「
帝
国
と
教
会
図
臥
9
茸
山
国
巨
星
」
で
の
執
筆
な
ど
、
多
く
の
親
ナ
チ
組
織
と
関
わ
っ
て
お
り
、

そ
の
た
め
戦
後
は
イ
ギ
リ
ス
軍
に
よ
っ
て
一
時
免
職
処
分
に
処
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
三
人
の
神
学
者
た
ち
は
と
も
に
、
宗
派
分
裂
克
服
の
可
能
性
へ
の
期
待
か
ら
ナ
チ
ス
国
家
を
支
持
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
そ
の
点

に
お
い
て
「
褐
色
の
司
祭
」
た
ち
と
同
じ
立
場
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

（
三
）
　
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
内
で
の
「
褐
色
の
司
祭
」

　
以
上
で
見
た
接
近
者
た
ち
は
ナ
チ
ス
に
よ
っ
て
支
援
を
受
け
な
が
ら
そ
れ
ぞ
れ
に
政
治
活
動
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
で
は
、
そ
れ
ら

と
「
褐
色
の
司
祭
」
た
ち
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
親
ナ
チ
派
の
司
教
た
ち
に
関
し
て
は
、
彼
ら
が
ど
れ
ほ
ど
ナ
チ
ス
を
好
意
的
に
捉
え
て
い
た
と
し
て
も
、
彼
ら
自
身
と
は
違
う
論
理
の
下
に

ナ
チ
ス
を
支
持
し
、
そ
し
て
ま
た
聖
職
者
の
ナ
チ
党
へ
の
入
党
禁
止
と
い
う
司
教
団
全
体
の
決
定
に
従
う
意
思
を
見
せ
な
い
「
褐
色
の
司
祭
」

た
ち
を
支
持
し
た
と
は
考
え
難
い
。
当
時
の
司
教
団
に
お
い
て
指
導
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
大
司
教
フ
ァ
ウ
ル
ハ
ー
バ
ー
が
「
褐
色
の
司

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

祭
」
た
ち
を
「
教
会
の
敵
に
雇
わ
れ
称
揚
さ
れ
て
い
る
背
教
者
た
ち
」
と
厳
し
く
非
難
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
れ
は
な
お
さ
ら
で
あ

る
。
「
褐
色
の
司
祭
」
た
ち
が
カ
ト
リ
ッ
ク
・
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
の
中
で
陥
っ
て
い
た
苦
境
は
、
以
下
の
よ
う
に
ナ
チ
党
に
よ
っ
て
も
観
察
さ
れ

て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
国
民
社
会
主
義
を
公
然
と
支
持
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
聖
職
者
は
少
な
い
。
彼
ら
は
そ
の
信
念
の
故
に
、
同
僚
や
教
会
当
局
か
ら
迫
害
さ
れ
て
い
る
。

　
「
十
字
架
と
鷲
」
の
構
成
員
や
神
学
者
た
ち
に
関
し
て
は
残
念
な
が
ら
、
彼
ら
が
「
褐
色
の
司
祭
」
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
の
か
を
直
接

的
に
物
語
る
史
料
は
管
見
の
限
り
で
は
見
当
た
ら
な
い
。
だ
が
「
褐
色
の
司
祭
」
の
側
が
彼
ら
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
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第
一
章
で
見
た
ヨ
ゼ
フ
n
ロ
ー
ト
が
一
九
三
三
年
一
二
月
一
〇
日
、
ナ
チ
党
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
で
あ
る
ア
ル
フ
レ
ー
ト
日
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
に

宛
て
た
手
紙
の
中
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
は
そ
の
中
で
「
十
字
架
と
鷲
」
に
所
属
し
て
い
た
数
人
や
パ
ー
ペ
ン
、
ロ
ル
ツ
な
ど
を
含
む
神

学
者
た
ち
を
名
指
し
で
列
挙
し
、
以
下
の
よ
う
に
語
る
。

　
　
彼
ら
は
～
年
前
、
一
体
ど
こ
に
い
た
の
で
し
ょ
う
？
…
〔
中
略
〕
…
こ
れ
ら
の
二
丁
は
一
年
前
に
は
、
そ
し
て
私
や
ピ
ー
パ
ー
、
ホ
イ
ザ
ー
ら
が
カ
ト
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
　
ッ
ク
陣
営
か
ら
仲
間
を
探
し
て
い
た
三
年
前
、
い
や
も
っ
と
前
に
は
　
体
ど
こ
に
い
た
の
で
し
ょ
う
か
？

お
そ
ら
く
ロ
ー
ト
が
示
し
た
こ
の
不
快
感
は
、
単
に
新
参
者
に
対
す
る
古
参
の
嫉
妬
心
か
ら
だ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
「
褐
色
の
司
祭
」
た

ち
が
ナ
チ
ス
期
を
通
じ
て
こ
こ
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
接
近
者
た
ち
と
接
触
を
持
っ
て
い
た
形
跡
は
、
体
制
崩
壊
後
戸
〇
年
を
経
た
現
在
ま
で
確

認
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
前
節
で
見
た
そ
れ
ぞ
れ
の
接
近
者
た
ち
の
ナ
チ
ス
へ
の
期
待
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
こ
と
は
親
ナ
チ
派

の
司
教
や
「
十
字
架
と
鷲
」
の
構
成
員
に
関
し
て
は
納
得
の
い
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
ナ
チ
ス
へ
の
傾
倒
は
あ
く
ま
で
「
カ
ト
リ
ッ
ク

の
」
利
害
を
求
め
て
の
こ
と
で
あ
り
、
「
褐
色
の
司
祭
」
た
ち
が
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
期
よ
り
訴
え
て
き
た
「
宗
派
対
立
の
克
服
」
に
対
し
て
積
極

的
な
肯
定
は
見
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
で
は
し
か
し
、
神
学
者
た
ち
と
は
な
ぜ
接
触
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
明
ら

か
に
す
る
た
め
に
も
、
次
章
で
は
ナ
チ
ス
体
制
下
に
お
け
る
「
褐
色
の
司
祭
」
の
具
体
的
な
活
動
に
眼
を
向
け
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
一
ω
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
河
島
、
　
　
　
　
　
　
二
〇
頁
。

①
ピ
睾
ざ
ミ
P
ω
．

②
U
①
邑
曾
＼
ぼ
巨
鼠
歩
§
P
ω
．
卜
。
＄
｛
昌

③
嘩
免
§
あ
■
8
0
｛
h
．

④
コ
ン
コ
ル
ダ
ー
ト
全
文
は
以
下
に
掲
載
。
ω
野
ぼ
≦
ω
ζ
し
d
・
（
し
9
Φ
胃
び
・
）
v
出
鳶
§

　
魯
国
§
急
ミ
鰹
防
息
慧
尊
ミ
ミ
鴨
ト
ミ
譜
、
器
冠
惑
馬
N
蕊
。
。
∴
ミ
医
し
d
匹
．
一
－
c
。
”

　
ζ
昏
凶
弘
8
。
。
山
。
お
（
以
下
、
b
u
賊
§
藩
と
略
記
ン
b
d
画
．
“
、
り
ω
誌
。
直
轄
①
・

⑤
し
か
し
コ
ン
コ
ル
ダ
…
ト
が
の
ち
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
と
っ
て
持
っ
た
意
味

　
に
つ
い
て
は
、
長
ら
く
論
争
と
な
っ
て
い
る
。
河
島
「
政
権
掌
握
」
、
一
二
四
－
三

　
六
頁
。

⑥
ω
讐
。
Φ
朗
ミ
P
ω
．
置
P

⑦
「
政
権
掌
握
」
、

⑧
囲
Φ
罎
リ
ミ
P
ω
』
8
｛
．

⑨
ピ
ウ
ス
一
二
世
の
親
ナ
チ
的
態
度
に
つ
い
て
は
、
O
o
茜
ξ
多
し
‘
由
ミ
誌

　
ミ
“
客
Φ
毛
畷
9
ぎ
一
り
④
⑩
．

⑩
囚
Φ
欝
①
斜
§
9
0
。
H
署
Φ
に
w
§
9

⑬
　
以
下
、
グ
レ
ー
バ
ー
に
関
し
て
は
、
O
①
昌
N
♂
さ
§
9
“
ω
．
窓
訳
｛
．

⑫
ご
d
①
ヨ
ぢ
α
q
“
乏
‘
窓
§
駐
§
器
、
§
§
翫
b
ミ
憲
跨
ぎ
§
琳
§
“
ζ
雪
。
冨
p

　
隔
り
ω
♪
¢
蕊
’

⑬
ヨ
野
Φ
p
閏
‘
臣
Φ
冨
［
ぎ
＝
も
。
。
審
O
§
蝕
巳
Φ
ぎ
（
≧
叶
↓
頃
。
日
げ
霞
σ
q
冒
N
鴇
挙

　
き
、
・
ミ
譜
偽
壽
越
画
誠
濠
鳩
，
顛
ミ
い
ミ
鷺
q
書
9
魯
ミ
S
鷺
。
。
㎝
（
一
Φ
り
り
γ
ω
」
ミ
∴
合
．
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⑭
冨
遷
▼
ミ
P
ω
．
寒
①
斥

⑮
ナ
チ
ス
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
対
立
的
側
面
に
関
し
て
は
、
O
。
ミ
幻
巷
σ
q
①
戸

　
ミ
O
：

⑯
以
下
、
「
ラ
イ
ヒ
扁
思
想
と
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
、
「
十
字
架
と
鷲
」
に
関
し
て
は
特

　
に
記
さ
な
い
限
り
、
切
お
§
げ
α
q
り
§
9
・

⑰
規
約
文
全
文
は
以
下
に
掲
載
。
肉
簿
§
”
ψ
ω
ω
O
｛
■

⑱
当
隣
パ
ー
ペ
ン
は
「
ラ
イ
ヒ
」
思
想
の
代
表
的
論
者
の
一
人
で
あ
っ
た
エ
ド

　
ガ
ー
n
ユ
リ
ウ
ス
u
ユ
ン
グ
の
助
言
の
下
に
、
新
体
制
内
で
ヒ
ト
ラ
ー
を
「
馴

　
致
扁
す
る
方
針
を
採
っ
て
い
た
と
い
う
。
小
野
清
美
『
保
守
革
命
と
ナ
チ
ズ
ム
』

　
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
四
年
、
三
一
〇
頁
。

⑲
パ
ー
ペ
ン
に
影
響
を
与
え
て
い
た
ユ
ン
グ
は
、
前
文
第
三
者
の
立
場
で
あ
っ
た
。

　
同
害
、
一
八
五
頁
。

⑳
し
d
掃
暮
ぎ
σ
q
－
§
P
ω
．
。
。
蒔
ρ

⑳
本
稿
で
扱
う
神
学
者
た
ち
の
経
歴
に
つ
い
て
は
特
に
記
さ
な
い
限
り
、
そ
れ
ぞ

　
れ
以
下
を
参
照
。
カ
ー
ル
隠
約
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ラ
i
（
一
八
八
六
－
一
九
三
六
）
は
、

　
り
①
≦
ざ
§
9
陣
ψ
一
〇
Q
。
二
二
。
①
ご
ω
o
げ
。
凱
Φ
さ
§
P
ω
9
蒔
卜
σ
伊
カ
ー
ル
目
ア
ダ
ム

　
（
　
八
七
六
1
～
九
六
六
）
は
、
寄
δ
σ
q
噛
多
》
こ
啓
識
臥
暮
罫
瓢
。
［
冨
∪
餌
旨
ρ

　
一
り
㊤
卜
。
．
ヨ
ゼ
フ
日
夕
ル
ツ
（
一
八
八
七
－
一
九
七
五
）
は
、
轡
蔑
魯
炉
く
．
O
．
甲

　
冒
ω
Φ
唱
7
ピ
9
貫
Q
題
ら
ミ
さ
一
眠
黛
嵩
賊
Q
馨
胸
竃
ミ
琳
O
（
直
り
り
O
）
▼
ω
．
卜
σ
鼻
￥
卜
Q
刈
c
Q
．

⑳
雰
。
牙
巴
Φ
ぴ
圏
‘
⊆
Φ
逐
円
。
冨
葺
溝
器
。
カ
①
凶
。
貫
勲
§
q
砕
象
ぎ
妄
ミ
ミ

第
三
章
　
ナ
チ
ス
体
制
下
の
「
褐
色
の
司
祭
」

（［

j
　
ナ
チ
ス
の
宗
教
政
策
と
「
褐
色
の
司
祭
」

　
一
（
一
Φ
ω
ω
）
”
ω
．
駆
α
ゲ
心
切
◎
◎
甲
蒔
α
b
⊃
門

⑬
　
簡
い
§
§
“
ω
．
臨
卜
⊃
．

⑳
》
辞
葺
囚
‘
U
⑦
g
8
ず
㊦
。
。
＜
9
障
ω
貯
ヨ
唇
傷
ξ
昏
。
房
畠
霧
○
ゲ
冨
8
纂
舞
”

　
§
魯
訂
§
隷
凄
ミ
ミ
、
◎
§
註
黛
貯
目
上
＝
心
（
肥
り
ω
G
Q
）
Ψ
ψ
膳
O
よ
ω
（
以
下
く
○
貯
・

　
旨
ヨ
と
略
記
）
添
b
。
’

⑳
諺
詠
β
囚
こ
＜
。
ヨ
σ
q
。
〔
§
Φ
嵩
。
誤
。
冨
・
田
δ
ω
⑦
「
」
『
9
ミ
譜
送
ミ
§
蹴

　
Q
ミ
夢
心
誠
竃
ミ
§
専
馬
§
鳩
℃
餌
傷
①
み
。
『
戸
一
〇
ω
♪
ω
’
一
〒
邸
心
甲
卜
。
鉾

⑱
際
下
色
①
H
鋤
■
り
囚
鼠
と
誓
言
α
匹
Φ
「
蜜
ぎ
罠
ぎ
N
乾
冨
ヨ
葺
寄
§
N
ミ
韓
、

　
鳶
ミ
、
寒
さ
誌
、
枯
凋
》
§
鷺
逡
ミ
き
融
ω
（
H
⑩
G
Q
G
Q
）
甲
ω
■
一
ト
つ
り
山
鳥
ρ

⑳
び
。
旨
し
↓
羅
脅
δ
建
置
。
N
一
島
罠
器
田
島
逐
8
7
p
一
『
匹
Φ
目
ω
‘
Q
§
§
書
魯
・

　
延
焼
鳶
詠
辞
b
⊃
．
〉
鳳
r
ζ
口
霧
8
お
一
Φ
ω
ω
．

⑳
〉
い
。
二
N
甲
｝
‘
漆
ミ
ミ
恥
鼻
恥
、
N
§
轟
鎧
ミ
さ
織
§
亀
ぎ
捜
帖
ミ
偽
ミ
塁
ζ
ぎ
ω
8
が

　
ち
。
。
G
。
（
以
下
N
曼
轟
と
略
記
）
る
霧
ご
諮
ひ
。
房
畠
目
目
匹
匹
。
穿
舞
ぎ
聾
し
・
。
－

　
N
貯
財
ω
島
ω
o
貫
Q
ミ
§
§
破
く
。
ヨ
鳴
Q
o
．
冒
口
信
奉
一
⑩
G
。
膳
…
傷
Φ
誘
’
り
囚
恥
爵
。
臣
肋
畠
Φ
増

　
N
信
σ
q
雪
α
q
N
煽
ヨ
累
p
離
。
昌
巴
ω
o
N
一
既
冨
ヨ
器
”
Q
Q
ミ
N
§
賞
く
。
導
蒔
■
閃
㊦
び
暴
貴
這
ω
癖
一

　
匹
2
。
。
こ
¢
器
興
囚
。
諺
嘗
信
日
畠
ω
％
巴
。
ダ
9
§
§
賞
く
。
ヨ
①
．
竃
既
一
り
ω
野

⑲
b
d
巨
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ド
イ
ツ
社
会
に
お
け
る
「
宗
派
対
立
の
克
服
」
を
目
指
す
中
で
ナ
チ
党
に
接
近
し
た
「
褐
色
の
司
祭
」
た
ち
の
活
動
は
そ
の
後
ど
の
よ
う
に
　
獅



展
開
さ
れ
た
の
か
。
そ
し
て
ま
た
、
同
様
の
動
機
か
ら
ナ
チ
ス
国
家
を
支
持
し
た
神
学
者
た
ち
と
彼
ら
が
連
携
し
て
活
動
を
行
う
こ
と
が
な
か

っ
た
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
こ
れ
ら
の
問
い
に
迫
る
た
め
に
も
、
ま
ず
は
ナ
チ
ス
の
宗
教
政
策
と
そ
の
中
で
の
「
褐
色
の
司
祭
」
の
活
動
を
追
う

こ
と
か
ら
始
め
た
い
。

　
ヒ
ト
ラ
ー
は
全
権
委
任
法
採
決
直
前
の
演
説
で
、
体
制
下
で
の
両
宗
派
の
利
害
保
障
を
高
ら
か
に
宣
言
し
、
そ
の
公
約
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会

に
関
し
て
は
コ
ン
コ
ル
ダ
ー
ト
締
結
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
見
え
た
。
そ
の
間
、
カ
ト
リ
ッ
ク
勢
力
内
の
様
々
な
場
所
で
ナ
チ
ス

国
家
を
賛
辞
す
る
声
が
上
が
っ
て
い
た
こ
と
は
前
章
で
見
た
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
そ
も
そ
も
、
組
織
と
世
界
観
の
双
方
に
お
け
る
国
民
の

徹
底
し
た
全
体
主
義
化
へ
と
向
か
う
ナ
チ
ズ
ム
の
国
家
構
想
の
中
に
は
、
同
様
の
機
能
を
持
っ
て
い
た
と
も
言
え
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
存
続

　
　
　
　
　
　
①

余
地
は
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
政
権
初
期
の
ナ
チ
ス
の
融
和
的
な
対
応
は
偽
装
行
為
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
既
に
一
九
三
三

年
春
以
降
か
ら
カ
ト
リ
ッ
ク
諸
組
織
や
聖
職
者
に
対
す
る
抑
圧
や
迫
害
は
水
面
下
で
行
わ
れ
て
お
り
、
ま
た
ア
ル
フ
レ
ー
ト
・
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

ク
を
中
心
と
し
た
ナ
チ
党
内
の
反
カ
ト
リ
ッ
ク
勢
力
も
さ
か
ん
に
批
判
活
動
を
展
開
し
て
い
た
。
コ
ン
コ
ル
ダ
ー
ト
締
結
後
も
司
教
団
が
そ
の

懸
念
を
払
拭
し
切
れ
ず
、
「
褐
色
の
司
祭
」
た
ち
を
餐
め
た
所
以
で
あ
る
。

　
と
は
醤
え
、
カ
ト
リ
ッ
ク
住
民
が
優
勢
を
占
め
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
は
圏
際
連
盟
の
管
理
下
に
あ
っ
た
ザ
ー
ル
地
方
が
そ
の
帰
属
を
め
ぐ

る
住
民
投
票
を
一
九
三
五
年
～
月
に
控
え
て
い
た
た
め
、
ナ
チ
ス
が
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
対
す
る
組
織
立
っ
た
政
策
に
本
格
的
に
着
手
し
始
め

る
の
は
一
九
三
五
年
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
「
公
的
生
活
の
非
宗
派
化
国
書
ぎ
無
Φ
ω
ω
δ
⇔
巴
鼓
2
β
⇔
α
q
号
ω
σ
｛
｛
窪
象
昆
雪

じ
①
び
①
房
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
も
と
に
打
ち
出
さ
れ
、
当
時
ド
イ
ツ
の
政
治
・
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
お
い
て
展
開
し
て
い
た
宗
派
系

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

連
盟
組
織
を
排
除
、
又
は
統
合
し
、
ナ
チ
ス
系
の
組
織
一
つ
に
ま
と
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
組
織
は
コ
ン
コ
ル
ダ
ー
ト
に
お

い
て
そ
の
保
護
が
明
記
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
ナ
チ
ス
側
は
こ
れ
ら
は
政
治
・
公
的
次
元
に
強
く
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、

そ
の
組
織
内
で
の
聖
職
者
の
活
動
が
コ
ン
コ
ル
ダ
ー
ト
第
三
二
条
に
違
反
す
る
も
の
で
あ
る
と
み
な
し
た
の
だ
っ
た
。
し
か
し
司
教
団
は
、
こ

れ
ら
の
連
盟
組
織
は
教
会
と
信
徒
た
ち
を
結
び
つ
け
る
重
要
な
柱
で
あ
り
、
政
党
以
外
は
全
て
信
仰
活
動
の
一
端
で
あ
っ
て
決
し
て
政
治
的
活
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④

動
を
行
う
も
の
で
は
な
い
、
と
激
し
い
抗
議
活
動
を
行
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
期
よ
り
ナ
チ
党
が
喧
伝
し
て
き
た
「
積
極
的
キ

リ
ス
ト
教
」
と
い
う
レ
ト
リ
ッ
ク
が
「
公
的
生
活
の
非
宗
派
化
」
と
い
う
論
理
に
す
り
か
え
ら
れ
て
い
く
中
で
、
ナ
チ
ス
と
教
会
の
問
で
「
政

治
・
公
的
領
域
」
に
つ
い
て
の
解
釈
を
め
ぐ
る
争
い
が
起
き
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
そ
う
し
た
中
で
「
褐
色
の
司
祭
」
た
ち
は
カ
ト
リ
ッ
ク
司
祭
と
し
て
の
知
識
・
経
験
・
人
脈
を
利
用
し
な
が
ら
、
ナ
チ
ス
側
に
お
け
る
教
会

の
専
門
家
と
し
て
活
動
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
教
会
側
か
ら
警
戒
さ
れ
て
い
た
者
と
し
て
、
第
～
章
で
見
た
ア
ル
バ
ン
隠
シ
ャ
ハ
ラ

イ
タ
ー
と
ヨ
ゼ
フ
・
ロ
ー
ト
、
そ
し
て
ア
ル
ベ
ル
ト
・
ハ
ー
ト
ル
と
い
う
人
物
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
シ
ャ
ハ
ラ
イ
タ
ー
は
一
九
三
三
年
二

月
の
司
教
団
批
判
以
降
教
会
当
局
と
の
関
係
は
悪
化
し
て
い
た
が
、
執
筆
活
動
や
演
説
な
ど
を
通
し
て
ナ
チ
ス
の
政
策
を
支
持
し
続
け
た
。
ま

た
彼
は
ヒ
ト
ラ
ー
を
始
め
と
す
る
ナ
チ
党
幹
部
か
ら
の
信
頼
も
厚
く
、
毎
年
ナ
チ
党
大
会
に
は
来
賓
と
し
て
出
席
し
て
い
る
。
ロ
ー
ト
も
ま
た

一
九
三
三
年
以
降
も
ナ
チ
ス
の
政
策
を
支
持
す
る
言
動
を
繰
り
返
し
て
お
り
、
一
九
三
四
年
に
は
ナ
チ
蕪
蜂
の
高
等
学
校
の
宗
教
授
業
担
当
の

講
師
に
、
そ
し
て
一
九
三
五
年
に
教
会
政
策
の
主
要
担
当
機
関
と
し
て
帝
国
教
会
省
が
新
設
さ
れ
る
と
そ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
部
門
長
官
に
抜
擢
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
既
に
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
期
よ
り
ナ
チ
党
に
接
近
し
て
い
た
ハ
ー
ト
ル
は
、
一
九
三
三
年
五
月
に
入
党
し
、
一
九
三
四
年
に
は

親
衛
隊
長
官
ヒ
ム
ラ
ー
の
腹
心
で
あ
る
ハ
イ
ド
リ
ヒ
の
も
と
で
、
親
衛
隊
の
諜
報
…
機
関
で
あ
る
保
安
諜
報
部
ω
陣
。
げ
Φ
浮
①
器
蝕
①
長
け
の
カ
ト
リ

ッ
ク
部
門
長
官
に
就
任
し
て
い
る
。
彼
は
そ
こ
で
多
く
の
カ
ト
リ
ッ
ク
聖
職
者
を
ス
パ
イ
と
し
て
雇
い
、
そ
こ
で
得
た
機
密
情
報
を
教
会
省
の

ロ
ー
ト
に
、
或
い
は
反
ナ
チ
的
な
聖
職
者
を
強
制
収
容
所
へ
と
送
り
込
む
た
め
に
親
衛
隊
に
提
供
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
褐
色
の
司
祭
」

た
ち
の
中
に
は
、
「
公
的
生
活
の
非
宗
派
化
」
と
い
う
ナ
チ
ス
の
教
会
政
策
に
お
い
て
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
者
す
ら
存
在
し
た
の

で
あ
っ
た
。

（
二
）
　
神
学
者
た
ち
の
立
場

「
褐
色
の
司
祭
」
た
ち
が
こ
の
よ
う
な
活
動
を
行
っ
て
い
た
一
方
で
、
ナ
チ
ス
を
支
持
し
た
神
学
者
た
ち
は
ど
の
よ
う
な
態
度
を
取
っ
て
い
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た
の
か
。
先
に
見
た
三
人
の
神
学
者
は
と
も
に
、
新
国
家
に
お
い
て
教
会
が
採
る
べ
き
方
針
と
し
て
政
治
的
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
否
定
と
教
会
の

政
治
・
公
的
領
域
で
の
活
動
の
禁
止
を
挙
げ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
「
公
的
生
活
の
非
宗
派
化
」
を
肯
定
す
る
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ

に
関
し
て
も
残
念
な
が
ら
直
接
的
な
史
料
は
手
元
に
は
な
い
が
、
彼
ら
の
著
作
か
ら
そ
の
立
場
を
推
測
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

　
ま
ず
カ
ー
ル
・
エ
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ラ
ー
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
彼
に
と
っ
て
宗
派
対
立
を
克
服
す
る
上
で
必
要
な
作
業
は

宗
派
政
党
を
排
除
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
批
判
の
矛
先
は
中
央
党
と
国
家
人
民
党
と
い
う
政
党
活
動
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
も
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

も
彼
は
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
と
ナ
チ
ズ
ム
の
世
界
観
に
は
な
ん
ら
矛
盾
す
る
こ
と
は
な
い
と
指
摘
し
て
お
り
、
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
要
と
も
言
え
る
宗

派
系
連
盟
組
織
の
排
除
ま
で
は
考
慮
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ヨ
ゼ
フ
受
電
ル
ツ
も
ま
た
、
一
九
三
三
年
の
小
冊
子
『
ナ
チ
ス
へ
の
カ
ト

リ
ッ
ク
の
接
近
嚇
の
以
下
の
箇
所
か
ら
、
同
様
で
あ
っ
た
と
考
え
て
差
し
支
え
ば
な
い
だ
ろ
う
。

　
　
文
明
化
さ
れ
た
金
て
の
世
界
で
見
受
け
ら
れ
る
〔
フ
ラ
ン
ス
革
命
以
来
続
い
て
き
た
非
政
治
化
と
い
う
〕
こ
の
～
九
世
紀
の
教
会
の
路
線
に
対
し
て
、
ド

　
　
イ
ツ
（
そ
し
て
ベ
ル
ギ
ー
・
イ
タ
リ
ア
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
お
い
て
も
）
の
政
治
的
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
は
例
外
を
成
し
て
き
た
。
も
は
や
彼
等
が
存
在
す
べ
き

　
　
理
由
は
な
い
。
…
〔
中
略
〕
…
特
に
宗
派
政
党
を
否
定
す
る
と
い
う
こ
と
の
中
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ナ
チ
ス
国
家
の
金
高
的
要
求
は
教
会
の
発
展

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
　
に
と
っ
て
害
を
な
す
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
完
遂
に
貢
献
す
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
ア
ダ
ム
に
関
し
て
は
論
文
「
ド
イ
ツ
民
族
と
カ
ト
リ
ッ
ク
の
キ
リ
ス
ト
教
」
の
中
の
以
下
の
箇
所
か
ら
、
彼
が
明
確
に
諸
連
盟
の
保
護

の
必
要
性
を
認
め
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　
　
司
教
団
の
「
カ
ト
リ
ッ
ク
青
少
年
組
織
・
職
業
連
盟
・
カ
リ
タ
ス
連
盟
は
キ
リ
ス
ト
教
の
訓
練
学
校
と
し
て
維
持
せ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
要
求
は
、

　
　
…
〔
中
略
〕
…
た
だ
の
支
配
欲
で
は
な
く
、
以
上
の
〔
諸
連
盟
は
民
族
と
カ
ト
リ
ッ
ク
の
親
近
性
を
保
つ
た
め
に
必
要
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
〕
教
義
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
　
な
前
提
条
件
か
ら
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
三
者
が
ナ
チ
ス
に
寄
せ
た
期
待
は
、
政
治
領
域
に
お
け
る
非
宗
派
化
に
よ
っ
て
宗
派
対
立
を
克
服
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、

社
会
領
域
に
ま
で
及
ぶ
非
宗
派
化
、
つ
ま
り
連
盟
組
織
の
廃
止
ま
で
は
認
め
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
の
こ
の
立
場
は
、
連
盟
組
織
や
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そ
の
中
で
の
聖
職
者
の
活
動
は
ナ
チ
ス
が
指
摘
す
る
よ
う
な
「
政
治
的
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
」
で
は
な
く
「
宗
教
的
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
」
で
あ
る
、
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

の
司
教
団
の
解
釈
に
近
い
。
ま
た
、
年
を
追
う
毎
に
彼
ら
が
ナ
チ
ス
へ
の
賛
辞
を
高
ら
か
に
謳
う
活
動
か
ら
身
を
引
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
神
学
研

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

究
に
没
頭
し
て
い
っ
た
こ
と
か
ら
も
、
「
公
的
生
活
の
非
宗
派
化
」
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
る
ナ
チ
ス
の
宗
教
政
策
を
否
定
的
に
捉
え
て
い
た
こ

と
は
間
違
い
な
い
。
こ
こ
に
お
い
て
「
褐
色
の
司
祭
」
た
ち
と
の
相
違
点
が
存
在
し
、
そ
し
て
彼
ら
と
の
連
帯
活
動
の
軌
跡
が
見
ら
れ
な
い
こ

と
も
理
解
で
き
よ
う
。

（
三
）
　
「
褐
色
の
司
祭
」
が
目
指
し
た
教
会
像

　
以
上
の
よ
う
に
三
人
の
神
学
者
た
ち
は
ナ
チ
ス
と
は
距
離
を
置
く
よ
う
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
は
彼
ら
が
ナ
チ
党
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
裏
に
は
事

実
上
の
反
教
会
・
反
カ
ト
リ
ッ
ク
性
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
を
看
取
し
た
結
果
だ
と
も
言
え
よ
う
。
し
か
し
「
褐
色
の
司
祭
」
た
ち
も
ま
た
こ
の

性
質
に
対
し
て
盲
目
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
で
は
、
彼
ら
は
ど
の
よ
う
な
論
理
の
下
に
「
公
的
生
活
の
非
宗
派
化
」
を
支
持
し
続
け
る
こ

と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
ま
ず
は
ア
ル
バ
ン
・
シ
ャ
ハ
ラ
イ
タ
ー
の
例
で
あ
る
が
、
彼
は
ナ
チ
ス
の
～
連
の
宗
教
政
策
に
よ
っ
て
「
教
会
は
何
も
失
っ
た
わ
け
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
⑩

い
」
と
し
な
が
ら
も
、
そ
の
一
方
で
ナ
チ
ス
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
関
係
が
悪
化
し
て
い
く
こ
と
に
戸
惑
い
を
覚
え
て
い
た
。
し
か
し
彼
の
場

合
、
そ
の
懸
念
は
ヒ
ト
ラ
ー
や
ナ
チ
ス
国
家
そ
の
も
の
に
対
し
て
で
は
な
く
、
党
内
の
明
ら
か
な
反
カ
ト
リ
ッ
ク
勢
力
へ
の
批
判
と
な
っ
て
い

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
彼
は
ロ
レ
ン
ツ
・
ピ
ー
パ
ー
に
宛
て
た
手
紙
の
中
で
、
自
分
た
ち
の
使
命
は
「
こ
れ
ら
の
勢
力
と
均
衡
を
と
る
も
の
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

党
内
部
で
築
き
上
げ
る
こ
と
」
で
あ
る
と
語
り
、
ま
た
、
司
教
団
に
よ
っ
て
批
判
の
的
と
な
っ
て
い
た
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
の
『
二
〇
世
紀
の
神

話
U
㊤
ζ
旨
冨
ω
餌
Φ
ω
N
ρ
話
劇
げ
償
注
①
誘
』
の
　
部
を
修
正
す
べ
き
で
あ
る
と
党
幹
部
に
進
難
し
て
も
い
る
。
こ
れ
ら
の
措
置
が
功
を
奏
す

こ
と
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
し
か
し
ヒ
ト
ラ
ー
に
対
す
る
彼
の
情
熱
が
衰
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
一
九
三
五
年
以
降
、
彼
の
も
と
に
多
数
寄

せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
ナ
チ
ス
の
共
存
可
能
性
を
疑
う
声
に
対
し
て
も
、
そ
う
し
た
懸
念
は
「
総
統
へ
の
揺
ぎ
な
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⑫

い
患
誠
」
に
よ
っ
て
取
り
除
か
れ
る
も
の
だ
と
簡
潔
に
答
え
て
い
る
。
そ
し
て
一
九
三
六
年
～
月
に
ナ
チ
ス
に
よ
っ
て
催
さ
れ
た
シ
ャ
ハ
ラ
イ

タ
ー
の
七
五
歳
の
誕
生
日
を
祝
う
式
典
で
の
以
下
の
演
説
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
や
が
て
ヒ
ト
ラ
ー
へ
の
賛
辞
の
際
に
は
宗
教
的
な
意
味
付
与

さ
え
行
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
　
ナ
チ
ス
新
帝
国
に
お
い
て
も
我
々
信
心
深
い
カ
ト
リ
ッ
ク
な
ら
び
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
ま
っ
た
く
自
由
で
あ
り
、
信
仰
活
動
と
信
仰

　
　
告
白
は
守
ら
れ
て
い
る
。
…
〔
中
略
〕
…
ド
イ
ツ
民
族
に
ア
ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー
を
そ
の
指
導
者
と
し
て
与
え
た
神
を
讃
え
よ
う
で
は
な
い
か
！
彼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
　
に
は
ド
イ
ツ
の
救
済
と
い
う
事
業
を
完
遂
す
る
恩
恵
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

こ
の
よ
う
に
、
「
公
的
生
活
の
非
宗
派
化
」
が
引
き
起
こ
す
喧
騒
は
彼
の
心
の
中
に
少
な
か
ら
ぬ
不
安
を
生
じ
さ
せ
た
が
、
し
か
し
そ
れ
は
ヒ

ト
ラ
ー
の
カ
リ
ス
マ
へ
の
絶
対
的
な
信
頼
に
よ
っ
て
超
越
さ
れ
、
消
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
や
が
て
彼
は
一
九
三
七
年
六
月
に
病
死
し
、

「
偉
大
な
ド
イ
ツ
人
修
道
院
長
」
と
し
て
国
葬
が
執
り
行
わ
れ
て
い
る
。
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
㏄
九
三
五
年
以
降
教
会
省
に
お
い
て
ヨ
ゼ
フ
犀
ロ
ー
ト
が
全
力
を
挙
げ
て
取
り
組
ん
だ
仕
事
は
、
コ
ン
コ
ル
ダ
ー
ト
破
棄
の
試
み
で
あ
っ
た
。

彼
は
そ
の
理
由
を
一
九
三
六
年
＝
月
に
教
会
省
大
臣
ケ
ル
ル
に
提
出
し
た
建
白
書
の
中
で
列
挙
し
て
い
る
が
、
そ
れ
を
要
約
す
れ
ば
、
「
（
コ

ン
コ
ル
ダ
ー
ト
は
）
a
議
会
主
義
・
自
由
主
義
的
な
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
期
の
産
物
で
あ
る
。
b
こ
の
三
年
の
国
内
制
度
の
変
化
に
よ
っ
て
既
に
時

代
遅
れ
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
c
ナ
チ
ス
的
秩
序
・
立
法
の
強
化
を
妨
げ
る
。
d
少
数
派
で
あ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
利
害
を
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

よ
り
も
優
先
す
る
。
e
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
を
国
家
内
国
家
と
し
て
し
ま
う
。
f
ナ
チ
ス
的
思
考
様
式
で
は
な
く
、
ロ
ー
マ
目
カ
ノ
ン
法
に
基
づ

い
た
も
の
で
あ
る
」
と
な
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
こ
れ
ら
の
欠
点
を
持
つ
コ
ン
コ
ル
ダ
ー
ト
を
破
棄
し
て
「
初
め
て
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
カ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

ト
リ
ッ
ク
両
教
会
が
同
等
な
地
位
を
得
る
と
い
う
こ
と
が
可
能
と
な
る
」
と
彼
は
述
べ
て
い
る
。
結
局
、
外
交
上
の
影
響
へ
の
考
慮
や
戦
争
の

勃
発
に
よ
っ
て
こ
の
試
み
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
宗
派
平
等
化
へ
の
彼
の
思
い
は
、
シ
ャ
ハ
ラ
イ
タ
ー
が
死
の
直
前
に
側
近
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

発
し
た
「
ロ
ー
ト
は
〔
両
宗
派
統
合
の
〕
国
民
教
会
の
創
設
を
目
論
ん
で
い
る
」
と
の
警
告
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
ロ
ー
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

が
目
指
し
て
い
た
も
の
は
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
一
九
三
五
年
以
降
、
彼
は
偽
名
に
よ
る
多
数
の
執
筆
活
動
を
行
っ
て
い
る
が
、
そ
の
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「褐色の司祭」から見たナチス期のカトリック教会（島田）

中
の
論
説
「
教
会
は
も
は
や
年
老
い
て
い
る
」
に
お
い
て
、
「
ナ
チ
ス
の
到
来
に
よ
っ
て
組
織
的
な
無
信
仰
は
死
に
絶
え
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な

ド
イ
ツ
民
族
の
生
命
と
魂
を
保
つ
こ
と
は
で
き
た
」
が
、
も
は
や
教
会
自
体
は
中
世
の
よ
う
に
力
を
発
揮
す
る
こ
と
な
く
「
徐
々
に
死
ん
で
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

く
だ
ろ
う
」
と
し
て
、
激
し
い
教
会
批
判
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
彼
が
、
文
化
的
特
質
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
の
存
続
は
積

極
的
に
認
め
て
い
る
も
の
の
、
組
織
と
し
て
の
教
会
は
も
は
や
不
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
教
会
批
判
が
ナ

チ
ス
の
反
宗
教
的
な
そ
れ
と
は
本
質
的
に
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
は
「
公
的
生
活
の
非
宗
派
化
」
と
の
利
害
一
致
を
見

出
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
教
会
か
ら
の
激
し
い
批
判
の
中
に
あ
っ
て
も
ロ
ー
ト
が
宗
教
的
情
熱
を
失
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
、
彼
が

一
九
四
一
年
に
事
故
死
し
た
時
、
最
も
親
し
い
同
僚
で
あ
っ
た
ア
ル
ベ
ル
ト
・
ハ
ー
ト
ル
が
「
死
ぬ
ま
で
信
仰
篤
い
カ
ト
リ
ッ
ク
司
祭
で
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

た
」
と
評
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
ア
ル
ベ
ル
ト
・
ハ
ー
ト
ル
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。
彼
の
保
安
諜
報
部
内
で
の
主
な
活
動
は
ナ
チ
ス
の
教
会
政
策
に
と
っ
て
必
要

な
機
密
情
報
を
収
集
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
傍
ら
、
そ
れ
ら
の
情
報
を
も
と
に
し
た
論
文
や
書
物
を
様
々
な
偽
名
を
使
っ
て
執
筆
し
て

　
⑳

い
る
。
そ
れ
ら
の
中
で
彼
は
「
政
治
的
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
」
の
批
判
に
終
始
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
心
と
し
て
宗
派
系
連
盟
組
織
の
存
在
を
指
摘

し
て
い
る
。
以
下
は
一
九
三
九
年
の
著
作
『
司
祭
権
力
』
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

　
　
全
公
的
生
活
へ
の
侵
入
に
奉
仕
す
る
こ
れ
ら
〔
教
会
系
〕
の
連
盟
に
よ
っ
て
、
純
粋
に
宗
教
的
な
祈
り
の
た
め
の
連
盟
や
信
心
深
い
兄
弟
団
は
全
く
影
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
薄
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

ま
た
、
～
九
四
〇
年
に
刊
行
し
た
自
伝
的
作
品
『
神
の
法
』
で
は
徹
底
的
な
教
会
批
判
を
試
み
て
い
る
。

　
　
ペ
ー
タ
ー
〔
ハ
ー
ト
ル
の
こ
と
〕
は
以
前
よ
り
神
を
は
る
か
に
近
く
感
じ
て
い
た
。
彼
が
金
輪
な
る
神
と
の
正
し
い
関
係
を
持
ち
た
い
と
望
ん
だ
時
、
彼

　
　
に
は
教
会
や
儀
式
と
い
っ
た
回
り
道
、
そ
し
て
司
教
や
教
皇
と
い
っ
た
手
続
き
を
取
る
必
要
は
な
か
っ
た
。
彼
は
も
は
や
教
会
法
・
典
礼
上
の
規
則
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
　
　
っ
て
神
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
ハ
ー
ト
ル
は
、
社
会
と
の
接
触
を
絶
ち
、
完
全
に
信
仰
活
動
の
み
に
関
わ
る
教
会
を
創
設
す
る
と
い
う
目
標
に
お
い
て
「
公
的
生
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活
の
非
宗
派
化
」
と
重
な
る
論
理
を
展
開
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
彼
も
ま
た
シ
ャ
ハ
ラ
イ
タ
ー
や
ロ
ー
ト
と
同
様
に
、
そ
の
活
動
は
自

身
の
宗
教
観
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
ベ
ー
タ
ー
は
い
ま
や
、
聖
職
者
た
ち
が
真
の
神
の
前
か
ら
、
そ
し
て
教
会
が
か
つ
て
占
め
て
い
た
場
か
ら
退
か
ね
ば
な
ら
な
い
一
方
で
、
ド
イ
ツ
人
は
彼

　
　
ら
自
身
の
中
に
あ
る
神
の
声
、
つ
ま
り
彼
ら
の
血
の
声
を
聞
き
、
理
解
し
、
話
す
と
い
う
時
代
の
到
来
を
感
じ
て
い
た
。

ハ
ー
ト
ル
の
宗
教
観
と
は
、
「
民
族
」
と
「
血
」
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
自
然
崇
拝
的
な
「
神
」
の
概
念
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
こ
で
は
三
人
の
代
表
的
な
「
褐
色
の
司
祭
」
た
ち
の
言
動
と
そ
の
教
会
像
に
つ
い
て
検
討
し
た
が
、
例
え
ば
シ
ャ
ハ
ラ
イ
タ
ー
や
ハ
ー
ト

ル
と
の
間
で
の
よ
う
に
、
彼
ら
が
抱
い
て
い
た
宗
教
観
や
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
へ
の
思
い
に
は
時
に
は
顕
著
な
違
い
も
見
ら
れ
る
。
し
か
し
三
者

は
と
も
に
、
反
教
会
・
反
カ
ト
リ
ッ
ク
的
性
質
を
露
に
し
た
ナ
チ
ス
の
ま
さ
に
そ
の
内
部
で
自
身
の
理
想
の
教
会
像
を
追
及
す
る
と
い
う
「
綱

渡
り
」
の
申
で
、
ナ
チ
ス
体
制
下
に
お
け
る
「
褐
色
の
司
祭
」
た
ち
の
苦
境
と
軌
跡
を
体
現
し
た
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

（
四
）
　
「
褐
色
の
司
祭
」
た
ち
の
末
路

　
ナ
チ
ス
期
に
お
け
る
「
褐
色
の
司
祭
」
た
ち
の
活
動
は
以
上
の
よ
う
な
論
理
の
下
に
展
開
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
彼
ら
は
そ
の
後
ど
の

よ
う
な
運
命
を
辿
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
前
節
で
見
た
よ
う
に
シ
ャ
ハ
ラ
イ
タ
ー
と
ロ
ー
ト
は
夢
半
ば
に
し
て
そ
の
生
涯
を
終
え
て
い
る
が
、
し

か
し
彼
ら
は
ま
だ
幸
せ
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
大
抵
の
他
の
「
褐
色
の
司
祭
」
た
ち
は
戦
後
、
重
い
十
字
架
を
背
負
っ
て
残
り

の
人
生
を
歩
ま
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
第
一
章
で
見
た
フ
ィ
リ
ッ
プ
目
ホ
イ
ザ
ー
は
そ
の
後
も
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
司
教
区
内
で
ナ
チ
ス
を
支
持
し
続
け
て
い
た
が
、
そ
の
こ
と
で
司

祭
職
を
停
止
さ
れ
、
ま
た
、
戦
後
は
非
ナ
チ
化
政
策
の
申
で
起
訴
・
有
罪
判
決
を
受
け
て
強
制
収
容
労
働
所
に
送
ら
れ
て
い
る
。
高
齢
の
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

短
縮
さ
れ
た
そ
の
服
役
期
間
を
経
た
の
ち
、
一
九
六
〇
年
に
死
亡
し
た
。
同
じ
く
第
一
章
で
見
た
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
”
ゼ
ン
に
つ
い
て
ナ
チ
ス
期

以
降
の
詳
細
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
お
そ
ら
く
ホ
イ
ザ
ー
と
同
様
の
戦
後
を
送
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
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ア
ル
ベ
ル
ト
”
ハ
ー
ト
ル
は
一
九
四
～
年
に
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
が
も
と
で
保
安
諜
報
部
内
で
の
地
位
を
追
わ
れ
た
後
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
に

は
東
欧
の
前
線
地
域
を
転
々
と
し
て
い
る
。
一
九
四
五
年
に
ア
メ
リ
カ
軍
に
よ
っ
て
拘
束
・
抑
留
さ
れ
、
ナ
チ
党
内
部
に
つ
い
て
の
そ
の
豊
富

な
知
識
か
ら
戦
後
数
多
く
の
裁
判
に
証
人
と
し
て
出
廷
し
て
い
る
。
ま
た
、
既
に
抑
留
さ
れ
て
い
た
時
期
か
ら
盛
ん
な
執
筆
活
動
を
再
開
し
て

お
り
、
ナ
チ
ス
期
の
自
身
の
行
動
の
正
当
化
や
、
「
ド
イ
ツ
・
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
U
Φ
三
。
。
畠
①
q
づ
一
再
一
Φ
ヨ
」
と
い
う
超
宗
派
的
キ
リ
ス
ト
教
セ
ク

ト
の
宣
伝
に
つ
と
め
た
の
ち
、
　
九
八
二
年
に
死
亡
し
た
。

　
最
後
に
ロ
レ
ン
ツ
・
ピ
ー
パ
ー
の
例
で
あ
る
が
、
彼
も
ま
た
ナ
チ
ス
期
に
は
地
方
に
お
い
て
積
極
的
に
ナ
チ
ス
支
持
を
続
け
て
い
た
。
し
か

し
一
九
四
一
年
に
彼
が
勤
務
し
て
い
た
病
院
で
「
安
楽
死
作
戦
」
の
被
害
者
が
出
た
こ
と
に
対
し
抗
議
活
動
を
行
っ
た
た
め
、
翌
年
に
は
そ
の

職
を
奪
わ
れ
て
い
る
。
戦
後
に
は
司
祭
職
へ
の
復
帰
を
何
と
か
果
た
す
も
の
の
、
非
ナ
チ
化
の
流
れ
の
中
で
信
徒
に
よ
る
相
次
ぐ
ス
ト
ラ
イ
キ
、

或
い
は
苦
情
が
司
教
庁
へ
殺
到
す
る
な
ど
、
一
九
五
一
年
に
死
去
す
る
ま
で
過
去
の
言
動
の
暗
い
影
に
付
き
ま
と
わ
れ
続
け
た
。

①
ヒ
ト
ラ
ー
は
私
的
な
場
で
し
ば
し
ば
、
ナ
チ
党
の
国
罠
教
化
の
際
に
は
カ
ト
リ

　
ッ
ク
教
会
を
模
範
と
す
べ
き
こ
と
や
、
そ
れ
故
に
両
者
は
競
合
し
共
存
し
え
な
い

　
こ
と
を
語
っ
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い
る
。
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お
　
わ
　
り
　
に

　
先
行
研
究
に
お
い
て
「
例
外
的
な
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
」
「
少
数
の
裏
切
り
者
」
と
さ
れ
て
き
た
「
褐
色
の
司
祭
」
像
は
、
以
上
の
考
察
を
踏

ま
え
て
ど
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　
ま
ず
第
一
章
で
は
彼
ら
が
ま
だ
「
褐
色
」
で
は
な
か
っ
た
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
期
に
お
け
る
活
動
を
追
っ
た
が
、
そ
こ
か
ら
は
彼
ら
が
教
会
政
治

的
目
標
を
模
索
す
る
中
で
ナ
チ
党
へ
と
接
近
し
た
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。
従
来
強
調
さ
れ
て
き
た
強
烈
な
「
愛
国
主
義
」
や
「
反
ユ
ダ

ヤ
主
義
」
的
言
動
は
、
ド
イ
ツ
社
会
に
お
け
る
「
宗
派
対
立
の
克
服
」
と
い
う
目
標
の
産
物
、
或
い
は
そ
れ
を
補
完
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
そ
の
動
機
は
、
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
内
で
の
「
褐
色
の
司
祭
」
の
位
置
付
け
を
探
っ
た
第
二
章
に
お
い
て
、
当
時
著
名
で
あ
っ
た
三
人

の
神
学
者
た
ち
と
同
様
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
「
褐
色
の
司
祭
」
が
数
量
的
に
は
下
級
聖
職
者
内

で
の
「
例
外
的
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
」
で
あ
っ
と
し
て
も
、
当
時
の
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
全
体
の
中
に
位
置
付
け
た
時
へ
質
的
に
は
決
し
て
「
例
外

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

的
」
存
在
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。



「褐色の司祭」から見たナチス期のカトリック教会（島田）

　
ま
た
、
同
様
の
動
機
か
ら
ナ
チ
ス
に
接
近
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
先
に
実
現
す
る
べ
き
で
あ
っ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
教
会
像
の
違
い
か
ら
、

三
人
の
神
学
者
た
ち
は
や
が
て
ナ
チ
ス
礼
讃
か
ら
身
を
引
き
、
一
方
で
「
褐
色
の
司
祭
」
た
ち
は
自
ら
の
意
思
を
貫
く
危
う
い
「
綱
渡
り
」
を

試
み
て
い
た
こ
と
は
第
三
章
で
見
た
と
お
り
で
あ
る
。
彼
ら
は
教
会
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
か
ら
の
疎
外
に
も
か
か
わ
ら
ず
　
聾
し
て
教
会
政
治
上
の

動
機
に
基
づ
い
た
活
動
を
行
っ
て
お
り
、
宗
教
的
情
熱
も
失
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。
「
褐
色
の
司
祭
」
と
い
う
存
在
を
把
握
す
る
た
め
に
は
、

「
裏
切
り
者
」
或
い
は
「
背
教
者
」
と
い
う
教
会
当
局
の
診
断
を
現
在
に
お
い
て
も
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
む
し

ろ
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
既
存
の
政
治
路
線
の
改
革
を
目
指
し
た
「
教
会
政
治
家
」
と
し
て
の
性
質
に
も
眼
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

と
は
言
う
も
の
の
当
然
、
他
の
「
褐
色
の
司
祭
」
の
全
て
が
本
稿
で
取
り
上
げ
た
者
と
同
じ
動
機
の
も
と
に
活
動
し
て
い
た
と
い
う
保
証
は
な

吻
・
し
か
し
当
時
の
ド
イ
ツ
の
カ
ト
リ
・
ク
世
界
に
お
い
て
数
少
な
い
社
会
的
上
昇
手
段
の
；
で
あ
っ
た
「
司
祭
職
」
を
手
に
し
た
者
た
ち

が
、
唯
一
絶
対
の
教
会
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
か
ら
の
疎
外
と
い
う
危
険
を
冒
し
て
ま
で
ナ
チ
ス
に
接
近
し
た
時
、
多
く
の
場
合
に
お
い
て
そ
こ
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

体
系
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
基
づ
い
た
動
機
が
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
そ
の
際
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
た
ち
の
中
に
そ
の
典
型
例

を
見
出
す
こ
と
は
的
外
れ
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　
本
稿
で
行
っ
た
「
褐
色
の
司
祭
」
に
つ
い
て
の
以
上
の
考
察
と
評
価
は
、
ナ
チ
ス
期
、
そ
し
て
近
代
に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
関
す
る

研
究
史
に
対
し
て
も
、
以
下
の
よ
う
な
新
た
な
視
点
と
課
題
を
提
示
す
る
も
の
と
筆
者
は
考
え
る
。
す
な
わ
ち
第
一
に
、
数
量
的
デ
ー
タ
か
ら

導
き
出
さ
れ
て
い
る
「
大
多
数
の
聖
職
者
は
ナ
チ
ス
と
対
立
し
て
い
た
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
の
見
直
し
で
あ
る
。
た
し
か
に
ナ
チ
党
へ
の
接
近
を

実
行
し
た
聖
職
者
た
ち
の
数
は
迫
害
を
受
け
た
者
の
そ
れ
に
比
べ
れ
ば
、
極
め
て
少
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
カ
ト
リ
ッ
ク
聖
職

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

者
た
ち
が
服
従
の
義
務
を
負
っ
て
い
た
司
教
団
が
、
ナ
チ
党
へ
の
接
近
を
禁
じ
て
い
た
と
い
う
条
件
の
も
と
で
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
数

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

量
的
デ
ー
タ
の
み
に
よ
っ
て
ナ
チ
ス
へ
の
態
度
を
断
定
す
る
の
で
は
な
く
、
質
的
な
検
討
を
行
う
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
そ
の
際
、
例
え
ば
本

稿
で
扱
っ
た
「
褐
色
の
司
祭
」
や
神
学
者
が
共
有
し
て
い
た
「
宗
派
対
立
の
克
服
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
、
当
時
の
聖
職
者
や
神
学
者
内
で
持

ち
え
た
影
響
力
を
問
う
と
い
う
方
法
は
有
用
で
あ
ろ
う
。
「
褐
色
の
司
祭
」
と
は
ナ
チ
ス
体
制
下
に
お
い
て
訣
を
分
っ
た
と
は
言
え
、
「
十
字
架
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と
鷲
」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
「
ラ
イ
ヒ
」
思
想
の
諸
潮
流
に
お
い
て
も
「
宗
派
対
立
の
克
服
」
が
主
要
な
キ
ー
・
ワ
ー
ド
の
一
つ
と
な
り
え

て
い
た
こ
と
は
、
こ
の
点
で
興
昧
深
い
事
実
で
あ
る
。
ま
た
言
う
ま
で
も
な
く
、
本
稿
で
は
扱
え
な
か
っ
た
、
地
方
に
お
い
て
活
動
し
て
い
た

「
褐
色
の
司
祭
」
た
ち
や
、
他
の
ナ
チ
ス
へ
の
接
近
者
た
ち
の
具
体
的
諸
相
や
相
互
関
係
に
つ
い
て
の
更
な
る
研
究
の
進
展
も
望
ま
れ
る
。

　
第
二
に
、
近
年
盛
ん
な
ミ
リ
ュ
ー
研
究
に
よ
っ
て
度
外
視
さ
れ
て
き
た
、
謂
わ
ば
「
も
う
一
つ
の
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
」
へ
の
ま
な
ざ
し
で
あ
る
。

例
え
ば
、
一
九
世
紀
以
降
の
ウ
ル
ト
ラ
モ
ン
タ
ニ
ズ
ム
の
確
立
に
よ
っ
て
カ
ト
リ
ッ
ク
聖
職
者
た
ち
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
比
べ
は
る
か
に
厳

格
に
規
律
化
さ
れ
、
教
区
や
宗
派
系
連
盟
組
織
内
で
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
執
る
こ
と
で
カ
ト
リ
ッ
ク
・
ミ
リ
ュ
ー
の
確
立
に
貢
献
し
た
と
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

の
が
そ
こ
で
の
一
般
的
な
見
解
で
あ
る
。
し
か
し
本
稿
で
描
き
出
し
た
「
褐
色
の
司
祭
」
の
姿
は
こ
れ
と
は
全
く
対
照
的
で
あ
る
。
ま
た
、
教

会
史
の
い
く
つ
か
の
研
究
に
お
い
て
は
、
ウ
ル
ト
ラ
モ
ン
タ
ニ
ズ
ム
の
展
開
は
同
時
に
そ
の
傾
向
に
反
対
す
る
教
会
内
の
勢
力
を
常
に
生
み
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

し
て
き
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
ら
は
時
に
は
教
会
内
で
の
改
革
を
目
指
す
運
動
で
あ
り
、
そ
し
て
時
に
は
独
立
し
た
教
会
組
織
を

設
立
す
る
運
動
と
も
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
特
徴
が
、
宗
派
対
立
へ
の
批
判
と
ド
イ
ツ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
へ
の
傾
倒
で

あ
っ
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
「
褐
色
の
司
祭
」
た
ち
を
、
ウ
ル
ト
ラ
モ
ン
タ
ニ
ズ
ム
或
い
は
カ
ト
リ
ッ
ク
・
ミ
リ
ュ
ー
へ
の
ア
ン
チ
・

テ
ー
ゼ
と
し
て
の
「
も
う
一
つ
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
」
を
二
〇
世
紀
に
お
い
て
体
現
し
て
い
た
存
在
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
そ
の
際
、
彼
ら
の
思
想
的
な
背
景
と
し
て
想
定
さ
れ
る
の
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
時
に
ド
イ
ツ
社
会
を
席
巻
し
た
超
宗
派
ナ
シ
ョ
ナ

　
　
⑧

リ
ズ
ム
と
、
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
期
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
神
学
・
政
治
・
思
想
的
基
盤
を
形
成
し
た
と
さ
れ
る
「
改
革
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
図
Φ
｛
9
学

　
　
　
　
　
⑨

訂
跨
9
巨
ω
ヨ
島
」
で
あ
ろ
う
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
こ
で
挙
げ
た
問
題
は
、
筆
者
自
身
に
と
っ
て
の
課
題
で
も
あ
り
、
そ
れ
ら
へ
の
挑
戦
に
は
他
日
を
期
し
た
い
。

　
①
ま
た
、
本
稿
で
は
紙
幅
の
都
合
上
盛
り
上
げ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
こ
　
　
イ
ア
ー
司
教
区
に
お
け
る
事
例
の
中
で
は
、
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
や
独
身
制
へ
の
不

　
　
の
三
者
の
他
に
も
の
ち
の
エ
キ
ュ
メ
ニ
ズ
ム
の
先
駆
者
と
さ
れ
る
神
学
者
が
同
様
　
　
　
　
　
満
な
ど
司
祭
と
し
て
の
適
応
不
能
性
か
ら
司
祭
職
を
放
棄
し
た
者
や
、
共
同
体
と

　
　
に
ナ
チ
ス
を
支
持
し
て
い
た
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。
U
窪
鑑
Φ
び
§
9
ω
』
O
よ
①
■
　
　
　
　
司
教
庁
と
の
争
い
に
巻
き
込
ま
れ
る
中
で
教
会
組
織
へ
の
幻
滅
を
抱
き
ナ
チ
ス
へ

　
②
例
え
ば
「
は
じ
め
に
」
の
註
⑯
で
挙
げ
た
フ
ァ
ン
デ
ル
が
扱
っ
て
い
る
シ
ュ
パ
　
　
と
接
近
し
た
司
祭
の
例
も
見
ら
れ
る
。
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「褐色の司祭」から見たナチス期のカトリック教会（島田）

③
社
会
的
上
昇
手
段
と
し
て
の
「
司
祭
職
偏
が
持
っ
た
意
味
に
つ
い
て
は
、
野
田
、

　
前
掲
害
、
　
三
二
一
二
〇
四
頁
。
望
田
幸
男
「
資
格
社
会
に
お
け
る
あ
る
苦
闘
物

　
語
」
同
勢
『
近
代
ド
イ
ツ
釧
資
格
社
会
の
展
開
馳
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇

　
一
二
年
、
　
＝
＝
二
m
四
一
一
二
∴
ハ
｝
頁
。

④
実
際
、
戦
後
の
ハ
ー
ト
ル
の
供
述
か
ら
当
時
二
四
〇
一
四
八
○
人
の
カ
ト
リ
ッ

　
ク
の
ス
パ
イ
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
て
い
る
。
U
貯
時
Φ
び
ミ
P
ψ

　
ω
①
○
◎
．

⑤
ま
た
そ
も
そ
も
ヘ
ー
ル
の
統
計
資
料
集
に
は
、
親
ナ
チ
態
度
を
取
っ
て
い
た
人

　
物
も
被
迫
害
者
と
し
て
数
え
ら
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
こ
と
も
付
言
し
て
お
く
。

　
例
え
ば
本
稿
で
取
り
上
げ
た
カ
ー
ル
目
ア
ダ
ム
は
そ
の
　
人
で
あ
る
。
閏
Φ
げ
r

　
職
織
O
．
し
。
■
一
Q
Q
卜
⊃
一
．

　
　
　
㌧

⑥
例
え
ば
、
b
σ
寓
。
算
ρ
ρ
U
δ
囚
巳
8
一
臣
ω
騨
弓
σ
q
臨
費
冨
δ
毫
Φ
｝
［
」
『

　
縣
費
も
。
．
＼
図
爵
一
①
日
き
P
国
鋒
．
（
出
α
q
・
y
沁
乳
下
§
§
漆
§
、
ミ
画
き
v
O
葺
㊦
巨
。
芦

　
一
り
0
9
¢
㊤
ω
－
一
ω
伊

⑦
例
え
ば
、
国
p
α
Q
①
P
＞
‘
b
鴇
沁
さ
・
ミ
却
ミ
》
ミ
讐
ミ
霧
塩
鱒
・
豊
簿
§
沁
。
§
㌣

　
寒
頭
ω
ε
富
σ
q
9
拝
　
一
〇
9
甲
O
o
謬
N
㊦
巨
仁
ω
一
く
．
Ψ
漆
腎
ぎ
三
輪
ミ
筏
滑
茸
ミ
沁
。
§
噸

　
N
曽
ざ
ダ
一
8
9
乏
Φ
冨
。
・
甲
ρ
甲
b
ミ
§
誉
こ
譜
ミ
器
§
b
§
跨
ら
ミ
§
匙
刺
Φ
α
q
睾
甲

　
げ
震
α
q
曽
搭
O
伊

⑧
寄
§
Φ
ぎ
ダ
○
＼
U
Φ
げ
羅
弓
甲
閏
．
（
国
α
q
．
y
．
．
Q
ミ
ミ
蹄
§
戯
Ω
α
巳
p
α
q
Φ
p
・
。
O
O
P

⑨
こ
れ
は
世
紀
転
換
期
頃
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
レ
ヴ
ェ
ル
で
展
開
し
て
い
た
門
近
代

　
主
義
竃
。
α
㊤
巴
ω
津
霧
」
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
亜
流
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
図
鋤
α
q
Φ
戸
ミ
9
恥
薯
蝕
器
Ψ
§
9

【
本
稿
は
、
平
成
一
八
年
度
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
（
学
術
振
興
会
特
別

　
研
究
員
奨
励
費
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
】

「
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government　orecials　recommended　govemment　operation　of　the　railroads　instead

of　private　operation　1il〈e　the　RWB．　For　example，　the　Secretary　of　the　Treasury

Wanam　G．　McAdoo　advised　the　President　to　take　control　of　the　raiiroads　as　a　war

necessity．　But　WilsoR　hesitated　to　take　over　the　raiiroads　mainly　because　of　the

legal　and　financial　problems　associated　with　it．　As　a　result，　Wilson　pondered　the

question　for　3　weeks　despite　the　chaotic　condition　of　the　transportation　system．

　　The　third　chapter　discusses　the　voluntary　effoyt　by　the　RWB　in　the　chaotic　con－

dition．　The　traditional　railroad　magazine，　Railway　Age　Gazette　（RAG），　described

how　the　rate　increase　and　the　repeal　of　the　Anti－tirust　Acts　were　required　by　the

railroad　industry　from　November．　But　these　requirerneltts　would　not　be　reatized

as　usual．　Then，　the　RWB　formed　the　Committee　of　Vice　Presidents　（CVP），　on

November　24，　to　relieve　congestion．　AII　facilities　on　all　railroads　east　of　Chicago

would　be　pooled　and　operated　under　the　CVP．　The　CVP　issued　vaxious　orders

such　as　the　traf丘。　diversion　to翫e　soudh　and　the　ernbargo　on　all　export　steel．　En－

couraged　by　these　activities，　RAG　articles　again　recommended　prtvate　operatioB　of

the　raiiroads　despite　the　ICC　report．　However，　it　was　regrettable　to　the　industry

that　the　infant　CVP　could　not　remove　the　inteyveRtions　of　other　agencies．

　　The　concluding　chapter　evaluates　the　creation　of　the　Railroad　Admir｝istiratioB．

Wilson　was　finally　persuaded　by　oeqcials　to　take　control　of　the　raiiroads，　and

appointed　McAdoo　as　the　Dft’ector－Geneyal　of　tlte　raiiroads．　This　move　by　Wilson

seems　to　be　one　step　toward　statism．　But　the　Railiroad　AdrninistratioR　gradually

met　the　requirements　of　the　industiy．　Any　orders　made　by　McAdoo　would　have

paramount　authovity　over　the　Anti－trust　Acts　and　the　ICC　rate　regulation．　By　sta－

tioning　representatives血the　government　agencies，　he　overrode　theゆriorities．

As　a　result，　most　of　the　Railroad　Aciministration　staff　consisted　of　the　RWB　staff．

Therefore，　the　aim　of　this　paper　is　to　show　how　the　mutual　compensation　of

voluntary　cooperation　can　benefit　unified　raih’oad　operation．

Die　，，braunen　Pfarrer“　und　die　katholische　Kirche　in　der　NS－Zeit

von

SHIMADA　Hayato

　　Gemeinhin　denl〈t　man，　dass　die　kathotische　1〈irche　in　der　NS－Zeit　durch　die

feste　Hierarchie　vom　Papst　Uber　die　BischOfe　bis　zur　niederen　Geistlichkeit　und

die　Weltanschauung　dem　Nationalsozialismus　widerstand．　Zudem　haben　die
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，，Milieu－Forschungen“　in　den　etwa　letzten　zwanzig　Jahren　dazu　geneigt，　den

Katholizismus　in　der　Moderne　nur　unter　den　Aspekten，　，，Anti－Moderne，　anti－

sakularer　Staat　und　Ar｝ti－Protestantismus“　zu　betrachten．　Dagegen　haben　die

Forschungen　seit　den　1960er　JahreR　attf　die　veyschiedeneR　KathoM〈en，　die　ftir　den

Nationalsozialismus　Sympathie　hegten，　auimerksam　gemacht．　IR　der　Tat　ntiherten

sich　einige　der　Priester，　die　in　den　，，Milieu－Forschungen“　a｝s　die　1〈erne　von　katho－

lischen　M－eus　verstanden　werden，　dem　Nationalsozialismus，　obwohl　viele　1〈ol－

legen　verfolgt　wurden．　Der　vortiegenden　Aufsa£z　untersucht　diese　sogenannten

，，Braurien　Pfarrer“，　um　die　negative　Seite　der　kathotischen　1〈irche　in　der　NS－Zeit

und　ihrer　Verschiedenheit　in　der　Moderne　zu　erk12ren．

　　Die　bisherigen　Stu（lien　behaupten，　dass　die　，，braunen　Pfarrer“　hauptsachlich　die

，，AuBenseiter“　mit　antisemitischer　und　stark　vaterlandischer　Gesinnung　waren．

Diese　Sichtweise　hat　jedoch　die　folgenden　zwei　Probleme．　Erstens　geht　sie　von

dey　Annahme　aus，　dass　solche　Pfarrer　von　Anfang　an　dern　Nationalsozialismus　zus－

t㎞mten．　Infb董gedessen　wird血e　T甜9keit　iii　der　NS－Ze量t　beso撮ers　konzentriert

behandelt．　Als盗Beweggrund　w辻d　ausschlieSlich（tie　Ideologie　des　Nationalso－

zialismus　genarmt．　Alleydings　soll　nicht　tibersehen　werden，　dass　die　meisten

，，braunen　Pfarrer“　schon　vor　der　GrUndung　der　NSDAP　politisch　tatig　waren　imd

dass　sie　ihre　Beziehungen　zum　Nationalsozialismus　bcreits　wahirend　Weimarer　Re－

publik　aufnahnen．　Zweitens　betrach£en　die　bisherigen　Forschungen　die　，，braunen

Pfarrer“　als　，，AusRaime“．　Daher　werden　die　，，braunen　Pfarrer“　nur　als　Episode　am

Rande　geschildqrt　und　der　Bezug　auf　andere　1〈athoM〈en，　die　mit　dem　Nationalso－

zialismus　sympathisierten，　wird　nicht　hintei7frragt．　Um　die　，，braunen　Pfarrer“

genauer　zu　begreifen，　ist　es　jedoch　notwendig，　ihire　GemeiRsarnl〈eit　zu　unter－

sucheR　und　sie　als　eine　Gruppe　im　Kathotizismus　zu　beurteiten．

Das　erste　Kapitel　des　vorliegenden　Aufsatzes　beleuchtet　demnach　dle　Ttitigkeit

und　den　Beweggrund　der　Priester　in　der　Weimarer　Republik，　die　maR　in　der

Folgezeit　die　，，braunen　Pfarrer“　nannte．　Dadurch　wird　gezeigt，　dass　sie　sich　dem

Nagonalsozialismus　nalierten，　indem　sie　das　1〈iircltenpolitische　Ziel　der

，，Uberwindung　des　konfessionellen　Gegensatzes　in　Deutschlancl“　verfolgten．　Sie

identifizierten　diese　ldee　rrrit　einem　，，positiven　Christentum“，　fiir　das　NSDAP

lrraftige　Propaganda　machte．

　　Unter　BerUcksichggung　der　anderen　KathoM｛en，　die　f（kr　den　Nationalsozialismus

Sympathie　hegten，　versucht　das　zweite　Kapitel，　die　，，braunen　Pfarrer“　in　den　Kon－

text　des　Katholizismus　vor　und　nach　dem　Jahr　1933　einzuordnen．　Dabei　ist　es　be－

sonders　beacktenswert，　dass　drei　bekanmten　Theologen　aus　dem　gleichen　Motiv

wie　dem　der　，，braunen’　Pfarrer“，　also　zur　，，Ubeiwindung　des　konfessjoneHen

Gegensatzes“，　den　Nationalsozialismus　untersttttzten．　Jedoch　wurden　von　1〈einer
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der　beiden　Gruppen　SpureR　der　politischen　Zusammenarbeit　hinterlassen．

　　Die　Ursache　dieser　Tatsache　und　die　konlrrete　Ttitigkeit　dey　，，braunen　Pfarrer“

in　der　NS－Zeit　beleuchtet　das　dritte　Kapitel．　Die　，，braunen　Pfarrer“　und　drei

Theologen　tmterstUtzten　zwar　den　Nationalsozialismus　aus　demselben　Grund．　Sle

hatten　jedoch　verschiedene　Auffassungen　darUber，　wie　weit　die　vom　Nationalso－

zialismus　vollzogene　Kirchenpolitik　akzeptiert　werden　k6nne．　Also　setzten　die

，，braunen　Pfarrer‘‘　trotz　der　anti－k辻chlichen　und　anti－kathohschen　Natur　des

Nationalsozialismus　im　NS－Regime　ihre　Tatigkeit　ftir　den　kirchenpolitischen　Zwecl〈

fort，　wahrend　（｝ie　Theologen　sich　aus　der　Politik　zurUckzogen．

　　Aus　diesen　Betrachtungen　geht　hervor，　dass　clie　，，braunen　Pfarrer“，　die　in　den

Forschungen　nur　als，，AuBenseiter‘‘und，，ge血gfUgige　Verr2ter‘‘血der　niederen

Geistlichkeit　geschildert　wilrden，　auch　das　kirchenpolitische　Ziel　der　，，Uberwindung

des　konfessioneRen　Gegensatzes　in　Deutschland“　verfolgten．

Im　Zusamme曲ang雌出esem　ScHuss　sol　noch　e血e　aus鞭chere　Un£er－

suchung　dartiber　durchgeftihrt　werden，　wie　weit　das　Motiv　der　，，Uberwindung　des

konfessionellen　Gegensatzes　in　Deutschland“　damals　Einfluss　hatte．　Die　Einbin－

dung　der　，，braunen　Pfarrer“　in　die　Problematik　des　Anti－Ultrarnontanismus　in－

nerha至b　des　Katholizismus　seit　dem　19．　Jahrhundert　z護hlt　ebenfa皿s　zu　den　an－

stehenden　Forschungsaufgaben．
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