
量
目

評

評書

保
坂
高
殿
著

『
ロ
ー
マ
帝
政
中
期
の
国
家
と
教
会

　
　
　
　
　
　
キ
リ
ス
ト
教
迫
害
史
研
究
一
九
三
±
二
年
』

豊
　
田
　
浩
　
志

　
保
坂
氏
の
最
近
の
活
躍
に
は
ほ
と
ほ
と
感
心
す
る
。

　
（
一
）
『
ロ
ー
マ
帝
政
初
期
の
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
追
害
』
教
士
館
、

　
　
　
二
〇
〇
三
年
十
二
月
、
A
五
判
、
六
〇
八
頁
。
こ
れ
は
二
〇
〇
八
年

　
　
　
冬
日
本
学
士
院
賞
受
賞
対
象
業
績
と
な
っ
た
も
の
。

　
（
二
）
『
異
教
世
界
と
キ
リ
ス
ト
教
（
一
）
、
（
二
）
瞼
教
導
館
、
二
〇
〇
五

　
　
　
年
九
、
一
〇
月
、
B
六
判
。

　
そ
し
て
、
（
三
）
今
回
の
本
書
で
あ
る
。

　
い
ず
れ
も
啓
蒙
書
や
一
般
書
の
類
で
は
な
く
、
氏
の
問
題
関
心
に
そ
っ
た

粒
よ
り
の
力
作
で
、
そ
れ
ら
が
二
、
三
年
ご
と
に
形
を
な
し
て
公
に
な
っ
て

い
る
の
は
、
じ
つ
に
壮
観
で
あ
る
。
も
れ
承
る
と
こ
ろ
で
は
、
（
一
）
と

（
三
）
に
続
い
て
、
予
定
三
部
作
の
最
後
、
四
世
紀
を
対
象
に
し
た
続
編
が

す
で
に
始
動
申
の
由
。
脱
帽
す
る
の
み
で
あ
る
。

　
（
一
）
を
拝
読
し
た
と
き
の
感
想
を
正
直
に
吐
露
す
る
こ
と
を
お
許
し
い

た
だ
く
な
ら
、
失
礼
か
も
し
れ
な
い
が
、
フ
レ
ー
ズ
「
怪
童
（
む
し
ろ
快

童
）
現
わ
る
」
が
脳
裏
を
よ
ぎ
っ
て
走
っ
た
。
す
で
に
五
十
代
の
氏
を
と
ら

え
て
怪
童
は
な
か
ろ
う
が
、
小
粒
の
論
文
を
重
ね
て
い
く
中
で
な
に
が
し
か

の
傾
向
を
押
さ
え
る
し
か
能
の
な
い
評
者
に
と
っ
て
、
網
羅
的
か
つ
的
確
に

資
史
料
を
渉
猟
し
、
そ
れ
を
独
自
の
観
点
か
ら
縦
横
無
尽
に
ず
い
ず
い
と
騰

分
け
し
て
、
欧
米
を
始
め
と
す
る
諸
先
達
の
立
論
を
臆
せ
ず
評
価
・
批
判
を

く
だ
し
、
獲
得
し
た
知
識
を
一
挙
に
す
べ
て
書
き
下
ろ
し
て
ゆ
く
氏
の
手
際

は
驚
異
的
、
い
な
む
し
ろ
快
感
で
す
ら
あ
っ
た
。
松
本
宣
郎
氏
に
誘
わ
れ
て

の
二
〇
〇
五
年
＝
月
の
西
洋
史
研
究
会
大
会
（
青
山
学
院
大
学
）
共
通
論

題
報
告
「
三
、
四
世
紀
の
キ
リ
ス
ト
教
迫
害
」
（
「
四
世
紀
初
頭
、
キ
リ
ス
ト

教
迫
害
推
進
を
希
求
し
た
常
民
た
ち
」
『
西
洋
史
研
究
』
新
輯
第
三
五
号
、

一一

Z
〇
六
年
、
　
～
六
九
～
一
八
一
頁
）
は
、
氏
の
迫
害
史
研
究
登
場
へ
の
評

者
な
り
の
祝
砲
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
（
三
）
の
登
場
で
あ
る
。
さ
し
ず
め

「
千
年
の
知
己
を
待
つ
」
と
ふ
て
寝
を
決
め
込
ん
で
い
た
イ
ノ
シ
シ
が
、
不

意
打
ち
で
狩
り
立
て
ら
れ
た
心
境
と
い
え
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。

　
以
下
、
拙
い
な
が
ら
本
書
論
旨
の
簡
単
な
ま
と
め
を
試
み
、
そ
の
あ
と
で

心
中
去
来
し
た
疑
問
点
に
触
れ
、
最
後
に
若
干
の
苦
田
面
を
呈
し
て
、
荷
の
勝

っ
た
評
者
の
任
を
果
た
す
こ
と
に
代
え
た
い
。
も
と
よ
り
大
部
で
内
容
豊
富

な
本
書
で
あ
る
。
言
及
し
論
じ
た
い
争
点
は
そ
れ
こ
そ
目
白
押
し
と
い
っ
て

過
言
で
な
い
が
、
個
別
論
に
入
っ
て
逐
一
触
れ
る
余
裕
は
な
い
。
ま
た
、
ア

ク
セ
ン
ト
の
強
弱
に
す
ぎ
な
い
所
を
掘
り
返
し
て
、
著
者
に
は
不
本
意
に
感

じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
始
め
に
お
断
り
し
て
お
く
。

＊

＊

＊

　
本
書
は
じ
つ
に
ゆ
き
届
い
た
配
慮
を
随
所
で
発
揮
し
て
い
る
。
総
丁
数
六

六
〇
の
大
著
な
の
で
、
最
初
に
聖
体
像
を
提
示
す
る
「
序
論
」
（
三
〇
頁
）

を
置
き
、
各
論
の
五
章
か
ら
な
る
本
論
（
四
六
〇
頁
）
、
そ
れ
に
「
終
章
扁
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と
「
結
論
と
展
望
」
（
計
三
〇
頁
）
で
そ
の
後
へ
の
見
通
し
を
示
し
た
の
ち
、

重
要
資
史
料
の
翻
訳
を
掲
載
し
た
「
付
録
扁
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
含
め
て
の

引
用
参
考
文
献
、
事
項
・
欧
語
索
引
、
出
典
索
引
が
、
そ
れ
ぞ
れ
ほ
ぼ
三
〇

頁
付
さ
れ
て
い
る
。
地
図
や
年
表
、
表
も
随
所
に
配
置
さ
れ
、
読
者
の
理
解

を
助
け
る
手
立
て
に
こ
と
欠
く
こ
と
が
な
い
。
こ
れ
以
上
考
え
ら
れ
な
い
ほ

ど
の
気
配
り
で
あ
る
。

　
門
序
論
」
で
の
叙
述
は
き
わ
め
て
明
確
で
説
得
的
に
読
者
に
迫
る
だ
ろ
う
。

迫
害
前
期
の
前
著
（
い
）
で
氏
が
す
ぐ
れ
た
現
実
感
覚
と
詳
細
な
論
証
で
立

証
に
成
功
し
た
「
迫
害
は
司
法
措
置
と
し
て
で
は
な
く
行
政
措
置
と
し
て
捉

え
る
べ
き
」
を
前
提
に
、
は
や
く
も
蟹
頭
二
頁
目
で
、
三
世
紀
に
な
っ
て
、

帝
国
の
対
教
会
対
処
法
が
「
訴
訟
点
描
公
職
者
の
個
人
的
曇
霞
」
か
ら
「
最

終
的
に
供
犠
強
制
の
一
点
」
へ
と
収
敏
・
着
地
し
、
他
方
で
教
会
は
殉
教

者
・
告
白
者
称
号
制
定
を
基
軸
と
し
て
供
犠
拒
否
の
行
動
方
針
を
採
用
、
結

果
、
帝
国
と
正
面
か
ら
対
決
す
る
こ
と
に
な
っ
た
（
二
〇
頁
）
、
と
本
書
の

核
心
を
な
す
独
自
仮
説
［
第
一
仮
説
、
と
以
下
略
称
］
を
提
示
し
て
い
る
。

そ
の
後
、
こ
れ
ま
で
の
迫
害
史
研
究
を
概
観
し
、
研
究
者
が
と
ら
わ
れ
て
き

た
問
題
点
を
順
次
指
摘
し
て
ゆ
く
。
な
か
で
も
氏
が
く
り
返
し
力
説
す
る
の

は
、
研
究
の
肝
心
な
部
分
で
「
史
資
料
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
」
「
外
か
ら

持
ち
込
ま
れ
た
構
図
、
あ
る
い
は
固
定
観
念
の
も
と
し
で
研
究
が
門
進
め
ら

れ
て
き
た
た
め
、
史
資
料
の
精
緻
な
分
析
解
読
」
が
お
ろ
そ
か
に
な
っ
て
い

た
点
で
（
一
一
二
頁
）
、
史
料
精
査
に
よ
る
氏
の
到
達
結
論
と
し
て
、
こ
れ
ま

で
迫
害
実
施
の
た
め
と
考
え
ら
れ
て
き
た
皇
帝
告
示
は
、
じ
つ
は
「
民
衆
の

暴
力
行
使
を
抑
制
す
る
た
め
に
事
後
的
に
発
令
さ
れ
た
」
も
の
に
す
ぎ
な
い
、

と
い
う
こ
れ
ま
で
の
学
説
を
根
底
か
ら
ひ
つ
く
り
返
す
、
き
わ
め
て
意
欲
的

か
つ
刺
激
的
な
第
二
の
独
自
仮
説
［
以
下
、
第
二
仮
説
］
が
提
出
さ
れ
る

（
二
三
頁
）
。

　
こ
う
し
て
著
名
な
研
究
者
を
含
め
陥
っ
て
き
た
観
念
性
、
彼
ら
の
犯
し
て

き
た
初
歩
的
誤
謬
と
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
容
赦
な
く
列
挙
し
た
後
、
あ
る
べ

き
研
究
進
展
の
た
め
の
処
方
箋
と
し
て
、
ラ
ク
タ
ン
テ
ィ
ウ
ス
や
エ
ウ
セ
ビ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ

オ
ス
ら
教
会
側
史
料
の
読
み
込
み
方
の
こ
つ
の
伝
授
に
及
ぶ
。
「
言
葉
で
は

な
く
行
為
に
着
目
し
て
行
為
か
ら
思
惟
を
論
理
的
に
推
論
す
れ
ば
い
い
」

（
四
一
頁
以
下
）
。
こ
れ
は
そ
の
通
り
だ
と
評
者
も
思
う
。
そ
し
て
氏
が
狙

い
す
ま
し
て
挙
げ
る
事
例
は
「
腸
卜
不
調
事
件
」
で
あ
る
。
氏
に
よ
る
と
、

こ
の
証
言
は
異
教
文
献
に
平
行
記
事
が
皆
無
な
の
で
事
実
で
な
く
、
教
会
内

で
共
有
さ
れ
て
い
た
「
教
会
三
民
闘
伝
承
」
の
受
け
売
り
に
す
ぎ
な
い
。
文

献
研
究
の
作
業
に
慣
れ
親
し
ん
だ
者
に
と
っ
て
「
か
の
う
ク
タ
ン
テ
ィ
ウ
ス

証
言
に
接
し
て
直
感
的
に
歴
史
的
信
悪
性
の
な
い
教
会
伝
承
だ
と
理
解
で

き
」
、
そ
れ
を
見
破
る
の
は
簡
単
だ
が
、
こ
の
作
業
に
う
と
い
歴
史
畑
や
教

会
史
家
は
ま
ん
ま
と
教
会
著
述
家
の
論
旨
に
乗
せ
ら
れ
て
き
た
、
と
（
三
五

頁
）
。

　
ま
た
こ
の
文
脈
で
、
大
迫
害
の
直
接
原
因
こ
そ
追
求
す
べ
き
中
心
論
題
と

位
置
づ
け
て
著
者
が
評
価
す
る
先
行
研
究
者
は
、
ヤ
コ
ブ
・
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト

と
そ
の
わ
ず
か
な
追
従
者
の
み
で
、
そ
の
申
に
エ
ウ
セ
ビ
オ
ス
史
料
重
視
派

の
評
者
も
含
ま
れ
、
こ
と
「
序
文
恥
中
に
限
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
が
過
分
な

お
褒
め
に
あ
ず
か
っ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
本
論
中
で
拙
論
は
全
面
的
批
判

の
対
象
と
な
っ
て
い
て
、
私
論
の
至
ら
な
さ
を
教
え
ら
れ
修
正
す
べ
き
点
を

多
々
ご
指
摘
い
た
だ
い
た
と
思
う
半
面
、
保
坂
説
に
は
、
そ
の
意
図
は
理
解

で
き
て
も
各
論
に
つ
い
て
は
反
論
し
た
い
件
も
あ
る
。
だ
が
、
相
互
に
連
携

し
血
肉
化
し
て
い
る
著
者
の
認
識
を
、
虫
眼
鏡
で
断
片
的
に
あ
ら
探
し
し
て

も
意
味
あ
る
と
は
思
え
な
い
。
老
体
構
造
を
ど
の
視
角
か
ら
捉
え
る
の
が
｝
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評書

番
核
心
的
か
つ
明
快
か
こ
そ
が
、
重
要
で
あ
る
。
そ
の
線
で
の
論
評
を
後
段

で
わ
ず
か
だ
が
試
み
よ
う
。

　
続
い
て
、
本
論
部
分
の
構
成
も
著
者
自
身
が
的
確
に
ま
と
め
て
い
る
の
で

（
四
七
～
四
九
頁
）
、
多
雷
を
費
や
す
必
要
は
な
い
。
ち
な
み
に
各
章
の
表

題
は
以
下
で
あ
る
。

第
一
章
「
迫
害
史
に
お
け
る
相
互
授
受
思
想
（
匹
。
葺
号
ω
）
と
そ
の
展
開
」
、

第
二
章
「
帝
国
の
基
本
思
想
　
　
紀
元
二
六
二
年
ま
で
一
」
、
第
三
章

「
殉
教
者
称
号
の
成
立
に
見
る
帝
国
と
教
会
の
確
執
」
、
第
四
章
「
教
会
の

基
本
姿
勢
と
内
部
事
情
」
、
第
五
章
「
大
迫
害
と
そ
の
帰
結
扁
。
第
～
、
二
章

で
は
帝
国
側
、
第
三
、
四
章
で
は
教
会
側
の
基
本
姿
勢
が
検
討
さ
れ
、
結
論

と
し
て
先
の
第
｝
仮
説
と
第
二
仮
説
が
導
き
出
さ
れ
、
第
五
章
で
の
大
迫
害

勃
発
原
因
論
へ
と
収
敏
し
て
い
く
。
立
論
が
な
に
よ
り
秀
逸
で
明
快
な
の
は
、

国
家
と
教
会
に
と
っ
て
共
に
本
質
に
か
か
わ
る
「
供
犠
」
を
史
料
批
判
か
ら

あ
ぶ
り
出
し
、
両
者
共
通
の
土
俵
に
設
定
し
て
論
じ
て
い
る
点
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
、
「
序
論
」
の
読
者
は
こ
れ
で
本
書
の
筋
を
明
確
に
知
る
こ
と

が
で
き
る
。
以
下
続
く
膨
大
な
本
論
は
細
か
い
論
証
部
分
で
あ
る
。
読
者
は

「
序
論
」
の
筋
を
押
さ
え
な
が
ら
読
ん
で
い
け
ば
い
い
。
じ
つ
に
あ
り
が
た

い
の
だ
が
、
全
編
を
再
読
再
々
読
す
る
う
ち
に
あ
る
危
惧
に
と
ら
わ
れ
て
し

ま
っ
た
。
著
者
の
親
切
が
仇
に
な
り
、
本
書
は
「
序
論
」
の
み
の
読
ま
れ
ざ

る
古
典
に
な
り
か
ね
な
い
、
誤
解
を
恐
れ
ぬ
歯
切
れ
の
よ
さ
が
著
者
の
持
ち

味
な
の
だ
が
、
そ
れ
だ
け
に
細
や
か
な
修
正
や
例
外
の
措
摘
が
吹
き
飛
ん
で

し
ま
い
か
ね
な
い
、
と
。

＊

＊

＊

保
坂
氏
は
、
教
会
側
史
料
の
傾
向
性
を
指
摘
し
史
料
批
判
の
必
要
性
を
繰

り
返
し
て
い
る
。
そ
の
雷
は
よ
し
と
し
て
も
、
具
体
的
な
場
面
で
状
況
を
ど

う
把
握
す
る
か
は
、
研
究
者
の
視
点
や
関
心
で
千
差
万
別
の
結
論
が
提
示
可

能
で
あ
っ
て
、
実
際
に
は
そ
う
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
。
同
じ
事
件
を
ど
こ

で
目
撃
し
て
い
る
か
だ
け
で
、
情
報
の
内
容
は
お
の
ず
と
違
っ
て
く
る
。
後

臼
聞
き
込
ん
だ
糠
や
見
聞
な
ど
も
あ
る
だ
ろ
う
。
意
図
的
な
歪
曲
は
別
に
し

て
、
真
摯
な
報
告
者
に
と
っ
て
そ
れ
ら
す
べ
て
が
事
実
な
の
だ
。
こ
こ
で
史

学
概
論
を
す
る
つ
も
り
は
な
い
が
、
で
は
真
実
は
確
定
可
能
な
の
か
と
い
え

ば
、
現
代
歴
史
学
は
「
ノ
ー
扁
と
答
え
る
以
外
に
な
い
だ
ろ
う
。
歴
史
学
が

神
な
ら
ぬ
人
間
の
判
断
で
あ
る
か
ぎ
り
、
真
実
の
確
定
は
諦
念
す
べ
き
で
あ

る
。
人
間
思
考
は
多
か
れ
少
な
か
れ
我
田
引
水
の
罠
に
囚
わ
れ
る
。
我
々
は

で
き
る
だ
け
複
限
的
な
視
角
を
堅
持
し
つ
つ
、
そ
の
中
で
よ
り
核
心
を
つ
く

判
断
を
提
示
す
る
し
か
な
い
。
こ
の
　
線
を
越
え
る
と
、
自
認
を
補
強
す
る

証
書
以
外
は
無
視
な
い
し
軽
視
す
る
方
に
走
り
出
す
。
そ
れ
を
鋭
く
批
判
す

る
保
坂
氏
自
身
が
同
じ
陥
穽
に
囚
わ
れ
な
い
と
い
う
保
証
は
な
い
。

　
二
点
の
み
具
体
例
を
あ
げ
よ
う
。
ま
ず
腸
卜
問
題
。
ラ
ク
タ
ン
テ
ィ
ゥ
ス

史
料
が
大
迫
害
勃
発
直
前
の
出
来
事
と
し
て
特
記
し
て
い
る
事
件
で
、
よ
っ

て
本
書
の
主
題
に
照
ら
し
て
ゆ
る
が
せ
に
で
き
な
い
テ
ー
マ
で
あ
り
、
た
め

に
「
序
論
」
で
も
書
及
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
史
的
事
実
を
葬
り
去
る
著
者
の

書
誌
は
鋭
い
が
、
肝
心
の
「
史
料
批
判
扁
（
四
二
四
頁
以
下
）
に
は
、
逐
一

対
論
が
可
能
と
予
想
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
ウ
ァ
レ
リ
ア
ヌ
ス
帝
の
と
き
腸

ト
に
言
及
す
る
エ
ウ
セ
ビ
オ
ス
が
、
大
迫
害
で
は
そ
れ
に
触
れ
よ
う
と
も
し

な
い
事
実
に
こ
そ
な
ぜ
注
目
し
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
評
者
に
は
、
事
態
が
第

一
・
第
二
仮
説
を
越
え
て
先
に
進
ん
で
し
ま
っ
た
証
に
み
え
て
し
ま
う
の
だ

が
。
同
じ
流
れ
な
の
だ
ろ
う
、
氏
は
宗
教
に
お
け
る
超
常
現
象
に
対
し
て
も

「
文
学
的
モ
チ
ー
フ
」
「
教
会
伝
承
の
受
容
」
と
ご
く
簡
単
に
切
り
捨
て
る
。
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文
献
学
に
う
と
く
教
会
側
史
料
べ
っ
た
り
の
評
者
た
ち
を
説
得
す
る
た
め
に

は
、
そ
れ
な
り
の
丁
寧
な
雷
説
が
展
開
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
教
祖
イ
エ
ス
は
異
教
文
献
で
「
無
力
さ
だ
け
が
強
調
さ
れ
偏
て
い
る

と
し
て
い
る
が
、
少
な
く
と
も
魔
術
師
と
し
て
の
イ
エ
ス
の
能
力
を
認
め
る

ユ
ダ
ヤ
・
ラ
ビ
文
献
を
ど
う
考
え
、
教
祖
の
「
無
力
」
を
強
調
す
る
異
教
側

の
叙
述
意
図
へ
の
「
史
料
批
判
」
は
し
な
く
て
い
い
の
か
、
恣
意
的
す
ぎ
る

の
で
は
と
抗
弁
し
た
く
も
な
る
（
四
二
七
買
註
…
一
三
な
ど
で
、
異
教
側
の
多

様
性
へ
の
目
配
り
も
確
か
に
さ
れ
て
は
い
る
の
だ
が
、
力
点
は
自
ず
と
そ
ち

ら
に
は
な
い
）
。
逆
に
、
ち
ま
た
の
「
嬰
児
殺
害
・
人
身
嗜
食
・
近
親
相

姦
」
の
噂
は
誤
解
に
よ
る
風
聞
と
あ
っ
さ
り
き
れ
い
事
で
解
説
さ
れ
る
の
だ

が
（
三
七
頁
）
、
ユ
ス
テ
ィ
ノ
ス
の
重
た
い
受
け
取
り
方
（
『
第
一
護
教
論
』

第
一
一
六
章
第
七
節
。
ミ
ヌ
キ
ウ
ス
・
フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
『
オ
ク
タ
ゥ
ィ
ゥ
ス
』

第
九
譜
第
六
節
、
第
三
一
章
第
一
～
二
節
も
参
照
の
こ
と
）
か
ら
す
る
と
、

広
い
意
味
で
の
「
キ
リ
ス
ト
教
徒
」
の
一
言
で
そ
れ
ら
が
実
際
に
行
わ
れ
て

い
た
可
能
性
を
完
全
に
払
拭
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
の
立
場
に
評
者
は

立
た
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
う
い
つ
た
「
史
料
批
判
」
は
不
要
な
の
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
宗
教
現
象
と
は
人
間
本
性
に
抜
き
が
た
く
深
く
根
ざ
し
た
黒
塗
さ

を
含
め
て
の
救
済
行
動
で
あ
っ
て
、
現
実
は
研
究
者
の
貧
弱
な
想
像
力
や
美

学
を
は
る
か
に
越
え
て
い
た
と
す
る
ほ
う
が
真
実
に
近
い
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
我
々
が
探
求
す
べ
き
な
の
は
現
実
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
学
界
に
受
け

の
い
い
わ
け
知
り
顔
の
繕
っ
た
体
裁
で
は
な
い
（
は
ず
だ
）
。
こ
の
点
で
著

者
は
我
ら
の
同
志
の
は
ず
な
の
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
本
書
の
二
大
仮
説
に
つ
い
て
。
幾
度
か
通
読
す
る
う
ち
に
沈
殿

し
た
思
い
に
触
れ
た
い
。
そ
も
そ
も
第
一
仮
説
と
第
二
仮
説
は
相
反
し
は
し

な
い
だ
ろ
う
か
。
供
犠
対
立
と
民
衆
暴
力
抑
制
は
常
に
両
立
し
う
る
の
だ
ろ

う
か
。
も
ち
ろ
ん
す
る
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
勢
家
と
し
て
は
供
犠

へ
の
妥
協
を
教
会
に
促
す
た
め
に
、
さ
り
げ
な
く
民
衆
暴
力
を
策
動
す
る
ほ

う
が
む
し
ろ
洗
練
さ
れ
た
高
度
な
政
治
手
法
に
思
え
る
。
ま
た
序
論
で
は
第

二
仮
説
が
第
五
章
に
も
及
ぶ
文
脈
で
書
か
れ
て
い
な
が
ら
、
本
論
で
こ
の
仮

説
が
影
を
ひ
そ
め
て
し
ま
っ
て
い
る
の
は
ど
う
し
た
こ
と
か
。
ち
な
み
に
評

者
は
第
一
仮
説
に
は
大
筋
で
同
意
で
き
る
が
、
第
二
仮
説
に
は
限
定
的
に
し

か
同
意
で
き
な
い
。
む
し
ろ
全
面
反
論
と
い
っ
た
ほ
う
が
い
い
だ
ろ
う
。
三

世
紀
に
は
た
し
か
に
そ
の
よ
う
な
事
能
心
を
想
定
可
能
な
場
合
も
あ
っ
た
。
し

か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
民
衆
の
リ
ン
チ
か
ら
保
護
す
る

た
め
の
方
策
が
、
皇
帝
の
キ
リ
ス
ト
教
「
迫
害
」
の
実
相
だ
っ
た
、
と
ま
で

言
い
切
っ
て
し
ま
う
の
は
い
か
が
な
も
の
か
。
少
な
く
と
も
、
常
に
そ
う
だ

っ
た
と
断
定
す
る
の
は
評
者
に
は
罵
れ
る
。
と
り
わ
け
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、

大
迫
言
言
の
詳
細
な
論
述
は
「
序
論
』
の
読
者
を
裏
切
る
諸
迫
害
の
事
例
で

満
ち
て
い
る
。
た
し
か
に
こ
こ
で
も
、
原
則
か
ら
の
逸
脱
は
当
然
の
前
提
と

さ
れ
て
い
る
の
で
（
四
五
二
頁
以
下
）
、
著
者
に
と
っ
て
帝
国
側
の
逸
脱
行

為
も
射
程
内
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
ど
う
雷
お
う
と
逸
脱
の
レ
ベ
ル
は

超
え
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
そ
の
印
象
は
、
著
者
の
恣
意
的
な

史
料
採
用
が
後
半
に
な
る
に
し
た
が
っ
て
欝
立
つ
の
と
連
動
し
て
い
る
よ
う

だ
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
。

　
前
述
の
よ
う
に
本
書
は
こ
れ
ま
で
に
な
く
浩
潮
な
諸
史
料
を
綱
潔
し
て
紹

介
し
て
い
る
希
有
の
書
で
あ
る
。
し
か
し
、
著
者
が
丁
寧
に
紹
介
す
る
そ
の

多
く
は
、
巻
末
の
「
付
録
」
を
含
め
短
文
の
碑
文
や
パ
ピ
ル
ス
文
書
の
ほ
う

で
あ
っ
て
、
肝
心
の
中
心
的
文
書
史
料
（
エ
ウ
セ
ビ
オ
ス
や
ラ
ク
タ
ン
テ
ィ

ウ
ス
、
殉
教
者
伝
）
の
場
合
は
、
詳
細
な
紹
介
抜
き
に
著
者
の
視
点
か
ら
の

結
論
の
み
が
提
示
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
れ
ら
を
熟
読
玩
味
し
て
い
る
読
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評書

者
で
な
い
と
、
置
い
て
き
ぼ
り
を
く
ら
い
か
ね
な
い
構
造
と
な
っ
て
い
る
。

お
そ
ら
く
著
者
の
軽
快
な
論
理
速
度
維
持
の
た
め
に
は
、
文
書
史
料
の
論
旨

を
逐
一
追
う
鈍
行
型
は
テ
ン
ポ
に
合
わ
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
評
者
も
遅
れ
ば

せ
な
が
ら
狭
い
意
昧
で
の
迫
害
史
研
究
か
ら
足
を
洗
い
、
出
土
遺
物
と
の
関

連
で
キ
リ
ス
ト
教
の
諸
事
象
を
見
直
す
方
向
へ
と
転
じ
た
。
も
と
よ
り
考
古

学
や
碑
文
学
の
素
養
の
な
い
身
、
お
の
ず
と
限
界
は
あ
る
の
だ
が
、
文
献
の

背
後
に
拡
が
る
現
身
の
世
界
を
知
る
こ
と
が
文
献
を
読
み
破
る
た
め
に
不
可

欠
と
考
え
た
た
め
で
あ
る
。
保
坂
氏
の
研
究
は
、
そ
の
意
味
で
も
評
者
が
目

指
す
方
向
と
共
振
す
る
面
が
あ
る
。
だ
が
逆
に
、
氏
の
文
書
史
料
へ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
は
、
評
者
か
ら
す
る
と
、
従
来
の
文
献
史
学
の
作
法
を
え
て
し
て

「
教
会
側
民
間
伝
承
扁
（
三
六
頁
。
参
照
、
一
九
七
頁
七
行
目
）
と
か
「
文

学
的
モ
チ
ー
フ
扁
（
四
二
六
頁
）
の
三
茜
で
葬
り
さ
る
傾
向
が
見
受
け
ら
れ

る
よ
う
に
思
う
。
重
ね
て
い
う
。
史
料
批
判
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
。

む
し
ろ
逆
で
氏
の
視
角
に
そ
っ
て
徹
底
的
に
批
判
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
文
献

史
料
は
そ
の
内
在
論
旨
と
は
無
関
係
に
、
論
者
の
論
旨
に
都
合
の
い
い
文
言

の
み
提
供
さ
せ
ら
れ
る
存
在
と
化
し
て
い
る
。

　
本
書
読
了
後
、
評
者
は
咽
キ
リ
ス
ト
教
の
興
隆
と
ロ
ー
マ
帝
国
瓢
（
南
窓

社
、
　
九
九
四
年
、
以
下
噌
興
隆
』
と
略
記
）
等
で
展
開
し
て
き
た
拙
論
の

根
幹
を
基
本
的
に
改
め
る
必
要
を
認
め
な
か
っ
た
。
大
迫
害
勃
発
期
最
大
の

特
徴
は
少
な
く
と
も
第
　
彼
説
に
あ
る
と
は
思
え
な
い
。
エ
ウ
セ
ビ
オ
ス
史

料
が
伝
え
る
キ
リ
ス
ト
教
会
勢
力
の
増
長
こ
そ
が
、
国
家
側
の
緊
急
対
処
、

い
わ
ば
「
国
策
捜
査
」
発
動
の
原
因
だ
っ
た
、
国
家
権
力
を
刺
激
し
た
増
長

の
核
心
は
帝
位
継
承
問
題
へ
の
介
入
疑
惑
と
い
う
き
わ
め
て
政
治
的
な
問
題

で
あ
っ
た
、
と
す
る
拙
論
の
ほ
う
が
い
ま
だ
明
快
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で

あ
る
。

＊

＊

＊

　
残
念
な
が
ら
、
周
辺
部
分
で
影
取
を
呈
さ
ず
に
書
評
を
終
え
る
こ
と
は
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

き
な
い
。
手
放
し
で
本
書
を
研
究
初
心
者
の
手
本
に
推
奨
で
き
な
い
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
書
評
の
冒
頭
で
「
著
者
は
じ
つ
に
ゆ
き
届
い
た
配
慮
を
本
書
の

随
所
で
発
揮
し
て
い
る
」
と
書
い
た
。
そ
の
同
じ
著
者
が
以
下
列
挙
す
る
よ

う
な
問
題
点
を
放
置
し
て
い
る
。
こ
れ
が
歴
史
畑
の
評
者
に
は
理
解
に
苦
し

む
と
こ
ろ
な
の
だ
が
、
細
か
い
蝦
理
を
あ
げ
つ
ら
う
の
は
本
意
で
な
い
。
代

表
例
の
み
指
摘
し
て
お
こ
う
。

　
e
本
書
を
読
ん
で
看
過
で
き
な
い
ひ
と
つ
が
、
種
々
雑
多
な
誤
記
・
脱
字

の
た
ぐ
い
の
多
さ
で
あ
る
。
完
壁
な
校
正
な
ど
あ
り
え
な
い
が
、
そ
れ
に
し

て
も
誤
植
が
目
立
っ
て
多
い
。
そ
の
大
部
分
は
単
純
な
ワ
ー
プ
ロ
の
打
ち
込

み
や
漢
字
変
換
ミ
ス
レ
ベ
ル
の
も
の
で
あ
る
（
初
出
は
二
一
頁
下
か
ら
九
行

目
「
出
来
事
し
て
」
と
脱
字
）
。
閉
が
慣
れ
て
し
ま
っ
た
著
者
自
身
は
と
も

か
く
、
こ
れ
ほ
ど
の
誤
植
を
許
し
て
し
ま
っ
て
、
編
集
者
は
何
を
し
て
い
た

の
だ
ろ
う
と
不
審
に
感
じ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
再
版
時
に
は
き
っ
と
改
善

を
お
願
い
し
た
い
点
で
あ
る
。

　
¢
り
上
記
の
単
純
な
レ
ベ
ル
は
別
に
し
て
、
著
者
の
不
用
意
な
思
い
込
み
や

注
意
力
散
漫
と
思
わ
れ
る
誤
記
も
意
外
に
多
い
。
氏
の
立
論
へ
の
信
頼
性
に

疑
義
を
生
じ
さ
せ
る
の
で
い
た
だ
け
な
い
。
一
七
二
頁
蟹
頭
「
○
β
導
早
藤

は
「
O
o
日
○
」
で
、
の
み
な
ら
ず
不
正
確
な
叙
述
が
続
く
（
大
受
水
漏
氏
よ

り
の
ご
指
摘
）
。
一
九
五
頁
註
三
四
門
ア
ウ
レ
リ
ア
ヌ
ス
は
逆
に
助
言
者
の

進
言
に
よ
り
迫
害
を
踏
み
留
ま
っ
た
と
言
わ
れ
る
偏
（
『
数
会
史
』
第
七
巻
第

三
〇
章
第
二
〇
節
）
と
な
る
と
史
実
の
誤
認
と
し
か
闘
い
よ
う
が
な
い
し

（
こ
こ
に
は
「
迫
害
を
終
始
さ
せ
た
か
リ
エ
ヌ
ス
」
と
い
う
意
味
不
明
の
表
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現
も
あ
る
）
、
八
四
頁
下
か
ら
八
行
目
「
0
訂
鋒
貯
鉱
＆
一
Φ
○
書
痴
偏
の
誤
記

（
参
照
、
六
三
頁
註
六
〇
）
、
三
〇
四
頁
冒
頭
の
「
諸
民
族
の
糾
合
」
（
四
七

七
、
四
八
八
頁
で
は
「
統
合
」
）
の
よ
う
な
訳
の
不
統
一
、
三
八
八
頁
上
二

行
琶
「
大
神
祇
官
が
以
下
の
よ
う
な
」
と
い
う
訳
し
落
と
し
。
三
二
～
頁
上

四
行
も
い
ま
さ
ら
「
島
々
」
は
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
＝
○
鰻
重
三
九
で

の
豊
田
「
碑
銘
を
読
む
」
と
か
、
四
三
八
頁
註
七
八
、
四
七
九
頁
註
二
を
見

て
、
豊
田
「
大
迫
害
前
夜
」
な
る
論
文
を
探
す
徒
労
に
時
を
費
や
す
読
者
が

出
な
い
こ
と
を
祈
ら
ざ
る
を
え
な
い
（
五
九
六
頁
以
下
を
参
照
す
る
な
ら

「
銘
文
を
読
む
」
「
大
迫
害
直
前
一
望
卜
者
伝
」
と
で
も
略
称
す
べ
き
か
）
。

評
者
の
所
説
へ
の
雷
及
に
お
い
て
も
誤
読
や
理
解
の
ズ
レ
が
散
見
さ
れ
る
。

た
と
え
ば
四
二
五
頁
註
八
。
評
者
は
「
宮
廷
内
軍
人
」
な
ど
と
限
定
し
て
書

い
た
覚
え
は
な
い
。
ま
た
四
三
八
頁
註
七
六
。
評
者
は
単
に
匿
鴛
。
。
営
営
を

紹
介
し
て
い
る
だ
け
で
、
彼
の
説
に
同
意
な
ど
し
て
い
な
い
（
『
興
隆
臨
｝

〇
一
一
、
二
三
四
頁
参
照
）
。
「
歴
史
学
に
お
い
て
正
確
さ
は
義
務
で
あ
る
」
と

教
え
ら
れ
て
き
た
身
に
と
っ
て
、
こ
の
杜
撰
さ
は
見
過
ご
し
が
た
い
。

　
日
人
名
・
地
名
・
窟
職
名
表
記
の
問
題
点
。
こ
れ
は
凡
例
で
原
則
を
示
し

て
お
け
ば
す
む
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
た
と
え
ば
、
二
〇
二
頁
末
尾
の
同
じ
ア

レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
聖
職
者
団
内
で
「
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
」
「
マ
キ
シ
ム
ス
」

「
フ
ァ
ウ
ス
ト
ゥ
ス
」
門
エ
ウ
セ
ビ
オ
ス
」
門
カ
イ
レ
モ
ン
」
の
ギ
リ
シ
ア
・

ラ
テ
ン
語
混
在
表
記
は
い
か
な
る
根
拠
に
よ
る
の
だ
ろ
う
か
。
二
〇
八
頁
で

の
ヌ
ミ
デ
ィ
ア
／
北
ア
フ
リ
カ
の
磯
マ
リ
ア
ノ
ス
の
殉
教
臨
（
た
だ
し
、
二

〇
二
、
二
〇
四
、
二
一
六
頁
以
下
で
は
「
マ
リ
ア
ヌ
ス
偏
）
や
、
エ
ウ
セ
ビ

オ
ス
噸
教
会
史
』
中
の
「
マ
リ
ヌ
ス
の
殉
教
」
に
は
頭
を
か
し
げ
ざ
る
を
え

な
か
っ
た
。
そ
の
他
、
一
一
三
頁
註
六
、
八
○
頁
註
こ
の
「
ユ
リ
オ
・
ク
ラ
ウ

デ
イ
ウ
ス
朝
」
や
、
八
O
頁
と
＝
二
七
頁
冒
頭
の
「
ア
リ
ス
テ
ィ
デ
ス
の

『
ロ
ー
マ
賞
詞
ヒ
は
、
日
本
語
的
に
聞
き
慣
れ
な
い
表
記
だ
し
、
三
六
二

頁
下
か
ら
三
行
目
の
門
二
〇
万
級
財
務
宮
」
、
五
〇
三
～
四
頁
の
『
騙
事
隊

長
表
』
勺
鑓
Φ
冷
。
葺
9
窪
ω
幻
。
ヨ
器
は
、
ロ
ー
マ
史
プ
ロ
パ
ー
か
ら
す
る
と

受
け
入
れ
が
た
い
官
職
名
。
さ
ら
に
、
三
五
五
頁
註
一
九
九
の
「
ユ
リ
ア
ノ

ス
」
は
皇
帝
ユ
リ
ア
ヌ
ス
だ
け
に
い
た
だ
け
な
い
。
ま
っ
た
く
の
別
人
と
誤

読
さ
れ
て
も
仕
方
な
い
だ
ろ
う
。

　
四
註
番
号
の
付
け
方
で
、
欧
文
の
作
法
を
持
ち
込
ん
だ
と
想
像
さ
れ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　

「
…
…
で
あ
る
。
帝
政
中
期
を
…
…
」
（
四
七
頁
上
二
行
目
）
と
い
っ
た
表

記
は
、
評
者
に
は
日
本
語
文
体
と
し
て
違
和
感
を
覚
え
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

そ
も
そ
も
縦
書
き
の
証
本
語
を
横
難
き
に
し
た
場
合
ど
う
あ
る
べ
き
か
は
、

句
読
点
か
プ
ン
ク
ト
・
ピ
リ
オ
ド
か
と
か
、
漢
数
字
と
ア
ラ
ビ
ア
数
字
の
使

い
分
け
を
含
め
て
、
い
ま
だ
流
動
的
に
し
ろ
、
少
な
く
と
も
註
番
号
は

　
　
　
　
　
ら

「
…
…
で
あ
る
。
帝
政
中
期
を
…
…
」
と
振
っ
て
ほ
し
い
と
思
う
評
者
は
、

頑
迷
な
守
旧
派
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
働
し
ば
し
ば
本
文
中
の
活
字
の
ポ
イ
ン
ト
が
不
意
に
注
記
レ
ベ
ル
に
変
更

さ
れ
て
、
そ
れ
で
な
く
と
も
極
限
に
ま
で
詰
め
込
ま
れ
た
葉
組
で
、
視
力
の

落
ち
た
老
書
生
に
は
つ
ら
い
作
業
が
さ
ら
に
倍
加
さ
れ
た
。
都
合
あ
っ
て
の

こ
と
な
の
だ
ろ
う
が
、
読
者
に
読
み
や
す
い
版
組
み
を
求
め
る
の
は
、
今
や

過
大
な
要
求
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
学
界
の
牽
引
者
に
は
、
こ
う
い
う
点
で
も
模
範
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
思
う
。

＊

＊

＊

　
思
い
返
せ
ば
、
か
つ
て
拙
著
『
興
隆
』
が
出
版
さ
れ
た
折
、
秀
村
欣
二
先

生
が
我
が
国
に
お
け
る
歴
史
畑
で
の
ロ
ー
マ
帝
国
の
キ
リ
ス
ト
教
迫
害
史
研

究
を
概
観
さ
れ
、
ご
自
分
を
井
上
智
勇
・
半
田
元
夫
氏
と
共
に
第
｝
世
代
、
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弓
削
悪
留
を
第
二
世
代
に
位
置
づ
け
、
第
三
世
代
に
松
本
宣
郎
氏
と
と
も
に

評
者
を
挙
げ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
（
咽
図
書
新
聞
騙
二
二
一
七
号
、
一
九

九
四
年
～
○
月
八
日
）
。
光
栄
で
あ
る
と
同
時
に
い
さ
さ
か
面
は
ゆ
く
、
し

か
し
後
進
へ
の
励
ま
し
と
あ
り
が
た
く
拝
読
し
た
こ
と
を
思
い
出
す
。
視
野

な
が
ら
評
者
な
り
に
総
括
し
直
す
な
ら
、
第
一
世
代
に
新
田
一
郎
氏
を
加
え
、

第
二
世
代
に
松
本
氏
と
評
者
を
移
動
さ
せ
、
保
坂
氏
で
第
三
世
代
出
現
と
考

え
た
い
。
迫
害
史
が
研
究
者
を
得
る
の
は
、
テ
ー
マ
的
に
信
者
な
い
し
帰
属

宗
教
の
延
長
上
で
関
心
あ
る
者
、
と
そ
れ
が
こ
れ
ま
で
の
常
態
で
あ
っ
た
。

そ
こ
に
研
究
的
な
有
利
さ
と
共
に
自
ず
と
限
界
も
あ
っ
た
（
第
ニ
バ
チ
カ
ン

公
会
議
の
余
韻
漂
う
時
期
に
受
洗
し
た
評
者
は
さ
し
ず
め
鬼
子
で
、
新
旧
の

狭
間
で
陣
吟
ず
る
ロ
…
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
お
よ
び
世
職
位
階
制
度
の
功

罪
を
目
の
当
た
り
に
し
、
そ
の
意
味
で
生
き
た
歴
史
を
学
ぶ
と
い
う
利
点
に

は
大
い
に
恵
ま
れ
て
い
た
と
思
う
に
せ
よ
）
。
そ
し
て
今
圓
、
そ
う
い
う
し

が
ら
み
と
は
ま
っ
た
く
無
縁
の
自
由
人
の
登
場
で
あ
る
。
斧
を
置
い
た
の
は

評
者
か
も
し
れ
な
い
が
、
な
ぎ
倒
し
た
の
は
保
坂
氏
で
あ
る
。
氏
が
斯
界
の

希
望
の
星
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
。
あ
れ
こ
れ
書
い
た
が
、
そ
れ
も

今
後
の
活
躍
を
大
い
に
期
待
し
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
ご
寛
恕
を
乞

い
つ
つ
、
こ
れ
か
ら
い
よ
い
よ
本
番
を
迎
え
る
迫
害
史
研
究
の
未
来
を
雷
祝

ぎ
た
い
。

　
　
　
（
A
5
判
六
六
一
頁
　
二
〇
〇
八
年
三
月
　
縄
文
館
税
込
～
二
六
〇
〇
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
上
智
大
学
文
学
部
史
学
科
教
授
）
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