
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
と
救
貧

執
事
制
度
に
関
す
る
一
考
察

佐

々

木

博

光

第
一
章

問

題

の

所

在

カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
と
救
貧
と
い
う
表
題
の
取
り
合
わ
せ
に
︑
違
和
感
を
も
た

れ
る
方
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
︒
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
﹃
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
﹄
の
強
烈
な
印
象
の
下
で
過
ご

し
た
も
の
に
と
っ
て
︑
資
本
主
義
の
精
神
︑
社
会
の
資
本
主
義
化
の
先
駆
者

に
な
っ
た
︑
己
の
事
業
の
拡
張
の
た
め
に
禁
欲
的
に
蓄
財
に
励
む
カ
ル
ヴ
ァ

ン
派
信
者
の
姿
は
︑
施
し
や
慈
善
と
い
っ
た
利
他
的
な
精
神
と
は
ど
う
に
も

両
立
し
が
た
い
︒
し
か
し
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
の
研
究
者
や
教
会
史
研
究

者
の
間
で
は
︑
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
が
執
事
制
度
と
い
う
独
特
の
救
貧
制
度
を
発

展
さ
せ
た
こ
と
は
︑
周
知
の
事
柄
に
属
す
る
︒
し
か
も
そ
れ
は
カ
ル
ヴ
ァ
ン

派
の
信
仰
生
活
に
と
っ
て
決
し
て
取
る
に
足
り
な
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒

研
究
史
的
に
見
る
と
︑
神
学
者
の
教
義
に
関
す
る
研
究①
と
歴
史
家
の
個
別
地

域
史
研
究
の
狭
間
で
︑
全
体
を
俯
瞰
す
る
よ
う
な
歴
史
家
の
仕
事
が
待
た
れ

る
︒本

稿
は
先
行
研
究
を
頼
り
に
︑
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
の
執
事
制
度
を
学
界
の
共

有
認
識
と
し
て
周
知
徹
底
す
る
こ
と
を
目
指
す
︒
第
二
章
で
ま
ず
︑
カ
ル
ヴ

ァ
ン
派
の
救
貧
制
度
の
起
源
を
理
念
の
面
か
ら
把
捉
す
る
︒
第
三
章
で
救
貧

の
理
念
が
現
実
と
折
り
合
う
過
程
で
ど
ん
な
沿
革
を
遂
げ
た
か
︑
カ
ル
ヴ
ァ

ン
派
宗
教
改
革
の
お
膝
元
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
を
例
に
検
証
す
る
︒
第
四
章
で
カ
ル

ヴ
ァ
ン
派
と
カ
ト
リ
ッ
ク
が
併
存
し
た
地
域
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
の
リ
ヨ
ン
と

ニ
ー
ム
︑
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
が
優
位
に
立
っ
た
地
域
で
あ
る
オ
ラ
ン
ダ
諸
都
市

を
例
に
取
り
︑
執
事
制
度
の
意
義
を
検
証
す
る
︒
終
章
で
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
の

信
仰
生
活
に
と
っ
て
救
貧
の
意
義
が
改
め
て
問
い
直
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
︒

①

執
事
職
の
神
学
的
・
教
義
的
な
発
展
に
つ
い
て
は
︑
M
cK
ee,
E
lsie
A
nne,

John
C
alvin
on
the
D
iaconate
and
L
iturgical
A
lm
sgiving,
G
enève
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1984;
M
cK
ee,
Johannes
C
alvins
Lehre
von
D
iakonat,
in
:
R
eiss,

A
nsgar
und
W
itt,
Sabine
(H
g.),
C
alvinism
us.
D
ie
R
eform
ierten
in

D
eutschland
und
E
uropa,
S.344-350.

第
二
章

執
事
制
度
の
理
念

宗
教
改
革
は
善
行
を
救
い
の
前
提
と
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
義
そ
の
も
の

に
反
旗
を
翻
し
た
︒
そ
れ
に
伴
い
カ
ト
リ
ッ
ク
の
様
々
な
儀
式
︑
教
義
の
細

目
も
︑
聖
書
に
根
拠
を
見
出
せ
る
か
と
い
う
一
点
に
か
け
て
仕
分
け
の
対
象

に
な
っ
た
︒
多
く
の
制
度
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
諸
教
派
で
廃
止
の
方
向
で

一
致
を
見
た
︒
こ
れ
に
対
し
て
存
廃
が
一
致
し
な
い
制
度
も
あ
っ
た
︒
こ
こ

で
取
り
挙
げ
る
助
祭
制
度
は
ま
さ
し
く
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
︒

カ
ト
リ
ッ
ク
は
教
区
司
祭
を
補
佐
す
る
職
と
し
て
助
祭

deacon
を
置
い

た
︒
助
祭
は
教
会
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
の
一
階
梯
で
︑
将
来
の
司
祭
候
補
者
で
も

あ
っ
た
︒
ル
タ
ー
派
や
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
改
革
派
の
一
派
で
あ
る
ツ
ヴ
ィ
ン

グ
リ
派
も
︑
や
は
り
こ
の
制
度
を
踏
襲
し
て
い
る
︒
こ
れ
に
対
し
て
カ
ル
ヴ

ァ
ン
派
は
︑
﹃
使
徒
言
行
録
﹄
中
の
原
始
教
会
の
記
述
に
こ
の
制
度
が
な
い

こ
と
を
理
由
に
︑
助
祭
職
を
廃
し
た
︒
代
わ
っ
て
信
者
共
同
体
の
救
貧
事
業

一
切
を
取
り
仕
切
る
執
事
職
を
こ
れ
に
当
て
た
の
で
あ
る
︒

こ
こ
で
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
Ｈ
・
パ
ー
カ
ー
の
整
理
に
依
拠
し
て
︑
執
事
制
度

の
理
念
上
の
沿
革
を
押
さ
え
る①
︒
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
︵
一
四
八
三

一

五
四
六
年
︶
は
︑
す
で
に
教
会
の
支
援
を
貧
者
に
分
配
す
る
執
事
職
の
必
要

を
感
じ
て
い
た
︒
そ
れ
は
司
祭
を
俗
事
の
負
担
か
ら
解
放
し
︑
彼
ら
が
祈
り

や
聖
書
の
探
究
に
専
念
す
る
の
を
助
け
る
は
ず
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
ル
タ
ー

は
﹃
使
徒
言
行
録
﹄
第
六
章
の
七
人
の
執
事
の
選
出
を
︑
必
要
に
迫
ら
れ
て

原
始
教
会
が
採
っ
た
一
回
限
り
の
歴
史
的
な
事
象
と
み
な
し
︑
そ
れ
を
普
遍

的
な
制
度
と
は
考
え
な
か
っ
た
︒
こ
の
た
め
ル
タ
ー
は
一
五
二
三
年
ザ
ク
セ

ン
選
帝
侯
領
の
ラ
イ
ズ
ニ
ヒ
市
に
︑
救
貧
が
都
市
の
共
同
金
庫
か
ら
集
権
的

に
運
営
さ
れ
る
こ
と
を
勧
め
た
︒
結
局
ル
タ
ー
派
の
教
会
で
は
︑
救
貧
事
業

は
行
政
の
手
に
委
ね
ら
れ
た②
︒

救
貧
に
対
す
る
都
市
の
統
制
と
い
う
点
で
︑
チ
ュ
ー
リ
ヒ
市
の
状
況
は
ル

タ
ー
派
諸
都
市
の
取
り
決
め
と
似
て
い
た
︒
チ
ュ
ー
リ
ヒ
は
︑
改
革
者
フ
ル

ト
ル
フ
・
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
︵
一
四
八
四

一
五
三
一
年
︶
の
影
響
下
で
宗
教

改
革
を
断
行
し
た
︒
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
が
執
事
に
関
す
る
現
実
的
な
定
義
を
提

供
し
た
こ
と
は
な
く
︑
チ
ュ
ー
リ
ヒ
の
改
革
派
教
会
に
は
そ
も
そ
も
執
事
職

は
な
か
っ
た③
︒

改
革
派
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ブ
ー
ツ
ァ
ー
︵
一
四
九
一

一
五
五
一
年
︶
は
︑
執
事
職
の
常
置
を
提
案
し
た
要
人
の
一
人
で
あ
っ
た
︒

ブ
ー
ツ
ァ
ー
は
︑
一
五
三
八
年
か
ら
一
五
四
一
年
ま
で
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク

に
住
ん
だ
ジ
ャ
ン
・
カ
ル
ヴ
ァ
ン
︵
一
五
〇
九

一
五
六
一
年
︶
に
︑
神
学

的
な
影
響
を
与
え
た
︒
彼
は
キ
リ
ス
ト
の
隣
人
愛
の
教
え
か
ら
︑
俗
人
執
事
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に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
救
貧
と
慰
め
の
包
括
的
な
計
画
を
組
織
す
る
よ
う
信
徒

団
に
呼
び
か
け
た
︒
彼
は
使
徒
の
先
例
を
示
す
こ
と
に
は
関
心
が
な
く
︑
そ

れ
よ
り
も
執
事
職
を
広
め
る
こ
と
に
尽
力
し
た
︒
彼
は
執
事
職
が
多
様
な
環

境
に
順
応
で
き
る
よ
う
に
︑
執
事
は
何
人
い
る
べ
き
か
︑
信
徒
団
は
執
事
を

ど
の
よ
う
に
選
ぶ
べ
き
か
︑
執
事
と
教
会
の
他
の
職
の
関
係
は
ど
う
あ
る
べ

き
か
な
ど
を
細
か
く
決
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た④
︒

い
っ
ぽ
う
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
︑
執
事
職
に
関
す
る
使
徒
の
先
例
が
全
キ
リ
ス

ト
教
共
同
体
の
規
範
に
な
る
こ
と
に
固
執
し
た
︒
聖
書
の
内
容
を
社
会
生
活

に
徹
底
し
て
あ
て
は
め
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
た
︒
カ
ル
ヴ
ァ
ン
に
と
っ
て
救

貧
は
貧
者
に
施
し
を
分
配
す
る
俗
人
執
事
の
宗
教
的
な
責
務
で
あ
っ
た
︒
彼

は
一
五
四
一
年
に
﹃
教
会
規
則
﹄
を
定
め
た
︒
そ
こ
に
は
牧
師
︑
教
師
︑
長

老
と
並
ぶ
教
会
の
第
四
の
職
︑
執
事
に
関
す
る
規
定
も
あ
っ
た
︒
ジ
ュ
ネ
ー

ヴ
の
執
事
は
︑
病
人
の
看
護
︑
乞
食
の
取
り
締
ま
り
︑
孤
児
や
寡
婦
の
給
養

と
い
っ
た
︑
こ
れ
ま
で
主
と
し
て
施
療
院
が
担
っ
た
業
務
を
請
け
負
う
こ
と

に
な
っ
た
︒
会
計
係
と
看
護
係
が
施
療
院
の
業
務
を
分
担
し
た
︒
前
者
は
資

金
を
調
達
・
管
理
・
分
配
し
︑
後
者
は
病
人
を
訪
問
︑
貧
者
に
日
々
の
食
物

を
施
し
た
︒
﹃
教
会
規
則
﹄
に
よ
れ
ば
︑
五
人
の
執
事
︵
四
人
の
会
計
係
と

一
人
の
看
護
係
︶
が
毎
年
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
の
総
会
に
よ
っ
て
選
ば
れ
︑
彼
ら
は

三
か
月
に
一
度
教
会
の
牧
師
に
会
計
報
告
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た⑤
︒

ル
タ
ー
派
や
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
派
で
は
救
貧
は
行
政
か
富
裕
層
個
々
人
に
委

ね
ら
れ⑥
︑
教
会
内
に
救
貧
専
門
の
役
職
が
置
か
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
い

っ
ぽ
う
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
で
は
信
者
の
共
同
体
を
代
表
す
る
救
貧
の
専
門
官
が

選
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
し
か
し
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
一
宗
教
家
が
抱

懐
し
た
理
想
で
あ
る
︒
実
施
に
際
し
て
は
行
政
と
の
軋
轢
も
予
想
さ
れ
る
︒

既
存
の
救
貧
行
政
と
何
が
し
か
の
折
り
合
い
を
つ
け
る
こ
と
が
必
要
に
な
っ

た
は
ず
で
あ
る
︒
当
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
に
お
い
て
︑
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
理
念
は
す

で
に
大
き
な
変
更
を
蒙
っ
て
い
た
︒
つ
ぎ
に
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
の
救
貧
の
実
際
を

紹
介
す
る
︒

①

P
arker,
C
harles
H
.,
T
he
R
eform
ation
of
C
om
m
unity.
Social

W
elfare
and
C
alvinist
C
harity
in
H
olland,
1572-1620,
C
am
bridge

1998.

②

Parker,
op.
cit.,
p.102.
な
お
ザ
ク
セ
ン
選
帝
侯
領
ラ
イ
ズ
ニ
ヒ
市
の
﹃
共

同
財
庫
規
定
﹄
に
つ
い
て
は
︑
中
村
賢
二
郎
著
﹃
宗
教
改
革
と
国
家
﹄
ミ
ネ
ル
ヴ

ァ
書
房
︑
一
九
七
六
年
︑
九

四
六
頁
︒
と
く
に
︑
四
五
頁
以
下
︒

③

Parker,
op.
cit.,
pp.102-103.

④

ibid.,
pp.103-104.

⑤

ibid.,
pp.104-107.
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
﹃
教
会
規
則
﹄
に
つ
い
て
は
︑
以
下
の

邦
訳
が
あ
る
︒
倉
塚
平
訳
﹁
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
教
会
規
則
︵
一
五
四
一
年
︶
﹂
︵
出
村

彰
・
徳
善
義
和
・
成
瀬
治
他
共
編
︶
﹃
宗
教
改
革
著
作
集
﹄
一
五
︑
教
文
館
︑
一

九
九
八
年
︑
八
五

一
〇
四
頁
︒
執
事
の
職
制
に
つ
い
て
は
︑
九
六

九
八
頁
︒

⑥

ル
タ
ー
派
や
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
派
の
地
域
で
は
︑
財
団

Stiftung
と
呼
ば
れ
る

個
人
の
基
金
が
救
貧
で
重
要
な
役
割
を
演
じ
た
︒
ル
タ
ー
派
地
域
に
つ
い
て
は
︑

佐
々
木
博
光
﹁
近
世
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
公
国
に
お
け
る
財
団
・
基
金
の
歴

史

財
団
・
基
金
の
宗
派
・
地
域
史
に
向
け
て

﹂
﹃
史
林
﹄
九
八
巻
︑
二
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〇
一
五
年
︑
四
三
一

四
六
六
頁
︒
そ
れ
を
大
幅
に
増
補
し
た
︑
S
asak
i,

H
irom
itsu,
Stiftungsgeschichte
im
H
erzogtum
B
raunschw
eig
von

1528
bis
1798,in
:B
raunschw
eigisches
Jahrbuch
für
L
andesgeschichte,

B
d.97,2016,S.55-91.
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
派
地
域
に
つ
い
て
は
︑
同
︑
平
成
二
六

～
二
八
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
・
基
盤
研
究
︵
Ｃ
︶
﹁
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ

ム
の
倫
理
と
贈
与
主
義
の
精
神

財
団
と
宗
派
化
の
学
際
的
研
究

﹂
︵
研

究
課
題
番
号
二
六
三
七
〇
八
六
五
︶
の
﹁
研
究
実
績
の
概
要
﹂

︵
https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/K
A
K
E
N
H
I-PR
O
JE
C
T
-26370865/
︶
︒

第
三
章

執
事
制
度
の
実
際
︵
�
)

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
の
場
合

第
一
節

大

施

療

院

カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
宗
教
改
革
の
お
膝
元
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
で
︑
﹃
教
会
規
則
﹄
︵
一

五
四
一
年
︶
に
彼
が
掲
げ
た
救
貧
プ
ラ
ン
は
ど
の
よ
う
に
実
現
さ
れ
た
の
で

あ
ろ
う
か
︒
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
に
カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
最
初
に
入
る
前
の
一
五
三
五
年
︑

宗
教
改
革
の
影
響
下
で
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
に
新
た
な
救
貧
施
設
が
産
声
を
上
げ
た
︒

大
施
療
院
で
あ
る
︒
そ
こ
に
は
会
計
係
と
看
護
係
と
い
う
二
つ
の
職
制
が
あ

っ
た
︒
カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
﹃
教
会
規
則
﹄
を
執
筆
し
た
さ
い
︑
執
事
職
の
職
制

に
関
す
る
記
述
で
︑
こ
の
大
施
療
院
の
職
制
を
参
考
に
し
た
公
算
が
高
い①
︒

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
の
大
施
療
院
に
つ
い
て
は
︑
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
家
ロ
バ
ー

ト
・
Ｍ
・
キ
ン
グ
ド
ン
の
研
究
が
あ
る
︒
こ
の
施
設
は
当
時
す
で
に
あ
っ
た

七
つ
の
救
貧
院
を
統
合
し
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
ら
は
富
裕
な
個
人
や
家

族
の
贈
与
に
よ
る
基
金
で
運
営
さ
れ
︑
彼
ら
の
救
霊
と
貧
者
の
世
話
を
受
け

も
っ
た
︒
こ
れ
ら
の
施
設
は
建
物
を
備
え
︑
そ
こ
で
は
寡
婦
︑
障
害
者
︑
伝

染
病
以
外
の
病
人
︑
市
を
通
過
す
る
貧
し
い
巡
礼
者
等
に
︑
食
糧
と
宿
が
無

償
で
提
供
さ
れ
た
︒
さ
ら
に
﹁
煉
獄
に
あ
る
す
べ
て
の
魂
の
た
め
の
箱
﹂
と

呼
ば
れ
る
第
八
の
施
設
が
あ
っ
た
︒
そ
れ
は
都
市
の
基
金
で
あ
り
︑
名
前
か

ら
察
す
る
に
︑
死
者
供
養
の
ミ
サ
に
払
う
お
金
を
徴
収
す
る
た
め
に
︑
ま
た

貧
者
に
奉
仕
す
る
た
め
に
考
案
さ
れ
た
も
の
だ
ろ
う
︒
こ
の
基
金
は
孤
児
を

個
人
の
家
庭
に
預
け
︑
彼
ら
の
支
援
を
準
備
す
る
た
め
に
︑
市
か
ら
資
金
を

提
供
さ
れ
た
︒

大
施
療
院
は
か
つ
て
の
施
設
に
属
し
た
す
べ
て
の
財
産
を
受
け
取
っ
た
︒

そ
れ
は
ま
た
敬
虔
な
用
務
を
支
援
す
る
た
め
に
割
り
当
て
ら
れ
た
︑
教
会
︑

修
道
院
︑
信
心
会
の
財
産
を
受
け
取
っ
た
︒
サ
ン
ク
レ
ー
ル
修
道
院
が
大
施

療
院
の
建
物
の
本
部
に
な
っ
た
︒
五
人
の
男
性
が
︑
昔
の
施
設
の
財
産
目
録

を
作
り
︑
統
合
さ
れ
た
施
療
院
の
計
画
を
作
成
す
る
た
め
に
︑
市
参
事
会
に

よ
っ
て
委
員
に
選
ば
れ
た
︒
彼
ら
は
新
生
大
施
療
院
の
最
初
の
会
計
係
に
な

っ
た
︒
彼
ら
の
提
案
で
も
う
ひ
と
り
別
の
男
性
が
新
し
い
施
設
で
暮
ら
し
︑

そ
の
福
祉
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
監
督
す
る
た
め
に
任
命
さ
れ
た
︒
彼
が
最
初
の
看

護
係
に
な
っ
た②
︒
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大
施
療
院
は
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
の
中
心
に
大
き
な
建
物
を
有
し
︑
数
十
人
の
こ

ど
も
た
ち
を
収
容
し
た
︒
彼
ら
の
大
半
が
孤
児
か
捨
て
子
で
あ
っ
た
︒
そ
れ

よ
り
も
少
な
い
高
齢
者
も
い
た
︒
老
い
︑
病
︑
障
害
が
ひ
ど
く
ひ
と
り
で
は

生
活
で
き
な
い
人
た
ち
で
あ
っ
た
︒
こ
の
施
設
は
毎
週
市
内
の
貧
困
家
庭
に

パ
ン
を
配
り
︑
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
に
つ
い
た
ば
か
り
で
宿
代
を
払
う
こ
と
が
で
き

な
い
訪
問
者
に
︑
避
難
所
と
食
糧
を
提
供
し
た③
︒
大
施
療
院
の
本
部
に
な
っ

た
か
つ
て
の
サ
ン
ク
レ
ー
ル
修
道
院
は
︑
孤
児
や
そ
の
他
の
貧
者
を
収
容
し
︑

部
屋
で
食
事
を
さ
せ
た
︒
在
宅
の
︑
物
乞
い
を
し
な
い
貧
者
に
与
え
ら
れ
る

パ
ン
塊
は
︑
施
設
の
扉
越
し
に
配
ら
れ
た④
︒

大
施
療
院
は
俗
人
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
た
︒
フ
ル
タ
イ
ム
の
看
護
係
が
一

名
雇
わ
れ
た
︒
彼
は
家
族
と
と
も
に
本
部
建
物
に
引
っ
越
す
よ
う
求
め
ら
れ

た
︒
看
護
係
に
は
部
屋
と
食
事
が
無
償
で
用
意
さ
れ
た
︒
多
く
の
補
助
員
と

奉
公
人
が
看
護
係
の
指
揮
下
で
働
い
た
︒
理
髪
師
・
外
科
医
は
貧
者
の
医
療

ケ
ア
を
任
さ
れ
た
︒
ま
た
牧
師
を
目
指
す
叙
階
準
備
中
の
神
学
生
は
︑
大
施

療
院
の
こ
ど
も
た
ち
の
教
育
を
受
け
も
っ
た
︒
そ
し
て
看
護
係
は
会
計
係
の

委
員
会
に
責
任
を
負
っ
た⑤
︒

第
二
節

フ

ラ

ン

ス

基

金

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
の
大
施
療
院
に
つ
い
て
は
︑
い
ま
の
と
こ
ろ
こ
れ
以
上
詳
し

い
情
報
は
得
ら
れ
て
い
な
い
︒
キ
ン
グ
ド
ン
も
認
め
る
よ
う
に
︑
そ
も
そ
も

執
事
な
る
語
も
︑
こ
こ
で
使
用
さ
れ
た
形
跡
は
見
ら
れ
な
い
︒
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ

で
執
事
な
る
職
制
は
︑
別
の
施
設
の
専
有
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た⑥
︒
ジ
ュ

ネ
ー
ヴ
に
は
地
元
の
病
人
を
看
護
し
︑
地
元
の
貧
者
を
救
済
す
る
た
め
に
大

施
療
院
が
存
在
し
た
︒
こ
れ
と
は
別
に
︑
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
に
や
っ
て
く
る
宗
教

的
な
亡
命
者
が
同
郷
出
身
の
宗
教
難
民
を
支
援
す
る
た
め
に
基
金
を
設
け
た⑦
︒

と
く
に
重
要
な
の
が
︑
フ
ラ
ン
ス
人
亡
命
者
が
設
立
し
た
﹁
フ
ラ
ン
ス
基

金
﹂
で
あ
る
︒
フ
ラ
ン
ス
基
金
に
つ
い
て
は
︑
や
は
り
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
家

ジ
ャ
ニ
ー
ン
・
エ
ヴ
ェ
リ
ン
・
オ
ル
ソ
ン
の
研
究
が
有
益
で
あ
る⑧
︒

フ
ラ
ン
ス
基
金
は
﹃
教
会
規
則
﹄
に
言
及
が
な
い
︒
お
そ
ら
く
当
時
ま
だ

存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
遅
く
と
も
一
五
五
〇
年
九
月
三
〇
日
に
は

基
金
が
設
立
さ
れ
︑
三
人
の
男
性
が
監
督
官
に
選
ば
れ
た
︒
こ
の
三
人
が
決

算
報
告
書
の
な
か
で
正
式
に
﹁
執
事
﹂
と
呼
ば
れ
る
の
は
一
五
五
四
年
七
月
︑

カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
家
で
選
出
さ
れ
た
時
が
初
め
て
で
あ
っ
た
︒
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の

関
与
は
単
に
指
針
の
提
供
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
も
っ
と
具
体
的
で
あ
っ
た
︒
決

算
報
告
書
に
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
名
が
寄
贈
者
︑
貧
民
の
推
薦
者
と
し
て
始
終
登

場
す
る
の
は
︑
彼
の
基
金
に
対
す
る
関
心
が
並
々
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
を
示
し
て
い
る⑨
︒

基
金
は
受
取
人
の
暮
ら
し
に
も
配
慮
し
た
︒
例
え
ば
マ
ッ
ト
レ
ス
や
ベ
ッ

ド
カ
ヴ
ァ
ー
の
手
配
が
そ
う
で
あ
り
︑
寒
い
時
期
に
執
事
は
薪
を
購
入
す
る

か
︑
も
し
く
は
木
材
の
配
給
を
準
備
し
た
︒
彼
ら
は
貧
者
に
衣
類
や
靴
も
提
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供
し
た
︒
執
事
は
少
年
の
下
着
や
ズ
ボ
ン
の
洗
濯
の
よ
う
な
各
種
サ
ー
ヴ
ィ

ス
︑
個
々
の
物
品
の
購
入
に
も
代
価
を
払
っ
た
︒
医
療
ケ
ア
は
基
金
の
講
じ

る
措
置
の
重
要
部
分
で
あ
っ
た
︒
厳
密
に
言
え
ば
︑
本
来
な
ら
福
祉
と
言
え

な
い
活
動
に
基
金
が
関
与
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
︒
一
五
五
〇
年
一
〇
月
に
基

金
は
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
講
演
や
説
教
の
筆
耕
者
に
二
エ
キ
ュ
ー
を
支
払
っ
た
︒

す
く
な
く
と
も
一
五
四
九
年
か
ら
一
五
六
三
年
ま
で
︑
フ
ラ
ン
ス
基
金
は
カ

ル
ヴ
ァ
ン
の
説
教
や
講
演
の
筆
写
に
代
金
を
支
払
っ
た
︒
執
事
は
こ
れ
を
厳

重
に
監
督
し
︑
と
き
に
は
紙
を
購
入
し
︑
製
本
代
金
を
支
払
い
︑
杜
撰
に
書

き
写
さ
れ
た
説
教
の
書
き
直
し
を
命
じ
た
︒
フ
ラ
ン
ス
基
金
は
単
な
る
福
祉

を
越
え
る
施
設
で
あ
っ
た
が
︑
そ
れ
で
も
主
に
福
祉
を
担
当
す
る
基
金
で
あ

っ
た
︒
こ
れ
ら
の
事
業
に
は
営
利
衝
動
も
働
い
た
が
︑
収
益
は
貧
者
の
支
援

に
向
け
ら
れ
た⑩
︒

基
金
の
存
在
は
そ
れ
に
奉
仕
す
る
人
た
ち
に
雇
用
も
保
証
し
た
︒
決
算
報

告
書
の
記
録
が
一
五
五
〇
年
に
始
ま
っ
た
と
き
︑
フ
ル
タ
イ
ム
で
雇
わ
れ
た

唯
一
の
職
は
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
説
教
の
筆
耕
者
で
あ
っ
た
︒
基
金
は
内
科
医
︑

外
科
医
︑
薬
剤
師
に
も
定
期
的
に
給
金
を
払
っ
た
︒
難
民
支
援
の
大
半
は
自

発
的
に
行
わ
れ
た
が
︑
基
金
は
乳
母
︑
病
人
看
護
者
を
雇
い
︑
孤
児
を
預
か

る
家
︑
宿
屋
︑
私
邸
を
サ
ー
ヴ
ィ
ス
料
金
で
賃
借
り
し
た
︒
基
金
は
仕
立
屋

に
一
着
ご
と
に
代
金
を
︑
お
針
子
に
も
代
金
を
支
払
っ
た
︒
お
針
子
の
多
く

は
福
祉
の
名
簿
に
名
前
の
載
る
貧
困
女
性
で
あ
っ
た
︒
貧
者
は
木
の
運
搬
や

伝
令
の
よ
う
な
各
種
の
臨
時
の
仕
事
に
も
雇
わ
れ
た
︒
必
要
な
場
合
は
代
金

を
払
っ
て
で
も
労
働
を
買
う
が
︑
可
能
な
限
り
無
償
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
使

う
の
が
方
針
で
あ
っ
た⑪
︒

人
員
が
何
名
い
る
か
に
か
か
わ
ら
ず
︑
執
事
は
三
つ
の
機
能
を
果
た
し
た
︒

彼
ら
は
お
金
を
受
け
取
り
︑
そ
れ
を
分
配
し
︑
貧
者
を
訪
問
し
た
︒
こ
う
し

て
執
事
は
財
務
と
牧
師
の
よ
う
な
職
務
を
兼
ね
た
︒
執
事
は
各
種
の
寄
付
を

受
け
取
っ
た
が
︑
基
本
的
に
二
つ
の
大
き
な
カ
テ
ゴ
リ
が
あ
っ
た
︒
生
者
か

ら
の
寄
贈
と
死
者
の
遺
贈
で
あ
る
︒
贈
与
は
金
銭
の
形
で
︑
あ
る
い
は
穀
物

の
よ
う
な
現
物
の
形
で
受
領
さ
れ
た
︒
領
収
書
に
執
事
の
親
族
︑
友
人
︑
泊

り
客
の
名
前
が
現
れ
る
こ
と
か
ら
察
す
る
に
︑
執
事
が
寄
付
を
所
望
す
る
こ

と
も
あ
っ
た
よ
う
だ⑫
︒

執
事
は
ど
ん
な
国
籍
︑
ど
ん
な
宗
派
の
人
も
助
け
た
︒
通
過
す
る
ユ
ダ
ヤ

人
さ
え
助
け
る
こ
と
も
あ
っ
た
︒
決
算
報
告
書
は
病
気
の
貧
者
へ
の
訪
問
が

実
際
に
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
︒
お
そ
ら
く
は
床
に
就
い
た
き
り
の
︑

毎
週
の
施
し
に
来
ら
れ
な
い
人
た
ち
だ
け
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
カ
ル
ヴ
ァ
ン

は
説
教
や
私
信
で
︑
執
事
の
職
務
は
貧
者
や
病
者
を
訪
問
す
る
こ
と
で
あ
る

と
説
い
た
︒
こ
う
し
て
執
事
が
病
者
を
訪
問
す
る
と
い
う
規
定
が
︑
一
五
八

一
年
の
フ
ラ
ン
ス
基
金
の
布
告
に
現
れ
た⑬
︒
病
気
は
貧
困
と
同
じ
く
信
者
が

宗
旨
を
変
え
る
重
要
な
契
機
と
な
り
え
た
︒
そ
れ
は
体
や
心
が
弱
る
瞬
間
で

あ
り
︑
個
人
に
宗
旨
を
再
考
さ
せ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
︒
そ
れ
ゆ
え
病
人
を
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訪
問
す
る
こ
と
は
信
者
が
宗
旨
替
え
の
誘
惑
に
負
け
な
い
た
め
に
必
要
で
あ

っ
た⑭
︒
執
務
に
つ
い
て
た
っ
た
数
年
で
亡
く
な
る
執
事
が
多
か
っ
た
こ
と
は
︑

感
染
の
危
険
が
半
端
で
な
か
っ
た
こ
と
を
教
え
る
︒
長
生
き
の
執
事
は
例
外

で
あ
っ
た⑮
︒

執
事
は
つ
ね
に
巨
額
の
金
銭
に
責
任
を
負
っ
た
︒
こ
の
た
め
彼
ら
は
誠
実

な
︑
信
頼
に
値
す
る
︑
共
同
体
に
よ
っ
て
尊
敬
さ
れ
る
人
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
︒
初
期
の
執
事
は
軒
並
み
裕
福
な
層
の
出
身
で
あ
っ
た
︒
彼
ら
は

基
金
に
対
す
る
恒
常
的
な
寄
付
者
で
あ
り
︑
自
分
の
ポ
ケ
ッ
ト
マ
ネ
ー
か
ら

貧
者
に
金
銭
を
提
供
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
︒
一
六
世
紀
の
執
事
は
実
業
家
か

貴
族
で
あ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
︒
彼
ら
は
俗
事
を
う
ま
く
処
理
す
る
能
力
に

た
け
て
い
る
と
い
う
点
で
共
通
し
た⑯
︒

し
か
し
世
事
に
た
け
て
い
る
こ
と
だ
け
が
執
事
に
望
ま
れ
た
わ
け
で
は
な

い
︒
社
会
経
験
が
豊
富
で
︑
安
定
し
た
家
族
生
活
を
営
む
︑
共
同
体
に
よ
っ

て
責
任
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
認
め
ら
れ
た
人
が
望
ま
れ
た
︒
執
事
に
良
妻

が
あ
れ
ば
︑
基
金
は
ひ
と
り
を
選
ん
で
ふ
た
り
の
働
き
手
を
得
た
と
ま
で
言

わ
れ
た
︒
執
事
の
妻
の
な
か
に
は
寄
贈
者
を
も
て
な
す
な
ど
基
金
で
積
極
的

な
役
割
を
果
た
す
も
の
も
い
た
︒
決
算
報
告
書
に
は
多
く
の
女
性
の
名
前
が

あ
る
︒
彼
女
た
ち
は
必
ず
し
も
執
事
の
妻
と
は
限
ら
な
い
が
︑
寄
贈
者
︑
難

民
を
迎
え
る
女
将
︑
女
主
人
︑
看
護
婦
︑
貧
者
の
慈
善
施
設
へ
の
推
薦
者
と

し
て
活
動
し
た
︒
多
く
の
女
性
が
基
金
に
か
か
わ
っ
た
︒
彼
女
た
ち
の
時
間

と
資
金
は
明
ら
か
に
歓
迎
さ
れ
た⑰
︒

執
事
以
外
に
も
フ
ラ
ン
ス
基
金
に
は
常
勤
・
非
常
勤
︑
有
給
・
無
給
の
職

員
が
た
く
さ
ん
い
た
︒
一
五
八
二
年
の
決
算
報
告
書
に
載
っ
た
条
例
か
ら
は
︑

三
名
の
会
計
検
査
官
が
い
た
の
が
わ
か
る
︒
彼
ら
は
執
事
を
選
出
し
た
の
と

同
じ
集
会
で
選
ば
れ
た
︒
六
か
月
ご
と
に
会
計
検
査
官
は
決
算
報
告
書
を
検

査
し
︑
署
名
し
︑
牧
師
会
に
引
き
渡
し
た
︒
会
計
検
査
官
は
執
事
と
同
じ
く

無
給
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
あ
っ
た
︒
基
金
の
た
め
に
働
く
人
た
ち
の
大
半
は
︑

定
期
の
給
与
よ
り
も
む
し
ろ
臨
時
の
手
間
賃
を
受
け
取
っ
た
︒
仕
立
屋
︑
お

針
子
︑
マ
ッ
ト
レ
ス
製
造
者
︑
旅
館
の
主
人
︑
乳
母
︑
里
親
に
な
る
女
性
ら

が
そ
う
で
あ
る
︒
し
か
し
執
事
は
同
じ
働
き
手
を
く
り
返
し
雇
う
傾
向
が
あ

っ
た
︒
お
そ
ら
く
そ
の
ほ
う
が
便
利
で
あ
り
︑
経
済
的
で
も
あ
っ
た
の
で
あ

ろ
う
︒
結
果
的
に
基
金
の
内
科
医
︑
基
金
の
外
科
医
が
い
た
よ
う
に
︑
基
金

専
属
の
仕
立
屋
︑
基
金
専
属
の
お
針
子
も
い
た
か
の
よ
う
な
観
を
呈
し
た
︒

概
し
て
執
事
は
浪
費
家
で
は
な
か
っ
た
︒
む
し
ろ
彼
ら
は
で
き
る
限
り
節
約

し
た
︒
例
え
ば
彼
ら
は
貧
者
を
雇
う
こ
と
で
︑
彼
ら
の
給
養
に
消
え
る
基
金

を
事
実
上
節
約
し
た
︒
執
事
は
多
く
の
仕
事
に
貧
者
を
雇
っ
た
︒
と
く
に
裁

縫
︑
伝
令
︑
こ
ど
も
の
世
話
に
積
極
的
に
貧
者
を
雇
用
し
た⑱
︒
救
貧
事
業
に

よ
っ
て
目
の
前
の
貧
者
を
救
い
︑
ま
た
一
方
で
貧
困
予
備
軍
に
仕
事
を
与
え

る
︒
執
事
の
仕
事
の
大
部
分
は
難
民
に
住
居
を
斡
旋
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
︒

執
事
は
主
と
し
て
二
つ
の
タ
イ
プ
の
施
設
に
頼
っ
た
︒
民
泊
と
宿
屋
で
あ
る
︒
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こ
れ
ら
に
も
収
容
者
に
つ
き
代
価
が
支
払
わ
れ
た⑲
︒

フ
ラ
ン
ス
基
金
は
寄
贈
者
の
寄
付
に
頼
っ
た
︒
寄
贈
者
は
本
来
フ
ラ
ン
ス

系
の
男
女
で
あ
っ
た
︒
他
国
籍
を
も
つ
寄
贈
者
も
と
き
ど
き
い
た
が
︑
最
初

の
一
〇
年
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
出
身
者
の
名
が
挙
が
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
フ
ラ
ン

ス
系
の
寄
贈
者
の
な
か
に
は
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
で
暮
ら
す
宗
教
難
民
も
い
れ
ば
︑

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
を
通
過
中
に
寄
付
を
求
め
ら
れ
た
旅
行
者
や
泊
り
客
も
い
た
︒

ほ
か
は
フ
ラ
ン
ス
か
ら
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
に
送
金
し
た
人
た
ち
で
あ
っ
た
︒
そ
の

さ
い
金
は
個
人
か
ら
も
改
革
派
信
徒
団
か
ら
も
届
い
た⑳
︒
生
粋
の
ジ
ュ
ネ
ー

ヴ
人
は
市
の
施
療
院
を
支
援
し
た
よ
う
だ
︒
こ
の
た
め
彼
ら
の
名
は
フ
ラ
ン

ス
基
金
の
領
収
証
に
全
く
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
載
っ
て
い
な
い
︒
だ
か
ら
と

言
っ
て
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
市
が
フ
ラ
ン
ス
基
金
を
支
援
し
な
か
っ
た
と
い
う
わ
け

で
は
な
い
︒
逆
に
市
参
事
会
は
基
金
の
活
動
を
賞
揚
し
︑
一
七
・
一
八
世
紀

に
は
基
金
の
監
督
を
引
き
継
ご
う
と
さ
え
し
た
︒
市
参
事
会
は
直
接
間
接
両

面
で
︑
フ
ラ
ン
ス
基
金
を
助
け
よ
う
と
し
た
︒
し
か
し
フ
ラ
ン
ス
基
金
に
対

す
る
直
接
の
寄
付
者
の
名
簿
に
︑
生
粋
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
人
の
名
が
挙
が
る
こ

と
は
な
か
っ
た㉑
︒

寄
付
の
背
後
に
は
︑
ど
ん
な
動
機
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
オ
ル
ソ
ン
は

貧
者
に
施
す
動
機
は
基
本
的
に
二
つ
あ
っ
た
と
見
て
い
る
︒
一
つ
は
宗
教
的

な
動
機
で
あ
る
︒
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は
煉
獄
を
信
じ
な
か
っ
た
が
︑
地
獄
の

存
在
は
信
じ
た
︒
地
獄
に
落
ち
た
く
な
い
と
い
う
動
機
は
残
っ
た
︒
宗
教
的

な
動
機
に
加
え
て
︑
資
産
家
は
寛
大
に
施
す
こ
と
を
期
待
さ
れ
た
︒
こ
の
圧

力
が
自
分
自
身
の
︑
そ
し
て
ま
た
家
族
の
名
声
を
守
り
た
い
と
い
う
願
い
と

結
び
つ
い
た
︒
社
会
の
圧
力
と
自
尊
心
が
︑
寄
付
で
き
る
信
者
の
す
べ
て
を

駆
り
立
て
た㉒
︒
そ
れ
以
外
に
も
福
祉
に
寄
与
す
る
こ
と
に
は
相
応
の
報
い
が

あ
っ
た
︒
社
会
的
な
威
信
や
認
知
が
得
ら
れ
る
以
外
に
︑
寄
付
の
額
が
大
き

け
れ
ば
︑
慈
善
施
設
に
影
響
力
を
行
使
す
る
こ
と
も
で
き
た
︒
寄
贈
者
が
慈

善
施
設
に
貧
者
を
推
薦
す
る
頻
度
は
高
い
︒
寄
贈
者
は
義
捐
金
の
配
分
に
発

言
力
を
行
使
す
る
こ
と
も
期
待
し
て
い
た
に
違
い
な
い㉓
︒

フ
ラ
ン
ス
基
金
か
ら
金
を
受
け
取
っ
た
人
た
ち
に
つ
い
て
は
︑
寄
付
し
た

人
た
ち
ほ
ど
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
︒
受
給
者
の
大
多
数
は
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
に

来
た
難
民
で
あ
っ
た㉔
︒
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
到
着
後
す
ぐ
に
福
祉
局
に
赴
き
︑
終
生

ず
っ
と
名
簿
に
名
を
と
ど
め
た
人
た
ち
の
リ
ス
ト
に
は
︑
莫
連
女
︑
こ
ど
も

を
抱
え
る
寡
婦
︑
高
齢
者
︑
目
の
不
自
由
な
人
︑
体
の
具
合
が
悪
く
自
立
不

能
な
人
が
い
た
︒
雑
多
な
社
会
層
が
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
に
や
っ
て
き
た
︒
雑
多
な

層
は
執
事
に
支
援
さ
れ
た
人
た
ち
の
間
に
も
見
ら
れ
た
︒
む
ろ
ん
基
金
は
貧

者
を
扱
っ
た
が
︑
一
時
的
に
苦
境
に
陥
っ
た
富
裕
層
も
援
助
を
受
け
た
︒
ジ

ャ
ン
・
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
の
直
接
の
祖
先
デ
ィ
デ
ィ
エ
・
ル
ソ
ー
も
そ
の

ひ
と
り
で
あ
っ
た
︒
基
金
は
い
わ
ゆ
る
﹁
貧
困
を
隠
す
貧
者
﹂
を
積
極
的
に

支
援
し
た㉕
︒

基
金
は
支
援
に
値
す
る
貧
者
を
選
り
分
け
る
の
に
腐
心
し
た
︒
フ
ラ
ン
ス

118 (434)



基
金
は
名
声
を
守
ろ
う
と
必
死
で
あ
っ
た
︒
執
事
は
支
援
に
値
す
る
人
だ
け

に
援
助
を
限
ろ
う
と
努
力
し
た
︒
そ
の
甲
斐
あ
っ
て
か
︑
支
援
を
受
け
た
人

が
犯
罪
記
録
に
載
る
の
は
ご
く
稀
で
あ
っ
た
︒
基
金
の
活
動
の
最
初
の
一
〇

年
で
記
録
さ
れ
た
受
給
者
七
六
九
例
の
う
ち
︑
市
の
犯
罪
記
録
に
も
名
前
が

挙
が
っ
た
の
は
一
一
例
に
過
ぎ
な
か
っ
た
︒
一
部
は
生
粋
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
人

を
侮
辱
し
た
廉
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た㉖
︒
執
事
は
結
局
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
あ

っ
て
専
門
家
で
は
な
い
︒
彼
ら
は
援
助
し
た
人
た
ち
に
尊
敬
さ
れ
る
こ
と
を

期
待
し
た
︒
彼
ら
執
事
は
基
金
の
支
援
を
受
給
者
の
権
利
で
は
な
く
自
ら
の

特
権
と
見
な
し
て
い
た
︒
彼
ら
は
言
わ
れ
た
こ
と
を
す
る
人
︑
分
別
を
も
っ

て
行
動
し
︑
受
け
た
援
助
に
恩
義
を
感
じ
る
人
た
ち
を
評
価
し
た㉗
︒

話
が
こ
こ
ま
で
進
む
と
︑
問
題
が
救
貧
と
規
律
化
の
関
係
如
何
に
限
り
な

く
近
づ
い
て
い
る
の
が
わ
か
る
︒
近
世
の
救
貧
は
研
究
史
上
規
律
化
の
問
題

と
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
︒
近
世
に
は
救
貧
院
が
中

世
的
な
慈
善
を
施
す
施
設
と
い
う
面
目
を
捨
て
︑
貧
者
の
自
立
を
促
す
た
め

に
規
律
訓
練
を
強
制
す
る
機
関
に
変
貌
し
た
と
い
う
ゲ
レ
メ
ク
や
フ
ー
コ
ー

流
の
議
論
は
︑
西
洋
の
歴
史
家
た
ち
の
間
で
は
支
持
を
得
て
い
る
よ
う
に
見

え
な
い
︒
例
え
ば
マ
ル
テ
ィ
ン
・
デ
ィ
ン
ゲ
ス
は
︑
貧
者
の
怠
惰
を
矯
正
す

る
た
め
に
彼
ら
を
ガ
レ
ー
船
の
漕
ぎ
手
と
し
て
使
役
す
る
と
い
う
規
律
化
論

者
が
し
ば
し
ば
引
く
規
範
文
書
の
一
説
も
︑
本
当
に
実
施
さ
れ
た
か
ど
う
か

は
甚
だ
疑
問
で
あ
る
と
い
う㉘
︒
こ
れ
は
救
貧
院
に
収
容
さ
れ
た
貧
者
の
話
で

あ
る
が
︑
通
い
で
施
し
を
受
け
る
貧
者
に
も
当
て
は
ま
る
︒

こ
の
点
で
オ
ル
ソ
ン
の
議
論
は
興
味
深
い
︒
福
祉
台
帳
に
誰
を
載
せ
る
か

は
執
事
の
匙
加
減
次
第
で
あ
っ
た
︒
そ
の
権
限
が
貧
者
を
執
事
の
意
向
に
同

調
さ
せ
る
強
烈
な
刺
激
と
な
り
え
た
︒
し
か
し
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は

な
か
っ
た
︒
執
事
は
自
ら
が
受
給
者
に
さ
せ
た
い
と
思
う
こ
と
を
さ
せ
ら
れ

ず
も
が
い
て
い
た㉙
︒
い
っ
ぽ
う
一
六
三
一
年
に
市
の
施
療
院
に
特
別
な
部
署

が
設
け
ら
れ
︑
そ
れ
は
﹁
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
︵
懲
戒
房
︶
﹂
と
名
付
け
ら
れ
た
︒

そ
こ
は
貧
者
に
懲
罰
を
与
え
る
場
所
で
あ
っ
た㉚
︒
都
市
が
関
与
す
る
救
貧
施

設
に
貧
者
を
規
律
化
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
現
れ
た
︒
し
か
し
そ
れ
が
救
貧

事
業
全
体
に
占
め
た
比
重
は
小
さ
か
っ
た
︒
よ
り
大
き
な
比
重
を
占
め
た
半

官
半
民
の
救
貧
施
設
は
︑
依
然
と
し
て
昔
な
が
ら
の
慈
善
の
域
に
と
ど
ま
っ

て
い
た
の
で
あ
る
︒

オ
ル
ソ
ン
に
よ
れ
ば
︑
カ
ト
リ
ッ
ク
か
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
か
を
問
わ
ず
︑

改
革
者
は
当
時
拡
大
の
一
途
を
た
ど
っ
た
貧
困
の
緩
和
に
誠
実
に
向
き
合
っ

た
︒
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
も
御
多
分
に
漏
れ
な
い
︒
実
際
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
は
利

息
を
取
っ
て
金
を
貸
す
こ
と
や
営
利
の
追
求
を
正
当
化
す
る
よ
り
も
︑
貧
困

に
対
す
る
闘
い
を
重
視
し
た㉛
︒
恩
義
に
厚
い
難
民
が
生
計
の
資
を
回
復
し
︑

新
た
な
寄
贈
者
に
な
る
に
つ
れ
て
︑
救
貧
基
金
は
ど
ん
ど
ん
膨
ら
ん
だ㉜
︒
営

利
が
営
利
を
呼
ぶ
の
で
は
な
く
︑
贈
与
が
贈
与
を
呼
ん
だ
︒
勢
い
カ
ル
ヴ
ァ

ン
派
で
は
救
貧
事
業
の
意
義
が
増
し
た
︒
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
で
は
フ
ラ
ン
ス
基
金
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が
そ
れ
を
具
現
し
た
︒

①

K
ingdon,
R
obert
M
.,
T
he
D
eacons
of
the
R
eform
ed
C
hurch
in

C
alvin’s
G
eneva,
in
:
M
élanges
d’histoire
du
X
V
Ie
siècle
offerts
à

H
enri
M
eylan
(T
ravaux
d’H
um
anism
e
et
R
enaissance
110),
G
eneva

1970,
pp.81-90.
な
お
︑
こ
の
論
稿
は
以
下
の
論
集
に
再
録
さ
れ
て
い
る
︒

K
ingdon,
R
obert
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.,
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and
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H
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76,1971,
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で
は
︑
p.52.
な

お
こ
の
論
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も
︑
K
ingdon,
C
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に
採
録
さ
れ
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い
る
︒

④

ibid.,
p.55.

⑤

ibid,
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⑥

K
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亡
命
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い
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︑
Ｅ
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モ
ン
タ
ー
著
︵
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村
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砂
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男
訳
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﹃
カ
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ヴ
ァ
ン
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の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ

宗
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改
革
と
都
市
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家
﹄
ヨ
ル
ダ
ン
社
︑
一
九
七
八
年
︑
二
五
八

二
六
六
頁
︒

⑧

O
lson,
Jeannine
E
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C
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Social
W
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D
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B
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française,
London
and
T
oronto
1989.
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ibid.,
p.32.

⑩

ibid.,
pp.45-49.

⑪

ibid.,
p.70.

⑫
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pp.72-73.

⑬

ibid.,
p.33.

⑭

D
inges,
M
artin,
H
uguenot
Poor
R
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and
H
ealth
C
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in
the

Sixteenth
and
Seventeenth
C
enturies,in
:Society
and
C
ulture
in
the

H
uguenot
W
orld
1559-1685,
edited
by
R
aym
ond
A
.
M
entzer
and

A
ndrew
Spicer,
C
am
bridge
2002,
pp.157-174.
と
く
に
︑
p.165.
ボ
ル

ド
ー
の
救
貧
を
調
査
し
た
マ
ル
テ
ィ
ン
・
デ
ィ
ン
ゲ
ス
は
︑
日
々
の
病
人
訪
問
は

ユ
グ
ノ
ー
の
共
同
体
で
も
カ
ト
リ
ッ
ク
の
共
同
体
で
も
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
と

い
う
︒
ボ
ル
ド
ー
で
は
宗
教
会
議
の
二
〇
人
の
メ
ン
バ
ー
の
各
人
が
︑
二
週
間
に

一
度
す
べ
て
の
病
人
を
訪
問
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒
本
来
は
一
日
に
一
回

以
上
の
訪
問
を
義
務
づ
け
て
い
た
︒
宗
教
会
議
は
ま
た
無
料
の
治
療
や
医
薬
品
を

定
期
的
に
提
供
し
た
︒

⑮

O
lson,
op.
cit.,
p.78.

⑯

ibid.,
pp.76-77.

⑰
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⑱
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pp.94-101.

⑲

ibid.,
p.103.

⑳

ibid.,
p.107.

㉑

ibid.,
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㉒

ibid.,
pp.114-115.

㉓

ibid.,
p.119.

㉔

ibid.,
p.129.

㉕

ibid.,
pp.133-134.

㉖

ibid.,
pp.138-140.

㉗

ibid.,
p.142.

㉘

近
世
の
救
貧
と
規
律
化
の
関
係
を
積
極
的
に
評
価
す
る
研
究
と
し
て
︑
ブ
ロ
ニ

ス
ワ
フ
・
ゲ
レ
メ
ク
著
︵
早
坂
真
理
訳
︶
﹃
憐
れ
み
と
縛
り
首

ヨ
ー
ロ
ッ
パ

史
の
な
か
の
貧
民

﹄
平
凡
社
︑
一
九
九
三
年；

ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
著

︵
田
村
俶
訳
︶
﹃
監
獄
の
誕
生

監
視
と
処
罰

﹄
新
潮
社
︑
一
九
七
七
年
︒

し
か
し
こ
の
よ
う
な
見
方
に
は
批
判
も
大
き
い
︒
マ
ル
テ
ィ
ン
・
デ
ィ
ン
ゲ
ス
は

行
政
の
救
貧
に
は
規
律
化
の
意
図
は
む
ろ
ん
あ
っ
た
が
︑
支
配
力
が
未
熟
な
た
め
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に
そ
れ
が
貫
徹
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
︒
現
実
に
は
﹁
統
制
﹂
よ
り
も

﹁
援
助
﹂
の
側
面
が
重
要
で
あ
っ
た
︒
D
inges,
M
artin,
F
rühneuzeitliche

A
rm
enfürsorge
als
Sozialdisziplinierung?
P
roblem
e
m
it
einem

K
onzept,in
:G
eschichte
und
G
esellschaft
17,1991,S.5-29.
こ
こ
で
は
︑

S.11.

㉙

ibid.,
p.143.

㉚

ibid.,
p.142.

㉛

ibid.,
p.167.

㉜

ibid.,
p.180.

第
四
章

執
事
制
度
の
実
際
︵
�
)

競
合
す
る
救
貧

ナ
ン
ト
王
令
下
の
フ
ラ
ン
ス
諸
都
市
や
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
独
立
戦
争
下
の

オ
ラ
ン
ダ
諸
都
市
で
は
︑
カ
ト
リ
ッ
ク
と
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
の
信
者
が
競
合
す

る
事
態
が
現
出
し
た
︒
救
貧
事
業
は
宗
派
の
勢
力
拡
大
と
い
う
課
題
と
容
易

に
結
び
つ
く
可
能
性
が
あ
っ
た
︒
以
下
で
フ
ラ
ン
ス
と
オ
ラ
ン
ダ
の
状
況
を

考
察
し
た
研
究
を
紹
介
す
る
︒

第
一
節

リ
ヨ
ン
と
ニ
ー
ム

ナ
ン
ト
王
令
下
の
フ
ラ
ン
ス
諸
都
市
の
救
貧
の
動
向
に
つ
い
て
︑
ア
メ
リ

カ
の
歴
史
家
ヴ
ィ
ル
マ
・
ピ
ュ
ー
の
リ
ヨ
ン
と
ニ
ー
ム
に
関
す
る
比
較
事
例

研
究
が
有
益
で
あ
る
︒
ナ
ン
ト
王
令
下
で
カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

が
競
合
し
た
︒
ピ
ュ
ー
は
両
者
の
競
合
が
慈
善
パ
タ
ー
ン
の
変
化
︑
救
貧
の

理
念
と
実
践
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
か
を
考
察
し
た①
︒
一
七
世
紀
の

中
葉
は
経
済
が
も
っ
と
も
好
調
な
時
期
で
あ
っ
た
︒
ニ
ー
ム
で
は
一
六
三
〇

年
ご
ろ
か
ら
一
六
六
〇
年
代
ま
で
︑
リ
ヨ
ン
で
は
一
六
四
〇
年
か
ら
一
六
七

三
年
ま
で
そ
れ
が
続
い
た②
︒
リ
ヨ
ン
の
人
口
は
九
万
と
一
〇
万
の
あ
い
だ
︑

ニ
ー
ム
の
人
口
は
一
六
九
〇
年
代
に
お
よ
そ
一
万
二
千
と
見
積
も
ら
れ
る
︒

救
貧
に
対
す
る
責
任
は
公
的
な
世
俗
当
局
︑
改
革
派
教
会
︑
敬
虔
な
カ
ト
リ

ッ
ク
信
者
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
私
的
な
施
設
の
間
で
分
掌
さ
れ
た
︒
い
っ

ぽ
う
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
重
要
な
役
割
を
果
た
さ
な
か
っ
た
︒
両
市
で
救
貧

は
こ
の
期
間
を
通
じ
て
宗
教
紛
争
の
火
種
と
な
っ
た
︒
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の

貧
者
支
援
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
そ
れ
と
異
な
る
原
理
に
基
づ
く
︒
当
然
カ
ル
ヴ

ァ
ン
派
に
と
っ
て
施
し
は
救
霊
に
は
役
立
た
ず
︑
そ
れ
で
も
貧
者
の
要
求
を

満
た
す
こ
と
は
神
や
隣
人
に
対
す
る
責
務
で
あ
っ
た
︒
迫
害
さ
れ
る
少
数
派

と
い
う
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
地
位
︑
と
く
に
フ
ラ
ン
ス
改
革
派
教
会
が
組
織

化
さ
れ
る
時
期
に
宗
教
的
な
敵
意
が
高
揚
し
た
た
め
︑
教
会
が
責
任
を
負
う

共
同
体
を
﹁
選
ば
れ
た
﹂
集
団
と
み
な
す
の
は
自
然
な
成
り
行
き
で
あ
っ
た③
︒

ピ
ュ
ー
は
遺
言
に
よ
る
慈
善
遺
贈
に
関
し
て
宗
派
別
の
量
的
比
較
を
試
み

た
︒
お
そ
ら
く
慈
善
遺
贈
を
し
た
人
は
多
く
な
か
っ
た
︒
貧
者
の
た
め
の
公

的
施
設
︵
リ
ヨ
ン
の
大
病
院
や
総
合
施
療
院
︶
の
俗
人
院
長
が
戸
別
訪
問
す

る
と
き
に
寄
付
す
る
の
が
つ
ね
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
は
巨
額
の
寄
付
を
除
け
ば

カルヴァン派と救貧（佐々木）
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痕
跡
が
一
切
残
ら
な
い
寄
付
で
あ
っ
た
︒
記
録
が
残
っ
た
す
べ
て
の
階
層
の

個
人
に
よ
る
慈
善
の
唯
一
の
形
は
︑
遺
言
に
よ
る
慈
善
遺
贈
で
あ
る
︒
ピ

ュ
ー
は
リ
ヨ
ン
の
一
八
名
の
公
証
人
の
記
録
と
秘
密
証
書
遺
言
か
ら
二
︑
二

一
八
通
の
遺
言
を
︑
ニ
ー
ム
の
九
名
の
公
証
人
の
記
録
か
ら
七
三
九
通
の
遺

言
を
抽
出
し
て
分
析
を
試
み
た④
︒

例
え
ば
リ
ヨ
ン
の
一
二
七
通
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
遺
言
の
八
七
・
四

パ
ー
セ
ン
ト
に
慈
善
遺
贈
に
関
す
る
項
目
が
あ
り
︑
そ
れ
に
比
べ
て
二
︑
〇

九
一
通
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
遺
言
の
五
二
パ
ー
セ
ン
ト
︑
一
三
の
宗
教
性
の
薄

い
遺
言
で
は
二
三
パ
ー
セ
ン
ト
に
し
か
慈
善
遺
贈
は
見
ら
れ
な
い
︒
他
方

ニ
ー
ム
で
は
二
つ
の
信
仰
の
間
に
ほ
と
ん
ど
差
は
な
い
︒
四
三
二
通
の
プ
ロ

テ
ス
タ
ン
ト
の
遺
言
の
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
︑
三
〇
七
通
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
遺

言
の
九
二
パ
ー
セ
ン
ト
が
慈
善
遺
贈
に
関
す
る
項
目
を
含
ん
で
い
た⑤
︒

リ
ヨ
ン
で
施
し
の
件
数
は
物
乞
い
が
目
立
つ
時
期
に
増
え
た
︒
一
六
二
〇

年
代
に
物
乞
い
が
目
立
つ
よ
う
に
な
る
と
︑
遺
言
の
喜
捨
に
対
す
る
言
及
が

著
し
く
増
加
し
た
︒
い
っ
ぽ
う
大
病
院
へ
の
遺
贈
︑
よ
り
規
模
の
小
さ
い
総

合
施
療
院
へ
の
遺
贈
は
減
少
し
た
︒
続
く
一
六
三
〇
年
代
の
経
済
危
機
は
深

刻
で
︑
制
度
に
よ
る
給
養
は
不
十
分
に
な
り
︑
物
乞
い
は
統
制
が
き
か
ず
︑

無
差
別
の
施
し
︑
遺
言
の
な
か
の
喜
捨
へ
の
言
及
が
激
増
し
た
︒
一
六
四
〇

年
代
︑
一
六
五
〇
年
代
の
経
済
が
比
較
的
好
調
な
時
代
に
︑
物
乞
い
は
か
な

り
う
ま
く
抑
制
さ
れ
︑
遺
言
の
な
か
の
喜
捨
へ
の
言
及
も
ふ
た
た
び
大
幅
に

減
っ
た
︒
一
六
六
一

六
二
年
の
飢
饉
の
時
期
に
は
物
乞
い
の
統
制
は
再
び

崩
壊
し
︑
そ
の
他
の
慈
善
遺
贈
と
と
も
に
遺
言
の
な
か
の
喜
捨
へ
の
言
及
は

大
幅
に
増
加
し
た⑥
︒

ピ
ュ
ー
に
よ
れ
ば
︑
リ
ヨ
ン
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
遺
言
で
は
慈
善
遺
贈
の
多

彩
な
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
慈
善
遺
贈
と
は
対
照
的
に
︑
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
ト
を
改
宗
さ
せ
る
た
め
に
信
仰
普
及
協
会
に
遺
贈
を
申
し
出
る
遺
言

は
四
通
し
か
な
い⑦
︒
ナ
ン
ト
王
令
廃
止
後
︑
カ
ト
リ
ッ
ク
の
慈
善
遺
贈
を
ふ

く
む
遺
言
の
件
数
は
減
少
す
る
︒
宗
派
抗
争
の
終
焉
が
も
た
ら
し
た
宗
教
的

動
機
の
減
退
と
決
し
て
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
︒
リ
ヨ
ン
の
カ
ト
リ
ッ
ク
信

者
の
遺
言
に
見
ら
れ
る
慈
善
の
多
彩
さ
と
は
対
照
的
に
︑
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

信
者
の
慈
善
遺
贈
の
圧
倒
的
多
数
が
貧
者
の
支
援
に
あ
て
ら
れ
︑
改
革
派
教

会
に
集
中
し
た
︒
ナ
ン
ト
王
令
の
秘
密
条
項
は
改
革
派
教
会
の
貧
者
に
遺
産

を
遺
す
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
信
者
の
権
利
を
保
護
し
た
が
︑
カ
ト
リ
ッ
ク
の
聖

職
者
や
高
等
法
院
は
こ
の
よ
う
な
遺
贈
が
宗
派
を
問
わ
ず
貧
者
を
世
話
す
る

公
立
病
院
に
向
け
ら
れ
る
こ
と
を
主
張
し
た
︒
救
貧
で
宗
派
が
競
合
す
る
局

面
で
あ
る
︒
一
六
二
六
年
に
国
王
は
改
革
派
教
会
の
貧
者
に
遺
贈
す
る
プ
ロ

テ
ス
タ
ン
ト
信
者
の
権
利
を
確
認
し
た
が
︑
一
六
三
七
年
に
は
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
ト
の
信
者
が
公
証
人
や
代
理
人
に
な
る
こ
と
を
禁
じ
︑
こ
う
し
て
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
ト
の
信
者
は
︑
同
門
の
貧
者
に
遺
贈
す
る
た
め
に
︑
自
分
た
ち
の
意

を
汲
む
カ
ト
リ
ッ
ク
の
官
吏
の
情
け
に
す
が
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た⑧
︒
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カ
ト
リ
ッ
ク
の
慈
善
遺
贈
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
例
に
よ
っ
て
容
易
に
影

響
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
︒
お
そ
ら
く
そ
れ
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
が
リ
ヨ

ン
住
民
の
ご
く
少
数
派
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
カ
ト
リ
ッ
ク
側

は
︑
貧
者
の
非
宗
教
的
な
状
態
︑
ナ
ン
ト
王
令
が
も
た
ら
し
た
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
ト
と
の
平
和
共
存
に
よ
っ
て
貧
者
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
誘
惑
に
さ
ら
さ

れ
や
す
く
な
っ
て
い
る
の
に
気
づ
い
て
い
た
︒
こ
う
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
側
は

貧
者
を
カ
ト
リ
ッ
ク
に
と
ど
ま
ら
せ
る
誘
因
と
し
て
慈
善
を
使
お
う
と
し
︑

多
く
の
貧
者
を
制
度
内
に
取
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
教
化
し
よ
う
と
し
た
︒

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
が
優
位
で
あ
っ
た
ニ
ー
ム
の
経
験
は
す
べ
て
の
点
で
ま

っ
た
く
異
な
っ
た
︒
リ
ヨ
ン
と
は
対
照
的
に
︑
ニ
ー
ム
の
記
録
で
は
カ
ト
リ

ッ
ク
︑
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
双
方
の
遺
言
の
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
が
慈
善
遺

贈
を
含
ん
だ
︒
ニ
ー
ム
の
慈
善
を
左
右
す
る
要
因
は
︑
行
政
と
宗
派
の
変
わ

り
ゆ
く
関
係
の
影
響
で
あ
っ
た
︒
と
く
に
反
抗
す
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
が
カ

ト
リ
ッ
ク
を
追
い
出
し
た
一
六
二
〇
年
代
に
そ
れ
が
鮮
明
で
あ
っ
た
︒
一
六

三
一
年
に
国
王
は
ニ
ー
ム
に
同
数
行
政
︑
す
な
わ
ち
二
名
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

ト
執
政
官
と
二
名
の
カ
ト
リ
ッ
ク
執
政
官
が
都
市
行
政
と
病
院
の
統
制
を
共

同
で
行
う
こ
と
を
強
要
し
た
︒
そ
の
後
執
政
官
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
派
の

貧
者
を
扶
養
し
︑
病
院
と
そ
の
資
財
の
管
理
を
競
っ
た
た
め
に
︑
カ
ト
リ
ッ

ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
熾
烈
な
争
い
の
時
代
が
続
い
た
︒
宗
派
対
立
ば
か

り
で
な
く
︑
も
し
か
す
る
と
経
済
の
困
窮
も
︑
貧
者
に
対
す
る
慈
善
遺
贈
の

割
合
の
激
増
に
拍
車
を
か
け
た
か
も
し
れ
な
い
︒
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
遺
言

は
こ
れ
ま
で
通
り
改
革
派
の
貧
者
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
つ
づ
け
た
し
︑
こ

れ
ま
で
は
貧
者
と
し
か
記
載
さ
れ
な
か
っ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
の
遺
言
で
も
︑
い

ま
や
カ
ト
リ
ッ
ク
の
貧
者
と
明
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た⑨
︒

要
約
す
る
と
︑
こ
こ
で
の
分
析
か
ら
リ
ヨ
ン
で
は
︑
す
べ
て
の
身
分
の
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
が
カ
ト
リ
ッ
ク
よ
り
も
慈
善
目
的
の
た
め
に
は
る
か
に
多
く

遺
産
を
遺
し
た
︒
二
つ
の
宗
教
集
団
の
慈
善
遺
贈
の
格
差
は
︑
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
ト
が
慈
善
の
た
め
の
遺
贈
を
法
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
︑
さ
ら
に

拡
が
っ
た
か
も
し
れ
な
い
︒
ニ
ー
ム
の
遺
言
の
慈
善
遺
贈
の
割
合
は
リ
ヨ
ン

の
遺
言
の
そ
れ
よ
り
も
は
る
か
に
大
き
か
っ
た⑩
︒
し
か
し
二
つ
の
都
市
の
重

大
な
相
違
は
︑
二
つ
の
宗
教
信
仰
の
関
係
に
あ
っ
た
︒
ニ
ー
ム
の
政
治
生
活
︑

宗
教
生
活
は
カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
熾
烈
な
闘
争
に
支
配
さ
れ

た
︒
両
方
が
貧
者
の
忠
誠
を
勝
ち
取
る
か
維
持
す
る
た
め
に
救
貧
を
統
制
し

よ
う
と
し
た
︒
慈
善
を
含
ま
な
い
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
遺
言
の
大
半
が
︑
都

市
に
カ
ト
リ
ッ
ク
が
い
な
か
っ
た
一
七
世
紀
の
最
初
の
三
〇
年
に
集
中
し
た

こ
と
が
注
目
さ
れ
る⑪
︒

両
市
の
比
較
か
ら
︑
貧
者
に
対
す
る
関
心
は
カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
ト
の
競
合
に
よ
っ
て
刺
激
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
︒
そ
れ
は
社
会

福
祉
に
関
す
る
理
念
の
交
配
︑
最
後
は
貧
困
を
減
少
さ
せ
る
と
い
う
人
道
主

義
的
な
関
心
を
も
た
ら
し
た⑫
︒
そ
れ
は
改
革
派
な
ら
ず
と
も
二
つ
の
宗
派
が
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競
合
す
れ
ば
あ
る
程
度
普
遍
的
に
起
こ
り
う
る
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
︒

し
か
し
改
革
派
が
救
貧
に
決
し
て
後
ろ
向
き
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
間
違
い

な
い
︒
リ
ヨ
ン
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
慈
善
の
高
い
水
準
︑
そ
れ
よ
り
も
は
る

か
に
高
い
ニ
ー
ム
の
水
準
は
︑
あ
る
程
度
信
者
に
慈
善
を
義
務
づ
け
る
プ
ロ

テ
ス
タ
ン
ト
教
会
の
強
制
的
慈
善
の
伝
統
に
フ
ィ
ッ
ト
す
る
︒
そ
し
て
そ
れ

は
一
八
世
紀
に
も
継
承
さ
れ
る⑬
︒

第
二
節

オ
ラ
ン
ダ
諸
都
市
の
場
合

オ
ラ
ン
ダ
に
つ
い
て
は
︑
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
独
立
戦
争
下
の
六
都
市
︑
ド

ル
ト
レ
ヒ
ト
︑
ハ
ー
ル
レ
ム
︑
デ
ル
フ
ト
︑
ラ
イ
デ
ン
︑
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
︑

ゴ
ー
ダ
の
救
貧
を
考
察
し
た
︑
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
Ｈ
・
パ
ー
カ
ー
の
研
究
が
有

益
で
あ
る⑭
︒
パ
ー
カ
ー
は
と
り
わ
け
社
会
的
規
律
化
と
の
関
連
で
オ
ラ
ン
ダ

諸
都
市
の
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
の
救
貧
を
考
察
す
る
︒

オ
ラ
ン
ダ
の
救
貧
を
考
え
る
場
合
︑
オ
ラ
ン
ダ
が
一
六
世
紀
の
初
頭
す
で

に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
最
も
都
市
化
し
た
地
方
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
い
う
事
情
を

忘
れ
て
は
な
ら
な
い
︒
中
世
後
期
の
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
史
研
究
者
の
評
価
に

よ
る
と
︑
一
三
五
〇
年
に
は
二
六
万
の
オ
ラ
ン
ダ
全
人
口
中
六
万
が
都
市
に

居
住
し
た
︒
こ
の
傾
向
は
一
五
世
紀
中
に
加
速
し
︑
一
五
一
四
年
に
は
全
オ

ラ
ン
ダ
人
の
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
が
都
市
住
民
で
あ
っ
た⑮
︒
し
た
が
っ
て
中
世

後
期
す
で
に
都
市
が
慈
善
で
重
要
な
役
割
を
演
じ
た
︒
行
政
官
は
彼
ら
の
都

市
を
自
分
た
ち
の
統
治
下
に
あ
る
神
聖
な
共
同
体
と
み
な
し
た
︒
中
世
後
期

の
オ
ラ
ン
ダ
主
要
都
市
の
慈
善
を
形
成
し
た
の
は
︑
共
同
体
に
関
す
る
こ
の

暗
黙
の
了
解
で
あ
っ
た
︒
む
ろ
ん
オ
ラ
ン
ダ
で
も
救
貧
の
共
同
体
的
な
性
格

は
︑
中
世
教
会
の
貧
困
と
慈
善
に
関
す
る
理
解
か
ら
発
展
し
た
︒
し
か
し
救

貧
行
政
は
早
く
も
一
四
世
紀
に
は
都
市
の
行
政
官
の
手
に
移
り
︑
彼
ら
が
教

区
の
救
貧
を
差
配
し
た⑯
︒
さ
ら
に
都
市
は
救
貧
行
政
の
集
権
化
と
い
う
目
的

で
修
道
院
に
対
す
る
統
制
も
強
め
た⑰
︒

中
世
後
期
に
当
該
オ
ラ
ン
ダ
六
都
市
に
共
通
す
る
教
区
の
慈
善
の
た
め
の

二
つ
の
主
要
機
関
が
あ
っ
た
︒
救
貧
院
と
聖
霊
会
で
あ
る
︒
救
貧
院
は
身
体

障
害
者
︑
病
人
︑
孤
児
︑
高
齢
者
ら
入
所
者
の
救
貧
を
請
け
負
っ
た
︒
聖
霊

会
は
自
宅
が
あ
り
︑
通
所
で
世
話
を
受
け
る
貧
民
に
食
べ
物
や
衣
類
を
配
給

し
た⑱
︒
そ
れ
以
外
に
多
様
な
機
能
に
分
化
し
た
私
設
の
救
貧
院
が
存
在
し
︑

教
区
の
救
貧
行
政
を
補
完
し
た⑲
︒

救
貧
行
政
は
近
世
に
転
換
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
︒
打
ち
続
く

深
刻
な
経
済
危
機
が
貧
困
の
拡
大
を
も
た
ら
し
た
か
ら
だ
︒
従
前
の
救
貧
制

度
は
も
は
や
十
分
に
機
能
し
な
く
な
っ
た
︒
オ
ラ
ン
ダ
諸
都
市
も
事
情
は
同

じ
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
行
政
官
が
都
市
の
救
貧
施
設
を
集
権
化
し
始
め
た
の

は
︑
よ
う
や
く
一
五
七
〇
年
代
に
な
っ
て
か
ら
で
︑
そ
れ
は
そ
の
他
の
西
洋

諸
国
に
比
べ
る
と
随
分
と
遅
い
時
期
で
あ
っ
た
︒
一
六
世
紀
の
改
革
プ
ロ
グ

ラ
ム
が
オ
ラ
ン
ダ
で
遅
れ
た
理
由
の
一
つ
は
︑
教
区
の
施
設
が
す
で
に
十
分
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に
組
織
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︒
オ
ラ
ン
ダ
で
教
区
の
救
貧
施
設
の
再
編

が
始
ま
る
の
は
一
五
七
〇
年
代
以
降
で
あ
る⑳
︒
一
五
七
二
年
七
月
︑
オ
ラ
ン

ダ
連
合
は
修
道
院
と
教
会
の
財
産
を
接
収
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
︒
こ
れ
ら

の
収
入
が
依
然
と
し
て
﹁
敬
虔
な
目
的
の
た
め
に
﹂
留
保
さ
れ
る
と
い
う
原

則
を
維
持
し
つ
つ
︑
結
局
連
合
は
こ
の
収
入
を
行
政
官
の
完
全
な
統
制
下
で

教
区
に
割
り
当
て
た
︒
一
五
七
五
年
三
月
二
日
︑
オ
ラ
ン
ダ
連
合
は
救
貧
の

集
権
化
に
対
す
る
法
的
障
害
を
除
去
し
た
︒
連
合
の
決
議
は
都
市
に
自
由
裁

量
で
こ
れ
ら
の
収
入
を
管
理
す
る
権
限
を
与
え
た
︒
行
政
官
は
実
質
上
す
で

に
教
区
慈
善
の
ほ
ぼ
す
べ
て
の
側
面
を
差
配
し
て
い
た
が
︑
彼
ら
が
教
区
施

設
を
集
権
化
す
る
法
的
権
限
を
も
っ
た
の
は
よ
う
や
く
宗
教
改
革
以
降
で
あ

っ
た㉑
︒
キ
リ
ス
ト
教
共
同
体
に
関
す
る
異
質
な
考
え
方
を
も
つ
カ
ル
ヴ
ァ
ン

派
の
改
革
者
た
ち
は
︑
都
市
の
慈
善
の
共
同
体
的
な
基
盤
と
衝
突
し
た
︒
改

革
派
の
出
現
は
︑
都
市
文
化
︑
教
会
生
活
︑
慈
善
の
諸
施
策
を
変
化
さ
せ
た
︒

一
六
世
紀
の
救
貧
政
策
は
過
去
二
〇
〇
年
の
歴
史
に
根
差
し
た
伝
統
の
継
続

で
あ
っ
た
︒
し
か
し
一
七
世
紀
ま
で
に
は
確
実
に
変
化
が
起
こ
っ
た
︒
原
因

は
各
都
市
の
救
貧
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
改
革
派
執
事
職
が
登
場
し
た
こ
と
に
あ

っ
た㉒
︒

カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
宗
教
改
革
は
オ
ラ
ン
ダ
に
執
事
職
と
い
う
新
し
い
救
貧
機

関
を
も
た
ら
し
た
︒
オ
ラ
ン
ダ
の
執
事
職
は
独
自
色
を
も
っ
た
︒
パ
ー
カ
ー

は
そ
の
由
来
を
エ
ム
デ
ン
と
ロ
ン
ド
ン
の
オ
ラ
ン
ダ
亡
命
教
会
の
追
放
体
験

に
見
る㉓
︒
エ
ム
デ
ン
と
ロ
ン
ド
ン
の
改
革
派
難
民
共
同
体
の
指
導
者
と
し
て
︑

オ
ラ
ン
ダ
改
革
派
教
会
で
執
事
職
の
形
成
に
直
接
の
神
学
的
影
響
を
及
ぼ
し

た
の
は
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
・
ア
・
ラ
ス
コ
︵
一
四
九
九

一
五
六
〇
年
︶
で
あ
っ

た
︒
ポ
ー
ラ
ン
ド
貴
族
で
ワ
ル
シ
ャ
ワ
の
助
祭
長
で
あ
っ
た
ア
・
ラ
ス
コ
は
︑

一
五
三
八
年
以
後
ま
も
な
く
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
と
袂
を
分
か
っ
た
︒
ド

イ
ツ
各
地
を
旅
し
た
後
︑
一
五
四
〇
年
に
エ
ム
デ
ン
に
入
り
︑
三
年
後
に
そ

こ
で
改
革
派
教
会
の
指
導
者
に
な
っ
た
︒
一
五
四
八
年
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に

出
発
す
る
ま
で
︑
彼
は
エ
ム
デ
ン
で
改
革
派
政
体
の
実
現
の
た
め
に
尽
力
し

た
︒
ロ
ン
ド
ン
に
落
ち
着
い
た
後
︑
メ
ア
リ
ー
女
王
が
即
位
す
る
一
五
五
三

年
ま
で
︑
ア
・
ラ
ス
コ
は
改
革
派
教
会
の
枠
組
み
作
り
の
た
め
に
奮
闘
し
た㉔
︒

オ
ラ
ン
ダ
の
改
革
派
の
追
放
体
験
は
︑
﹁
過
半
数
を
獲
得
し
た
と
き
に
都
市

を
支
配
す
る
︑
も
し
く
は
迫
害
さ
れ
地
下
共
同
体
で
生
き
残
る
順
応
性
を
信

徒
た
ち
に
与
え
る
組
織
的
自
治
﹂
に
結
実
し
た㉕
︒

俗
人
執
事
は
貧
者
を
救
済
し
︑
病
人
と
死
者
を
慰
め
た
︒
﹁
信
仰
の
世
帯

︵
household
of
faith
︶
﹂
内
︑
す
な
わ
ち
同
宗
派
の
人
び
と
に
限
定
さ
れ

た
救
貧
は
︑
結
束
す
る
宗
派
の
教
会
を
維
持
す
る
の
に
重
要
な
構
成
要
素
と

理
解
さ
れ
た
︒
教
会
の
救
貧
役
員
と
し
て
︑
執
事
は
患
者
を
訪
問
す
る
こ
と
︑

貧
し
い
信
者
の
た
め
に
財
源
を
集
積
︑
管
理
︑
運
用
す
る
こ
と
に
責
任
を
負

っ
た
︒
慈
善
の
運
営
に
お
い
て
秩
序
を
確
保
し
︑
え
こ
ひ
い
き
を
食
い
止
め

る
た
め
に
︑
執
事
は
毎
週
集
会
を
開
き
︑
そ
こ
で
支
援
要
請
を
審
査
す
る
必
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要
が
あ
り
︑
全
体
会
議
で
誰
が
救
貧
に
値
し
誰
が
値
し
な
い
か
を
決
め
た
︒

執
事
は
毎
月
の
財
務
報
告
書
を
提
出
す
る
た
め
︑
さ
ら
に
教
会
の
救
貧
活
動

の
状
況
を
報
告
す
る
た
め
︑
教
会
会
議
に
出
席
す
る
必
要
が
あ
っ
た㉖
︒

救
貧
の
守
備
範
囲
を
め
ぐ
っ
て
市
当
局
と
の
間
に
絶
え
ず
軋
轢
が
あ
っ
た
︒

改
革
派
の
教
会
は
救
貧
努
力
を
教
会
の
信
者
に
限
定
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
︒

こ
れ
に
対
し
て
︑
聖
霊
会
︑
も
し
く
は
同
系
列
の
旧
来
の
教
区
組
織
は
都
市

の
貧
者
﹁
一
般
﹂
を
世
話
し
た
︒
執
事
は
市
当
局
の
干
渉
を
受
け
ず
に
市
の

財
政
支
援
を
受
け
る
こ
と
を
望
ん
だ
︒
伝
統
的
に
市
当
局
が
管
轄
し
た
救
貧

の
問
題
に
執
事
が
登
場
し
た
こ
と
は
幾
つ
か
の
都
市
で
緊
張
を
生
ん
だ
︒
分

か
ち
が
た
い
都
市
共
同
体
と
い
う
理
想
を
抱
く
都
市
指
導
部
に
と
っ
て
︑
信

者
だ
け
の
教
会
と
い
う
宗
派
の
分
派
要
求
は
︑
都
市
の
統
合
に
対
す
る
脅
威

以
外
の
何
物
で
も
な
か
っ
た
︒
改
革
者
は
救
貧
が
衝
突
の
ポ
イ
ン
ト
に
な
る

危
険
性
が
あ
る
こ
と
を
承
知
し
て
い
た
︒
救
貧
は
一
七
世
紀
の
最
初
の
数
十

年
に
も
改
革
派
宗
教
会
議
と
都
市
行
政
の
断
続
的
な
係
争
事
項
で
あ
っ
た
︒

と
り
わ
け
そ
れ
は
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
の
救
貧
が
伝
統
的
な
教
区
の
救
貧
︑
一
六

世
紀
後
半
に
都
市
政
府
が
企
て
た
集
権
化
の
努
力
に
真
っ
向
対
立
す
る
か
ら

で
あ
っ
た㉗
︒

つ
ぎ
に
パ
ー
カ
ー
は
オ
ラ
ン
ダ
の
当
該
六
都
市
を
︑
改
革
派
執
事
出
現
後

の
執
事
と
都
市
救
貧
の
関
係
に
焦
点
を
当
て
︑
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
に
分
類
す

る
︒
ゴ
ー
ダ
や
ラ
イ
デ
ン
で
は
改
革
派
の
教
会
組
織
が
未
発
達
で
︑
市
の
救

貧
行
政
に
対
し
て
執
事
の
活
動
の
余
地
は
ご
く
限
ら
れ
た
︒
い
っ
ぽ
う
ア
ム

ス
テ
ル
ダ
ム
は
救
貧
行
政
で
市
政
府
と
執
事
が
も
っ
と
も
高
度
に
協
調
し
た

例
で
あ
る
︒
都
市
の
救
貧
と
執
事
の
救
貧
の
二
重
体
制
と
な
っ
た
︒
ハ
ー
ル

レ
ム
も
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
と
異
な
る
理
由
で
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
に
属
す
る
︒

ハ
ー
ル
レ
ム
の
市
政
府
は
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
信
者
の
慈
善
を
隔
離
し
︑
そ
れ
に

よ
っ
て
都
市
共
同
体
で
の
改
革
派
の
影
響
を
制
限
し
よ
う
と
し
た
︒
ド
ル
ト

レ
ヒ
ト
や
デ
ル
フ
ト
︵
一
六
一
四
年
ま
で
︶
で
は
︑
執
事
が
改
革
派
教
会
の

信
者
を
越
え
︑
全
市
の
救
貧
行
政
に
影
響
力
を
行
使
し
た
︒
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派

の
敵
対
者
に
と
っ
て
︑
聖
餐
共
同
体
の
た
め
の
排
他
的
な
慈
善
は
︑
市
民
の

連
帯
と
い
う
理
想
を
破
壊
し
か
ね
な
い
危
険
を
伴
っ
た
︒
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
︑

ハ
ー
ル
レ
ム
と
ド
ル
ト
レ
ヒ
ト
︑
デ
ル
フ
ト
で
二
つ
の
異
な
る
タ
イ
プ
の
解

決
策
が
と
ら
れ
た㉘
︒

こ
こ
で
パ
ー
カ
ー
の
議
論
は
い
よ
い
よ
本
題
の
救
貧
と
規
律
化
の
関
係
に

移
る
︒
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
信
者
の
規
律
化
に
預
か
っ
て
力
が
あ
っ
た
の
は
何
よ

り
も
ま
ず
聖
餐
式
で
あ
っ
た
︒
神
の
食
卓
で
あ
る
聖
餐
式
は
霊
的
共
同
体
の

メ
ン
バ
ー
を
そ
れ
以
外
の
メ
ン
バ
ー
か
ら
区
別
し
た
︒
そ
こ
に
出
席
で
き
る

か
否
か
は
名
誉
・
不
名
誉
の
問
題
で
あ
り
︑
そ
れ
を
全
信
者
に
向
け
て
視
覚

化
す
る
場
で
あ
っ
た
︒
救
貧
も
受
給
者
の
選
別
に
よ
っ
て
道
徳
的
な
規
律
化

に
一
役
買
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
︒
し
か
し
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で

そ
う
で
あ
っ
た
の
か
︒
オ
ラ
ン
ダ
・
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
教
会
の
規
律
と
慈
善
の
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関
係
を
分
析
す
る
た
め
に
︑
パ
ー
カ
ー
は
デ
ル
フ
ト
信
徒
団
の
動
向
に
と
く

に
焦
点
を
当
て
る
︒
デ
ル
フ
ト
信
徒
団
の
公
文
書
館
は
︑
オ
ラ
ン
ダ
各
地
の

改
革
派
信
徒
団
の
な
か
で
も
最
も
充
実
し
て
い
る
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で

あ
る㉙
︒

パ
ー
カ
ー
に
よ
れ
ば
︑
宗
教
的
規
律
の
厳
格
な
実
施
は
︑
宗
教
改
革
時
代

の
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
教
会
の
特
徴
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
は
三
段
階
の
手
続
き
を
踏

ん
で
行
わ
れ
た
︒
第
一
段
階
は
不
信
心
者
の
聖
餐
式
か
ら
の
一
時
的
な
追
放

で
あ
っ
た
︒
出
席
停
止
の
宣
告
を
受
け
た
信
者
が
執
事
の
救
貧
登
録
簿
に
載

っ
て
い
た
場
合
︑
宗
教
会
議
は
執
事
が
受
給
者
に
引
き
続
き
慈
善
の
手
を
差

し
伸
べ
る
べ
き
か
︑
そ
う
す
べ
き
と
す
れ
ば
そ
れ
は
ど
ん
な
条
件
下
で
続
け

ら
れ
る
べ
き
か
を
指
示
し
た
︒
も
し
信
者
が
宗
教
会
議
の
忠
告
に
反
抗
す
る

か
︑
再
び
違
反
す
る
よ
う
で
あ
れ
ば
︑
聖
餐
式
か
ら
の
よ
り
恒
常
的
な
除
名

と
い
う
第
二
段
階
が
待
っ
て
い
る
︒
さ
ら
に
宗
教
会
議
の
懲
戒
に
一
貫
し
て

応
じ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
で
あ
れ
ば
︑
信
者
は
正
式
の
破
門
に
よ
っ
て
教
会

か
ら
追
放
さ
れ
た
︒
こ
れ
が
最
後
の
第
三
の
段
階
で
あ
る㉚
︒

デ
ル
フ
ト
の
改
革
派
執
事
の
救
貧
に
関
す
る
パ
ー
カ
ー
の
考
察
は
︑
救
貧

研
究
史
上
異
彩
を
放
つ
︒
パ
ー
カ
ー
は
応
募
者
の
申
請
書
類
や
そ
れ
に
対
す

る
審
査
結
果
を
丹
念
に
読
み
こ
ん
だ
︒
彼
に
よ
れ
ば
︑
聖
餐
式
を
追
わ
れ
一

五
八
〇
年
と
一
六
二
〇
年
の
間
に
そ
こ
へ
の
復
帰
を
望
む
信
者
の
要
求
は
少

な
く
と
も
一
二
七
件
あ
っ
た
︒
パ
ー
カ
ー
は
申
請
者
の
名
前
︑
申
請
日
︑
宗

教
会
議
の
下
し
た
判
断
を
付
録
と
し
て
一
覧
表
に
ま
と
め
て
い
る㉛
︒
宗
教
会

議
の
懲
戒
下
に
あ
る
信
者
の
嘆
願
率
は
高
く
︑
信
者
に
と
っ
て
の
聖
餐
式
の

重
要
性
を
示
し
て
い
る
︒
デ
ル
フ
ト
で
は
年
六
回
開
催
さ
れ
た
聖
餐
式
は
︑

目
に
見
え
る
形
で
宗
教
共
同
体
を
統
合
す
る
舞
台
で
あ
っ
た
︒
聖
餐
の
停
止

は
結
局
共
同
体
の
道
徳
規
範
へ
の
順
応
を
強
要
す
る
宗
教
会
議
の
強
力
な
武

器
と
な
っ
た㉜
︒

デ
ル
フ
ト
で
は
宗
教
会
議
が
多
く
の
救
貧
事
例
に
干
渉
し
た
︒
一
五
七
九

年
か
ら
一
六
〇
九
年
ま
で
︑
デ
ル
フ
ト
の
宗
教
会
議
は
九
一
名
が
関
与
し
た

す
く
な
く
と
も
八
六
の
救
貧
の
事
例
に
干
渉
し
た
︒
こ
れ
ら
の
事
例
は
単
純

な
支
援
の
要
請
か
ら
懲
戒
下
の
信
者
の
救
貧
を
め
ぐ
る
複
雑
な
交
渉
ま
で
多

岐
に
及
ん
だ㉝
︒
パ
ー
カ
ー
は
そ
れ
ら
を
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
に
ま
と
め
︑
個
々

の
類
型
に
つ
い
て
資
料
の
数
量
化
を
試
み
る
︒
第
一
の
類
型
は
支
援
を
求
め

た
か
︑
す
で
に
施
し
を
受
け
て
い
る
が
︑
道
徳
違
反
を
犯
し
︑
懲
戒
の
制
裁

を
受
け
て
い
る
信
者
で
︑
三
二
件
に
三
五
人
が
か
か
わ
っ
た㉞
︒
第
二
の
類
型

は
二
五
件
に
二
五
人
の
受
給
者
も
し
く
は
嘆
願
者
が
あ
っ
た
︒
道
徳
違
反
で

告
発
さ
れ
た
が
︑
宗
教
会
議
の
記
録
に
よ
る
と
︑
聖
餐
式
へ
の
参
加
は
停
止

さ
れ
て
い
な
か
っ
た㉟
︒
最
後
に
第
三
の
類
型
は
二
九
件
に
三
一
名
が
か
か
わ

っ
て
お
り
︑
道
徳
違
反
を
全
く
犯
し
て
い
な
か
っ
た㊱
︒

つ
ぎ
に
そ
れ
ぞ
れ
の
カ
テ
ゴ
リ
で
採
択
と
却
下
の
比
率
に
つ
い
て
︑
懲
戒

下
の
信
者
の
採
択
率
が
も
っ
と
も
低
く
︵
二
二
対
二
四
︶
︑
懲
戒
を
免
れ
た
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信
者
の
採
択
率
は
は
る
か
に
高
く
︵
一
三
対
八
︶
︑
道
徳
的
な
制
裁
と
関
係

し
な
い
信
者
で
は
さ
ら
に
高
か
っ
た
︵
一
六
対
七
︶
︒
こ
こ
に
見
ら
れ
る
採

択
率
の
傾
斜
は
︑
救
貧
事
業
が
信
者
の
規
律
化
と
い
う
意
図
を
含
ん
で
い
た

こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る㊲
︒
し
か
し
聖
餐
式
へ
の
出
席
停
止
が
即
嘆
願
の
却
下

に
つ
な
が
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
︒
懲
戒
下
に
あ
っ
て
も
引
き
続
き
支
援
を

受
け
て
い
る
ケ
ー
ス
も
散
見
す
る
︒
生
存
の
保
証
と
い
う
課
題
が
優
先
さ
れ

た
の
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
無
碍
に
で
き
な
い
口
利
き
の
存
在
も
予
想
さ
れ
る
︒

し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
さ
そ
う
だ
︒
パ
ー
カ
ー
は
嘆
願
と
そ
れ
に
対
す
る

審
査
結
果
の
入
念
な
解
読
か
ら
︑
規
律
化
が
往
々
に
し
て
当
局
と
嘆
願
者
の

間
の
駆
け
引
き
の
材
料
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
︒
交
渉
は
規
律
の

遵
守
を
期
待
す
る
当
局
と
採
択
の
た
め
に
規
律
を
受
け
入
れ
る
ポ
ー
ズ
を
と

る
嘆
願
者
の
綱
引
き
の
場
で
あ
っ
た㊳
︒
ポ
ー
ズ
と
わ
か
っ
て
い
て
も
ぐ
っ
と

飲
み
込
み
支
給
を
決
定
す
る
当
局
の
姿
勢
に
︑
裏
切
ら
れ
て
も
改
心
を
信
じ

て
待
つ
と
い
う
救
貧
の
基
本
姿
勢
が
見
て
取
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
規

律
化
と
の
関
係
で
い
う
な
ら
ば
︑
聖
餐
式
へ
の
出
席
停
止
が
ハ
ー
ド
な
規
律

化
を
め
ざ
し
た
と
す
れ
ば
︑
救
貧
審
査
は
幾
分
ソ
フ
ト
な
規
律
化
を
志
向
し

た
の
で
あ
る
︒

①

Pugh,W
ilm
a
J.,Social
W
elfare
and
the
E
dict
of
N
antes:Lyon
and

N
îm
es,in
:French
H
istorical
Studies,vol.8,1974,pp.349-376.
こ
こ
で

は
︑
p.
349;
P
u
g
h,
W
ilm
a
J.,
C
ath
olics,
P
rotestan
ts,
an
d

T
estam
entary
C
harity
in
Seventeenth-C
entury
Lyon
and
N
îm
es,in
:

French
H
istorical
Studies,
vol.11,1980,
pp.479-504.
こ
こ
で
は
︑
p.

479.
な
お
︑
リ
ヨ
ン
に
つ
い
て
は
以
下
の
研
究
も
参
照
︒
ナ
タ
リ
ー
・
ゼ
ー
モ

ン
・
デ
ー
ヴ
ィ
ス
著
︵
成
瀬
駒
男
・
宮
下
志
朗
・
高
橋
由
美
子
訳
︶
﹁
貧
民
救
済
︑

ユ
マ
ニ
ス
ム
︑
異
端
﹂
﹃
愚
者
の
王
国

異
端
の
都
市

近
代
初
期
フ
ラ
ン
ス
の

民
衆
文
化
﹄
平
凡
社
︑
一
九
八
七
年
︑
三
七

九
三
頁
︒

②

Pugh,
Social
W
elfare,
pp.340-341.

③

ibid.,
pp.350-352.

④

Pugh,
C
atholics,
p.480.

⑤

ibid.,
pp.482-483.

⑥

ibid.,
pp.487-488.

⑦

ibid.,
pp.491-492.

⑧

ibid.,
pp.493-494.

⑨

ibid.,
pp.495-496.

⑩

ibid.,
p.501.

⑪

ibid.,
p.503.

⑫

Pugh,
Social
W
elfare,
p.376.

⑬

Pugh,
C
atholics,
p.490.
マ
ル
テ
ィ
ン
・
デ
ィ
ン
ゲ
ス
に
よ
れ
ば
︑
概
し
て

カ
ト
リ
ッ
ク
の
神
学
者
は
富
裕
層
の
寄
進
す
べ
き
義
務
を
主
張
し
た
が
︑
カ
ル
ヴ

ァ
ン
派
の
牧
師
は
教
会
の
全
信
者
が
貧
者
の
世
話
を
す
る
責
任
を
説
い
た
︒
そ
れ

ゆ
え
施
し
の
習
慣
が
カ
ト
リ
ッ
ク
の
共
同
体
よ
り
も
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
の
共
同
体
内

で
広
ま
っ
た
の
は
驚
く
に
は
あ
た
ら
な
い
︒
例
え
ば
一
六
二
〇
年
か
ら
一
六
九
〇

年
ま
で
の
グ
ル
ノ
ー
ブ
ル
で
︑
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
信
者
の
遺
言
の
五
九
パ
ー
セ
ン
ト

で
貧
者
が
現
れ
る
の
に
対
し
て
︑
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
の
遺
言
で
は
三
九
パ
ー
セ
ン

ト
し
か
現
れ
な
い
︒
し
か
し
グ
ル
ノ
ー
ブ
ル
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
よ
っ
て
寄
進

さ
れ
る
平
均
額
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
五
分
の
一
で
あ
っ
た
︒
平
等
主
義
的
な
カ
ル
ヴ

ァ
ン
派
信
者
の
習
慣
が
比
較
的
小
さ
な
遺
贈
を
生
ん
だ
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
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D
inges,
op.
cit.,
pp.162-163.

⑭

Parker,
op.
cit.
ユ
ト
レ
ヒ
ト
に
関
す
る
以
下
の
研
究
も
参
照
し
た
︒

Y
asuhira,
G
enji,
C
onfessional
C
oexistence
and
Perceptions
of
the

‘Public’.C
atholics’A
gency
in
N
egotiations
on
Poverty
and
C
harity
in

U
trecht,
1620s-1670s,
in
:
L
ow
C
ountries
H
istorical
R
eview
,
V
ol.

132-4,2017,
pp.3-24.

⑮

Parker,
op.
cit.,
p.31.

⑯

ibid.,
p.43.

⑰

ibid.,
pp.46-48.

⑱

ibid.,
p.48.

⑲

ibid.,
pp.51-52.

⑳

ibid.,
p.66.

㉑

ibid.,
p.90.

㉒

ibid.,
p.96.

㉓

ibid.,
p.98.

㉔

ibid.,
p.107.

㉕

ibid.,
p.109.

㉖

ibid.,
pp.112-113.

㉗

ibid.,
pp.113-116.

㉘

ibid.,
pp.116-121
and
pp.155-188.

㉙

ibid.,
p.123.

㉚

ibid.,
p.125.

㉛

ibid.,p.130.
一
二
七
件
の
一
覧
表
は
︑
A
ppendix
5.1,ibid.,pp.147-150.

㉜

ibid.,
pp.130-131.

㉝

ibid.,
p.135.

㉞

ibid.,
p.136;
ibid.,
p.152.

㉟

ibid.,
p.137;
ibid.,
p.153.

㊱

ibid.,
p.137;
ibid.,
p.154.

㊲

ibid.,
p.137.

㊳

ibid.,
p.137
and
pp.145-146.

終
章

カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
信
仰
生
活
の
基
礎

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
の
研
究
は
︑
ア
メ
リ
カ
の
研
究
者
に
よ
る

自
身
の
ル
ー
ツ
探
し
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
︒
彼
ら
が
英
語
で
発
表
し
た

カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
の
救
貧
に
関
す
る
研
究
の
な
か
か
ら
︑
定
評
の
あ
る
も
の
を

ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
紹
介
し
た
︒
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
は
執
事
制
度
と
い
う
独
特

の
宗
派
内
救
貧
の
仕
組
み
を
発
展
さ
せ
た
︒
都
市
な
ど
の
行
政
機
関
に
救
貧

事
業
を
委
ね
た
ル
タ
ー
派
や
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
派
と
異
な
り
︑
執
事
の
担
う
救

貧
は
︑
オ
ラ
ン
ダ
諸
都
市
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
行
政
の
救
貧
と
協
調
す
る
こ

と
も
あ
れ
ば
競
合
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
︒
ま
た
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
の
よ
う
に
救
貧

の
用
途
に
区
別
が
生
ま
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
︒
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
が
強
固
な
宗

派
内
救
貧
を
発
展
さ
せ
た
背
景
に
は
︑
オ
ラ
ン
ダ
の
事
例
で
紹
介
し
た
よ
う

に
彼
ら
の
強
烈
な
追
放
体
験
が
影
響
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒

一
九
世
紀
の
ル
タ
ー
派
の
神
学
者
マ
テ
ィ
ア
ス
・
シ
ュ
ネ
ッ
ケ
ン
ブ
ル

ガ
ー
︵
一
八
〇
四

一
八
四
八
年
︶
は
︑
す
く
な
く
と
も
オ
ラ
ン
ダ
・
カ
ル

ヴ
ァ
ン
派
の
動
向
を
共
同
体
の
宗
教
改
革
と
捉
え
︑
そ
れ
を
支
え
た
の
が
執

事
制
度
と
い
う
独
特
の
救
貧
制
度
で
あ
っ
た
と
考
え
た①
︒
こ
の
よ
う
な
見
方
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は
こ
こ
で
取
り
挙
げ
た
パ
ー
カ
ー
の
研
究
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
︒
彼
の

著
書
の
主
題
は
ま
さ
に
﹃
共
同
体
の
宗
教
改
革
﹄
で
あ
っ
た②
︒
わ
が
国
で
も

山
本
通
氏
が
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
︑
す
な
わ
ち
共
同
体
ベ
ー
ス
で
カ
ル
ヴ

ァ
ン
派
の
宗
教
改
革
を
考
察
し
て
い
る③
︒

カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
と
慈
善
の
関
係
に
つ
い
て
は
︑
岸
田
紀
氏
の
興
味
深
い
考

察
が
あ
る
︒
氏
は
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
メ
ソ
デ
ィ
ス
ト
の
ジ
ョ
ン
・

ウ
ェ
ズ
リ
に
彼
の
言
う
と
こ
ろ
の
資
本
主
義
精
神
の
一
里
塚
を
見
た
こ
と
を

批
判
す
る
︒
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
リ
チ
ャ
ー
ド
・
バ
ク
ス
タ
ー
︵
一
六
一
五

一

六
九
一
年
︶
↓
ジ
ョ
ン
・
ウ
ェ
ズ
リ
︵
一
七
〇
三

一
七
九
一
年
︶
↓
ベ
ン

ジ
ャ
ミ
ン
・
フ
ラ
ン
ク
リ
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A Survey of Several Studies of Poor Relief under the Calvinists:

A Study of the Diaconate

by

SASAKI Hiromitsu

For the generations who experienced the overwhelming influence of The

Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism by Max Weber, the image of

Calvinists devoting themselves to the accumulation of money in order to

expand their own enterprises is incompatible with an altruistic spirit

represented by alms and charity. However, Calvinists were in fact devoted

to relief of the poor and they developed their own system, the diaconate.

Here I clarify the important role the diaconate played for Calvinists in

leading a devout life by showing the results of regional historical studies on

poor relief under the institution.

A new meaning for the word “diaconate” came from the Jean Calvinʼs

understanding of the Bible. In his 1541 Ecclesiastical Ordinances, Calvin

explained four important roles inside the church, that of pastor, elder,

teacher and deacon, and regarded the diaconate as an office for poor relief

within the community of the faithful, while Luther and Zwingli still followed

the old Catholic understanding of “attendant clerical servant.” Calvin

accounted for this change by referring to the descriptions of the ancient

church in Acts 5 [6: 1-6]. Calvinists established an office for relief of the poor

within the household of the faithful, while the Lutheran and Zwinglian left

poor relief to the city government. Thus, conflict between the diaconate and

the civic official would often occur.

In this paper I address case studies of Geneva in the early modern era,

Lyon and Nîmes in France under the Edict of Nantes from 1598 to 1685, and

six cities in Holland from 1572 to 1620.

For Geneva, I make use of articles on municipal poor relief by Robert M.

Kingdon and a book by Jeannine E. Olson on the private fund called the

Bourse française, which was chiefly used to support religious refugees from

France. The Geneva diaconate appeared only within the Bourse française.

The deacons helped not only the poor themselves but also those on the
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doorstep of poverty by hiring them for many tasks, especially sewing,

errand-running and child care. The deacons occupied themselves with

poverty in a double fashion, both in ameliorating measures and prevention.

For Lyon and Nîmes, I relied on articles by Wilma J. Pugh. As regards

France, where under the Edict of Nantes Catholics and Protestants rivaled

one another, I compare the conditions of the poor in Lyon, where Catholics

consistently dominated Protestants with those in Nîmes, where both

communities were equally matched. The frequency of charitable bequests

was under the Catholic church in Nîmes overwhelming higher than in Lyon,

while the frequency was equal under the Reformed church in Nîmes and

Lyon. In Nîmes the frequency of bequests by the Catholics rivaled that of

the Reformed church. I summarized concluding that competition between

the two confessions was sometimes favorable for the development of

municipal administration of poor relief.

For Holland, I made use of Charles H. Parkerʼs study of poor relief in the

six cities of Gouda, Leiden, Dordrecht, Amsterdam, Harlem and Delft. These

were of great help for my study of the diaconate. The poor relief in early

modern times has often been considered from the viewpoint of discipline:

that is of how to make the poor become independent, as seen in the earlier

scholarship of Michel Foucault and Bronisław Geremek. Based on his

individual research in Delft, Parker paid special attention to the fact that

although some of the poor were clearly refused attendance at communion

due to a moral lapse, not all of them were immediately excluded from poor

relief. In most cases, when the poor were initially charged with a

transgression, the deacons did not cut them off automatically. It is not

difficult to imagine that there were humanitarian concerns about

maintaining a minimum standard of living and a strong push from influential

figures, but those factors appear to be insufficient. The relief for the poor by

the deacons did not aim at a hard and active disciplining of the poor as

might be assumed, but at a soft disciplining that patiently waited for self-

improvement by the poor themselves.

It was often said that the Calvinist Reformation led to the growth of

individualism in Europe. However, when seen from the viewpoint of relief of

the poor, it was obviously “a Reformation of the community”. In conclusion I

indicate that it is highly probable that an antithesis to the hard-edged

European images that we have held of the “capitalist spirit” of Weber and of

the theories of discipline of Foucault can be seen in the poor relief of the

Calvinists.
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