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騎
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Ⅸ　

「
運
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の
一
四
九
四
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２
）
―
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治
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〉
修
道
士
の
誕
生
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
政
治
の
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心
へ
、
フ
ィ
レ
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ツ
ェ
を
「
神
の
都
」
に　

 

一
九
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号
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大
評
議
会
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ナ
ロ
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ラ
共
和
制
〉

　
　
　
　
　
　
　
　

―
「
神
の
都
」
の
統
治
構
造
、
最
上
層
に
立
つ
熾セ

ラ
フ
ィ
ー
ニ

天
使
代
行
人　
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九
五
号
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強
ま
る
内
外
の
敵
の
攻
勢
（
１
）
―
「
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ィ

エ

ピ

デ

ィ

仰
心
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た
ち
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、
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導
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の
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（
２
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皇
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レ
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デ
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へ
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「
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二
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一
号

XⅢ　

激
震
の
前
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（
１
）
―
「
こ
の
ア
モ
ス
」（
＝
〈
現
在
の
ア
モ
ス
〉）
の
叫
び　

 

二
〇
五
号

XⅣ　

激
震
の
前
兆
（
２
）
―　

消
え
る
〈
光
輪
〉、
始
ま
る
運
命
の
下
降
、
強
ま
る
危
機
感　

 

二
〇
六
号

XⅤ　

破
門　

―
「
異
端
」
に
よ
る
、
で
は
な
く
「
不
服
従
」
に
よ
る　

 

　
　

本
号

─
◇

─
◇

─　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

XV　

破
門　

─　

「
異
端
」
に
よ
る
、
で
は
な
く
「
不
服
従
」
に
よ
る

　

九
七
年
は
、
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
に
と
っ
て
、
い
う
な
ら
ば
運
命
の
急
降
下
の
始
ま
り
の
年
と
な
る
。
当
初
、
彼
は
ま
さ
に
フ
ィ

レ
ン
ツ
ェ
の
最
高
権
威
的
存
在
だ
っ
た
。
運
命
は
ま
だ
そ
の
頂
点
近
く
に
あ
っ
た
。

　

人
間
の
生
き
方
、
日
々
の
有
り
よ
う
の
改
革
、
す
な
わ
ち
あ
ら
ゆ
る
面
で
原
初
の
教
会
の
時
代
へ
の
回
帰
と
い
う
彼
の
主
張
が
、

色
々
の
面
で
法
制
化
さ
れ
た
。
彼
の
支
持
派
へ
の
非
難
、
攻
撃
は
厳
し
く
処
罰
さ
れ
た
。
特
に
、
横
行
し
て
い
た
各
種
の
賭
け
事

や
男
色
は
厳
罰
に
処
さ
れ
た
。
女
性
や
年
少
者
た
ち
の
化
粧
や
服
装
に
つ
い
て
も
細
か
く
規
制
さ
れ
た
。
こ
れ
に
人
々
は
、
不
満

（
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）
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を
覚
え
な
が
ら
も
、
表
面
上
は
服
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

　

し
か
し
、
彼
の
教
説
を
受
け
入
れ
た
純
真
な
年
少
者
た
ち
に
は
、
彼
の
威
力
は
内
心
深
く
ま
で
浸
透
し
、
強
い
影
響
を
与
え
て

い
た
。

　

二
年
前
、
九
月
と
一
〇
月
の
二
度
の
勅
書
で
説
教
を
禁
止
さ
れ
た
後
、
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
は
密
か
に
「
子
供
た
ち
の
改
革
」
に

努
め
て
い
た
よ
う
だ
。
た
だ
し
実
際
に
そ
の
推
進
に
あ
た
っ
て
い
た
の
は
、自
分
が
院
長
に
就
任
し
た
当
初
か
ら
信
頼
し
、「
政
庁
」

か
ら
特
に
要
請
さ
れ
た
説
教
を
自
分
に
代
わ
っ
て
説
教
を
さ
せ
る
な
ど
し
て
い
た
修
道
士
ド
メ
ニ
コ
・
ダ
・
ペ
ー
シ
ャ
だ
っ
た
（
参

照
、
→
前
章
、
Ⅶ
章
）。
反
対
派
の
ア
ッ
ラ
ッ
ビ
ア
ー
テ
ィ
〔
＝
憤
激
派
、
参
照
、
→
XI
章
〕
か
ら
は
、
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
の
「
ア

ホ
な
下
役
」
と
軽
蔑
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
の
修
道
士
は
、
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
に
代
わ
っ
て
大
人
た
ち
へ
の
説
教
を
行
な
い
な
が

ら
、
お
そ
ら
く
は
自
分
の
師
と
も
言
う
べ
き
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
の
意
志
を
く
ん
で
、
子
供
た
ち
の
、
特
に
悪
習
に
染
ま
り
放
縦
な

遊
び
に
ふ
け
っ
て
い
た
子
供
た
ち
の
教
化
に
も
励
ん
で
い
た
。

　

同
時
に
、
市
内
の
四
つ
の
街
区
ご
と
に
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
少
年
団
と
も
言
う
べ
き
組
織
を
作
り
、
か
つ
そ
の
組
織
を
子
供
た
ち

に
自
主
的
に
運
営
さ
せ
、
そ
の
中
で
子
供
た
ち
に
日
々
の
暮
ら
し
、
言
動
を
自
主
的
に
改
め
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
。
無
論
、
子

供
た
ち
を
通
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
街
区
の
大
人
た
ち
の
教
化
も
深
め
よ
う
と
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

　

子
供
た
ち
の
教
化
は
、
か
な
り
浸
透
し
た
よ
う
だ
。
こ
れ
ま
で
当
然
の
ご
と
く
行
な
わ
れ
て
い
た
二
つ
の
遊
び
の
う
ち
一
つ
は

見
ら
れ
な
く
な
り
、
一
つ
は
喜
捨
の
た
め
の
遊
び
に
変
わ
っ
た
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
相
手
と
石
を
ぶ
つ
け
合
い
死
者
も
生
ん
で

い
た
「
石
投
げ
遊
び
」
は
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
街
路
を
棒
状
の
も
の
で
ふ
さ
ぎ
、
通
行
人
か
ら
金
を
取
り
上
げ
、
そ
の
金
で
遊

蕩
に
ふ
け
っ
て
い
た
「
棒
遊
び
」
は
、
そ
こ
で
得
た
金
を
教
会
の
寄
進
用
壺
に
入
れ
る
も
の
に
変
え
た
と
い
う

（
１
）

。
こ
う
し
た
子

供
た
ち
の
変
化
は
、(

後
で
ふ
れ
る
が)

サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
自
身
が
説
教
を
許
さ
れ
る
と
す
ぐ
そ
の
中
で
示
唆
す
る
ほ
ど
に
な
っ
て

（
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）
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四

い
た
。

　

こ
の
変
化
の
最
初
の
、
そ
し
て
典
型
的
な
現
わ
れ
が
、
い
わ
ゆ
る
「
虚
飾
の
焼
却
」〔
＝bruciam

ento delle vanità

〕
だ
っ

た
。
二
月
七
日
、
市
の
中
心
、
政
庁
宮
広
場
に
、
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
形
の
木
製
の
建
造
物
が
現
わ
れ
た
。
八
面
を
持
ち
、
各
面
に
階

段
が
造
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
各
段
に
、
少
年
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
の
街
区
の
家
々
を
回
わ
っ
て
没
収
し
た
「
呪
わ
れ
た
品
々
」〔
＝

anatem
i

〕、
言
い
か
え
れ
ば
「
虚
飾
の
品
々
」

─
と
彼
ら
が
み
な
し
た
物

─
、
す
な
わ
ち
絵
画
、
本
、
楽
器
リ
ュ
ー
ト
、

髪
飾
り
、
化
粧
品
、
香
水
、
鏡
（
姿
見
）、
人
形
、
ト
ラ
ン
プ
な
ど
の
カ
ー
ド
、
ダ
イ
ス
（
さ
い
こ
ろ
）、
賭
け
事
の
盤
、
な
ど
が

整
然
と
並
べ
ら
れ
た
。
そ
こ
に
、
サ
ン
・
マ
ル
コ
修
道
院
の
広
場
で
隊
列
を
組
ん
で
い
た
四
街
区
の
少
年
隊
が
登
場
し
、
聖
歌
を

歌
い
始
め
た
。
同
時
に
、
木
製
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
に
火
が
つ
け
ら
れ
、「
呪
わ
れ
た
品
々
」
が
、「
虚
飾
」
が
燃
や
さ
れ
始
め
た
。
燃
え

尽
き
る
ま
で
少
年
隊
の
歌
唱
が
続
い
た

（
２
）

。

　

こ
う
し
た
こ
と
が
翌
年
に
も
行
な
わ
れ
て
、
多
く
の
価
値
あ
る
文
学
作
品

─
（
そ
の
中
に
は
ボ
ッ
カ
ッ
チ
ォ
の
俗
語
す
な

わ
ち
当
時
の
ト
ス
カ
ー
ナ
語
に
よ
る
『
デ
カ
メ
ロ
ン
』
も
含
ま
れ
て
い
た
と
い
う
）

─
や
芸
術
作
品
な
ど
ま
で
一
方
的
に
「
呪

わ
れ
た
」
も
の
と
断
定
さ
れ
、
焼
却
さ
れ
た
。
少
年
隊
に
断
定
、
没
収
さ
れ
る
ま
で
も
な
く
、
自
ら
の
作
品
を
、
あ
る
い
は
所
有

品
を
「
虚
飾
」
と
判
断
し
焼
却
あ
る
い
は
破
壊
し
た
者
た
ち
も
い
た
と
い
う
。
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
に
傾
倒
し
た
画
家
ボ
ッ
テ
ィ

チ
ェ
ッ
リ
も
そ
の
一
人
だ
っ
た
と
も
言
わ
れ
る
が
、
信
憑
性
は
疑
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
こ
の
こ
と
は
別
に
し
て
も
、
こ
の
頃
以

降
の
彼
の
作
品
は
、
素
人
が
見
て
も
そ
れ
以
前
の
作
品
と
は
か
な
り
違
っ
て
お
り
、
彼
が
内
心
で
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
の
影
響
を
受

け
て
い
た
の
は
事
実
だ
っ
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る

（
３
）

。

　

こ
れ
ら
の
結
果
、
唱
導
者
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
は
、
い
わ
ば
文
化
破
壊
者
と
み
な
さ
れ
非
難
さ
れ
て
も
き
た
。
し
か
し
他
方
で
、

本
稿
で
早
く
か
ら
し
ば
し
ば
参
照
し
て
き
た
ヴ
ィ
ッ
ラ
リ
は
、
彼
は
古
典
、
古
い
絵
画
、
彫
刻
の
「
野
蛮
な
破
壊
者
」
と
見
な
さ

（
629
）
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れ
て
き
た
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
の
、
と
り
わ
け
古
典
の
擁
護
者
だ
っ
た
と
強
調
し
て
い
る
。
彼
に
よ
る
と
、
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
は
、

古
い
ギ
リ
シ
ア
語
お
よ
び
ラ
テ
ン
語
の
写
本
を
驚
く
べ
き
ほ
ど
多
量
に
収
集
し
保
存
し
た
。
そ
の
た
め
、
修
道
院
に
あ
る
金
を
使

い
、
あ
る
い
は
写
本
の
一
部
を
抵
当
に
し
て
多
額
の
借
金
を
し
て
い
た
と
い
う
。
こ
う
し
て
保
存
さ
れ
た
も
の
は
、
現
代
ま
で
受

け
継
が
れ
、
世
界
で
唯
一
の
も
の
と
し
て
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
複
数
の
伝
統
的
図
書
館
に
保
存
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
彼

は
古
典
な
ど
古
き
文
化
の
保
護
者
で
も
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る

（
４
）

。

　

第
一
回
目
の
「
虚
飾
の
焼
却
」
の
翌
八
日
、
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
は
大
聖
堂
の
説
教
段
に
上
が
っ
た
。
説
教

（
５
）

の
表
題
は
、「
詩
篇
」

一
四
四
篇
の
冒
頭
の
言
葉
、「
戦

い
く
さ

す
る
こ
と
を
わ
が
手
に
を
し
へ
…
…
た
ま
ふ
わ
が
磐い

わ

エ
ホ
バ
〔
＝
ヤ
ハ
ウ
ェ
＝
神
〕
は
ほ
む
べ

き
か
な
」〔
＝
わ
が
岩
な
る
主
は
ほ
む
べ
き
か
な
。
主
は
、
い
く
さ
す
る
こ
と
を
わ
が
手
に
教
え
、
…
…
〕、
で
あ
る
。

　

な
ぜ
こ
の
表
題
を
採
っ
た
の
か
を
知
る
に
は
、
ま
た
こ
の
表
題
の
説
教
の
内
容
を
理
解
す
る
に
も
、
旧
約
聖
書
の
中
で
も
こ
の

「
詩
篇
」
に
つ
い
て
の
、
ま
た
こ
れ
の
中
に
、
あ
る
い
は
そ
の
背
景
に
登
場
す
る
人
物
に
つ
い
て
の
若
干
の
基
礎
的
知
識
が
必
要

で
あ
る
。

　

─
イ
ス
ラ
エ
ル
の
一
二
氏
族
の
そ
れ
ぞ
れ
に
、
神
の
声
を
聴
き
、
そ
れ
を
民
に
伝
え
て
民
を
導
く
預
言
者
で
あ
り
か
つ
指

導
者
で
あ
る
士
師
〔
＝giudice 

＝
裁さ

ば

き

司
づ
か
さ

〕
が
い
た
。
そ
の
最
後
の
士
師
と
な
っ
た
サ
ム
エ
ル
は
、
全
氏
族
の
中
か
ら
「
神

の
名
に
お
い
て
」〔
＝
神
に
代
わ
っ
て
〕
サ
ウ
ル
を
王
と
し
て
選
び
、
彼
に
全
氏
族
を
統
治
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
イ
ス
ラ
エ
ル

に
王
制
を
も
た
ら
し
た
。
し
か
し
間
も
な
く
、
自
分
の
よ
う
に
神
の
言
葉
に
絶
対
的
に
従
お
う
と
は
し
な
い
、
い
う
な
ら
ば <

現

実
的
な> 

サ
ウ
ル
と
対
立
し
、
自
分
の
後
継
者
に
は
羊
飼
い
を
し
て
い
た
ダ
ヴ
ィ
デ
を
、
神
に
代
わ
っ
て
選
ん
だ
。
こ
の
ダ
ヴ
ィ

デ
に
導
か
れ
て
イ
ス
ラ
エ
ル
の
国
家
は
確
立
さ
れ
た

（
６
）

。

─

（
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）
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六

　

こ
の
プ
ロ
セ
ス
を
、
す
べ
て
神
に
よ
る
選
び
に
、
神
の
摂
理
に
基
づ
く
も
の
と
意
味
づ
け
て
い
る
の
が
旧
約
聖
書
の
「
サ
ム
エ

ル
記
」
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
サ
ム
エ
ル
が
イ
ス
ラ
エ
ル
の
全
氏
族
を
統
べ
る
一
人
の
王
を
設
け
よ
う
と
し
た
の
は
、
地
中
海
岸
に
定
着
し

て
イ
ス
ラ
エ
ル
を
攻
撃
し
て
き
た
ペ
リ
シ
テ
人
を
撃
退
す
る
た
め
に
は
、
全
氏
族
を
統
率
す
る
王
が
必
要
で
は
な
い
か
、
と
感
じ

た
か
ら
だ
っ
た
。
初
代
王
サ
ウ
ル
の
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
隊
は
、
ペ
リ
シ
テ
人
の
軍
勢
に
勝
ち
続
け
た
。
軍
の
中
心
で
抜
き
ん
出
た
働

き
を
し
た
の
が
、
羊
飼
い
ダ
ヴ
ィ
デ
だ
っ
た
。
や
が
て
ダ
ヴ
ィ
デ
は
民
衆
の
圧
倒
的
崇
敬
を
得
て
サ
ウ
ル
の
後
を
継
ぐ
イ
ス
ラ
エ

ル
王
と
な
っ
た
。

　

こ
う
し
て
ダ
ヴ
ィ
デ
は
、
サ
ム
エ
ル
の
後
継
者
に
し
て
サ
ウ
ル
の
後
継
者
、
す
な
わ
ち
預
言
者
に
し
て
現
実
の
世
の
王
と
な
り
、

イ
ス
ラ
エ
ル
国
家
を
確
立
し
た
。

　

ダ
ヴ
ィ
デ
が
初
め
に
王
サ
ウ
ル
の
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
の
代
表
的
戦
士
と
し
て
戦
っ
た
相
手
、
す
な
わ
ち
ペ
リ
シ
テ
人
の
軍
の
代
表

的
戦
士
は
、
巨
漢
ゴ
リ
ア
ト
〔
＝
ゴ
リ
ア
テ
〕
だ
っ
た
。
青
銅
の

兜
か
ぶ
と

を
か
ぶ
り
、
鎧

よ
ろ
い

を
身
に
ま
と
い
、
長
大
な
槍
を
手
に
し
た

こ
の
巨
漢
戦
士
を
見
て
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
軍
勢
は
恐
れ
お
の
の
い
た
。
彼
が
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
を
代
表
す
る
戦
士
と
の
一
騎
討
ち
を

求
め
る
と
、
ダ
ヴ
ィ
デ
が
名
乗
り
出
た
。
王
サ
ウ
ル
は
、
年
少
な
彼
に
勝
ち
味
は
な
い
と
彼
を
い
さ
め
、
し
り
ぞ
け
た
。

　

し
か
し
ダ
ヴ
ィ
デ
は
王
に
言
っ
た
。
羊
飼
い
を
し
て
い
た
時
、羊
を
襲
っ
て
き
た
獅し

し

や
熊
を
討
ち
と
っ
て
羊
を
守
っ
た
の
だ
が
、

こ
れ
を
自
分
に
成
さ
せ
た
「
主
は
、
ま
た
わ
た
し
を
こ
の
ペ
リ
シ
テ
人
の
手
か
ら
救
い
出
さ
れ
る
で
し
ょ
う
」。
そ
こ
で
サ
ウ
ル

は
彼
に
行
け
と
言
い
、
兜
、
戦
闘
服
、
鎧
を
わ
た
し
た
。
彼
は
そ
れ
ら
を
身
に
つ
け
よ
う
と
し
た
が
不
慣
れ
で
で
き
な
い
た
め
す

べ
て
「
脱
ぎ
す
て
、
手
に
つ
え
を
と
り
、
谷
間
か
ら
な
め
ら
か
な
石
五
個
を
選
び
と
っ
て
自
分
の
持
っ
て
い
る
羊
飼
い
の
袋
に
入

れ
、
手
に
石
投
げ
を
執
っ
て
」
ゴ
リ
ア
ト
に
近
づ
い
た
。
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七

サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
の
時
代
、
生
涯
、
思
想
（
十
五
）

　

ゴ
リ
ア
ト
は
ダ
ヴ
ィ
デ
を「
侮

あ
な
ど

っ
」て
、「
さ
あ
向
か
っ
て
こ
い
。お
ま
え
の
肉
を
、空
の
鳥
、野
の
獣
の
え
じ
き
に
し
て
く
れ
よ
う
」

と
豪
語
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
ダ
ヴ
ィ
デ
は
、
言
っ
た
。　
─　

「
お
ま
え
は
つ
る
ぎ
と
、
や
り
と
、
投
げ
や
り
を
持
っ
て
わ
た

し
に
向
か
っ
て
く
る
が
、
わ
た
し
は
万
軍
の
主
の
名
、
す
な
わ
ち
、
お
ま
え
が
い
ど
ん
だ
イ
ス
ラ
エ
ル
の
軍
の
神
の
名
に
よ
っ
て

〔
＝
神
に
代
わ
っ
て
〕
お
ま
え
に
立
ち
向
か
う
。
き
ょ
う
、
主
は
、
お
ま
え
を
私
の
手
〔
＝potere

＝
力
〕
に
わ
た
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
。
わ
た
し
は
、
お
ま
え
を
撃
っ
て
、
首
を
は
ね
」、
お
前
も
お
前
の
ペ
リ
シ
テ
人
軍
勢
の
「
死
か
ば
ね
」
も
「
空
の
鳥
、
地

の
野
獣
の
え
じ
き
に
し
、イ
ス
ラ
エ
ル
に
神
が
お
ら
れ
る
こ
と
を
全
地
に
知
ら
せ
よ
う
」。
…
…
「
こ
の
戦
い
は
主
の
戦
い
で
あ
っ

て
、
主
が
わ
れ
わ
れ
の
手
に
お
ま
え
た
ち
を
渡
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
」。

　

近
づ
い
て
き
て
自
分
の
前
に
立
ち
は
だ
か
っ
た
ゴ
リ
ア
ト
に
向
か
い
、「
ダ
ヴ
ィ
デ
は
手
を
袋
に
入
れ
て
、
そ
の
中
か
ら
一
つ

の
石
を
取
り
、
石
投
げ
で
投
げ
て
、
ペ
リ
シ
テ
び
と
〔
＝
ゴ
リ
ア
ト
〕
の
額
を
撃
っ
た
の
で
、
石
は
そ
の
額
に
突
き
入
り
、
う
つ

む
き
地
に
倒
れ
た
」。
ダ
ヴ
ィ
デ
は
剣
を
持
た
な
か
っ
た
の
で
ゴ
リ
ア
ト
に
走
り
寄
っ
て
剣
を
奪
い
、
そ
れ
で
も
っ
て
彼
の
首
を

は
ね
、
殺
し
た
。
…
…
そ
の
様
を
見
た
ペ
リ
シ
テ
軍
は
敗
走
し
た
。（
以
上
、「
サ
ム
エ
ル
記　

上
」
17
）

　

い
さ
さ
か
長
す
ぎ
る
か
と
は
思
い
つ
つ
も
「
サ
ム
エ
ル
記
」
を
た
ど
っ
て
き
た
の
は
、「
詩
篇
」
一
四
四
篇
の
冒
頭
か
ら
表
題

を
採
っ
た
今
回
の
説
教
に
お
け
る
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
の
叫
び
そ
の
も
の
の
内
容
は
、「
詩
篇
」
よ
り
も
こ
の
「
サ
ム
エ
ル
記　

上
」

17
に
基
づ
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
彼
は
説
教
の
タ
イ
ト
ル
を
「
詩
篇
」
の
一
四
四
篇
か
ら
引
い
て
い
る
。
そ
も
そ
も
「
詩
篇
」
全
一
五
五

篇
は
「
ダ
ヴ
ィ
デ
の
詩
篇
」
と
も
言
わ
れ
、特
に
「『
ダ
ヴ
ィ
デ
の
詩
』
の
表
題
を
持
つ
一
三
八

－

一
四
五
編
は
、一
つ
の
ま
と
ま
っ

た
詩
集
（
『
ダ
ヴ
ィ
デ
詩
集
』）
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
」
と
言
わ
れ
て
い
る

（
７
）

。

　

強
敵
を
討
ち
破
っ
た
ダ
ヴ
ィ
デ
が
、冒
頭
で
「
わ
が
磐い

わ

な
る
主
」
と
し
て
神
を
讃
え
、そ
の
神
に
「
私
を
」「
異
邦
人
の
手
」
か
ら
、

（
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八

「
残
忍
な
つ
る
ぎ
か
ら
」「
助
け
出
し
て
く
だ
さ
い
」
と
く
り
返
し
願
っ
て
い
る
こ
の
一
四
四
篇
に
は
、
こ
の
時
点
で
の
サ
ヴ
ォ
ナ

ロ
ー
ラ
の
内
心
の
叫
び
が
こ
も
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
ゆ
え
彼
は
、
自
然
に
、
説
教
の
タ
イ
ト
ル
と
し
て
こ
の
篇
の
冒

頭
の
句
を
引
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
こ
か
ら
こ
の
説
教
の
内
容
に
入
っ
て
み
よ
う
。

　

い
つ
も
の
よ
う
に
一
般
論
を
さ
り
気
な
く
述
べ
な
が
ら
聴
衆
に
訴
え
て
、
い
や
命
じ
て
い
く
。　

─　

「
真
理
に
従
っ
て
歩
む
者

は
神
に
従
う
と
同
じ
だ
。
神
は
真
理
で
あ
る
ゆ
え
、〔
従
う
〕そ
の
者
の
中
に
在
り
、そ
の
者
は
神
の
中
に
在
る
か
ら
だ
。
し
た
が
っ

て
そ
の
者
が
勝
利
す
る
の
は
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
」。「
だ
か
ら
自
分
は
、
真
理
に
従
っ
て
歩
む
よ
う
汝
ら
を
励
ま
し
て
き
た

の
だ
。
我
々
は

0

0

0

、　

─　

〔
と
ま
さ
に
い
つ
も
の
話
法
で
〕　

─　

こ
こ
ま
で
常
に
勝
利
し
て
き
た
。
そ
し
て
な
お
戦
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
が
勝
利
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
ま
ず
初
め
に
神
に
感
謝
の
歌
を
捧
げ
よ
う
。
そ
の
後
、
我
々
を
助
け
て
下
さ
る
よ
う
神
に

祈
願
し
よ
う
。
我
々
は
な
お
戦
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
だ
」。（
傍
点
は
引
用
者
）

　

重
ね
て
言
う
。　
─　

「
汝
ら
は
皆
、
私
が
何
度
も
言
っ
て
き
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
我
々
は
戦
お
う
、
そ
し
て
勝
と
う
と
願
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
を
覚
え
て
い
る
と
思
う
。
私
は
七
年
間
こ
う
し
て
き
た
し
、
な
お
し
て
い
く
だ
ろ
う
」
。

─
「
七
年
間
」

と
い
う
の
は
、
彼
が
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
定
着
し
た
九
〇
年
か
ら
と
い
う
こ
と
だ
が
、
そ
れ
で
も
ま
だ
ま
だ
こ
の
戦
い
を
続
け
ね
ば

な
ら
な
い
状
態
に
あ
る
こ
と
を
強
調
し
な
が
ら
彼
は
続
け
る
。　
─　

こ
う
言
う
と
汝
ら
は
、
「
あ
あ
、
お
前
は
何
か
ひ
ど
い
目
に

あ
う
ぞ
！　

と
言
う
だ
ろ
う
が
、
気
に
す
る
な
！　

我
々
は
い
ず
れ
と
に
か
く
勝
つ
だ
ろ
う
」。

　

自
分
が
追
い
つ
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
、
そ
し
て
そ
の
事
実
を
す
で
に
認
知
し
て
い
る
聴
衆
を
「
我
々
は
い
ず
れ

と
に
か
く
勝
つ
だ
ろ
う
」
と
鼓
舞
し
な
が
ら
、
お
そ
ら
く
は
自
分
を
も
鼓
舞
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
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九

サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
の
時
代
、
生
涯
、
思
想
（
十
五
）

　

次
い
で
唐
突
に
、
「
こ
の
詩
篇
は
」
、
と
表
題
の
「
詩
篇
」
一
四
四
篇
に
返
っ
て
言
う
。　
─　

「
ゴ
リ
ア
ト
に
向
か
い
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
と
題

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
神
の
民
に
向
か
っ
て
戦
い
を
仕
か
け
て
き
た
ゴ
リ
ア
ト
に
向
か
っ
て
創
ら
れ
た
も
の
だ
か
ら
だ
」。
こ

の
傲
岸
な
巨
漢
ゴ
リ
ア
ト
は
、「
今
や
我
々
に
も
戦
い
を
仕
か
け
て
き
て
い
る
。
野
で
は
嘘
が
真
理
を
挑
発
し
、
悪
業
が
善
行
を
、

傲
慢
が
謙
遜
を
挑
発
し
、
悪
魔
が
キ
リ
ス
ト
を
あ
お
っ
て
い
る
。
さ
あ
、
今
や
ダ
ヴ
ィ
デ
が
、〔
神
の
〕
強
き
手

0

0

0

が
向
か
っ
て
行

く
、
そ
し
て
勝
つ
だ
ろ
う
」。
こ
れ
は
、
他
で
も
な
い
「
キ
リ
ス
ト
が
我
々
と
と
も
に
在
る
」
と
い
う
こ
と
だ
。「
我
々
は
サ
ウ
ル

の
武
器
〔
＝
サ
ウ
ル
が
ダ
ヴ
ィ
デ
に
与
え
よ
う
と
し
た
武
器
〕
で
、
す
な
わ
ち
古
い
掟
ど
お
り
の
諸
々
の
儀
式
や
美
辞
麗
句
で
戦

お
う
と
は
思
わ
な
い
。
真
理
そ
の
も
の
で
も
っ
て
戦
お
う
と
思
う
。
我
々
も
ダ
ヴ
ィ
デ
同
様
、五
個
の
石
を
と
り
に
川
に
行
こ
う
。

…
…
我
々
は
聖
書
も
手
に
と
ろ
う
。
聖
書
は
〔
今
は
〕
尊
重
さ
れ
て
い
な
い
が
ゆ
え
に
川
に
、水
面
下
に
隠
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
」。

…
…
「
汝
ら
が
知
っ
て
の
と
お
り
、
我
々
は
一
個
の
石
〔
＝
聖
書
〕
だ
け
で
勝
利
し
て
き
た
。
ゴ
リ
ア
ト
よ
、
我
々
に
向
か
っ
て

来
る
な
。
も
し
私
が
も
う
一
個
の
石
を
手
に
と
っ
た
ら
、
そ
れ
を
お
前
の
額
に
投
げ
つ
け
て
お
前
を
永
久
に
狂
わ
せ
る
だ
ろ
う
。

…
…
さ
あ
ゴ
リ
ア
ト
よ
、
こ
れ
か
ら
お
前
に
言
う
こ
と
を
聴
け
」
。

─
す
ぐ
前
で
見
た
「
サ
ム
エ
ル
記　

上
」
を
情
況
に
合
わ

せ
て
巧
み
に
聴
衆
に
語
っ
て
聞
か
せ
な
が
ら
、
ゴ
リ
ア
ト
に
挑
み
、
命
じ
て
い
る
。

　

し
か
し
ま
た
す
ぐ
聴
衆
に
言
う
。　
─　

「
汝
ら
は
ひ
ど
く
お
び
え
て
い
る
。
汝
ら
に
言
う
が
、
我
々
は
諸
々
の
武
器
の
う
ち
の

半
分
を
〔
川
か
ら
〕
掘
り
出
し
た
だ
け
だ
。
必
要
と
あ
ら
ば
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
掘
り
出
そ
う
。
さ
あ
、
詩
篇
に
も
ど
ろ
う
。
神
の

御
加
護
を
願
お
う
。
言
っ
て
お
く
が
私
は
我
が
神
の
御
加
護
を
願
っ
て
い
る
」。

　

そ
し
て
ゴ
リ
ア
ト
に
言
う
。　
─　

「
さ
あ
来
い
ゴ
リ
ア
ト
、
お
前
の
神
は
何
な
の
だ
？　

哲
学
者
た
ち
が
言
う
よ
う
に
、
第
一

動
因
〔
＝
神
〕
と
は
、単
純
明
快
、あ
ら
ゆ
る
も
の
を
動
か
す
も
の
な
の
だ
が
、お
前
を
動
か
し
て
い
る
も
の
を
、お
前
は
何
に
従
っ

て
い
る
の
か
を
よ
く
見
て
み
ろ
」。
情
欲
、
金
、
銀
、
カ
ネ
、
野
心
、
暴
飲
暴
食
、
こ
れ
ら
が
お
前
を
動
か
し
て
い
る
「
お
前
の
神
」
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一
〇

で
は
な
い
か
。
そ
れ
ゆ
え
お
前
は
〔
第
一
動
因
で
あ
る
〕
神
の
加
護
を
願
う
こ
と
な
ど
で
き
な
い
。

　

一
体
、
こ
の
ゴ
リ
ア
ト
と
は
、
誰
な
の
か
？　

聴
衆
は
誰
し
も
容
易
に
分
か
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
ゴ
リ
ア
ト
と
は
教
皇
ア
レ
ク

サ
ン
デ
ル
六
世
な
の
だ
、
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
は
今
や
ダ
ヴ
ィ
デ
と
し
て
教
皇
ゴ
リ
ア
ト
に
向
か
お
う
と
し
て
い
る
の
だ
、
と
。
サ

ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
と
彼
を
信
じ
彼
に
依
り
頼
む
自
分
た
ち
は
神
と
と
も
に
在
り
、
神
の
加
護
を
得
ら
れ
る
が
、
教
皇
ゴ
リ
ア
ト
は

神
の
加
護
を
得
ら
れ
な
い
か
ら
、「
我
々
は
い
ず
れ
勝
つ
だ
ろ
う
」
と
彼
は
言
っ
て
い
る
の
だ
、
と
。

─
改
め
て
言
う
ま
で
も

な
く
、
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
は
こ
こ
で
は
自
分
を
ダ
ヴ
ィ
デ
と
重
ね
合
わ
せ
、
自
分
を <

現
在
の
ダ
ヴ
ィ
デ> 

と
感
得
さ
せ
よ
う
と

し
て
い
る
。

　

彼
の
言
う
こ
と
を
分
か
っ
た
上
で
聴
衆
は
そ
う
信
じ
た
か
ど
う
か
。
信
じ
た
と
し
て
も
、
こ
の
中
の
ど
れ
ほ
ど
の
者
が
ど
れ
ほ

ど
信
じ
た
の
か
？　

こ
う
し
た
疑
問
、
不
安
を
彼
は
覚
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

　

す
ぐ
言
い
続
け
る
。　

─　

神
は
、
演
奏
家
が
自
分
の
知
性
と
両
手
に
教
え
て
い
る
の
と
同
様
、
人
間
の
知
性
に
だ
け
で
な
く
両

手
に
、
両
指
に
教
え
て
下
さ
っ
て
い
る
。
右
手
に
神
は
、「
今
は
痛
め
つ
け
ら
れ
て
い
る
真
理
で
も
っ
て
戦
え
と
教
え
て
下
さ
っ

た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
良
き
〔
＝
正
し
い
〕
生
き
方
と
真
理
の
諸
々
の
働
き
で
も
っ
て
戦
え
、
そ
し
て
悪
魔
と
そ
の
一
党
を

痛
め
つ
け
よ
と
教
え
て
下
さ
っ
た
。
神
は
左
手
で
も
戦
え
と
教
え
て
下
さ
っ
た
。
左
手
は
目
立
た
な
い
が
諸
々
の
災
難
に
お
け
る

忍
耐
と
陽
気
の
表
わ
れ
で
あ
り
」、
…
…
「
そ
の
殴
打
は
敵
の
剣
に
打
撃
を
与
え
、
顔
面
に
衝
撃
を
与
え
る
」
も
の
な
の
だ
。

　

右
手
の
五
本
の
指
に
は
「
敵
を
説
得
す
る
諸
々
の
理
性
」
が
表
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
小
指
に
は
「
生
来
の
小
さ
な
理
性
」
が
、

次
の
長
い
指
に
は
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
よ
り
大
き
な
「
信
仰
の
光
」
が
、
次
の
一
番
長
い
指
に
は
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
一
番
大
き

な
光
が
、
次
の
指
に
は
「
聖
書
が
説
き
明
か
す
光
」
が
表
わ
れ
、
最
後
の
「
剣
を
強
く
握
り
と
め
る
他
の
指
に
は
、
正
し
い
生
き

方
の
光
」
が
表
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
正
し
い
生
き
方
に
は
他
の
何
も
の
に
も
増
し
て
説
得
す
る
力
が
あ
る
か
ら
だ
」。
総
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じ
て
「
こ
れ
ら
の
指
は
敵
た
ち
に
勝
つ
指
で
あ
る
」。

─
右
手
の
指
は
、「
正
し
く
生
き
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
勝
利
す
る
こ
と

を
を
教
え
て
く
れ
て
い
る
、
と
言
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

左
手
の
指
に
は
、
ま
ず
小
指
に
謙
遜
が
、
次
の
指
に
忍
耐
が
、
次
の
中
指
に
「
我
々
を
抹
殺
す
る
た
め
の
迫
害
と
策
略
」
が
、

次
の
指
に
「
我
々
が
体
内
に
有
し
て
い
る
災
い
と
苦
悩
の
種
」
が
表
わ
れ
、
最
後
の
、「
あ
ら
ゆ
る
物
を
強
く
握
り
し
め
る
」
指

に
表
わ
れ
て
い
る
の
は
「
殉
教
だ
ろ
う
」
。

─
左
手
の
指
が
教
え
て
い
る
の
は
、
神
の
前
で
控
え
め
に
苦
難
を
耐
え
忍
び
な
が

ら
生
き
て
も
、
こ
の
世
に
は
迫
害
や
策
略
が
絶
え
ず
、
加
え
て
我
々
人
間
の
内
部
に
は
災
い
や
苦
悩
の
種
が
絶
え
ず
、
最
後
に
は

「
殉
教
が
」
我
々
を
待
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
、
と
彼
は
言
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

こ
う
言
い
な
が
ら
、
彼
は
さ
ら
に
、
自
分
は
「
殉
教
」
を
見
す
え
て
い
る
、「
殉
教
」
の
覚
悟
が
で
き
て
い
る
と
聴
衆
に
示
唆

し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

仮
に
そ
う
だ
っ
た
と
し
て
も
、
彼
は
自
分
た
ち
の
敗
北
を
告
げ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
有
り
が
た
い
こ
と
に
、
と
叫
び
続

け
る
。　

─　

神
は
我
々
に
非
常
に
良
く
教
え
て
下
さ
っ
て
い
る
。「
し
か
し
、
汝
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
は
正
し
く
行
動
し
な
か
っ
た
た

め
敵
に
包
囲
さ
れ
た
。〔
そ
れ
な
の
に
〕
ど
う
し
て
汝
は
敵
ど
も
に
勝
っ
た
の
か
？　

主
な
る
神
が
汝
に
慈
悲
を
与
え
て
下
さ
っ

た
か
ら
だ
。
汝
の
力
量
〔
＝virtù

〕
に
よ
っ
て
勝
っ
た
の
で
は
な
い
。
言
っ
て
お
く
が
、
主
が
汝
を
救
っ
て
下
さ
っ
た
の
だ
」。

こ
れ
が
、「
こ
れ
ま
で
我
々
が
戦
い
で
救
わ
れ
て
き
た
」
要
因
だ
。「
し
か
し
、
今
や
新
た
な
戦
い
に
入
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
主

に
祈
願
せ
ね
ば
な
ら
な
い
」。
…
…
「
我
々
全
員
、
心
は
一
つ
、
魂
は
一
つ
だ
。
主
〔
な
る
神
〕
に
祈
願
し
よ
う
」。

　

何
を
祈
願
す
る
の
か
、
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
？　

敵
ど
も
へ
の
神
罰
を
、
で
あ
る
。　
─　

「
邪
悪
な
高
位
聖
職
者
た
ち
が
、

聖
職
者
が
、
邪
悪
な
修
道
士
た
ち
が
お
り
、
万
事
が
腐
っ
て
お
り
ま
す
」
の
で
、「
主
よ
、
降
り
て
来
て
下
さ
い
。
来
て
下
さ
い
」。

…
…
「
主
の
お
力
で
天
使
た
ち
を
下
界
に
送
っ
て
下
さ
り
」、
天
使
た
ち
が
「
こ
れ
ら
邪
悪
な
者
た
ち
を
罰
す
る
こ
と
が
で
き
る
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よ
う
に
な
さ
っ
て
下
さ
い
」。
…
…
「
砲
弾
を
、
ペ
ス
ト
を
、
飢
饉
を
送
っ
て
こ
れ
ら
邪
悪
な
者
た
ち
を
一
掃
な
さ
っ
て
下
さ
い
」。

…
…
「
主
よ
、
私
た
ち
を
こ
れ
ら
テ
ィ
エ
ピ
デ
ィ
〔
＝
真
の
信
仰
心
無
き
者
た
ち
〕
か
ら
、
邪
悪
な
者
た
ち
か
ら
救
っ
て
下
さ
い
。

こ
の
者
た
ち
が
二
度
と
真
理
に
逆
ら
い
、
正
し
い
生
き
方
に
逆
ら
っ
て
悪
口
を
ば
ら
ま
く
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
な
さ
っ
て
下

さ
い
」。

　

こ
こ
で
は
、
祈
願
す
る
神
罰
の
対
象
を
、
ロ
ー
マ
の
高
位
聖
職
者
た
ち
を
は
じ
め
と
す
る
聖
職
者
全
体
に
加
え
て
、
自
分
サ
ヴ
ォ

ナ
ロ
ー
ラ
の
「
悪
口
を
」
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
内
外
に
「
ば
ら
ま
く
」
市
内
の
敵
テ
ィ
エ
ピ
デ
ィ
に
ま
で
広
げ
て
い
る
。
そ
し
て
こ

れ
ら
す
べ
て
を
「
一
掃
」
し
て
下
さ
る
よ
う
神
に
祈
ら
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
は
っ
き
り
命
じ
て
い
る
。
し
か
も
、「
砲
弾
、
ペ
ス
ト
、

飢
饉
」
と
い
う
、
当
時
の
イ
タ
リ
ア
で
最
も
悲
惨
な
、
残
酷
な
事
態
を
ひ
き
起
こ
し
て
い
た
三
大
要
因
を
駆
使
し
て
抹
殺
し
て
下

さ
る
よ
う
神
に
祈
ら
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
命
じ
て
い
る
。

　

「
お
お
、修
道
士
よ
」、と
、聴
衆
が
自
分
に
問
お
う
と
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
を
自
分
で
発
し
て
自
分
で
答
え
る
と
い
う
、

い
つ
も
の
話
法
で
叫
ぶ
。　
─　

「
お
前
は
戦
闘
を
、
災
い
を
招
く
の
か
？　

汝
ら
も
こ
れ
ら
を
招
く
こ
と
だ
。
汝
ら
が
〔
彼
ら
邪

悪
な
敵
ど
も
へ
の
〕
慈
悲
を
祈
願
す
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、〔
彼
ら
に
は
神
の
〕
裁
き
〔
＝iustizia

〕
が
、
力
〔
＝potenzia

〕

が
下
る
の
だ
。
い
ず
れ
に
せ
よ
奴
ら
は
悪
魔
の
家
〔
＝
地
獄
〕
に
行
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
さ
あ
、
主
は
我
々
と
と
も
に
在
る

の
だ
」。

　

彼
の
言
う
「
真
理
」
に
、「
正
し
い
生
き
方
」
に
逆
ら
う
者
た
ち
を
地
獄
に
落
と
す
神
罰
を
共
に
祈
願
せ
よ
と
い
う
、
徹
底
し
た

敵
・
味
方
思
考
が
、
こ
れ
ま
で
の
彼
の
多
く
の
説
教
に
も
増
し
て
あ
ら
わ
に
な
っ
て
い
る
。
一
年
前
も
、
テ
ィ
エ
ピ
デ
ィ
は
地
獄

に
落
ち
る
他
な
い
、
い
や
落
と
す
べ
き
だ
と
宣
告
し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
う
し
て
く
れ
る
よ
う
神
に
祈
願
せ
ね
ば
な
ら
な
い

と
聴
衆
に
命
ず
る
ま
で
に
は
、
な
っ
て
い
な
か
っ
た
（
参
照
、
→
Ⅶ
章
）。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
汝
ら
も
そ
う
祈
願
す
れ
ば
奴
ら
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敵
は
地
獄
に
落
ち
る
か
ら
そ
う
せ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
は
っ
き
り
命
じ
て
い
る
。

　

こ
れ
は
、
自
分
が
こ
れ
ま
で
に
も
増
し
て
ひ
ど
く
追
い
つ
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
危
機
意
識
が
、
彼
の
内
心
で
こ
れ
ま
で
に
な

く
強
く
な
っ
て
い
る
こ
と
の
表
わ
れ
で
は
あ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
見
方
を
少
し
変
え
て
言
う
な
ら
、
信
仰
が
、
あ
る
い
は
よ
り
一
般

化
し
て
言
う
な
ら
宗
教
が
、
あ
る
究
極
の
情
況
に
至
れ
ば
人
間
に
否
応
な
く
発
露
さ
せ
る
本
性
、
よ
り
端
的
に
言
う
な
ら
信
仰
・

宗
教
の
究
極
の
本
性
の
表
わ
れ
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
あ
る
い
は
、
信
仰
・
宗
教
を
内
心
の
核
と
し
た
、
し
て
し
ま
っ
た
時

の
人
間
の
究
極
の
本
性
の
表
わ
れ
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
…
…
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
の
こ
う
し
た
言

説
を
も
っ
て
彼
の
人
間
的
、
人
格
的
特
性
を
、
さ
ら
に
は
異
常
性
を
語
る
の
は
、
少
な
く
と
も
こ
こ
に
の
み
彼
の
言
説
の
要
因
を

求
め
る
の
は
適
切
で
は
な
い
、
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

と
も
あ
れ
、
さ
ら
に
続
け
て
発
す
る
言
葉
に
、
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
の
思
考
の
根
幹
が
表
わ
れ
る
。　
─　
「
我
々
と
共
に
在
る
」

神
に
「
良
い
こ
と
」
を
約
束
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
を
約
束
？　

様
々
な
こ
と
を
言
い
な
が
ら
結
局
は
こ
れ
ま
で
く
り
返
し

言
い
続
け
て
き
た
こ
と
に
行
き
着
く
。　
─　

「
と
に
か
く
正
し
く
生
き
る
こ
と
を
心
が
け
よ
う
」。
こ
う
し
た
生
き
方
を
し
て
「
霊

的
な
こ
と
を
、
永
遠
の
こ
と
を
瞑
想
せ
よ
。
こ
の
瞑
想
に
よ
っ
て
汝
は
こ
の
世
に
で
は
な
く
こ
の
世
を
超
え
た
所
に
在
る
こ
と
に

な
る
」。

　

そ
う
な
っ
て
、
ど
う
す
る
の
か
？　

「
質
素
に
な
れ
、
原
初
の
教
会
の
人
が
在
っ
た
よ
う
に
汝
を
改
め
よ
。
諸
々
の
憎
悪
を
捨

て
よ
、
汝
を
革
新
せ
よ
。
誰
も
が
キ
リ
ス
ト
を
敬
う
の
だ
」。

─
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
に
と
っ
て
「
革
新
」
と
は
、
変
わ
ら
ず
原

初
の
教
会
へ
の
、
そ
の
時
代
へ
の
回
帰
で
あ
る
。（
参
照
、
→
XI
章
、
Ⅶ
章
）

　

最
後
に
彼
は
前
夜
の
「
虚
飾
の
焼
却
」
を
語
り
な
が
ら
命
ず
る
。　
─　

「
子
供
た
ち
は
古
い
詩う

た

を
捨
て
、
多
く
の
古
い
も
の
を

取
り
上
げ
焼
い
た
。
そ
し
て
新
た
な
詩う

た

を
歌
い
始
め
た
。
…
…
女
た
ち
よ
、
身
に
つ
け
て
い
る
そ
ん
な
虚
し
い
も
の
を
、
醜
い
装
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い
を
捨
て
よ
、
す
べ
て
火
に
投
げ
入
れ
る
の
を
私
が
キ
リ
ス
ト
に
代
わ
っ
て
許
し
て
や
る
」。

　

こ
こ
に
挙
げ
た
二
つ
の
文
章
に
は
、「
虚
飾
の
焼
却
」の
思
想
的
根
拠
と
も
言
う
べ
き
こ
と
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。イ
エ
ス
に
接
し
、

イ
エ
ス
を
神
と
し
て
崇
め
、
イ
エ
ス
に
依
り
頼
ん
で
生
き
た
使
徒
た
ち
の
よ
う
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
そ
の
者
た
ち
を
直
接
、
知
り
、

そ
の
者
た
ち
に
学
ん
だ
者
た
ち
の
よ
う
で
あ
れ
。
そ
う
で
あ
る
こ
と
に
沿
わ
な
い
よ
う
な
、
そ
れ
を
妨
げ
る
よ
う
な
事
物
は
す
べ

て
虚
し
く
、
醜
い
も
の
、
古
い
も
の
、
焼
却
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
、
と
い
う
で
あ
る
。

　

五
日
後
の
一
三
日
の
、「
エ
ホ
バ
の
栄
光
か
く
の
ご
と
く
見
ゆ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
を
タ
イ
ト
ル
と
す
る
説
教
で
は

（
８
）

、
イ
ス
ラ
エ
ル
王
国
の
崩
壊

と
そ
こ
に
至
る
時
期
の
二
人
の
預
言
者
、
エ
レ
ミ
ア
と
エ
ゼ
キ
エ
ー
レ
に
つ
い
て
語
り
な
が
ら
ロ
ー
マ
の
「
首
領
」
の
「
罪
」
を

弾
劾
し
、
そ
の
下
に
あ
る
教
会
の
惨
状
を
語
り
な
が
ら
ロ
ー
マ
へ
の
、
イ
タ
リ
ア
へ
の
神
罰
の
必
然
性
を
語
る
。
語
り
な
が
ら
、

自
身
を
エ
ゼ
キ
エ
ー
レ
に
重
ね
合
わ
せ
る
。

　

こ
の
説
教
を
理
解
す
る
に
は
、
ま
ず
、
前
に
見
た
ダ
ヴ
ィ
デ
が
築
い
た
イ
ス
ラ
エ
ル
王
国
の
歩
み
の
大
筋
を
見
て
お
く
必
要
が

あ
る
。

　

こ
の
王
国
は
発
足
後
八
〇
年
た
ら
ず
し
て
北
の
イ
ス
ラ
エ
ル
王
国
と
南
の
ユ
ダ
王
国
に
分
裂
し
（
紀
元
前
一
〇
世
紀
）、

二
〇
〇
年
ほ
ど
し
て
前
者
が
滅
び
、
そ
れ
か
ら
一
五
〇
年
た
ら
ず
後
の
紀
元
前
五
八
七
な
い
し
六
年
、
イ
エ
ル
サ
レ
ム
が
破
壊
さ

れ
て
後
者
も
滅
び
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
は
「
バ
ビ
ロ
ン
捕
囚
」
の
身
と
な
っ
た
。

　

北
と
南
の
王
国
の
滅
亡
の
間
の
紀
元
前
七
世
紀
に
エ
レ
ミ
ヤ
が
、
北
の
王
国
の
滅
亡
を
預
言
し
警
告
を
発
し
て
い
て
、
南
の
イ

ス
ラ
エ
ル
王
国
に
つ
い
て
は
滅
亡
の
直
前
に
エ
ゼ
キ
エ
ー
レ
が
そ
れ
を
預
言
し
警
告
し
て
い
た
、と
さ
れ
て
い
る
。サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー

ラ
に
よ
れ
ば
、「
我
ら
が
エ
ゼ
キ
エ
ー
レ
は
イ
エ
ル
サ
レ
ム
の
迫
害
と
破
壊
の
六
年
前
に
預
言
を
始
め
た
」。
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こ
う
し
て
エ
ゼ
キ
エ
ー
レ
は
捕
囚
と
な
っ
た
人
々
の
中
に
い
た
。「
エ
ゼ
キ
エ
ー
レ
書
」
第
一
章
に
よ
れ
ば
、　

彼
の
前
に　
「
神
の

幻
」〔
＝visione

〕
が
顕
わ
れ
、
彼
に
言
葉
を
託
し
、
命
じ
た
。　
─　

「
主
な
る
神
は
こ
う
言
わ
れ
る
」
と
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
に

伝
え
よ
。
自
分
に
そ
む
い
て
捕
囚
の
身
と
な
っ
た
「
反
逆
の
民
」
に
伝
え
よ
、
彼
ら
が
「
聞
い
て
も
、
拒
ん
で
も
」
…
…
こ
わ
が

ら
ず
、
彼
ら
の
言
葉
を
こ
わ
が
ら
ず
、
彼
ら
の
顔
を
は
ば
か
ら
ず
、「
た
だ
私
の
言
葉
を
伝
え
ね
ば
な
ら
な
い
」、
と
語
っ
た
。

　

サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
は
、
こ
の
エ
ゼ
キ
エ
ー
レ
の
役
割
を
自
分
が
今
、
ル
ネ
サ
ン
ス
・
イ
タ
リ
ア
で
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
で
は
た
し

て
い
る
の
だ
、
い
や
自
分
は <

現
在
の
エ
ゼ
キ
エ
ー
レ> 

な
の
だ
と
、
前
年
に
続
い
て
こ
の
説
教
で
も
人
々
に
感
得
さ
せ
よ
う
と

し
て
い
る
。
エ
ゼ
キ
エ
ー
レ
が
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
が
捕
囚
の
身
と
な
る
わ
ず
か
「
六
年
前
に
」
預
言
を
始
め
た
よ
う
に
、
自
分

は
六
年
前
か
ら
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
で
説
教
を
始
め
、
今
、
イ
タ
リ
ア
に
神
罰
が
下
る
直
前
で
そ
れ
を
預
言
し
警
告
し
て
い
る
の
だ
、

と
聴
衆
に
感
得
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。

　

イ
タ
リ
ア
は
「
倫
理
の
熱
病
」
に
お
か
さ
れ
て
い
る
、
そ
し
て
「
徐
々
に
憔
悴
し
て
い
る
、
後
は
、
突
如
、
大
崩
壊
に
至
る
だ

ろ
う
」。
こ
の
事
態
は
、
か
つ
て
の
イ
ス
ラ
エ
ル
の
状
態
そ
の
も
の
だ
と
暗
示
し
な
が
ら
彼
は
言
う
。

　
　
　

ロ
ー
マ
に
行
っ
て
み
ろ
、
特
に
そ
の
首
領
〔
＝capo
〕
を
よ
く
見
て
み
ろ
、
ロ
ー
マ
の
ど
こ
に
で
も
行
っ
て
み
ろ
、
人
は
お

よ
そ
恥
と
い
う
も
の
を
知
ら
ず
に
い
る
。
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
悪
を
公
然
と
行
な
い
、
真
理
を
公
然
と
強
圧
し
て
い
る
。
轡

く
つ
わ

を

は
め
ら
れ
る
の
を
い
や
が
り
、
は
め
よ
う
と
す
る
者
を
蹴
飛
ば
す
若
馬
の
よ
う
に
、
何
も
聴
こ
う
と
せ
ず
、
真
理
を
語
る
者

を
強
圧
し
て
い
る
。
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そ
れ
ゆ
え
神
は
言
っ
て
い
る
。「
預
言
者
が
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
」。
今
こ
こ
で
は
自
分
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
が
言
っ
て
い
る

け
れ
ど
も
、「
神
が
言
っ
て
い
る
か
ら
自
分
は
言
っ
て
い
る
の
だ
」。「
イ
タ
リ
ア
に
罰
を
下
そ
う
と
思
う
。
他
に
手
だ
て
は
何
も

な
い
」。
…
…
ま
た
「
神
は
言
っ
て
い
る
。
私
が
住
ん
で
い
た
家
〔
＝
教
会
〕
は
実
に
腹
立
た
し
い
有
り
さ
ま
に
な
り
、
邪
悪
な

者
で
、
極
悪
人
で
満
ち
て
い
る
。
だ
か
ら
、
エ
ゼ
キ
エ
ー
レ
よ
、
今
、
汝
を
こ
れ
ら
悪
人
た
ち
と
戦
う
た
め
に
も
送
る
の
だ
」。

　

こ
の
エ
ゼ
キ
エ
ー
レ
と
は
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
自
身
だ
と
し
か
聴
衆
に
は
受
け
取
り
よ
う
が
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
神
は
、
今
の
イ

タ
リ
ア
の
エ
ゼ
キ
エ
ー
レ
と
し
て
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
を
送
っ
て
下
さ
っ
た
、
彼
は <

現
在
の
エ
ゼ
キ
エ
ー
レ> 

だ
と
、
無
意
識
に

感
得
し
て
い
た
だ
ろ
う
。

─
彼
が
、
前
年
一
一
月
末
日
の
説
教
（
参
照
、
→
前
章
）
に
お
け
る
よ
り
も
一
層
、
明
確
に
自
身

を <

現
在
の
エ
ゼ
キ
エ
ー
レ> 
だ
と
明
言
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
ロ
ー
マ
の
「
首
領
」
す
な
わ
ち
教
皇
ら
と
戦
わ
せ

る
た
め
に
神
が
送
っ
て
き
た
エ
ゼ
キ
エ
ー
レ
だ
と
断
言
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
の
上
で
語
り
続
け
る
。　
─　

司
祭
、
修
道
士
、
高
位
聖
職
者
た
ち
に
恐
れ
て
は
な
ら
な
い
。「
良
心
を
揺
る
が
せ
る
な
。
今
日
、

彼
ら
の
風
評
は
キ
リ
ス
ト
の
名
を
汚
し
て
い
る
」、
…
…
「
教
会
を
傷
つ
け
て
い
る
。
…
…
彼
ら
は
キ
リ
ス
ト
を
信
仰
す
る
心
を

抱
い
て
い
な
い
。
奴
ら
は
す
べ
て
の
女
た
ち
の
、
子
供
た
ち
の
、
こ
の
世
の
す
べ
て
の
凌
辱
者
、
破
壊
者
だ
、
聖
人
た
ち
の
虐
待

者
だ
」。
…
…
「
イ
タ
リ
ア
よ
、
私
は
汝
に
言
う
。
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
よ
、
私
は
汝
に
言
う
。
終
末
が
近
い
ぞ
」。

　

こ
の
よ
う
に
こ
の
説
教
を
た
ど
っ
て
く
る
と
、
こ
れ
は
、
も
う
彼
自
身
に
つ
い
て
の
危
機
感
の
域
を
超
え
た
次
元
で
生
じ
た
怒

り
か
ら
発
し
て
い
る
、
す
で
に
核
心
ま
で
頽
廃
し
き
っ
て
い
る
時
代
情
況
に
対
す
る
心
底
か
ら
の
怒
り
、
憤
り
か
ら
発
し
て
い
る
、

と
思
え
て
く
る
。

　

実
際
、
頽
廃
は
止
ま
る
こ
と
な
く
深
ま
っ
て
い
た
。
と
い
う
の
も
、
前
年
九
六
年
末
近
く
か
ら
こ
の
九
七
年
初
め
に
、

六
四
、
五
歳
に
な
る
教
皇
に
男
子
、
ジ
ォ
ヴ
ァ
ン
ニ
・
ボ
ル
ジ
ア
が
生
ま
れ
た
と
言
わ
れ
、
相
手
の
女
性
は
教
会
関
係
者
で
は
な
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）

い
だ
ろ
う
が
不
明
だ
と
も
言
わ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
、
常
に
独
自
の
ル
ー
ト
を
通
じ
て
教
皇
庁
の
内
情
を
知

ら
さ
れ
て
い
た
彼
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
の
耳
に
も
入
り
、
彼
の
言
葉
を
過
激
化
さ
せ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
て
き
て
い
る

か
ら
で
あ
る

（
９
）

。

　

教
皇
庁
内
部
で
は
、
不
品
行
、
乱
行
、
遊
蕩
、
淫
乱
、
同
性
愛
な
ど
が
止
ま
る
こ
と
な
く
は
び
こ
っ
て
い
た
。
な
か
で
も
、
教

皇
自
身
を
は
じ
め
と
す
る
一
族
の
淫
乱
は
、
近
親
相
姦
を
含
め
て
は
な
は
だ
し
か
っ
た
。
相
手
は
不
明
と
言
わ
れ
て
も
不
思
議
に

思
わ
れ
な
い
ほ
ど
乱
脈
を
き
わ
め
て
い
た
。
し
か
も
そ
こ
に
、
一
族
間
の
聖
俗
両
世
界
を
ま
た
ぐ
権
力
闘
争
も
か
ら
ん
で
い
た
。

彼
ら
に
「
キ
リ
ス
ト
を
信
仰
す
る
心
な
ど
…
…
な
い
」
と
、
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
な
ら
ず
と
も
憤
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
か
っ
た
。

ま
た
彼
の
信
奉
者
、
崇
敬
者
た
ち
が
彼
の
叫
び
に
揺
さ
ぶ
ら
れ
、
神
罰
が
近
い
、「
終
末
が
近
い
」
と
心
底
か
ら
恐
れ
お
の
の
い

た
と
し
て
も
、
不
思
議
で
は
な
か
っ
た
。

　

し
か
し
彼
の
言
説
の
過
激
化
に
は
、
も
う
一
つ
の
要
因
、
社
会
的
・
政
治
的
要
因
が
あ
っ
た
。
反
フ
ラ
ン
ス
神
聖
同
盟
陣
営
と

の
戦
争
状
態
が
止
ま
ら
な
い
中
、
近
郊
農
村
地
域
の
荒
廃
が
進
み
、
市
内
の
食
料
不
足
が
深
刻
化
し
、
餓
死
者
が
目
に
見
え
て
増

え
て
い
た
。
フ
ラ
ン
ス
王
が
、
か
つ
て
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
が
言
っ
て
い
た
よ
う
に
「
神
の
遣
い
」
と
し
て
や
っ
て
来
る
兆
し
は
一

向
に
見
え
な
か
っ
た
。
神
は
「
我
々
」
の
側
に
い
る
、「
い
ず
れ
我
々
は
勝
つ
」
と
語
り
続
け
る
彼
へ
の
信
望
は
、
彼
の
叫
び
の

聞
こ
え
な
い
と
こ
ろ
で
、
民
衆
の
意
識
、
無
意
識
の
両
次
元
で
弱
ま
り
、
あ
る
い
は
減
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
情
況
を
感
知
し
見

聞
す
る
ほ
ど
に
、
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
の
言
葉
は
激
し
く
な
っ
た
。
特
に
教
皇
を
中
心
と
す
る
同
盟
側
に
対
す
る
、
と
り
わ
け
そ

の
中
心
、
神
に
そ
む
く
教
皇
一
族
や
高
位
聖
職
者
に
対
す
る
非
難
、
弾
劾
は
激
し
く
な
っ
た

）
10
（

。
い
や
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

そ
れ
以
外
、
彼
に
は
手
だ
て
が
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
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し
か
も
、
こ
の
二
月
末
、
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
に
は
、
か
つ
、
加
え
て
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
も
、
衝
撃
の
一
大
事
が
生
じ
た
。
二
五
日
、

彼
の
年
来
の <

光
輪> 

フ
ラ
ン
ス
王
シ
ャ
ル
ル
八
世
が
、　

反
フ
ラ
ン
ス
神
聖
同
盟
と
休
戦
協
定
を
結
ん
だ
の
だ

）
11
（

。　

も
は
や <

光
輪> 

は
、
王
が
イ
タ
リ
ア
に
現
わ
れ
る
可
能
性
が
な
く
な
っ
た
が
ゆ
え
に
消
え
た
時
（
参
照
、
→
前
章
）
と
は
違
い
、
い
う
な
ら
ば
王

自
身
に
よ
っ
て
こ
わ
さ
れ
捨
て
ら
れ
た
の
だ
。
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
も
、
そ
し
て
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
も
、
王
に
捨
て
ら
れ
、
孤
立
し
て

し
ま
っ
た
。

　

彼
は
、
人
間
は
信
頼
で
き
な
い
、「
我
々
が
頼
れ
る
の
は
神
に
の
み
だ
」
と
言
っ
て
情
況
に
耐
え
な
が
ら
、
王
シ
ャ
ル
ル
八
世

個
人
の
こ
と
は
、「
愚
か
で
取
る
に
足
ら
な
い
人
間
だ
と
書
い
て
い
た
」、
と
当
時
の
年
代
記
作
者
パ
レ
ン
テ
ィ
は
記
述
し
て
い

る
）
12
（

。

　

し
か
し
こ
れ
が
事
実
だ
っ
た
の
か
ど
う
か
は
、
確
か
め
よ
う
が
な
い
。
と
い
う
の
も
、
パ
レ
ン
テ
ィ
は
、
こ
の
言
葉
を
サ
ヴ
ォ

ナ
ロ
ー
ラ
が
何
に
、
あ
る
い
は
誰
に
書
い
て
い
た
の
か
を
書
き
残
し
て
い
な
い
か
ら
だ
。
加
え
て
、
こ
れ
ま
で
本
論
で
く
り
返
し

参
照
し
て
き
た
当
時
の
年
代
記
作
者
や
歴
史
家
た
ち
は
、
こ
う
し
た
こ
と
を
書
き
残
し
て
い
な
い
か
ら
だ
。
加
え
て
、
伝
え
ら
れ

て
い
る
こ
の
時
期
の
彼
の
説
教

─
王
の
神
聖
同
盟
加
入
の
翌
二
六
日
か
ら
二
八
日
ま
で
の
三
回
、
三
月
一
日
か
ら
二
七
日
の

間
の
二
四
回
、
お
よ
び
五
月
四
日
の
一
回
、
計
二
八
回
の
説
教

）
13
（

─
の
い
ず
れ
に
も
、
フ
ラ
ン
ス
王
へ
の
、
少
な
く
と
も
直
接

的
な
言
及
は
見
ら
れ
な
い
か
ら
だ
。（
な
お
三
月
二
八
日
か
ら
五
月
三
日
ま
で
、
彼
は
、
す
ぐ
後
で
見
る
よ
う
に
説
教
を
行
な
わ

な
か
っ
た
。
行
な
え
な
か
っ
た
）。

　

こ
う
し
た
限
定
の
範
囲
内
で
言
う
な
ら
、
す
な
わ
ち
、
仮
に
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
が
、
少
し
前
に
は
「
神
の
遣
い
」
だ
と
賞
揚
し

て
い
た
人
間
、
人
々
に
は
神
の
意
志
の
実
現
者
の
よ
う
に
説
い
て
き
た
人
間
、
さ
ら
に
は
自
分
の
神
性
を
保
証
す
る <

光
輪> 

の

よ
う
に
掲
げ
て
き
た
人
間
を
、
突
然
、「
愚
か
で
取
る
に
足
ら
な
い
」
奴
だ
と
書
き
捨
て
た
だ
け
0

0

だ
っ
た
と
す
る
な
ら
、
サ
ヴ
ォ
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ナ
ロ
ー
ラ
自
身
が
小
さ
く
哀
れ
な
人
間
と
化
し
て
し
ま
う
よ
う
に
思
え
る
。

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
彼
の
論
調
を
基
に
し
て
言
う
な
ら
、
な
ぜ
こ
の
時
、
王
を
、
神
の
意
志
に
反
し
神
の
意
志
を
踏
み
に
じ
る

人
間
だ
と
説
教
で
、公
衆
の
前
で
堂
々
と
非
難
し
、こ
う
い
う
者
に
は
神
罰
が
必
ず
下
る
、こ
う
い
う
者
は
「
悪
魔
の
家
」〔
＝
地
獄
〕

に
落
と
さ
れ
る
こ
と
必
定
だ
と
宣
言
し
な
か
っ
た
の
か
？　

さ
ら
に
言
う
な
ら
、
こ
う
い
う
者
を
「
神
の
遣
い
」
だ
と
み
な
し
た

自
分
の
不
明
を
認
め
、
詫
び
な
か
っ
た
の
か
？

　

た
だ
し
、
彼
は <
私
信> 

の
中
で
は
心
中
を
吐
露
し
て
い
た
。
常
に
彼
に
好
意
的
だ
っ
た
故
郷
フ
ェ
ッ
ラ
ー
ラ
の
公
エ
ル
コ
レ

一
世
デ
ス
テ
は
、
フ
ラ
ン
ス
王
が
教
皇
中
心
の
同
盟
に
屈
し
て
協
定
を
結
ん
だ
と
の
報
が
広
ま
る
と
、
す
ぐ
、
こ
の
事
態
に
サ
ヴ
ォ

ナ
ロ
ー
ラ
は
ど
う
対
処
す
る
の
か
尋
ね
よ
と
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
駐
在
の
自
分
の
大
使
に
指
示
し
て
い
た
。
こ
の
問
い
に
対
し
、
サ

ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
は
三
月
七
日
、
短
か
な
返
書

）
14
（

を
公
に
送
っ
た
。
協
定
締
結
の
一
〇
日
後
の
こ
と
で
あ
る
。
王
は
「
だ
ま
さ
れ
て

い
ま
す
。
…
…
そ
れ
ゆ
え
彼
を
こ
の
ま
ま
放
っ
て
お
く
の
は
危
険
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
神
が
彼
の
目
を
開
い
て
下
さ
る
ま
で
は
、

敵
ど
も
に
対
し
て
何
ら
か
の
術
策
を
用
い
る
の
も
悪
い
と
は
思
い
ま
せ
ん
。
私
ど
も
は
そ
う
〔
＝
神
が
王
の
目
を
開
く
よ
う
〕
祈

る
こ
と
に
よ
っ
て
助
力
致
し
ま
す
。
他
面
で
、
貴
公
が
慎
慮
を
も
っ
て
、
誰
か
王
と
秘
密
裏
に
話
せ
る
信
頼
で
き
る
者
を
介
し
て

王
の
目
を
開
く
よ
う
に
な
さ
る
の
が
良
い
で
し
ょ
う
」。

　

少
な
く
と
も
こ
の
文
面
上
は
、
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
は
フ
ラ
ン
ス
王
シ
ャ
ル
ル
八
世
を
敵
視
し
て
い
な
か
っ
た
。
見
限
っ
て
も
い

な
か
っ
た
。
彼
は
、
フ
ェ
ッ
ラ
ー
ラ
公
が
王
を
目
覚
め
さ
せ
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
側
に
、
自
分
の
側
に
益
す
る
立
場
に
立
つ
姿
勢
を

と
ら
せ
て
く
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
。

　

た
だ
し
、
一
国
の
君
主
に
宛
て
た
こ
の
文
書
は
、
や
は
り
純
然
た
る
私
信
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
一
定
の
限
定
付
き
の <

私

信> 

だ
っ
た
ろ
う
し
、
ま
た
こ
れ
が
協
定
締
結
の
一
〇
日
後
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
か
つ
、
よ
り
純
然
た
る
私
信
で
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二
〇

し
か
も
協
定
直
後
に
書
か
れ
た
何
か
別
の
文
書
が
仮
に
あ
る
と
す
れ
ば
そ
の
中
で
、パ
レ
ン
テ
ィ
が
伝
え
て
い
る
よ
う
に
、サ
ヴ
ォ

ナ
ロ
ー
ラ
が
実
際
に
王
を
「
愚
か
で
取
る
に
足
ら
な
い
人
間
だ
と
書
い
て
い
た
」、
こ
う
王
を
唾
棄
し
て
し
ま
っ
て
い
た
可
能
性

は
否
定
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
う
し
た
こ
と
を
考
慮
し
た
と
し
て
も
、
や
は
り
、
彼
は
な
ぜ
公
衆
の
面
前
で
の
説
教
で
、
王
に
対
し
て
抱
い
た
率
直
な
感
情

と
思
考
を
吐
露
し
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
は
消
え
な
い
。
た
だ
し
こ
れ
は
、
こ
の
時
の
情
況
か
ら
遠
く
離
れ
た
時
と
所
に
い

る
者
の
浅
薄
な
疑
問
に
す
ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
時
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
に
は
、
困
難
な
事
態
が
二
重
に
生

じ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

ま
ず
市
内
で
、
三
月
一
日
か
ら
四
月
末
ま
で
の
「
政
庁
」
の
執
政
長
官
に
、
メ
デ
ィ
チ
派
の
ベ
ル
ナ
ル
ド
・
デ
ル
・
ネ
ー
ロ
が

就
任
し
た
。
一
月
か
ら
二
月
の
長
官
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
・
ヴ
ァ
ロ
ー
リ
が
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
派
の
実
力
者
で
中
心
人
物
だ
っ
た
の

に
対
し
、新
長
官
デ
ル
・
ネ
ー
ロ
は
メ
デ
ィ
チ
派
の
有
力
者
だ
っ
た
。三
年
前
、九
四
年
の
メ
デ
ィ
チ
支
配
体
制
か
ら
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー

ラ
主
導
の <

共
和
制> 

へ
の
政
変
の
際
に
は
、
彼
自
身
も
家
族
も
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
の
厚
意
に
よ
っ
て
救
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
が

あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
が
（
参
照
、
→
Ⅸ
章
）、
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
に
は
強
い
敵
対
心
を
抱
い
て
い
た

）
15
（

。
こ
の
長
官
就
任
に
は
、
市
内

で
、
こ
と
に
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
支
持
派
で
、
何
か
混
乱
が
生
ず
る
の
で
は
と
不
安
が
強
ま
っ
て
い
た
。

　

実
際
、
こ
の
後
の
「
政
庁
」
の
下
で
、
諸
々
の
主
要
な
行
政
委
員
会
は
ア
ッ
ラ
ッ
ビ
ア
ー
テ
ィ
な
ど
反
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
派
に

占
め
ら
れ
、
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
に
対
す
る
姿
勢
を
変
え
て
い
た
。

─
し
か
し
、「(

全
権) 

十
人
委
員
会
」
だ
け
は
そ
う
で
は
な

か
っ
た
と
い
う

）
16
（

。

　

加
え
て
、
ロ
ー
マ
か
ら
教
皇
に
よ
る
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
破
門
の
脅
威
が
迫
っ
て
き
て
い
た
。
ロ
ー
マ
で
は
破
門
宣
告
の
準
備
が

で
き
て
い
る
、
破
門
は
近
い
、
と
市
内
で
広
く
一
般
に
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た

）
17
（

。
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二
一

サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
の
時
代
、
生
涯
、
思
想
（
十
五
）

　

こ
の
市
内
の
様
子
を
、
フ
ェ
ッ
ラ
ー
ラ
公
の
大
使
は
公
に
、
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
が
公
に
書
簡
を
送
っ
た
と
同
じ
三
月
七
日
付
の

書
簡
で
、
こ
う
報
告
し
て
い
た
。　

―　

「
市
内
は
か
つ
て
な
か
っ
た
ほ
ど
分
裂
し
て
お
り
ま
す
。
大
混
乱
が
生
ず
る
の
で
は
な
い

か
と
恐
れ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
も
し
そ
う
な
れ
ば
大
変
、
有
害
な
こ
と
に
、
大
変
、
危
険
な
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
修
道
士
は

そ
う
な
ら
な
い
よ
う
に
し
よ
う
と
し
て
は
お
り
ま
す
。
し
か
し
彼
に
は
、
反
対
す
る
者
が
、
有
り
て
い
に
言
い
ま
す
と
敵
対
す
る

者
が
大
変
、
多
く
お
り
ま
す
。〔
フ
ラ
ン
ス
王
の
二
月
の
〕
こ
の
愚
か
な
休
戦
協
定
の
こ
と
が
知
ら
れ
て
か
ら
特
に
そ
う
で
す
。

修
道
士
に
敵
対
す
る
者
た
ち
が
頭
を
も
た
げ
、
非
常
に
大
胆
に
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
事
態
は
悪
化
す
る
で
し
ょ
う

）
18
（

」。

　

こ
う
し
た
情
況
の
中
で
も
、サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
は
連
日
、反
論
と
非
難
の
説
教
を
続
け
た
。
た
と
え
ば
一
一
日
の
説
教

）
19
（

で
は
言
っ

て
い
る
。

　
　
　

…
…
汝
ら
の
多
く
が
破
門
〔
状
〕
が
来
る
だ
ろ
う
と
言
っ
て
い
る
。
汝
ら
は
昨
年
の
こ
と
を
覚
え
て
い
な
い
の
か
？　

汝

ら
宛
に
書
か
れ
た
〔
そ
う
い
う
〕
も
の
を
読
む
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
昨
年
も
同
じ
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
う
い
う
も
の
を
準

備
し
て
い
る
の
が
ど
う
い
う
者
た
ち
か
知
ら
な
い
の
か
？　

昨
年
は
成
功
し
な
か
っ
た
。
た
と
え
そ
う
い
う
も
の
が
来
る
と

し
て
も
、
そ
れ
を
作
成
す
る
者
は
破
門
と
は
別
の
悪
事

0

0

0

0

0

0

0

0

を
ね
ら
っ
て
い
る
の
だ
と
汝
に
言
わ
な
か
っ
た
か
？　

私
は
そ
れ
が

早
く
来
る
よ
う
神
に
願
っ
て
い
る
。

─
お
お
、
〔
修
道
士
よ
〕
お
前
は
こ
わ
く
な
い
の
か
？　

彼
ら
が
私
を
破
門
し
よ
う

と
思
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
こ
わ
く
は
な
い
。
私
は
悪
し
き
こ
と
は
し
て
い
な
い
か
ら
だ
。
…
…
（
傍
点
は
引
用
者
）

　

「
昨
年
も
同
じ
こ
と
」
と
は
、
一
一
月
に
発
し
た
「
ト
ス
コ
・
ロ
マ
ー
ナ
修
道
会
」
設
立
の
勅
書
の
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
、

前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
の
修
道
院
長
の
座
を
奪
い
発
言
力
を
奪
う
こ
と
を
ね
ら
い
な
が
ら
、
そ
れ
に
異
議
を
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二
二

唱
え
る
者
は
破
門
を
含
む
罰
に
処
す
る
と
宣
言
し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
勅
書
は
結
局
、
何
の
効
果
も
挙
げ
ら
れ
ず
に
終
わ
っ

て
い
た
。
そ
こ
で
今
回
、
彼
は
、
破
門
が
近
い
と
汝
ら
は
言
っ
て
い
る
が
、
ま
た
昨
年
と
似
た
よ
う
な
こ
と
に
な
る
と
、
ま
ず
言

お
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、同
時
に
彼
は
、彼
ら
ロ
ー
マ
教
皇
庁
の
悪
し
き
者
た
ち
が
ね
ら
っ
て
い
る
の
は
「
破
門
と
は
別
の
悪
事
」
だ
と
も
言
っ

て
い
る
。
こ
こ
で
言
う
「
悪
事
」
と
は
、
彼
の
処
刑
を
意
味
す
る
も
の
だ
ろ
う
。

　

つ
ま
り
こ
こ
で
彼
は
、
自
分
の
命
が
狙
わ
れ
て
い
る
の
だ
と
示
唆
し
、
そ
れ
に
対
す
る
自
分
の
覚
悟
を
語
っ
て
い
る
の
だ
。
彼

の
内
心
の
危
機
感
は
こ
れ
だ
け
強
く
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

　

こ
う
い
う
事
態
に
な
り
、
こ
う
い
う
心
境
に
至
っ
て
い
た
と
し
た
ら
、
フ
ラ
ン
ス
王
シ
ャ
ル
ル
八
世
の
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
に
対

す
る
、
同
時
に
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
対
す
る
、
い
う
な
ら
ば
裏
切
り
な
ど
に
こ
だ
わ
る
余
裕
は
、
も
う
な
く
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。

目
前
の
大
敵
、
教
皇
に
、
教
皇
庁
に
向
か
わ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

実
際
、
先
に
挙
げ
た
こ
の
時
期
の
説
教
、
と
り
わ
け
二
月
末
か
ら
三
月
初
め
に
か
け
て
の
説
教
で
は
、
教
会
の
頽
廃
と
ロ
ー
マ

の
高
位
聖
職
者
た
ち
の
堕
落
に
対
す
る
非
難
が
く
り
返
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
非
難
の
範
囲
を
、
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
の
多
種

多
様
な
知
識
の
な
い
者
に
は
理
解
で
き
そ
う
に
な
い
様
々
の
教
義
を
説
き
聞
か
せ
な
が
ら
、
彼
の
説
く
そ
の
教
義
に
そ
む
き
続
け

て
い
る
教
会
に
、
ま
た
そ
の
内
部
の
あ
ら
ゆ
る
階
層
の
聖
職
者
た
ち
、
と
り
わ
け
高
位
聖
職
者
た
ち
に
広
げ
て
い
る
。
い
や
、
教

義
を
説
き
聞
か
せ
る
こ
と
自
体
が
暗
に
彼
ら
へ
の
非
難
に
な
っ
て
い
る
。

─
こ
う
し
た
多
様
な
非
難
は
、
当
然
、
こ
れ
ま
で
ど

お
り
市
内
の
反
対
派
に
よ
っ
て
次
々
と
ロ
ー
マ
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。

　

「
政
庁
」
と
そ
の
周
囲
は
、教
皇
庁
の
反
撥
を
恐
れ
危
機
感
を
抱
い
て
い
た
。
そ
の
中
で
、「（
全
権
）
十
人
委
員
会
」
は
新
た
に
、

自
ら
の
書
記
官
で
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
支
持
派
の
ア
レ
ッ
サ
ン
ド
ゥ
ロ
・
ブ
ラ
ッ
チ
を
特
使
と
し
て
教
皇
庁
に
派
遣
し
た
。
教
皇
庁
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二
三

サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
の
時
代
、
生
涯
、
思
想
（
十
五
）

と
の
意
志
の
疎
通
を
、
自
分
た
ち
の
正
式
の
派
遣
員
で
は
な
い
教
皇
庁
書
記
官
ベ
ッ
キ
に
頼
っ
て
い
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
、
自

分
た
ち
の
意
向
と
施
策
を
こ
の
特
使
か
ら
直
接
、
教
皇
に
正
式
か
つ
明
確
に
伝
え
よ
う
と
し
た
の
だ
。

─
（
こ
の
対
応
は
、
こ

の
委
員
会
だ
け
は
反
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
派
で
占
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
の
も
の
だ
っ
た
）。

　

一
三
日
、
ブ
ラ
ッ
チ
は
教
皇
と
会
見
し
た
。
ブ
ラ
ッ
チ
の
、
一
五
日
付
「
十
人
委
員
会
」
宛
報
告
書
簡

）
20
（

に
よ
る
と
、
彼
が
こ

れ
ま
で
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
方
針
、
す
な
わ
ち
ピ
ー
サ
の
保
持
、
フ
ラ
ン
ス
王
と
の
友
好
、
反
フ
ラ
ン
ス
神
聖
同
盟
へ
の
不
加
入
、

等
を
説
明
し
た
の
に
対
し
、
教
皇
は
、「
汝
が
言
い
た
い
の
が
そ
れ
だ
け
な
ら
、
こ
の
ま
ま
帰
る
が
よ
い
」
と
、
ま
ず
素
っ
気
な

く
命
じ
た
。
…
…
汝
の
「
政
庁
」
が
言
っ
て
い
る
の
は
い
つ
も
同
じ
こ
と
だ
。
…
…
「
な
ぜ
こ
う
も
頑
固
で
強
情
な
の
か
分
か
ら

な
い
」。
…
…
「
自
分
が
汝
ら
の
民
に
言
う
と
し
た
ら
、
…
…
提
示
可
能
な
真
の
正
論
で
も
っ
て
汝
ら
の
民
の
す
べ
て
を
、
自
ら

の
益
に
目
を
向
け
る
よ
う
説
得
し
、
導
き
、
か
つ
彼
ら
を
、
汝
ら
が
修
道
士
に
よ
っ
て

陥
お
と
し
い

れ
ら
れ
た
盲
目
〔
＝
無
知
〕
と
過
ち

か
ら
救
い
出
す
だ
ろ
う
と
思
う
。
だ
が
こ
の
こ
と
よ
り
は
る
か
に
強
く
我
々
を
悩
ま
せ
、
我
々
が
汝
ら
の
こ
と
を
嘆
く
正
当
な
理

由
を
与
え
て
い
る
の
は
、
汝
ら
の
『
政
庁
』
の
執
政
委
員
た
ち
も
市
民
た
ち
も
、
修
道
士
に
よ
っ
て
我
々
が
苦
し
め
ら
れ
、
さ
げ

す
ま
さ
れ
、
脅
か
さ
れ
、
踏
み
に
じ
ら
れ
て
い
る
の
を
支
持
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
我
々
は
、
不
相
応
な
が
ら

0

0

0

0

0

0

こ
の
教
皇
座

を
占
め
て
い
る
の
に
、
だ
」。（
傍
点
は
報
告
書
で
教
皇
の
言
葉
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
ラ
テ
ン
語
）

　

こ
こ
に
は
、
教
皇
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル
六
世
の
内
心
が
、
怒
り
が
複
雑
に
表
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
第
一
は
、
激
し
く
な
る
ば
か

り
の
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
に
よ
る
自
分
へ
の
非
難
に
対
す
る
怒
り
、
そ
し
て
そ
れ
を
止
め
よ
う
と
し
な
い
ば
か
り
か
「
支
持
し
て
い

る
」

─
（
と
教
皇
は
解
釈
し
て
い
る
）

─
都
市
〔
国
家
〕
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
全
体
へ
の
い
ら
立
ち
と
怒
り
で
あ
る
。
そ
れ
を
、

自
分
は
「
苦
し
め
ら
れ
、
さ
げ
す
ま
さ
れ
、
脅
か
さ
れ
、
踏
み
に
じ
ら
れ
て
い
る
」
と
、
正
直
と
言
え
ば
実
に
正
直
に
表
出
し
て

い
る
。
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
の
言
葉
は
自
分
（
た
ち
）
に
対
す
る
ま
っ
た
く
の
罵
詈
雑
言
だ
と
怒
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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二
四

　

第
二
は
、
怒
り
の
対
象
は
彼
個
人
に
止
ま
ら
ず
、
そ
の
罵
詈
雑
言
を
吐
き
続
け
る
彼
を
「
支
持
し
て
い
る
」
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
全

体
に
お
よ
ぶ
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
感
知
し
た
だ
ろ
う
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
で
は
、「
政
庁
」
は
無
論
、
有
力
者
た
ち

も
市
民
も
、
当
然
、
不
安
を
覚
え
た
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
不
安
は
、
反
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
派
の
者
た
ち
に
も
、
ま
た
、
彼
に

破
門
状
が
来
る
ら
し
い
と
他
人
事
の
よ
う
に
言
い
合
っ
て
い
た
だ
ろ
う
無
関
心
層
に
も
、
生
じ
て
い
た
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
の
者
た

ち
も
、
程
度
の
差
は
あ
れ
、
破
門
が
都
市
〔
国
家
〕
全
体
に
お
よ
ぼ
す
影
響
の
大
き
さ
（
参
照
、
→
ⅩⅢ
章
）
に
思
い
を
お
よ
ぼ
し

て
い
た
だ
ろ
う
。
こ
こ
か
ら
、
反
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
感
情
を
新
た
に
抱
い
た
者
も
、
あ
る
い
は
強
め
た
者
も
生
じ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

　

教
皇
の
言
葉
に
表
出
さ
れ
て
い
る
第
三
の
、
そ
し
て
あ
る
意
味
で
は
最
も
重
要
な
も
の
は
、
彼
の
怒
り
が
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
の

言
説
の
、
と
り
わ
け
教
義
解
説
の
内
容
に
、
そ
れ
が
正
統
か
異
端
か
の
問
題
に
、
ま
っ
た
く
向
い
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

教
皇
は
怒
り
を
、
も
っ
ぱ
ら
、
自
分
（
た
ち
）
の
有
り
よ
う
に
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
か
ら
く
り
返
し
あ
び
せ
ら
れ
て
き
た
激
し
い
非

難
に
向
け
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
言
辞
は
、
す
で
に
準
備
さ
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
た
破
門
状
の
内
容
の
お
お
よ
そ
を
予
測
さ
せ
る
の
み
な
ら
ず
、

彼
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル
六
世
の
教
皇
と
し
て
の
適
性
の
、
い
や
そ
も
そ
も
聖
職
者
と
し
て
の
適
性
の
問
題
を
提
示
し
て
い
る
と
言
え

る
だ
ろ
う
。
同
時
に
反
面
で
こ
れ
は
、
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
の
聖
職
者
と
し
て
の
適
性
と
正
統
性
を
示
唆
し
て
い
る
と
も
言
え
る
だ

ろ
う
。
し
か
し
ま
た
同
時
に
、
こ
う
い
う
教
皇
と
こ
う
い
う
教
皇
を
教
皇
と
し
て
戴
き
続
け
る
教
会
に
、
真
剣
に
、
真
摯
に
向
き

合
っ
た
、
合
わ
ず
に
い
ら
れ
な
か
っ
た
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
の
悲
哀
を
改
め
て
感
じ
さ
せ
る
。

　

ブ
ラ
ッ
チ
の
こ
の
報
告
書
の
四
日
後
の
一
九
日
、
ベ
ッ
キ
は
「（
全
権
）
十
人
委
員
会
」
宛
の
書
簡

）
21
（

で
報
告
し
て
い
る
。　
─　

サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
に
反
感
を
抱
く
複
数
の
高
位
聖
職
者
（
す
な
わ
ち
枢
機
卿
）
が
「
彼
へ
の
懲
罰
を
進
め
る
で
し
ょ
う
、
彼
を
破

（
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）
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、
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（
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門
に
処
す
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
こ
ち
ら
で
は
、
先
の
〔
修
道
院
統
合
の
〕
勅
書
に
服
さ
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
に
彼
は

破
門
さ
れ
る
と
、
公
然
と
話
さ
れ
て
お
り
ま
す
」。

　

ロ
ー
マ
教
皇
庁
で
は
、
破
門
も
そ
の
理
由
も
公
然
た
る
話
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
理
由
は
、
こ
こ
で
も
、
教
義
上

の
問
題
で
は
な
く
不
服
従
と
い
う
罪
だ
と
い
う
。
教
皇
ら
の
現
実
の
、
そ
し
て
周
知
の
頽
廃
、
堕
落
に
対
す
る
激
し
い
非
難
、
弾

劾
を
正
式
の
理
由
に
挙
げ
る
こ
と
は
さ
す
が
に
で
き
ず
、
教
皇
の
勅
書
へ
の
、
し
か
も
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
の
発
言
の
場
を
奪
う
こ

と
を
ね
ら
っ
た
勅
書
へ
の
不
服
従
を
挙
げ
て
彼
を
破
門
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
。
教
皇
は
も
う
、
骨
子
の
出
来
上

が
っ
た
破
門
状
を
発
す
る
チ
ャ
ン
ス
を
ね
ら
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

ベ
ッ
キ
の
こ
の
書
簡
が
二
日
後
の
二
一
日
に
届
く
と
、
そ
の
内
容
が
市
内
に
伝
わ
り
、
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
破
門
の
噂
が
急
速
に

広
が
っ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、
市
内
の
反
対
派
か
ら
ロ
ー
マ
の
教
皇
に
も
そ
の
身
辺
の
者
た
ち
に
も
、
す
ぐ
伝
わ
っ
て
い
た
は

ず
で
あ
る
。
教
皇
庁
内
部
で
は
、
す
で
に
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
「
政
庁
」
と
そ
の
周
囲
の
諸
機
関
が
す
で
に
反
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ

派
で
占
め
ら
れ
て
い
る
と
熟
知
さ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
ま
だ
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
側
に
立
っ
て
い
る
「（
全
権
）
十

人
委
員
会
」
の
特
使
に
示
し
た
教
皇
の
意
向
が
、
市
内
の
反
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
派
に
勢
い
を
与
え
て
こ
の
委
員
会
の
力
も
間
も
な

く
削
が
れ
る
だ
ろ
う
こ
と
な
ど
は
、
十
分
、
予
測
で
き
て
い
た
だ
ろ
う
。
の
み
な
ら
ず
、
メ
デ
ィ
チ
派
の
中
心
人
物
で
あ
る
執
政

長
官
の
下
で
の
メ
デ
ィ
チ
家
復
活
、
メ
デ
ィ
チ
体
制
再
興
の
可
能
性
、
す
な
わ
ち
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
失
脚
の
可
能
性
を
、
期
待
を

こ
め
て
語
り
合
っ
て
も
い
た
だ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
動
き
の
中
、
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
は
三
月
二
七
日
ま
で
説
教
を
続
け
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
は
、
す
ぐ
前
で
ふ
れ
た
よ

う
に
、
五
月
三
日
ま
で
沈
黙
し
た
。
四
月
中
は
沈
黙
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
時
期
に
、
こ
の
情
況
の
中
で
一
ヵ
月
余
も
説
教
を
し
な
か
っ
た
。
原
因
と
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー

（
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二
六

ラ
に
直
接
、
関
わ
る
面
で
の
情
況
の
他
、
彼
に
は
直
接
は
関
わ
ら
な
い
か
の
よ
う
に
見
え
る
面
、
す
な
わ
ち
少
し
前
で
ふ
れ
た
社

会
的
、
政
治
的
面
で
の
情
況
も
改
め
て
見
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

前
年
末
か
ら
こ
の
年
に
入
っ
て
、
こ
の
面
で
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
情
況
は
か
な
り
深
刻
化
し
て
い
た
。

　

ピ
ー
サ
を
め
ぐ
る
戦
闘
が
止
ま
ら
な
い
中
、
近
郊
農
山
村
地
域
の
荒
廃
が
進
み
、
農
業
な
ど
産
業
の
衰
退
、
地
域
間
の
交
通
路

お
よ
び
地
域
と
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
市
内
間
の
交
通
路
の
崩
壊
が
進
ん
だ
。
食
料
不
足
で
や
せ
衰
え
、
憔
悴
し
た
大
量
の
者
が
各
地
域

か
ら
浮
浪
者
、
乞
食
と
な
っ
て
市
内
に
流
入
し
て
い
た
。
こ
う
な
る
以
前
か
ら
す
で
に
市
内
の
食
料
不
足
が
顕
在
化
し
、
食
料
の

異
常
な
高
騰
が
続
き
、
餓
死
者
が
増
え
て
い
た
の
に
、
加
え
て
大
量
の
浮
浪
者
、
乞
食
が
加
わ
り
、
餓
死
者
は
さ
ら
に
増
え
、
悲

惨
な
光
景
が
そ
ち
こ
ち
で
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
市
の
中
心
部
を
流
れ
る
ア
ル
ノ
川
の
両
岸
に
は
死
体
が
散
乱
し
、
市
街
の
狭

い
通
路
で
は
無
数
の
者
が
行
き
倒
れ
に
な
っ
て
い
た
。

　

当
然
の
こ
と
だ
っ
た
ろ
う
が
、
食
料
を
め
ぐ
る
騒
乱
が
続
発
し
、
公
道
ぞ
い
の
商
店
の
破
壊
、
略
奪
も
続
い
た
。
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー

ラ
は
、
飢
え
る
者
た
ち
へ
の
施
与
を
訴
え
続
け
、
実
際
に
施
与
活
動
を
続
け
て
い
た
と
い
う
。
市
当
局
は
食
料
の
正
当
な
価
格
で

の
販
売
を
始
め
た
が
、
ま
さ
に
そ
の
場
で
民
衆
の
食
料
争
奪
競
争
、
騒
動
が
生
じ
て
い
た

）
22
（

。

　

こ
れ
が
、
一
五
世
紀
末
ル
ネ
サ
ン
ス
・
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
実
状
だ
っ
た
。
し
か
も
こ
の
状
況
は
、
す
ぐ
後
で
ふ
れ
る
が
、
深
刻

化
す
る
一
方
だ
っ
た
。

　

こ
ん
な
中
、追
放
さ
れ
て
い
る
メ
デ
ィ
チ
家
の
統
領
ピ
エ
ー
ロ
が
も
ど
っ
て
来
る
と
の
噂
が
流
れ
た
。
騒
動
を
起
こ
し
に
来
る
、

い
や
貧
者
を
助
け
に
来
る
と
、
噂
の
内
容
は
異
な
っ
て
い
た
。
一
方
は
不
安
を
あ
お
り
、
他
方
は
空
望
み
を
抱
か
せ
る
悪
質
な
も

の
だ
っ
た
。
し
か
し
、こ
れ
ら
に
根
拠
が
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
実
際
に
ピ
エ
ー
ロ
は
こ
の
頃
、な
お
抱
き
続
け
て
い
た
フ
ィ

レ
ン
ツ
ェ
復
帰
の
野
心
を
実
現
し
よ
う
と
、
近
郊
ス
ィ
エ
ー
ナ
な
ど
で
動
き
初
め
て
い
た
か
ら
だ
。
三

－

四
月
の
「
政
庁
」
が
反
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、
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サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
派
で
占
め
ら
れ
、
メ
デ
ィ
チ
派
の
有
力
者
が
執
政
長
官
と
な
っ
た
こ
と
な
ど
が
、
彼
に
行
動
を
起
こ
さ
せ
て
い

た
の
だ
ろ
う
。

　

四
月
に
入
る
と
、
彼
は
軍
勢
を
率
い
て
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
郊
外
に
迫
り
、
し
だ
い
に
圧
力
を
強
め
た
。
月
末
に
近
づ
く
と
ヴ
ェ

ネ
ツ
ィ
ア
軍
指
揮
官
の
助
力
を
得
、
一
二
〇
〇
名
ほ
ど
の
兵
を
率
い
て
市
の
城
門
に
ま
で
迫
っ
た
。
教
皇
の
支
援
を
受
け
て
の
、

加
え
て
自
分
の
妻
の
実
家
で
ロ
ー
マ
の
有
力
貴
族
オ
ル
ス
ィ
ー
ニ
家
の
支
援
も
受
け
て
の
行
動
だ
っ
た
。
教
皇
の
ピ
エ
ー
ロ
支
援

は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
メ
デ
ィ
チ
家
支
配
復
活
に
よ
る
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
の
失
脚
、
追
放
を
ね
ら
っ
て
の
こ
と
だ
っ
た
。

　

ピ
エ
ー
ロ
は
、
市
内
で
二
八
日
に
五

－

六
月
の
執
政
長
官
に
選
出
さ
れ
た
ピ
エ
ー
ロ
・
デ
リ
・
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
の
「
好
意
」
も

得
て
い
た
と
言
わ
れ
る
。
こ
の
人
物
は
、
ア
ッ
ラ
ッ
ビ
ア
ー
テ
ィ
の
指
導
者
で
、
反
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
意
識
が
こ
れ
ま
で
の
長
官

デ
ル
・
ネ
ー
ロ
に
も
増
し
て
強
か
っ
た
。
し
か
し
ア
ッ
ラ
ッ
ビ
ア
ー
テ
ィ
は
反
メ
デ
ィ
チ
で
も
あ
っ
た
か
ら
、
彼
の
「
好
意
」
が

ど
の
程
度
の
も
の
だ
っ
た
か
は
分
か
ら
な
い
。

　

と
も
あ
れ
、
ピ
エ
ー
ロ
が
何
よ
り
も
期
待
し
て
い
た
市
内
で
の
叛
乱
発
生
の
兆
し
は
見
え
ず
、
メ
デ
ィ
チ
復
帰
を
求
め
る
叫
び

も
上
が
ら
ず
、
彼
は
撤
退
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た

）
23
（

。
彼
の
メ
デ
ィ
チ
体
制
再
興
の
野
心
は
消
滅
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
を
最
後
に

彼
の
復
帰
の
策
動
も
終
わ
っ
た
。
市
内
の
メ
デ
ィ
チ
派
は
凋
落
し
た
。
そ
し
て
代
わ
っ
て
、
ア
ッ
ラ
ッ
ビ
ア
ー
テ
ィ
の
、
つ
ま

り
明
白
な
反
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
の
勢
力
が
増
大
し
た

）
24
（

。

　

こ
の
よ
う
な
混
乱
の
中
で
、
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
と
彼
の
派
に
と
っ
て
、
政
治
情
況
は
一
層
、
厳
し
く
な
っ
て
い
た
。
反
対
派
が

政
治
の
中
枢
を
支
配
し
て
い
た
の
に
加
え
て
、
市
内
に
、
教
皇
に
よ
る
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
全
体
の
破
門
の
不
安
が
広
ま
り
、
彼
の
説

教
を
止
め
よ
う
と
す
る
動
き
が
一
層
、
強
ま
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
こ
と
が
全
体
と
し
て
、
彼
に
こ
の
月
は
一
度
も
説
教
の
機
会
を
与
え
な
い
原
因
と
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
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三
月
二
七
日
の
後
、
彼
が
は
じ
め
て
説
教
の
機
会
を
得
た
、
し
か
も
多
く
の
難
事
を
超
え
た
上
で
得
た
の
は
、
五
月
四
日
、
カ

ト
リ
ッ
ク
信
徒
に
と
っ
て
大
き
な
祝
祭
、
こ
の
年
の
イ
エ
ス
昇
天
祭
の
日
で
あ
る
。

　

こ
の
日
に
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
に
説
教
の
機
会
を
与
え
る
か
い
な
か
は
、
彼
の
支
持
、
反
対
両
派
に
と
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
大
き
な
意

味
を
も
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
両
派
そ
れ
ぞ
れ
が
策
動
を
続
け
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
、「
政
庁
」
は
放
置
し
て
お

け
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
だ
が
、
ア
ッ
ラ
ッ
ビ
ア
ー
テ
ィ
な
ど
反
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
派
が
中
枢
を
占
め
る
「
政
庁
」
も
そ
の
行
政

機
関
も
、
内
心
は
彼
を
沈
黙
さ
せ
て
お
き
た
か
っ
た
に
せ
よ
、
そ
の
意
図
を
「
政
庁
」
と
し
て
公
式
に
表
明
す
る
こ
と
が
市
内
に

ど
ん
な
反
撥
や
騒
動
を
惹
き
起
こ
す
か
、
不
安
で
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。

　

祝
祭
日
の
前
日
、
三
日
に
な
っ
て
、「
政
庁
」
は
布
告
を
発
し
た
。
翌
四
日
の
祝
祭
日
は
別
に
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
そ
の
翌
日
以
降
は
何
人

に
も
公
開
説
教
を
禁
ず
る
、
集
会
を
介
し
て
ペ
ス
ト
が
蔓
延
す
る
恐
れ
が
あ
る
な
ど
の
「
正
当
な
」
理
由
に
よ
っ
て
だ
、
と
い
う

趣
旨
の
も
の
だ
っ
た
。
こ
れ
に
は
、
教
会
に
設
け
ら
れ
た
説
教
参
加
者
の
た
め
の
補
助
の
椅
子
、
ベ
ン
チ
は
祝
祭
日
の
翌
日
か
ら

撤
去
せ
よ
、
と
の
一
文
が
加
わ
っ
て
い
た

）
25
（

。

　

こ
の
布
告
に
よ
っ
て
、
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
に
は
昇
天
祭
の
説
教
だ
け
は
許
す
が
そ
の
後
は
禁
止
す
る
「
正
当
な
」
理
由
を
示
す

こ
と
に
な
る
と
、「
政
庁
」
は
考
え
た
。
つ
ま
り
「
政
庁
」
自
身
が
禁
止
正
当
と
み
な
す
限
り
他
の
者
に
と
同
様
、
彼
に
も
説
教

は
許
さ
ず
、
黙
ら
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
問
題
を
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
に
限
ら
ず
一
般
化
す
る
こ
と
で
、

市
内
の
騒
動
を
防
ぐ
と
同
時
に
彼
に
説
教
を
許
し
て
い
る
と
非
難
し
て
き
た
教
皇
へ
の
弁
明
も
で
き
る
と
、
計
算
し
て
い
た
の
で

あ
る
。

　

な
お
布
告
で
附
加
的
に
撤
去
を
命
じ
ら
れ
た
補
助
の
椅
子
、
ベ
ン
チ
が
設
置
さ
れ
て
い
た
の
は
、
大
聖
堂
だ
け
だ
っ
た
。
し
か

（
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ロ
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、
生
涯
、
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（
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）

も
そ
れ
は
、
も
っ
ぱ
ら
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
の
説
教
の
際
に
増
え
る
聴
衆
用
だ
っ
た
と
い
う

）
26
（

。

　

加
え
て
、「
政
庁
」
は
彼
に
、
行
政
関
係
者
で
は
な
く
市
民
を
、
第
三
者
的
使
者
を
よ
そ
お
わ
せ
て
送
り
、
自
身
の
身
の
安
全

の
た
め
に
祝
祭
日
の
説
教
を
控
え
る
よ
う
密
か
に
説
得
し
て
い
た
。
し
か
も
彼
の
身
近
な
支
持
者
、
知
人
た
ち
も
、
反
対
派
の
動

き
の
危
険
性
を
指
摘
し
て
彼
に
説
教
を
止
め
る
よ
う
熱
心
に
勧
め
て
い
た
。
こ
う
し
た
声
に
対
し
て
彼
は
、
イ
エ
ス
が
自
分
の
教

え
を
す
べ
て
の
者
に
伝
え
よ
と
使
徒
た
ち
に
命
じ
た
記
念
の
日
で
あ
る
こ
の
祝
祭
日
に
、
説
教
も
与
え
ず
に
人
々
を
放
り
置
く
こ

と
は
で
き
な
い
と
、
拒
絶
し
た
と
い
う

）
27
（

。

　

「
政
庁
」
は
、
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
派
〔
＝
フ
ラ
テ
ス
キ
＝
修
道
士
派
〕
か
ら
の
反
撥
も
反
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
派
か
ら
の
反
撥
も
、

さ
ら
に
は
両
派
の
衝
突
に
よ
る
市
内
の
騒
乱
も
回
避
し
な
が
ら
、
と
に
か
く
彼
を
沈
黙
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
の
だ
。
こ
の
動
き

を
、
ア
ッ
ラ
ッ
ビ
ア
ー
テ
ィ
な
ど
は
歓
迎
し
た
。
祝
祭
日
に
は
他
の
者
は
説
教
で
き
る
が
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
だ
け
は
で
き
な
く
な

る
可
能
性
を
見
て
と
っ
た
か
ら
だ
。

　

「
政
庁
」
が
こ
う
ま
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
原
因
の
根
底
に
は
、
容
易
に
は
統
制
で
き
な
い
過
激
な
集
団
が
、
反
サ
ヴ
ォ

ナ
ロ
ー
ラ
派
に
加
わ
っ
て
い
た
事
実
が
あ
っ
た
。

　

そ
れ
は
、
放
蕩
、
享
楽
に
ふ
け
る
旧
貴
族
の
若
者
た
ち
の
無
法
行
動
集
団
、
大
げ
さ
に
言
う
な
ら
軍
団
だ
っ
た
。
コ
ン
パ
ニ
ャ
ッ

チ
〔
＝
集
団
、
軍
団
〕
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
彼
ら
に
と
っ
て
、
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
は
最
大
の
邪
魔
者
だ
っ
た
。
亡
き
者
に
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
人
物
だ
っ
た
。
自
分
た
ち
の
享
楽
主
義
的
な
生
き
方
の
最
大
、
最
強
の
非
難
者
だ
っ
た
か
ら
だ

）
28
（

。

　

「
政
庁
」
の
苦
心
の
動
き
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
に
昇
天
祝
祭
日
の
説
教
も
認
め
る
な
と
い
う
声
が
高
ま
っ
た
。
そ
の
中
心
に

コ
ン
パ
ニ
ャ
ッ
チ
が
い
た
。
ア
ッ
ラ
ッ
ビ
ア
ー
テ
ィ
も
加
わ
っ
て
い
た
。
無
論
そ
れ
ら
の
声
に
反
対
す
る
声
も
上
が
っ
た
。
フ
ラ

テ
ス
キ
〔
＝
修
道
士
派
〕
と
も
、
ピ
ア
ニ
ョ
ー
ニ
〔
＝
泣
き
虫
派
〕
と
も
言
わ
れ
る
多
様
な
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
支
持
の
側
か
ら

（
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三
〇

だ
っ
た
。
両
派
の
騒
動
発
生
の
危
険
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
市
内
は
緊
張
し
た
。

　

そ
ん
な
中
で
、
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
は
翌
四
日
に
説
教
す
る
か
ど
う
か
の
賭
け
が
、
市
内
に
広
が
っ
て
い
た
。「
政
庁
」
は
、
賭

け
を
禁
じ
、
翌
日
の
説
教
妨
害
も
禁
ず
る
新
た
な
布
告

）
29
（

を
、
急
ぎ
発
し
た
。
こ
の
日
、
二
つ
目
の
布
告
だ
っ
た
。

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
布
告
は
何
の
効
果
も
あ
げ
ら
れ
な
い
情
況
に
な
っ
て
い
た
。
す
で
に
ア
ッ
ラ
ッ
ビ
ア
ー
テ
ィ
も
コ
ン
パ

ニ
ャ
ッ
チ
も
、
説
教
阻
止
の
た
め
に
様
々
の
実
力
行
使
に
出
よ
う
と
決
め
て
い
た
か
ら
だ
。
と
り
わ
け
後
者
は
す
で
に
、
最
終
的

に
は
説
教
中
に
聖
堂
で
騒
動
を
起
こ
し
、
そ
の
混
乱
の
中
で
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
の
命
を
ね
ら
う
、
少
な
く
と
も
重
傷
を
負
わ
せ
る

策
ま
で
考
え
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
た

）
30
（

。
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
の
身
近
な
者
た
ち
が
彼
に
説
教
を
控
え
る
よ
う
熱
心
に
勧
め
て
い

た
の
も
、
こ
う
し
た
話
を
耳
に
し
、
そ
の
信
憑
性
を
感
受
し
て
い
た
か
ら
だ
っ
た
。

　

反
対
派
は
ま
ず
、
説
教
壇
を
汚
し
て
、
あ
る
い
は
壇
に
火
を
つ
け
て
説
教
を
阻
止
し
よ
う
と
し
た
。
前
日
深
夜
、
説
教
壇
に
、

死
後
数
日
を
経
た
ロ
バ
の
死
体
を
置
い
た
。
そ
の
悪
臭
と
汚
物
で
壇
と
周
辺
を
汚
そ
う
と
し
た
の
だ
。
幼
稚
と
い
え
ば
幼
稚
な
行

為
だ
っ
た
。
早
朝
、
こ
れ
ら
は
発
見
さ
れ
、
す
べ
て
除
去
さ
れ
、
浄
め
ら
れ
、
説
教
の
用
意
は
整
っ
た
。
…
…
し
か
し
、
特
に
コ

ン
パ
ニ
ャ
ッ
チ
は
、
こ
れ
だ
け
で
静
ま
る
よ
う
な
集
団
で
は
な
か
っ
た
。
知
ら
れ
て
い
た
と
お
り
の
無
法
な
過
激
集
団
だ
っ
た
。

説
教
に
押
し
寄
せ
る
多
数
の
聴
衆
に
衝
撃
を
与
え
危
害
を
加
え
て
混
乱
を
起
こ
し
、
そ
の
混
乱
の
中
で
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
を
亡
き

者
に
し
よ
う
と
企
ん
で
い
た
。

　

正
午
少
し
前
、
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
は
信
頼
で
き
る
者
た
ち
に
警
護
さ
れ
て
サ
ン
・
マ
ル
コ
修
道
院
を
出
、
大
聖
堂
に
着
い
た
。

そ
し
て
三
七
日
ぶ
り
に
説
教
壇
に
上
が
っ
た
。
タ
イ
ト
ル
は
「
詩
篇
」
第
七
篇
の
冒
頭
の
言
葉
、「
わ
が
神
エ
ホ
バ
よ
わ
れ
汝
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

よ
り
た
の
む

0

0

0

0

0

」、
で
あ
る

）
31
（

。
少
し
長
す
ぎ
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
説
教
は
こ
れ
ま
で
の
数
多
く
の
説
教
と
は
ト
ー

ン
の
違
う
も
の
な
の
で
、
あ
え
て
要
点
を
た
ど
っ
て
み
よ
う
。
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ま
ず
こ
の
タ
イ
ト
ル
は
彼
の
言
説
の
、
と
い
う
よ
り
は
全
思
考
の
基
軸
を
成
す
言
葉
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
彼
の
生
涯
を
た
ど
っ

て
き
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
神
を
信
じ
、
神
を
崇
敬
し
、
神
に
依
り
頼
む
と
い
う
こ
と
ぬ
き
に
彼
の
思
考
は
お
よ
そ
成
り
立
た
な

い
。
こ
の
最
も
基
本
的
で
か
つ
核
心
的
な
言
葉
を
、
し
か
も
す
で
に
何
度
も
何
度
も
く
り
返
し
語
っ
て
き
た
言
葉
を
、
よ
う
や
く

機
会
を
得
て
行
な
う
説
教
の
タ
イ
ト
ル
と
し
て
採
っ
た
こ
と
に
、
こ
の
時
の
彼
の
置
か
れ
た
情
況
と
、
そ
の
中
で
の
彼
の
格
別
の

思
い
が
こ
も
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

　

「
信
仰
の
力
は
い
か
に
大
き
い
こ
と
か
」、
と
彼
は
語
り
出
す
。
そ
し
て
こ
れ
に
つ
い
て
延
々
と
語
る
。「
信
仰
の
力
」
に
つ
い
て

も
、
改
め
て
こ
う
し
た
直
截
的
な
言
葉
で
提
起
し
一
般
論
と
し
て
語
ら
な
く
て
も
、　

す
で
に
こ
れ
ま
で
実
に
多
く
の
、
そ
し
て
実

に
様
々
の
話
の
中
で
、
そ
の
大
き
さ
を
、
ま
た
そ
れ
が
人
間
の
最
大
の
、
そ
し
て
最
後
の
支
え
で
あ
る
こ
と
を
語
っ
て
き
た
。
語

り
続
け
て
き
た
。
そ
れ
な
の
に
こ
こ
で
、
一
般
論
と
し
て
静
か
に
語
り
続
け
る
。
そ
の
上
で
ま
た
タ
イ
ト
ル
の
言
葉
、「
…
…
あ

な
た
に
依
り
頼
み
ま
す
」、
を
語
る
。

　

そ
し
て
す
ぐ
、「
主
よ
、
私
は
初
め
に
あ
な
た
に
語
り
ま
し
ょ
う
」
と
、
ま
ず
神
に
語
り
か
け
る
。
神
に
語
っ
た
後
は
「
正
し

き
者
た
ち
に
」、
最
後
に
「
悪
し
き
者
た
ち
に
」
語
る
と
い
う
順
で
進
ん
で
い
く
。

　

神
に
は
、「
初
め
に
あ
な
た
に
…
…
」
と
言
う
と
す
ぐ
、「
あ
な
た
に
は
他
の
何
〔
を
語
る
〕
よ
り
も
先
に
感
謝
し
ま
す
」
と
言
っ

て
本
論
を
始
め
る
。
感
謝
の
理
由
と
し
て
、
神
が
自
分
に
、「
神
の
信
仰
を
与
え
」、「
神
の
存
在
と
他
の
何
に
も
ま
さ
る
偉
大
さ

を
確
認
さ
せ
」、
さ
ら
に
は
「
超
自
然
の
光
を
与
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
私
に
あ
な
た
が
神
で
あ
り
、
父
で
あ
り
、
子
で
あ
り
、
聖

霊
で
あ
る
と
、
か
つ
あ
な
た
イ
エ
ス
・
ク
リ
ス
ト
は
真
の
神
で
あ
り
、
真
の
人
間
で
あ
り
、
肉
体
を
持
っ
て
い
て
我
ら
の
救
済
の

た
め
に
十
字
架
に
架
け
ら
れ
た
真
の
人
間
で
あ
る
」
と
、
知
ら
せ
て
く
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
あ
ま
り
に
基
本
的
な
、
あ
る
い
は
初
歩
的
な
、
そ
し
て
聴
衆
に
と
っ
て
は
も
う
こ
れ
ま
で
何
度
も
聴
い
て
き
た
だ
ろ
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三
二

う
こ
と
を
長
々
と
語
る
と
、
ま
た
先
の
タ
イ
ト
ル
、「
…
…
あ
な
た
に
依
り
頼
み
ま
す
」、
を
語
る
。
こ
れ
ま
で
の
数
多
く
の
説
教

と
は
明
ら
か
に
異
な
る
話
し
方
で
あ
り
、
話
し
の
構
成
で
あ
り
、
内
容
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
自
分
の
思
考
と
信
仰
の
全
体
像
を
そ
の
基
本
か
ら
、
同
時
に
核
心
か
ら
表
明
し
て
お
か
な
け
れ
ば
、
聞
か
せ
て
お
か
な

け
れ
ば
、
と
い
う
静
か
な
決
意
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
印
象
が
自
然
に
生
じ
て
く
る
。
こ
れ
を
直
接
、
聴

い
て
い
た
者
た
ち
は
、
今
日
の
修
道
士
は
ち
ょ
っ
と
違
う
な
、
と
感
じ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
え
て
く
る
。

　

神
へ
の
語
り
か
け
は
、
次
に
自
分
に
関
す
る
最
も
重
要
な
こ
と
の
確
認
に
移
る
。
言
い
か
え
る
な
ら
自
分
の
正
統
化
の
基
本
と

核
心
を
語
り
始
め
る
。　
─　

自
分
を
「
惑
わ
し
者
だ
、
民
を
あ
ざ
む
い
て
い
る
、
と
言
う
者
た
ち
が
い
ま
す
。
し
か
し
私
を
フ
ィ

レ
ン
ツ
ェ
と
い
う
都
市
〔
国
家
〕
に
呼
ん
だ
の
は
あ
な
た
で
す
。
…
…
私
は
自
分
の
意
志
で
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
来
た
の
で
は
な
く
、

あ
な
た
か
ら
の
霊
感
〔
＝ispirazione

〕
に
よ
っ
て
来
た
の
で
す
」。
こ
う
、
自
分
の
現
状
正
統
化
の
大
前
提
を
ま
ず
言
う
。

　

そ
し
て
続
け
る
。　
─　

「
私
が
イ
タ
リ
ア
へ
の
諸
々
の
〔
神
〕
罰
に
つ
い
て
、
教
会
の
革
新
に
つ
い
て
、
都
市
〔
国
家
〕
フ
ィ

レ
ン
ツ
ェ
に
与
え
た
約
束
に
つ
い
て
、
ま
た
あ
な
た
神
の
御
名
に
お
い
て
予
言
し
た
〔
＝predette

〕
諸
々
の
事
に
つ
い
て
、
私

は
自
分
の
頭
で
で
は
な
く
あ
な
た
の
照
し
明
か
し〔
＝illum

inazione

〕と
命
令〔
＝com

andam
ento

〕に
よ
っ
て
予
告
し
た〔
＝ 

prenunziate

〕
の
で
す
。
…
…
同
様
に
私
は
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
「
政
府
」〔
＝
統
治
＝governo

〕
に
つ
い
て
、
新
た
な
「
統

治
体
制
」〔
＝reggim

ento

〕
に
つ
い
て
、
私
の
正
し
い
意
志
か
ら
で
も
間
違
っ
た
意
志
か
ら
で
も
な
く
、
た
だ
あ
な
た
に
服
し

て
説
教
し
た
の
で
す
。
あ
な
た
が
私
に
言
わ
せ
た
こ
と
を
言
っ
た
の
で
す
。
サ
ン
・
マ
ル
コ
修
道
院
で
も
他
の
集
会
で
も
同
様
に

し
て
き
た
の
で
す
。
都
市
〔
国
家
〕
の
共
通
の
善
〔
＝
益
＝bene com

une

〕
に
反
す
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
し
な
か
っ
た
の
で
す
。

私
は
常
に
都
市
〔
国
家
〕
の
、
ま
た
個
々
の
者
、
皆
の
全
体
の
善
〔
＝
益
＝bene universale

〕
を
求
め
て
き
た
の
で
す
」。

　

こ
こ
で
も
、
こ
れ
ま
で
何
度
も
説
い
て
き
た
こ
と
の
基
本
と
核
心
を
、
改
め
て
展
開
し
て
い
る
。
彼
は
、
そ
う
い
う
言
説
に
は
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根
拠
が
な
い
、
偽
り
だ
と
反
対
派
か
ら
非
難
さ
れ
続
け
て
き
た
。
そ
し
て
そ
れ
に
反
論
し
続
け
て
き
た
。
彼
の
説
教
に
集
ま
っ
て

い
た
者
た
ち
は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
も
う
何
度
も
耳
に
し
て
き
た
。
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
は
無
論
そ
う
承
知
の
上
で
、
あ
え
て
自

分
の
信
仰
上
の
、
ま
た
現
実
政
治
上
の
言
説
の
基
本
と
核
心
を
、
て
い
ね
い
に
く
り
返
し
て
い
る
。
や
は
り
、
と
に
か
く
こ
こ
で

自
分
の
言
説
の
正
統
性
を
全
面
的
に
言
い
残
し
て
お
か
ね
ば
と
い
う
、
静
か
な
決
意
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

　

そ
の
他
に
、
自
分
個
人
に
こ
れ
ま
で
あ
び
せ
ら
れ
て
き
た
諸
々
の
非
難
、
中
傷
、
す
な
わ
ち
、
多
額
の
金
を
隠
し
持
っ
て
い
る
、

多
量
の
金
貨
を
サ
ン
・
マ
ル
コ
修
道
院
の
中
に
置
い
て
い
る
、
修
道
院
で
は
君
主
然
と
し
て
支
配
し
て
い
る
、
市
内
に
徒
党
を
作
っ

て
い
る
、
等
々
を
挙
げ
て
、
こ
れ
ら
が
真
実
で
な
い
こ
と
は
聖
母
マ
リ
ー
ア
が
、
そ
し
て
あ
な
た
神
が
証
人
だ
と
言
う
。
い
や
、

も
し
こ
う
し
た
罪
を
自
分
が
犯
し
て
い
た
ら
、「
自
分
を
こ
う
非
難
し
て
い
る
者
た
ち
に
捕
ら
え
ら
れ
、
痛
め
つ
け
ら
れ
、
物
質

的
益
も
霊
的
な
益
も
す
べ
て
奪
わ
れ
る
に
値
し
ま
す
。
し
か
し
神
よ
、
彼
ら
の
言
っ
て
い
る
こ
と
が
真
実
で
な
い
こ
と
は
あ
な
た

が
ご
存
知
で
す
。
も
し
真
実
な
ら
、
私
は
あ
な
た
か
ら
こ
う
し
た
罰
を
喜
ん
で
受
け
ま
す
」。

　

こ
の
よ
う
な
神
へ
の
語
り
か
け
に
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
増
し
て
自
分
の
防
護
の
意
図
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
。
と

い
う
の
も
こ
こ
で
は
、
神
を
自
分
の
言
動
の
最
終
か
つ
至
高
の
保
証
人
、
防
護
者
と
し
な
が
ら
非
難
者
に
、
敵
対
者
に
反
駁
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
神
に
絶
対
的
に
「
服
し
て
」
い
る
と
言
い
な
が
ら
、
そ
の
神
を
至
高
の
保
証
人
、
防
護
者
と
し
て
利
用
し
て

い
る
。
お
そ
ら
く
は
無
意
識
に
そ
う
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
前
に
も
見
た
よ
う
に
（
参
照
、
→
Ⅹ
章
、
前
章
）、
信
仰
が
深
ま
る

ほ
ど
に
、
信
仰
対
象
は
信
仰
者
に
そ
う
機
能
し
て
く
れ
る
存
在
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
信
仰
上
の
至
高
の
存
在
、
絶
対
的
な
存
在
は
、

そ
う
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
信
仰
者
に
こ
う
無
意
識
の
う
ち
に
利
用
さ
れ
る
僕
と
化
す
の
だ
ろ
う
。

　

次
に
語
り
か
け
る
の
は
「
正
し
き
者
た
ち
」〔
＝li buoni

〕、す
な
わ
ち
「
神
に
選
ば
れ
た
者
た
ち
」〔
＝gli eletti

〕
に
で
あ
る
。

こ
の
者
た
ち
を
、「
悪
が
増
大
す
る
の
を
見
て
も
う
ろ
た
え
る
な
」
と
戒
め
、
…
…
悪
の
増
大
の
ゆ
え
に
生
ず
る
「
大
苦
難
の
中

（
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で
、
神
に
選
ば
れ
た
者
た
ち
は
よ
り
正
し
く
な
り
、
見
捨
て
ら
れ
た
者
た
ち
〔
＝li rèprobi

〕
は
ま
す
ま
す
悪
く
な
る
だ
ろ
う
」

と
励
ま
す
。「
遊
び
ふ
け
り
、
神
の
こ
と
を
を
悪
し
ざ
ま
に
言
い
、
不
平
不
満
を
言
い
続
け
、
人
の
悪
口
を
言
い
、
色
欲
へ
の
道

を
選
ぶ
者
た
ち
」
が
い
る
。
こ
れ
は
「
我
々
の
敵
た
ち
」
の
こ
と
だ
。「
汝
ら
我
が
息
子
た
ち
よ
、
祈
り
に
専
念
す
る
の
だ
。
正

し
い
生
き
方
を
続
け
る
の
だ
。
神
は
汝
ら
を
助
け
て
下
さ
る
だ
ろ
う
。
悪
し
き
者
た
ち
は
ま
す
ま
す
悪
く
な
り
、
ど
ん
な
企
み
も

成
し
と
げ
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
」。

　

彼
の
唱
え
る
「
正
し
い
生
き
方
」
に
従
う
「
正
し
き
者
た
ち
」
な
ら
、
皆
、
当
然
、
心
得
て
い
る
だ
ろ
う
こ
と
か
ら
語
り
始
め

て
い
る
。
彼
ら
へ
の
最
後
の
教
え
、
最
後
の
励
ま
し
の
よ
う
な
、
ど
こ
か
寂
し
さ
の
こ
も
っ
た
静
か
な
言
葉
を
続
け
る
。
以
前
、

す
な
わ
ち
二
年
半
前
、
新<
共
和
制>

設
立
の
際
に
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
対
し
て
、「
私
が
汝
に
言
っ
た
こ
と
を
行
な
え
ば
、
汝
は

か
つ
て
な
か
っ
た
ほ
ど
豊
か
に
な
り
、
強
力
に
な
り
、
栄
光
に
包
ま
れ
る
だ
ろ
う
」
と
、
近
い
未
来
の
輝
か
し
い
発
展
を
く
り
返

し
訴
え
て
い
た
頃
の
数
々
の
説
教
（
参
照
、
→
Ⅸ
章
、
Ⅹ
章
）
に
比
べ
る
と
、
こ
め
ら
れ
て
い
る
熱
の
差
は
あ
ま
り
に
も
大
き
い
。

　

今
や
「
正
し
き
者
た
ち
」
へ
の
説
教
は
、
も
う
こ
の
者
た
ち
に
語
り
か
け
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
る
と
内
心
密
か
に
思
っ
て
い

る
者
の
、
惜
別
の
辞
の
よ
う
に
さ
え
感
じ
ら
れ
る
。
彼
は
、
や
は
り
、
説
教
の
機
会
ど
こ
ろ
か
命
を
奪
わ
れ
る
こ
と
に
ま
で
思
い

至
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
種
々
の
障
害
も
危
険
も
あ
る
こ
と
を
重
々
、
知
り
な
が
ら
、
こ
の
日
の
説
教
を
強
行
す

る
こ
と
に
あ
く
ま
で
執
着
し
た
の
だ
ろ
う
。
そ
う
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
調
子
の
説
教
で
あ
る
。
言
い
か
え
る
な
ら
、
彼
は
、
イ
エ

ス
昇
天
の
記
念
の
日
だ
か
ら
こ
そ
、
自
分
は
近
い
う
ち
に
イ
エ
ス
の
元
に
昇
天
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
と
聴
衆
に
感
得
さ
せ
よ
う

と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
…
…
と
も
感
じ
ら
れ
る
説
教
で
あ
る
。

　

最
後
に
、「
さ
あ
、
悪
し
き
者
た
ち
に
、
キ
リ
ス
ト
で
は
な
く
悪
魔
を
〔
自
分
た
ち
の
〕
主
と
し
て
欲
し
て
い
る
者
た
ち
に
向

か
う
時
だ
」、
と
語
り
始
め
た
。
す
る
と
す
ぐ
、
聴
衆
の
中
か
ら
不
満
、
異
議
の
意
を
表
わ
す
大
き
な
声
が
上
が
っ
た
。
し
か
し
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彼
は
続
け
た
。　
─　

「
主
よ
、
は
じ
め
に
お
願
い
し
ま
す
が
、
彼
ら
を
お
怒
り
に
な
ら
な
い
で
下
さ
い
。
で
き
ま
し
た
ら
彼
ら
を

悔
い
改
め
さ
せ
て
下
さ
い
。
赦
し
て
下
さ
い
。
彼
ら
は
盲
目
〔
＝
無
知
〕
で
、
自
分
た
ち
が
何
を
し
て
い
る
の
か
分
か
っ
て
い
な

い
か
ら
で
す
」。
そ
し
て
彼
ら
に
言
う
。　
─　

「
恩
知
ら
ず
の
者
た
ち
よ
、
ち
ょ
っ
と
私
の
言
う
こ
と
を
聞
く
の
だ
。
汝
ら
は
修
道

士
〔
＝
私
〕
と
戦
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
キ
リ
ス
ト
と
、神
で
あ
り
正
し
く
強
い
裁
き
人
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
と
戦
っ
て
い
る
の
だ
」。

─
自
分
は
キ
リ
ス
ト
の
言
葉
を
、
意
志
を
お
前
ら
に
伝
え
て
い
る
の
だ
か
ら
、
自
分
と
戦
う
こ
と
は
キ
リ
ス
ト
と
戦
う
こ
と
な

の
だ
、
と
公
言
し
て
い
る
。

　

こ
う
言
っ
て
聞
か
せ
て
も
無
駄
な
相
手
で
あ
る
こ
と
を
承
知
の
上
で
言
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
同
様
の
言
葉
を
続
け
る
。　

─　

「
私
は
、
汝
ら
に
悪
し
き
こ
と
あ
れ
と
念
じ
て
汝
ら
に
敵
対
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
神
の
名
誉
と
諸
々
の
魂
の
救
済
に
命
を
賭

け
る
の
が
自
分
の
務
め
な
の
だ
。
も
し
私
が
都
市
〔
国
家
〕
の
霊
的
益
と
共
通
益
を
見
捨
て
た
ら
、
大
き
す
ぎ
る
ほ
ど
大
き
な
罪

に
陥
る
だ
ろ
う
。
私
に
は
、
私
だ
け
で
な
く
す
べ
て
の
キ
リ
ス
ト
信
徒
を
助
け
、
必
要
と
あ
れ
ば
キ
リ
ス
ト
に
自
分
の
命
を
捧
げ

る
義
務
が
あ
る
の
だ
。
汝
ら
も
団
結
し
て
共
に
平
和
を
つ
く
り
出
し
て
い
く
よ
う
勧
め
る
」。

　

さ
ら
に
止
ま
ら
ず
、
相
手
が
言
い
た
が
っ
て
い
る
だ
ろ
う
言
葉
を
自
分
か
ら
言
い
出
し
自
分
で
答
え
る
い
つ
も
の
論
法
で
、
語

り
続
け
る
。
汝
ら
は
私
が
「
我
々
の
戦
い
の
元
だ
と
言
う
の
か
。
そ
う
な
ら
答
え
よ
う
。
汝
ら
の
悪
し
き
生
き
方
が
戦
い
の
元
な

の
だ
」。
そ
し
て
言
う
、　

─　
「
キ
リ
ス
ト
は
正
し
き
者
と
悪
し
き
者
と
の
間
に
平
和
を
も
た
ら
す
た
め
で
は
な
く
戦
い
を
も
た
ら

す
た
め
に
来
た
。
し
か
し
正
し
き
者
た
ち
の
間
に
は
、
ま
さ
に
、

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

平
和
を
も
た
ら
し
彼
ら
を
一
つ
の
心

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
一
つ
の
魂
に
し
よ
う
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

し
て
来
た

0

0

0

0

。
正
し
く
生
き
よ
。
そ
う
す
れ
ば
平
和
が
も
た
ら
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
汝
ら
が
戦
い
の
元
と
な
る
だ
ろ

う
」。（
傍
点
は
引
用
者
）

　

キ
リ
ス
ト
信
徒
な
ら
、
と
り
わ
け
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
の
説
教
を
多
く
聴
い
て
き
た
ほ
ど
の
者
た
ち
な
ら
よ
く
聞
い
て
き
た
だ
ろ
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う
言
葉
、「
キ
リ
ス
ト
は
…
…
地
上
に
戦
い
を
も
た
ら
す
た
め
に
来
た
」（
参
照
、
→
新
約
聖
書
「
マ
タ
イ
伝
」
一
〇

－

34) 

に
、

自
分
の
説
、「
正
し
き
者
た
ち
の
間
に
平
和
を
も
た
ら
す
た
め
に
…
…
」（
傍
点
部
分
）、
を
加
え
な
が
ら
説
き
聞
か
せ
て
い
る
。

熱
心
に
、
真
剣
に
聴
い
て
い
た
者
ほ
ど
、
つ
け
加
え
ら
れ
た
彼
の
言
葉
も
聖
書
に
あ
る
言
葉
だ
と
、
無
意
識
の
う
ち
に
受
け
取
っ

て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
と
い
う
の
も
、
二
つ
の
文
章
が
、
一
つ
の
思
考
を
、
精
神
を
語
っ
て
い
る
と
感
得
さ
れ
る
ほ
ど
一
体
化

し
て
い
る
よ
う
に
、
加
え
て
こ
の
時
の
聴
衆
の
心
境
に
沿
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
し
彼
は
、
こ
う
説
い
た
と
こ
ろ
で
肝
腎
の
相
手
、「
悪
し
き
者
た
ち
」
の
耳
に
、
心
に
入
る
こ
と
は
な
い
と
分
か
っ
て
い

た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
、
ど
う
し
て
も
こ
う
宣
告
し
て
お
か
ず
に
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

彼
は
さ
ら
に
続
け
る
。　

─　

「
修
道
士
よ
、
お
前
は
今
朝
、
説
教
し
て
は
な
ら
な
い
。
…
…
な
ぜ
な
ら
お
前
は
紛
争
の
元
と
な

る
だ
ろ
う
か
ら
だ
。
答
え
よ
う
。
私
の
説
教
は
い
ま
だ
か
つ
て
紛
争
を
起
こ
し
た
こ
と
が
な
い
し
、
こ
れ
か
ら
も
キ
リ
ス
ト
が
そ

う
は
さ
せ
な
い
だ
ろ
う
と
私
は
信
じ
て
い
る
。
私
を
信
じ
よ
。
私
は
説
教
し
な
い
の
が
一
番
だ
と
判
断
し
た
ら
説
教
し
な
い
だ
ろ

う
。
だ
が
今
朝
は
、
私
は
分
か
っ
て
い
る
の
だ
が
、
説
教
し
な
い
方
が
悪
い
。
そ
れ
で
こ
う
し
て
説
教
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

だ
」。

　

さ
ら
に
も
う
一
つ
、
彼
に
は
言
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
っ
た
。　
─　

「
…
…
お
前
は
政
庁
か
ら
説
教
す
る
な

と
の
命
令
を
受
け
て
い
る
。
…
…
答
え
よ
う
。
ま
ず
第
一
に
そ
れ
は
真
実
で
は
な
い
」。
こ
れ
は
彼
の
言
う
と
お
り
だ
っ
た
。
す

ぐ
前
で
見
た
よ
う
に
、
彼
は
他
の
者
同
様
、
こ
の
昇
天
祝
祭
日
だ
け
は
説
教
を
認
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
彼
が
言
い
た
い
こ
と

は
別
に
あ
っ
た
。
続
け
て
そ
れ
を
言
う
。

　

自
分
が
も
し
本
当
に
「
政
庁
」
か
ら
説
教
す
る
な
と
命
令
を
受
け
て
い
た
ら
、「
そ
の
命
令
に
従
う
べ
き
か
い
な
か
の
大
論
争

が
生
ず
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
す
な
わ
ち
、
暴
君
が
説
教
者
に
説
教
す
る
な
と
命
じ
た
ら
そ
れ
に
従
う
こ
と
を
義
務
づ
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け
ら
れ
る
の
か
、
に
つ
い
て
は
、
教
会
神
学
者
た
ち
の
間
で
大
論
議
が
生
ず
る
だ
ろ
う
」。

　

こ
こ
で
彼
は
、「
暴
君
」
の
説
教
禁
止
命
令
を
語
り
な
が
ら
、
そ
の
「
暴
君
」
と
し
て
、
教
皇
の
資
格
は
無
論
、
聖
職
者
の
一

員
と
な
る
資
格
も
な
い
頽
廃
、
堕
落
ぶ
り
を
見
せ
て
い
る
教
皇
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル
六
世
を
念
頭
に
お
い
て
語
っ
て
い
た
、
あ
る
い

は
、
彼
を
示
唆
し
よ
う
と
し
て
、
少
な
く
と
も
「
正
し
き
者
た
ち
」
に
は
そ
う
感
得
さ
れ
る
よ
う
期
待
し
て
、
語
っ
て
い
た
よ
う

に
感
じ
ら
れ
る
。
あ
あ
い
う
、
ま
さ
に
世
俗
の
「
暴
君
」
そ
の
も
の
の
よ
う
な
人
間
か
ら
説
教
禁
止
令
が
自
分
に
発
せ
ら
れ
て
き

た
の
に
、
そ
し
て
今
も
そ
れ
以
上
の
厳
し
い
命
令
が
発
せ
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
に
、
教
会
神
学
者
の
間
で
論
争
も
生
じ
な
い

教
会
全
体
の
現
状
へ
の
憤
り
が
、
こ
こ
で
の
言
葉
の
根
底
に
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。

　

事
実
そ
う
だ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
こ
で
そ
れ
を
明
言
す
る
こ
と
は
、
教
会
組
織
に
属
す
る
者
と
し
て
、
ま
た
今
後
も
属
し
て
い

こ
う
と
し
て
い
る
者
と
し
て
、
到
底
で
き
な
い
。「
だ
が
、
今
は
こ
う
し
た
論
議
に
入
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
汝
ら
〔
＝
「
悪
し

き
者
た
ち
」〕
に
言
う
が
、
私
は
紛
争
の
懸
念
が
生
じ
た
時
は
説
教
を
し
な
い
だ
ろ
う
」、
と
引
き
下
が
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

　

だ
が
ま
さ
に
こ
こ
で
、
ラ
ン
ド
ゥ
ッ
チ
に
よ
れ
ば
「
修
道
士
が
説
教
し
て
三
分
の
二
を
語
っ
た
時
」、
そ
の
「
紛
争
」
が
目
の

前
で
生
じ
た
。
彼
は
、「
騒
音
が
聞
こ
え
る
」、「
悪
し
き
者
た
ち
」
が
静
か
に
し
て
い
る
こ
と
に
耐
え
ら
れ
ず
騒
ぎ
を
起
こ
し
て

い
る
と
言
い
、
彼
ら
に
は
「
少
し
我
慢
せ
よ
」
と
叫
び
、「
汝
ら
そ
の
他
の
者
た
ち
よ
、
恐
れ
る
な
、
神
は
我
々
の
側
に
い
る
か

ら 

だ
、
こ
こ
に
は
無
数
の
天
使
が
い
る
か
ら
だ
」、
と
叫
ぶ
。
し
か
し
も
う
そ
の
叫
び
も
効
を
奏
さ
な
か
っ
た
。
コ
ン
パ
ニ
ャ
ッ

チ
な
ど
が
企
ん
で
い
た
と
お
り
の
騒
動
、
混
乱
が
生
じ
た
。
イ
エ
ス
昇
天
祝
祭
日
に
限
っ
て
よ
う
や
く
彼
に
赦
さ
れ
た
説
教
は
、

中
断
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。

　

騒
動
は
、
何
か
を
た
た
き
つ
け
る
よ
う
な
音
で
始
ま
っ
た
。
集
団
が
、
備
え
ら
れ
て
い
た
寄
進
入
れ
の
壺
を
投
げ
上
げ
て
床
に

落
と
し
、大
き
な
音
を
響
か
せ
た
の
だ
。
そ
し
て
そ
の
者
た
ち
が
騒
ぎ
た
て
た
。
大
多
数
の
者
は
何
が
起
こ
っ
た
の
か
分
か
ら
ず
、
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三
八

聖
堂
全
体
が
騒
然
と
な
っ
た
。
煙
と
炎
が
生
じ
、
怒
声
が
響
き
、
人
々
は
驚
き
、
あ
わ
て
ふ
た
め
い
て
混
乱
し
、
恐
怖
の
声
を
上

げ
な
が
ら
わ
れ
先
に
と
出
口
に
殺
到
し
た
。
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
は
説
教
壇
に
座
り
こ
ん
だ
。
立
っ
て
大
き
く
声
を
上
げ
て
も
い
た
。

支
持
派
フ
ラ
テ
ス
キ
の
多
く
が
素
早
く
説
教
壇
を
と
り
囲
ん
で
彼
を
守
っ
た
。
ラ
ン
ド
ゥ
ッ
チ
に
よ
れ
ば
、「
説
教
壇
の
出
口
の

と
こ
ろ
で
、
修
道
士
を
守
る
た
め
に
剣
を
隠
し
持
っ
て
い
た
何
人
か
が
そ
の
剣
を
ぬ
い
た
」
こ
と
も
あ
っ
て
人
々
は
動
揺
し
た
。

彼
ら
フ
ラ
テ
ス
キ
は
、
コ
ン
パ
ニ
ャ
ッ
チ
が
聖
堂
の
中
で
大
混
乱
を
起
こ
し
、
そ
れ
に
乗
じ
て
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
の
命
を
ね
ら
お

う
と
し
て
い
る
と
早
く
か
ら
察
知
し
、
密
か
に
防
禦
の
態
勢
を
と
っ
て
い
た
の
だ
。
こ
れ
は
コ
ン
パ
ニ
ャ
ッ
チ
に
は
予
測
で
き
て

い
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
彼
ら
の
究
極
の
企
み
は
失
敗
に
終
わ
っ
た
。

　

サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
は
、
武
装
し
た
多
数
の
支
持
者
に
厳
重
に
警
護
さ
れ
な
が
ら
、
サ
ン
・
マ
ル
コ
修
道
院
に
帰
っ
た
。
夕
食
後
、

説
教
で
少
し
語
り
残
し
た
部
分
を
修
道
士
た
ち
に
語
っ
た
と
い
う
。
院
全
体
は
こ
の
夜
、
反
対
派
の
暴
徒
ら
の
襲
撃
に
備
え
て
武

装
し
た
者
た
ち
が
警
戒
に
あ
た
っ
た
と
い
う

）
32
（

。

　

こ
の
説
教
を
最
後
に
、
こ
の
九
七
年
中
の
彼
の
説
教
記
録
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。
少
な
く
と
も
彼
の
現
在
の
全
集
（E

.N
.

）

に
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。
全
集
の
中
で
こ
の
年
の
説
教
を
収
録
す
る
二
つ
の
巻
は
、
二
〇
世
紀
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
研
究
の
代
表

的
存
在
で
、
こ
の
全
集
全
体
の
企
画
・
実
現
者
で
あ
り
、
編
集
代
表
者
で
も
あ
る
Ｒ
・
リ
ド
ル
フ
ィ
の
編
纂
に
よ
る
も
の
な
の

だ
が
、
こ
こ
に
は
五
月
四
日
の
説
教
が
こ
の
年
の
最
後
の
説
教
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。

─
ま
だ
破
門
さ
れ
た
わ
け
で
も
な
い

の
に
、
彼
は
説
教
の
機
会
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
の
だ
。

　

五
月
四
日
の
一
件
は
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
中
に
色
々
の
衝
撃
を
も
た
ら
し
た
。
こ
れ
ま
で
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
は
、
支
持
者
の
中
で

は
無
論
の
こ
と
反
対
者
の
中
で
も
、
そ
の
意
味
合
い
に
違
い
は
あ
れ
、
容
易
に
は
侵
し
難
い
一
種
の
権
威
だ
っ
た
。
そ
の
彼
が
、
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街
頭
で
も
路
上
で
も
な
く
、
あ
ろ
う
こ
と
か
大
聖
堂
で
攻
撃
さ
れ
命
を
ね
ら
わ
れ
た
の
だ
。
一
方
で
は
、
こ
う
し
た
こ
と
を
敢
行

し
た
コ
ン
パ
ニ
ャ
ッ
チ
な
ど
反
対
派
が
、
そ
の
勇
断
を
も
っ
て
は
じ
め
て
権
威
に
挑
み
、
権
威
を
一
介
の
騒
動
当
事
者
に
お
と
し

め
た
と
評
価
さ
れ
、
支
持
層
を
広
げ
た
。
他
方
で
は
、
神
を
恐
れ
な
い
暴
徒
た
ち
の
蛮
行
に
怒
り
を
覚
え
る
者
が
、
あ
る
い
は
強

め
る
者
が
増
え
た
。
フ
ラ
テ
ス
キ
な
ど
支
持
派
は
、
相
手
の
蛮
行
に
対
抗
し
素
早
く
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
を
守
り
き
っ
た
英
断
と
勇

気
に
よ
っ
て
評
価
を
高
め
、
支
持
を
広
げ
た
。
両
派
の
間
の
緊
張
が
深
ま
っ
た
。
中
で
も
反
対
派
の
言
動
は
日
ご
と
に
熱
く
な
っ

て
い
た

）
33
（

。

　

サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
は
八
日
、「
神
に
選
ば
れ
た
す
べ
て
の
者
と
誠
実
な
キ
リ
ス
ト
信
徒
へ
」
と
題
す
る
長
文
の
公
開
書
簡

）
34
（

を
発

表
し
た
。
公
開
説
教
の
機
会
を
得
ら
れ
れ
ば
そ
こ
で
力
説
す
る
こ
と
を
、
書
簡
で
語
ろ
う
と
し
た
、
い
や
、
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
の
だ
と
、
書
簡
の
公
開
と
い
う
報
に
接
し
た
市
内
の
者
た
ち
の
ほ
と
ん
ど
が
思
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
彼
は
文
書
で
、
四
日

前
の
大
聖
堂
に
お
け
る
狼
藉
を
説
教
で
と
同
様
、
鋭
く
激
し
く
非
難
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
も
思
っ
た
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
「
書
簡
」
は
、
こ
う
し
た
予
想
と
は
異
な
り
、
敵
に
よ
り
も
、
彼
が
常
に
用
い
て
き
た
言
葉
で
言
う
な
ら
、「
我
々
」

に
向
け
ら
れ
て
い
た
。

　

初
め
の
と
こ
ろ
で
ま
ず
、「
我
々
が
説
教
を
断
念
し
た
」
理
由
を
語
る
。　
─　

「
我
ら
の
救
い
主
に
倣
お
う
と
思
っ
た
の
で
そ

の
意
に
か
な
う
と
こ
ろ
で
説
教
を
断
念
し
た
の
だ
」。「
救
い
主
〔
＝
キ
リ
ス
ト
〕
は
、
律
法
学
者
や
パ
リ
サ
イ
人
の
実
に
激
し
い

怒
り
や
憤
激
に
幾
度
と
な
く
屈
し
た
の
だ
」。

　

し
か
し
「
我
々
」
は
、「
悪
魔
〔
＝dem

onio

〕
が
肉
体
に
は
関
心
を
持
っ
て
お
ら
ず
魂
を
ね
ら
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
の
で
、

ま
た
汝
ら
に
神
の
言
葉
が
伝
え
ら
れ
な
い
限
り
」、
す
な
わ
ち
自
分
の
説
教
で
神
の
言
葉
が
汝
ら
に
伝
え
ら
れ
な
い
限
り
「
悪
魔

は
人
々
を
あ
ざ
む
き
続
け
る
こ
と
が
分
か
っ
た
の
で
、
ま
た
汝
ら
が
だ
ま
さ
れ
て
い
く
の
で
は
と
不
安
な
の
で
、
ま
た
汝
ら
が
救
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四
〇

わ
れ
る
こ
と
を
強
く
願
う
の
で
、
今
は
口
頭
で
は
行
な
え
な
い
こ
と
を
文
書
で
行
な
う
こ
と
に
す
る
」。
む
し
ろ
こ
の
方
が
、
説

教
を
聞
け
な
い
者
も
文
書
は
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
「
よ
り
広
く
全
体
に
」
神
の
言
葉
を
伝
え
ら
れ
る
と
思
う
。

　

こ
う
、
公
開
文
書
を
発
す
る
理
由
を
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
当
の
説
教
は
い
つ
、
ど
こ
で
行
な
っ
た
説
教
な
の
か
の
説
明
は

な
い
。「
悪
魔
」
と
は
誰
の
こ
と
な
の
か
の
指
摘
も
な
い
。
つ
ま
り
、
論
難
し
よ
う
と
す
る
対
象
に
つ
い
て
は
、
時
、
所
、
相
手

な
ど
一
切
、
語
っ
て
い
な
い
。
周
知
の
こ
と
で
説
明
の
必
要
も
な
い
と
考
え
た
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
彼
は
、
こ
の
文
書

に
何
ら
か
の
非
難
、
反
論
、
攻
撃
が
加
え
ら
れ
れ
ば
、
自
分
は
特
定
の
者
に
つ
い
て
も
事
柄
に
つ
い
て
も
書
い
て
い
な
い
、
一
般

論
を
書
い
た
の
だ
と
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
弁
明
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
反
対
派
の
勢
力
の
強
ま
り
や
そ
の
動

き
を
、
ま
た
そ
れ
ら
に
つ
い
て
常
時
、
伝
え
ら
れ
て
い
る
ロ
ー
マ
教
皇
庁
の
動
向
を
考
え
れ
ば
、
こ
う
し
た
防
禦
の
姿
勢
は
、
こ

こ
で
こ
そ
不
可
欠
だ
と
彼
は
認
識
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

　

次
に
彼
は
支
持
者
た
ち
、
信
奉
者
た
ち
を
鼓
舞
す
る
と
と
も
に
彼
ら
に
命
令
し
始
め
る
。
自
分
が
受
け
て
い
る
「
諸
々
の
苦
難

と
迫
害
に
不
安
を
抱
か
な
い
で
ほ
し
い
。
む
し
ろ
祝
っ
て
ほ
し
い
。
と
い
う
の
も
主
は
我
々
を
、
我
々
が
主
を
愛
し
真
理
を
愛
す

る
が
ゆ
え
に
苦
難
を
受
け
る
に
値
す
る
よ
う
に
し
て
下
さ
っ
た
か
ら
だ
」。

─
苦
難
も
、
主
に
選
ば
れ
た
我
々
へ
の
主
の
恵
み
だ

と
い
う
の
だ
ろ
う
。
…
…
「
汝
ら
は
我
々
が
説
い
て
き
た
こ
と
は
真
理
だ
と
確
信
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
々
が
予
言
し
て
き

た
こ
と
す
べ
て
が
徐
々
に
実
現
さ
れ
る
の
を
見
て
き
た
か
ら
だ
。
ま
た
、
約
束
さ
れ
た
〔
＝
自
分
が
汝
ら
に
約
束
し
て
き
た
〕
神

の
恩
寵
と
慰
め
も
も
た
ら
さ
れ
る
と
信
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。

　

こ
う
命
ず
る
だ
け
で
な
く
命
ず
る
根
拠
を
、
遠
く
歴
史
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
示
そ
う
と
す
る
。
過
去
、
教
会
は
世
界
中
で
常
に
迫

害
の
下
で
成
長
し
て
き
た
。
迫
害
が
少
な
く
な
る
と
教
会
は
、「
そ
の
数
も
勝
利
す
る
こ
と
も
」
少
な
く
な
っ
た
。「
今
、
神
は
教

会
を
革
新
し
成
長
さ
せ
よ
う
と
欲
し
て
お
ら
れ
る
の
だ
か
ら
、
迫
害
が
再
び
始
ま
っ
て
も
驚
く
に
は
あ
た
ら
な
い
。
こ
の
迫
害
の
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下
で
教
会
は
あ
ら
ゆ
る
面
で
完
全
な
も
の
と
な
る
の
だ
」。

　

当
然
こ
れ
と
同
じ
こ
と
が
自
分
た
ち
に
つ
い
て
も
言
え
る
の
だ
と
ば
か
り
に
、　

具
体
例
を
挙
げ
な
が
ら
言
い
続
け
る
。　
─　
「
神

は
我
々
す
べ
て
を
す
ぐ
大
き
な
迫
害
の
下
に
送
っ
た
こ
と
は
な
く
、
迫
害
を
通
し
て
我
々
を
少
し
ず
つ
育
ん
で
下
さ
っ
て
き
た
」。

す
な
わ
ち
神
は
、
初
め
は
自
分
が
「
嫌
っ
た
、
あ
る
い
は
罰
せ
ね
ば
と
み
な
し
た
者
た
ち
」〔
＝uom

ini rèprobi

＝
見
捨
て
た

者
た
ち
〕
に
「
赦
し
」〔
＝perm

issione

〕
を
与
え
て
彼
ら
が
「
我
々
を
笑
い
も
の
に
す
る
」
こ
と
を
認
め
、
次
い
で
「
我
々

に
多
く
の
中
傷
を
、
す
な
わ
ち
ペ
テ
ン
師
、
偽
善
者
、
異
端
者
、
な
ど
多
く
の
中
傷
」
を
あ
び
せ
る
の
を
認
め
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
言
い
か
え
れ
ば
こ
の
よ
う
に
神
に
見
捨
て
ら
れ
た
者
た
ち
は
、
そ
う
し
た
中
傷
に
値
す
る
こ
と
を
「
我
々
の
中
に

見
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、
多
く
の
歪
ん
だ
方
法
で
、
我
々
が
訳
も
な
く
破
門
に
、
あ
る
い
は
聖
務
禁
止
に
処
さ
れ
る
よ
う
に

し
よ
う
と
試
み
た
。
し
か
し
彼
ら
は
こ
れ
す
ら
成
し
と
げ
ら
れ
ず
、〔
我
々
の
〕
一
員
0

0

〔
＝persona

〕
に
対
し
て
多
く
の
陰
謀

を
企
ん
で
我
々
を
脅
し
た
。
そ
し
て
次
に
、
彼
ら
は
そ
の
者
を
殺
そ
う
と
し
て
正
体
を
現
わ
し
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
我
々
は

一
滴
の
血
も
流
さ
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
我
ら
の
主
は
我
々
の
弱
さ
を
知
っ
て
お
ら
れ
て
、
我
々
が
〔
自
分
た
ち
の
〕
力
を
超

え
た
と
こ
ろ
で
試
さ
れ
る
の
を
お
認
め
に
な
ら
な
い
か
ら
だ
」。（
傍
点
は
引
用
者
）

─
こ
こ
で
言
う
「
一
員
0

0

」
と
は
、
聴
衆
の

誰
も
が
分
か
っ
た
だ
ろ
う
が
、
私
、
す
な
わ
ち
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
で
あ
る
。

　

こ
の
直
前
ま
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
ふ
だ
ん
の
論
法
ど
お
り
「
我
々
」
を
前
面
に
出
し
、
聴
衆
に
自
分
と
の
一
体
感
を
抱
か
せ
て

書
い
て
き
た
の
だ
か
、
こ
こ
で
初
め
て
、

─
「
私
」
と
か
「
自
分
」
と
か
の
直
接
的
な
表
現
を
用
い
ず
に

─
自
分
を
前
面
に

出
し
て
書
い
て
い
る
。
四
日
前
の
件
は
、
神
に
見
捨
て
ら
れ
た
者
た
ち
に
よ
る
「
私
」
の
殺
害
の
試
み
だ
っ
た
の
だ
と
公
言
し
て

い
る
。

　

し
か
し
す
ぐ
、
こ
の
「
迫
害
」
は
神
が
「
我
々
」
を
成
長
さ
せ
る
た
め
に
与
え
て
く
れ
た
も
の
だ
と
、
い
つ
も
の
よ
う
に
聴
衆
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四
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を
自
分
と
一
体
化
し
て
語
る
。
神
は
こ
の
「
迫
害
」
が
「
我
々
の
力
を
超
え
た
」
も
の
に
な
ら
な
い
よ
う
配
慮
し
て
く
れ
て
い
る

の
だ
、
我
々
が
悪
し
き
者
た
ち
の
狂
暴
を
「
一
滴
の
血
も
流
さ
ず
に
」
抑
え
た
の
は
神
の
意
志
だ
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、「
我
々
」
は
「
神
に
選
ば
れ
た
者
」
で
あ
り
、
そ
う
だ
か
ら
こ
そ
神
に
よ
る
試
練
と
し
て
「
苦
難
」
を
、「
迫
害
」
を

受
け
、
受
け
な
が
ら
も
神
の
恵
み
を
得
て
い
る
の
だ
と
、
聴
衆
の
心
を
捉
え
て
い
く
。
し
か
も
加
え
て
、「
我
々
の
苦
難
は
少
し

ず
つ
大
き
く
な
る
の
で
、
我
ら
の
主
は
我
々
が
よ
り
大
き
な
苦
難
に
耐
え
ら
れ
る
よ
う
、
我
々
の
信
仰
、
徳
、
勇
気
を
成
長
さ
せ

て
下
さ
る
。
こ
う
し
て
我
々
を
一
層
大
き
な
迫
害
に
備
え
さ
せ
て
下
さ
る
」、
と
聴
衆
を
励
ま
し
な
が
ら
巧
み
に
歓
心
を
買
う
。

　

で
は
、「
我
々
」
と
は
反
対
に
神
に
見
捨
て
ら
れ
た
者
た
ち
は
ど
う
な
る
の
か
。

─
「
神
は
自
身
が
選
ん
だ
者
た
ち
に
非
常
に

多
く
の
苦
難
を
与
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
見
捨
て
た
者
た
ち
に
は
ど
れ
ほ
ど
の
苦
難
を
与
え
る
の
か
」、
と
み
ず
か
ら
問
を
発
し
て

言
う
。　
─　

前
者
に
つ
い
て
の
「
裁
き
〔
＝iudicio

〕
は
、
慈
悲
を
も
っ
て
〔
そ
の
〕
罪
を
贖

あ
が
な

っ
て
下
さ
る
も
の
に
な
る
」
が
、

後
者
に
つ
い
て
の
「
裁
き
は
慈
悲
の
無
い
も
の
に
な
る
」。

　

あ
ま
り
に
当
然
の
答
え
で
あ
っ
て
、
こ
れ
で
納
得
す
る
ほ
ど
聴
衆
も
単
純
だ
と
は
、
当
然
、
思
わ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
答
え

を
続
け
る
。　
─　

「
神
が
悪
し
き
者
た
ち
に
非
常
に
多
く
の
悪
と
不
敬
を
赦
し
て
い
る
、
当
面
は
罰
す
る
こ
と
も
、
そ
の
悪
行
へ

の
復
讐
を
示
す
こ
と
も
ま
っ
た
く
な
く
赦
し
て
い
る
こ
と
に
驚
く
な
。
な
ぜ
な
ら
、神
が
悪
し
き
者
た
ち
に
発
す
る
怒
り
の
中
で
、

彼
ら
の
罪
を
繁
茂
さ
せ
、
彼
ら
を
悪
魔
の
手
先
に
し
、
か
つ
正
し
き
者
た
ち
の
徳
を
鍛
え
る
こ
と
ほ
ど
大
き
な
も
の
は
な
い
か
ら

だ
」。
…
…
「
彼
ら
へ
の
裁
き
は
き
わ
め
て
厳
し
く
か
つ
永
遠
の
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。
反
対
に
我
々
は
、天
国
に
お
け
る
〔
神
の
〕

大
き
な
遺
産
を
待
つ
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
を
得
ら
れ
な
い
こ
と
は
我
々
に
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
世
で
我
々
は
、
神
が
す
べ
て
の

子
に
行
な
っ
た
と
同
様
の
懲
ら
し
め
や
罰
を
受
け
て
神
の
子
と
な
る
か
ら
だ
」。

　

何
と
巧
み
な
論
理
か
と
思
わ
せ
ら
れ
る
。

─
神
が
悪
し
き
者
た
ち
に
そ
の
欲
す
る
ま
ま
に
悪
し
き
言
動
を
赦
し
て
お
く
の
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サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
の
時
代
、
生
涯
、
思
想
（
十
五
）

は
、
こ
の
者
た
ち
を
「
悪
魔
の
家
」
す
な
わ
ち
地
獄
に
落
と
し
、
悪
魔
の
手
先
に
す
る
た
め
で
あ
り
、
自
分
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
を

介
し
て
得
る
神
の
厳
し
い
怒
り
や
教
え
に
従
っ
て
生
き
る
こ
と
で
「
神
の
子
」
と
な
る
汝
ら
は
、
天
国
に
招
か
れ
て
神
の
「
大
き

な
遺
産
」
を
確
実
に
得
ら
れ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
の
教
え
を
受
け
て
「
正
し
い
生
き
方
」
を
続
け
よ
う
と
し
て
い
た
者
た
ち
は
、
自
分
た
ち
を
中
傷
し
非
難
し

て
奔
放
な
生
き
方
を
続
け
る
者
た
ち
が
勢
力
を
増
し
、
敵
対
行
動
を
広
め
か
つ
強
め
て
い
る
情
況
の
中
で
、
彼
の
説
教
に
押
し
寄

せ
て
い
た
の
だ
。
彼
ら
の
疑
問
と
不
安
に
応
え
、
か
つ
彼
ら
を
励
ま
す
に
は
最
適
の
論
理
、
か
つ
不
可
欠
な
論
理
だ
っ
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

　

励
ま
し
は
さ
ら
に
続
く
。　
─　

「
確
か
に
、
過
去
の
殉
教
者
や
聖
人
た
ち
は
、
こ
れ
ま
で
我
々
が
受
け
た
こ
と
の
な
い
非
常
に

大
き
な
迫
害
と
災
い
に
遭
っ
て
き
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
我
々
は
嘆
い
た
り
悲
し
ん
だ
り
し
て
は
な
ら
な
い
し
、
我
々
は
神
に
捨
て
ら

れ
た
と
信
じ
て
も
な
ら
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
我
々
は
、
神
を
讃
え
て
い
る
が
ゆ
え
に
迫
害
を
こ
う
む
っ
て
い
る
す
べ
て
の
者

の
た
め
に
天
国
に
用
意
さ
れ
て
い
る
、
永
遠
の
栄
誉
に
ふ
さ
わ
し
い
者
と
し
て
選
ば
れ
た
〔
神
の
〕
子
な
の
だ
、
と
信
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」。

　

自
分
た
ち
に
は
天
国
の
栄
誉
が
、
敵
ど
も
に
は
地
獄
の
罰
が
、
と
単
純
明
快
に
区
別
し
て
語
る
こ
の
文
書
も
、
し
だ
い
に
追
い

つ
め
ら
れ
て
き
て
い
る
者
の
叫
び
と
し
て
は
、稀
な
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。た
だ
し
こ
れ
は
、敵
に
、ま
た
そ
れ
よ
り
先
に「
我
々
」

に
向
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、そ
し
て
実
際
に
そ
う
で
あ
り
な
が
ら
、そ
れ
よ
り
も
先
に
ま
ず
「
私
」
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー

ラ
自
身
に
向
け
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
力
を
増
す
敵
に
そ
う
さ
せ
て
い
る
の
は
、
敵
を
「
最
後
に
は
」
地
獄
に
送
ろ
う
と

す
る
神
の
意
志
で
あ
り
、
自
分
に
厳
し
い
試
練
を
与
え
て
い
る
の
は
、
自
分
を
天
国
の
栄
誉
に
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
者
に
し
よ
う
と

す
る
神
の
意
志
な
の
だ
と
、
彼
は
自
分
に
教
え
、
自
分
を
励
ま
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
思
え
る
。
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以
前
は
、
神
に
「
照
ら
し
明
か
さ
れ
て
」、
神
の
「
超
自
然
の
光
を
受
け
て
」、
神
に
「
霊
感
を
与
え
ら
れ
て
」
見
た
、
知
っ
た
、

「
全
能
の
神
に
代
わ
っ
て
」
言
う
、
等
々
、
い
う
な
ら
ば
明
る
い
近
未
来
志
向
的
な
自
己
幻
想
に
基
づ
い
て
公
言
し
て
い
た
。
だ

が
、
こ
こ
で
は
も
う
こ
う
し
た
自
己
幻
想
で
自
身
を
支
え
難
く
な
り
、
自
分
が
今
、
受
け
て
い
る
「
迫
害
」
は
、
神
が
自
分
に
天

国
に
お
い
て
栄
誉
を
与
え
る
た
め
に
与
え
て
い
る
の
だ
と
、
い
う
な
ら
ば
自
分
の
終
末
を
見
す
え
た
自
己
幻
想
で
自
分
を
支
え
ず

に
い
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
自
分
を
こ
う
鼓
舞
せ
ず
に
い
ら
れ
な
い
ほ
ど
追
い
つ
め
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い

か
、
と
も
思
え
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
も
や
は
り
、
当
然
の
こ
と
だ
ろ
う
が
、
こ
め
ら
れ
て
い
る
熱
の
劣
え
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

こ
う
し
た
意
味
で
こ
の
公
開
書
簡
は
、
説
教
と
い
う
自
分
の
最
大
の
武
器
を
奪
わ
れ
た
彼
が
、
表
題
ど
お
り
「
神
に
選
ば
れ
た

す
べ
て
の
者
と
誠
実
な
キ
リ
ス
ト
信
徒
」
に
向
け
て
発
信
し
た
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
対
象
の
核
心
に
密
か
に
存
在
し

て
い
た
の
は
、
彼
自
身
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
こ
の
書
簡
は
、ラ
ン
ド
ゥ
ッ
チ
に
は
こ
う
受
け
取
ら
れ
て
い
た
。　
─　
「
書
簡
は
人
々
に
、信
仰
を
固
く
守
る
よ
う
訴
え
、

邪
よ
こ
し
ま

な
ア
ッ
ラ
ッ
ビ
ア
ー
テ
ィ
の
者
た
ち
は
あ
の
よ
う
な
悪
辣
な
こ
と
を
行
な
い
神
の
聖
堂
を
汚
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
自
身
に
有

罪
判
決
を
下
し
た
の
だ
、
と
教
え
て
い
た

）
35
（

」。

　

し
か
し
ラ
ン
ド
ゥ
ッ
チ
は
、
こ
の
説
諭
が
、
肝
腎
の
相
手
ア
ッ
ラ
ッ
ビ
ア
ー
テ
ィ
に
ど
う
受
け
と
ら
れ
た
の
か
、
受
け
と
ら
れ

る
と
彼
自
身
は
思
っ
た
の
か
、
な
ど
に
つ
い
て
は
、
何
も
書
き
残
し
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
は
彼
の
み
な
ら
ず
大
多
数
の
者
は
、

相
手
が
こ
れ
に
心
を
動
か
さ
れ
る
と
は
ま
っ
た
く
思
っ
て
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
の
み
な
ら
ず
、
多
く
の
者
の
関
心
は
こ
の
時
、

こ
の
書
簡
に
は
あ
ま
り
向
い
て
い
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

と
い
う
の
も
、
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
信
奉
者
ラ
ン
ド
ゥ
ッ
チ
す
ら
こ
の
後
は
、『
日
誌
』
で
こ
の
件
に
ふ
れ
る
こ
と
は
し
て
い
な
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五

サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
の
時
代
、
生
涯
、
思
想
（
十
五
）

い
か
ら
で
あ
る
。
代
わ
っ
て
主
に
食
料
品
、
こ
と
に
主
食
の
小
麦
の
価
格
の
高
騰
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
騒
動
、
混
乱
、
お
よ
び
悪
疫

─
お
そ
ら
く
は
ペ
ス
ト
や
コ
レ
ラ
と
い
っ
た
疫
病

─
に
よ
る
連
日
の
大
量
の
死
者
に
関
心
を
集
中
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

す
ぐ
前
で
見
た
食
料
の
不
足
、
異
常
な
高
騰
、
餓
死
者
の
増
加
は
変
わ
ら
ず
続
い
て
い
た
の
に
加
え
て
、
悪
疫
の
被
害
も
増
大
し

て
い
た
中
で
、
彼
は
小
麦
の
価
格
を
具
体
的
に
、
詳
細
に
記
述
し
続
け
、
悪
疫
に
つ
い
て
も
死
者
の
多
さ
と
市
民
の
混
乱
、
お
よ

び
市
内
の
空
洞
化
を
、
五
百
年
余
り
後
の
現
代
の
読
者
さ
え
う
ん
ざ
り
す
る
ほ
ど
書
き
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

念
の
た
め
、
悪
疫
関
連
の
記
述
の
主
な
も
の
だ
け
を
見
て
お
こ
う
。
ど
ん
な
テ
ー
マ
に
つ
い
て
で
あ
れ
こ
の
時
代
、
こ
の
時
期

の
イ
タ
リ
ア
を
、
こ
と
に
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
を
考
え
る
、
あ
る
い
は
語
る
際
、
こ
の
光
景
を
忘
れ
、
あ
る
い
は
省
略
し
て
い
て
は
、

実
態
に
、
と
り
わ
け
そ
の
核
心
に
迫
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　

一
四
九
七
年
五
月
一
八
日
、
こ
の
と
こ
ろ
熱
病
〔
＝febre

〕
で
人
が
大
勢
、
市
中
で
も
病
院
で
も
死
ん
で
い
た
。
こ
の

熱
病
は
…
…
〔
発
病
す
る
と
〕
二
、三
日
で
死
ん
だ
。
サ
ン
タ
・
マ
リ
ー
ア
・
ヌ
オ
ー
ヴ
ァ
病
院
〔
＝
市
内
で
最
大
の
病
院
〕

で
は
一
日
に
一
二
人
、
死
ん
で
い
た
。

　
　
　

一
四
九
七
年
六
月
一
日
、〔
こ
の
と
こ
ろ
〕
人
が
大
勢
、
熱
病
で
、〔
発
病
し
て
か
ら
〕
あ
ま
り
日
が
経
た
な
い
う
ち
に
、

あ
る
者
は
八
日
で
、
あ
る
者
は
十
日
で
、
あ
る
者
は
、
市
民
だ
っ
た
が
四
日
で
死
ん
で
い
た
。
…
…
〔
満
月
後
〕
月
が
欠
け

て
い
く
間
に
病
院
と
市
中
を
合
わ
せ
て
一
二
〇
人
の
患
者
が
出
た
と
言
わ
れ
て
い
た
。
ま
た
病
院
で
は
疫
病
〔
＝m

orbo 

＝
コ
レ
ラ
な
い
し
ペ
ス
ト
〕の
患
者
も
出
て
い
る
と
も
言
わ
れ
て
い
た
。
一
日
あ
た
り
一
〇
人
か
一
二
人
が
入
院
し
て
い
た
。

そ
し
て
今
日
は
サ
ン
タ
・
マ
リ
ー
ア
・
ヌ
オ
ー
ヴ
ァ
病
院
で
二
四
人
が
疫
病
で
死
ん
だ
。
…
…

　
　
　

六
月
一
三
日
、
一
日
で
病
院
と
市
中
を
合
わ
せ
て
百
人
ぐ
ら
い
死
ん
だ
。
満
月
の
日
だ
。
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同
月
二
八
日
、
一
日
で
六
〇
人
が
、
や
は
り
熱
病
で
死
ん
だ
と
言
わ
れ
て
い
た
。

　

六
月
ま
で
の
情
況
を
、
ラ
ン
ド
ゥ
ッ
チ
同
様
こ
の
時
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
生
き
た
パ
レ
ン
テ
ィ
は
述
べ
て
い
る
。　
─　

「
熱
病

で
多
数
の
者
が
、
老
い
も
若
き
も
、
男
も
女
も
、
〔
か
か
っ
て
か
ら
〕
何
日
も
し
な
い
う
ち
に
、
何
の
治
療
も
無
い
ま
ま
死
ん
で

い
っ
た

）
36
（

」。　

─
ま
さ
に
核
心
を
捉
え
た
記
述
か
と
思
え
る
。

　

ま
た
ラ
ン
ド
ゥ
ッ
チ
の
記
述
に
も
ど
る
と
、
─

　
　
　

七
月
二
日
、
熱
病
と
疫
病
で
多
く
の
人
が
死
ん
で
い
て
、
サ
ン
タ
・
マ
リ
ー
ア
・
ヌ
オ
ー
ヴ
ァ
〔
病
院
〕
で
は
一
日
に

二
五
人
も
死
ん
だ
日
が
あ
っ
た
。

　
　
　

同
月
三
日
、
疫
病
の
家
が
何
軒
も
見
つ
か
っ
た
。
誰
も
が
〔
市
外
に
〕
逃
げ
出
そ
う
か
と
考
え
る
ほ
ど
だ
っ
た
。

　
　
　

一
四
九
七
年
七
月
九
日
、
サ
ン
・
マ
ル
コ
〔
修
道
院
〕
で
疫
病
が
見
つ
か
っ
た
。
そ
し
て
修
道
士
た
ち
が
大
勢
、
院
を
出

て
田
舎
の
父
親
や
親
戚
や
友
だ
ち
の
家
に
行
っ
た
。
し
か
し
〔
院
長
〕
ジ
ロ
ー
ラ
モ
修
道
士
は
何
人
か
の
修
道
士
と
サ
ン
・

マ
ル
コ
〔
修
道
院
〕
に
残
っ
た
。
こ
の
と
こ
ろ
疫
病
の
家
が
三
四
軒
ほ
ど
あ
っ
た
し
、
熱
病
の
家
も
同
じ
く
ら
い
あ
っ
た
。

　

サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
は
、
以
前
か
ら
ペ
ス
ト
を
、「
正
し
い
生
き
方
」
に
そ
む
い
て
生
き
る
者
た
ち
へ
の
三
大
神
罰
の
筆
頭
に
挙

げ
て
き
た
（
参
照
、
→
ⅩⅠ
、
ⅩⅢ
、
前
章
）。
し
か
し
ペ
ス
ト
の
蔓
延
で
情
況
が
深
刻
化
す
る
と
、
ペ
ス
ト
に
つ
い
て
は
沈
黙
し
、

神
罰
に
も
挙
げ
な
く
な
っ
て
い
た
（
参
照
、
→
前
章
）。
だ
が
こ
の
年
に
入
る
と
、
少
し
前
で
見
た
よ
う
に
、
そ
の
三
大
神
罰
が

邪
悪
な
敵
た
ち
に
下
る
よ
う
祈
れ
と
説
い
て
い
た
。
そ
れ
な
の
に
、
今
や
ペ
ス
ト
な
い
し
類
似
の
悪
疫
は
自
分
の
院
を
も
襲
い
、
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修
道
士
た
ち
の
ほ
と
ん
ど
が
そ
の
猛
威
を
避
け
る
べ
く
院
を
去
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
た
。
自
身
が
長
を
務
め
る
修
道
院
す

ら
こ
の
よ
う
に
ペ
ス
ト
に
抗
し
よ
う
も
な
く
な
っ
た
中
で
、
彼
は
こ
の
事
態
に
つ
い
て
ど
う
考
え
て
い
た
の
か
、
何
か
を
語
っ
た

の
か
、
沈
黙
し
た
ま
ま
だ
っ
た
の
か
は
、
不
明
で
あ
る
。

　

お
そ
ら
く
、
こ
こ
で
も
沈
黙
し
続
け
た
の
だ
ろ
う
。
何
も
言
え
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
彼
は
や
は
り
、
信
仰
を
超
え
た
現
実
が

生
ず
る
と
、
思
考
が
停
止
し
沈
黙
す
る
他
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。（
参
照
、
→
前
章
）

─
こ
こ
で
も
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
は
、
あ

る
観
念
を
、
そ
れ
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
れ
思
い
こ
む
、
信
じ
こ
む
、
信
仰
す
る
こ
と
が
人
間
の
思
考
活
動
に
お
よ
ぼ
す
影
響
の
大

き
さ
、
深
さ
を
、
ど
う
し
よ
う
も
な
く
見
せ
て
く
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

　

一
方
、
ラ
ン
ド
ゥ
ッ
チ
は
言
っ
て
い
る
。

　
　
　

同
月
一
六
日
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
疫
病
の
家
が
三
〇
軒
ぐ
ら
い
あ
っ
た
。
熱
病
で
も
大
勢
死
ん
で
い
た
。
注
目
す
べ
き
こ

と
に
、
死
ん
だ
の
は
す
べ
て
二
〇
歳
か
ら
上
は
五
〇
歳
ま
で
の
家
長
た
ち
だ
っ
た
。
子
供
た
ち
で
は
な
か
っ
た
。
教
会
と
世

0

0

0

0

の
中
の
革
新
に
つ
い
て
修
道
士
が
言
っ
た
こ
と
が
事
実
だ
と
証
明
さ
れ
た
よ
う
に
思
え
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。　

（
傍
点
は
引
用
者
）

　

信
徒
と
は
、
と
り
わ
け
心
か
ら
の
信
奉
者
と
は
何
と
有
り
が
た
い
こ
と
よ
。

─
こ
う
、
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
は
感
謝
す
べ
き
な

の
で
は
、
と
も
思
わ
せ
ら
れ
る
。
ラ
ン
ド
ゥ
ッ
チ
は
、
市
内
の
、
身
辺
の
惨
状
を
日
々
、
見
つ
め
な
が
ら
な
お
、「
教
会
と
世
の
中
」

が
神
の
意
志
に
そ
む
い
て
い
る
か
ら
、「
革
新
」
さ
れ
る
べ
き
な
の
に
さ
れ
な
い
か
ら
ペ
ス
ト
と
い
う
神
罰
が
現
実
に
下
さ
れ
て

き
て
い
る
と
、
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
が
以
前
、
説
い
て
い
た
、
そ
し
て
今
や
説
か
な
く
な
っ
た
こ
と
を
そ
の
ま
ま
信
じ
続
け
て
い
る
。

信
仰
と
は
、
や
は
り
、
こ
う
い
う
も
の
な
の
だ
ろ
う
。
こ
う
い
う
信
徒
が
、
信
奉
者
が
大
勢
い
た
の
だ
ろ
う
。
信
仰
が
、
一
度
、
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四
八

内
面
世
界
の
核
と
な
る
と
、

─
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
ほ
ど
固
く
で
は
な
い
に
せ
よ
そ
う
な
る
と

─
、
そ
こ
か
ら
解
放
さ
れ
自
由

に
な
る
こ
と
は
、
人
間
に
と
っ
て
不
可
能
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
困
難
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

だ
が
ラ
ン
ド
ゥ
ッ
チ
は
幸
い
、
目
の
前
に
生
じ
た
事
態
を
無
視
す
る
こ
と
も
、
見
て
見
ぬ
か
の
よ
う
に
す
る
こ
と
も
な
く
、
し

か
と
見
す
え
、
記
述
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
貴
重
な
歴
史
記
録
を
、
ル
ネ
サ
ン
ス
・
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
を
知
る

上
で
不
可
欠
な
記
録
を
残
し
た
。

　
　
　

一
四
九
七
年
七
月
二
〇
日
、
貧
乏
人
が
大
勢
、
疲
れ
は
て
て
路
上
で
倒
れ
た
ま
ま
死
に
か
け
て
い
て
、
市
内
の
そ
ち
こ
ち

で
一
日
中
、
担
当
の
者
に
集
め
ら
れ
、〔
車
輪
つ
き
の
〕
担
架
に
乗
せ
ら
れ
、
病
院
に
運
ば
れ
て
い
き
、
そ
こ
で
死
ん
で
い
た
。

　
　
　

一
四
九
七
年
七
月
二
九
日
、
太
陽
が
暗
く
な
り
、
ペ
ス
ト
〔
＝peste

〕
と
熱
病
〔
＝febre

〕
で
人
が
死
ん
で
い
っ
た
。

そ
の
た
め
市
は
市
民
が
い
な
く
な
っ
て
空
っ
ぽ
に
な
っ
て
い
た
。
田
舎
に
行
け
る
者
は
行
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ

）
37
（

。

　

「
太
陽
が
暗
く
な
り
」
と
い
う
の
は
日
食
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
人
々
の
不
安
は
一

段
と
深
ま
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

　

こ
う
い
う
情
況
の
中
で
、サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
は
自
分
に
お
よ
ん
で
き
た
「
迫
害
」
に
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
い
た
。

　

サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
の
書
簡
公
開
の
数
日
後
、教
皇
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル
六
世
は
、五
月
一
二
日
付
と
翌
一
三
日
付
の
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー

ラ
破
門
勅
書
を
、
初
日
付
の
も
の
は
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
「
政
庁
」
に
向
け
て
、
翌
日
付
の
も
の
は

―
（
前
日
の
も
の
の
書
写
だ

と
い
う
が
）

―
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
市
内
の
複
数
の
教
会
と
修
道
院
に
向
け
て
発
し
た
と
い
う
。
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し
か
し
、初
日
付
の
も
の
は
、「
政
庁
」に
届
く
こ
と
は
つ
い
に
な
か
っ
た
。
翌
日
付
の
も
の
は
、一
ヵ
月
余
り
後
の
六
月
一
八
日
、

よ
う
や
く
市
内
の
五
つ
の
教
会
、
そ
れ
も
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
に
強
く
敵
対
し
て
き
た
教
会
に
の
み
届
い
た
。

　

こ
う
い
う
信
じ
が
た
い
遅
延
が
生
じ
た
の
は
、
教
皇
庁
が
、
あ
る
い
は
教
皇
が
こ
の
勅
書
の
持
参
人
と
し
て
選
ん
だ
人
物
、
ジ
ォ

ヴ
ァ
ン
ヴ
ィ
ッ
ト
ー
リ
オ
・
ダ
・
カ
メ
リ
ー
ノ
が
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
「
政
庁
」
に
出
頭
す
る
こ
と
を
、
い
や
そ
も
そ
も
フ
ィ
レ
ン

ツ
ェ
市
内
に
入
る
こ
と
を
恐
れ
て
い
た
か
ら
だ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
彼
は
神
学
者
で
、
以
前
、
市
内
で
あ
ま
り
に
強
硬
に
反
サ

ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
の
声
を
上
げ
続
け
た
た
め
「
政
庁
」
か
ら
市
外
追
放
に
処
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
市
内
に
入
れ
ば
、
と
り
わ

け
「
政
庁
」
に
向
か
っ
た
り
す
れ
ば
到
着
前
に
捕
ら
え
ら
れ
投
獄
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
恐
れ
、
ど
こ
か
で
、（
お
そ
ら
く
は
近
郊
ス
ィ

エ
ー
ナ
で
）
身
を
隠
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
教
皇
庁
も
彼
の
行
方
を
つ
か
め
な
い
で
い
た
と
い
う
。
こ
う
い
う
こ
と
が
ど
こ
ま

で
真
実
な
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
な
ぜ
こ
う
い
う
人
物
を
破
門
勅
書
の
持
参
人
に
選
ん
だ
の
か
も
、
不
明
の
ま
ま
の
よ

う
だ
。

　

六
月
一
六
日
、
ス
ィ
エ
ー
ナ
か
ら
、「
政
庁
」
に
宛
て
た
こ
の
人
物
の
書
簡
が
届
い
た
。
教
皇
か
ら
預
か
っ
て
い
る
「
政
庁
」

宛
の
幾
つ
か
の
物
を
届
け
る
た
め
、
自
分
の
身
の
安
全
保
障
を
求
め
る
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
預
か
り
物
が
破
門
勅
書
で
あ
る
こ

と
は
、
も
う
誰
も
が
分
か
っ
て
い
た
。
反
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
派
が
占
め
て
い
た
こ
の
時
の
「
政
庁
」
に
は
、
破
門
勅
書
は
歓
迎
す

べ
き
も
の
だ
っ
た
だ
ろ
う
が
、市
外
追
放
に
処
さ
れ
て
い
る
罪
人
の
身
の
安
全
を
保
障
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
ま
し
て
や
、

サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
は
な
お
市
内
で
権
威
を
有
し
て
お
り
、
彼
へ
の
敵
対
を
理
由
に
追
放
に
処
さ
れ
て
い
る
人
物
の
身
の
安
全
保
障

は
、
反
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
派
の
「
政
庁
」
に
も
ま
だ
で
き
な
か
っ
た
の
だ
。

　

し
か
し
、
ど
う
い
う
経
緯
を
た
ど
っ
た
の
か
、
ど
う
い
う
手
だ
て
を
用
い
た
の
か
は
不
明
な
が
ら
、
二
日
後
、
勅
書
発
送
か
ら

は
一
ヵ
月
あ
ま
り
後
の
六
月
一
八
日
、
す
ぐ
前
で
ふ
れ
た
よ
う
に
「
政
庁
」
に
は
届
か
ず
、
な
ぜ
か
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
に
強
く
敵
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五
〇

対
し
て
き
た
五
つ
の
教
会
に
だ
け
、
届
い
た
の
で
あ
る

）
38
（

。
す
べ
て
教
皇
（
庁
）
の
側
に
何
ら
か
の
底
意
が
、
策
が
あ
っ
た
か
ら

だ
ろ
う
と
推
測
は
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
勅
書
持
参
の
件
に
つ
い
て
は
不
明
点
、
疑
問
点
が
多
い
。
そ
の
一
部
は
こ
の
す
ぐ
後
で

明
ら
か
に
な
る
け
れ
ど
も
、
他
の
諸
点
つ
い
て
は
、
こ
れ
こ
そ
な
ぜ
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
近
・
現
代
の
研
究
者
た
ち
の
間
で
も

論
じ
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
だ
。

　

破
門
勅
書
の
内
容
の
お
お
よ
そ
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
市
内
で
は
す
で
に
三
月
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
関
係
者
た
ち
は

そ
れ
ぞ
れ
の
対
策
を
考
え
て
い
た
。
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
は
、
勅
書
が
発
送
さ
れ
て
か
ら
七
日
後
の
五
月
二
〇
日
、
教
皇
に
書
簡

）
39
（

を

送
っ
て
い
た
。
ま
だ
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
は
届
い
て
い
な
い
、
し
た
が
っ
て
当
然
ま
だ
読
ん
で
い
な
い
破
門
勅
書
へ
の
反
論
の
意
図

を
秘
め
て
書
い
た
の
だ
ろ
う
。

　

彼
は
ま
ず
、「
教
皇
聖
下
、そ
の
御
足
に
口
づ
け
し
た
上
で
」、と
語
り
か
け
て
い
る
。そ
し
て
本
文
の
冒
頭
で
は
教
皇
を
「
我
が
主
」

〔
＝dom

inus m
eus

〕
と
呼
び
、最
初
の
段
落
で
は
、「
聖
下
は
地
上
で
は
神
の
代
理
〔
＝vice D

ei

〕
の
役
を
は
た
し
て
お
ら
れ
る
」

と
も
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
自
分
を
そ
の
「
僕
」〔
＝servo

〕
と
も
称
し
て
い
る
。
す
べ
て
キ
リ
ス
ト
教
世
界
で
は
当
然
の
こ

と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
彼
が
こ
れ
ま
で
教
皇
に
送
っ
た
文
書
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
慇
懃
な
呼
び
か
け
で
あ
り
、
表
現

で
あ
る
。

　

し
か
し
こ
う
し
た
表
現
で
始
め
な
が
ら
、
本
文
に
入
る
と
こ
れ
ま
で
に
も
増
し
て
率
直
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　

我
が
主
は
な
ぜ
ご
自
身
の
僕
に
怒
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
す
か
？　

私
が
何
を
し
た
の
で
す
か
？

　
　
　

さ
も
な
け
れ
ば
我
が
手
に
ど
ん
な
悪
〔
の
記
し
〕
が
あ
る
の
で
す
か
？　

〔
聖
下
の
〕

邪
よ
こ
し
ま

な
息
子
た
ち
〔
＝filii 

iniquitatis

〕
が
私
を
不
当
に
も
中
傷
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
、
彼
ら
を
ご
信
じ
に
な
る
前
に
な
ぜ
ご
自
身
の
僕
で
あ
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る
私
に
お
尋
ね
に
、
お
聞
き
に
な
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
す
か
？

　

「
主
」
へ
の
、
単
な
る
質
問
と
い
う
よ
り
挑
戦
的
糾
問
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
教
皇
に
送
っ
た
ど
の
文
書
に
も
、
い
や
他
の
俗
界

の
君
主
や
王
た
ち
に
送
っ
た
文
書
に
も
見
ら
れ
な
か
っ
た
調
子
の
書
き
出
し
で
あ
る
。
し
か
も
す
ぐ
自
説
を
く
り
広
げ
る
。

 

　
　
　

聖
下
は
地
上
で
は
神
の
代
理
の
役
を
は
た
し
て
お
ら
れ
ま
す
の
で
、
彼
ら
は
聖
下
に
私
が
〔
聖
下
へ
の
〕
不
敬
の
罪
を
犯

し
て
い
る
と
告
発
し
て
い
る
の
で
す
。
私
が
悪
意
を
も
っ
て
〔
聖
下
を
〕
侮
辱
し
攻
撃
す
る
こ
と
を
決
し
て
や
め
よ
う
と
し

な
い
と
、
あ
り
も
し
な
い
こ
と
を
捏
造
し
て
告
発
し
て
い
る
の
で
す
。
彼
ら
は
私
の
言
葉
を
幾
重
に
も
ね
じ
曲
げ
、
神
を
も

恐
れ
ず
歪
め
て
い
る
の
で
す
。

　
　
　

二
年
以
上
こ
う
い
う
こ
と
を
く
り
返
し
て
い
る
の
で
す
。
し
か
し
、
…
…

　

「
し
か
し
」、
の
後
は
、
自
分
に
帰
せ
ら
れ
て
い
る
「
罪
は
無
実
だ
」
と
い
う
主
張
ば
か
り
で
あ
る
。

　

自
分
の
説
教
を
聴
い
た
何
千
人
も
が
無
実
を
証
言
す
る
だ
ろ
う
し
、
自
分
の
口
か
ら
出
た
本
当
の
言
葉
は
記
録
さ
れ
、
正
確
に

報
告
さ
れ
、　

か
つ
そ
の
大
部
分
は
書
店
や
印
刷
所
の
努
力
に
よ
っ
て
至
る
所
で
利
用
可
能
だ
。
そ
う
「
信
じ
て
お
り
ま
す
」
。
だ

か
ら
、
と
は
言
わ
ず
に
続
け
る
。　
─　
「
こ
れ
ら
を
入
手
な
さ
り
、
お
読
み
下
さ
り
、
そ
の
中
に
、
彼
ら
が
不
正
に
も
し
ば
し
ば

聖
下
に
告
発
し
て
き
た
よ
う
な
聖
下
を
攻
撃
す
る
こ
と
が
何
か
〔
私
の
説
教
の
中
に
〕
あ
る
の
か
ど
う
か
を
ご
検
証
下
さ
い
」。

…
…
私
が
公
然
と
話
し
あ
る
い
は
書
い
た
こ
と
に
何
か
問
題
が
あ
れ
ば
そ
れ
に
つ
い
て
「
私
に
お
尋
ね
下
さ
い
」。
で
き
得
る
限

り
明
瞭
に
答
え
て
彼
ら
に
よ
る
非
難
を
一
掃
で
き
れ
ば
と
「
望
ん
で
お
り
ま
す
」。

（
676
）

－206－



五
二

　

懇
請
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
自
分
の
説
教
の
印
刷
さ
れ
た
も
の
を
読
め
、
分
か
ら
な
い
と
い
う
な
ら
自
分
に
尋
ね
ろ
、

す
べ
て
解
説
し
て
疑
問
を
解
消
し
て
や
る
、
と
昂
然
と
言
い
放
っ
て
い
る
感
が
あ
る
。

　

こ
れ
で
も
た
ら
な
い
と
ば
か
り
に
言
う
。　
─　
「
聖
下
が
ど
う
し
て
彼
ら
の

邪
よ
こ
し
ま

さ
と
愚
か
さ
を
見
抜
か
れ
な
い
の
か
と
驚
い

て
お
り
ま
す
」。

─
汝
は
ど
う
し
て
そ
う
も
愚
か
な
の
か
、
自
分
に
聞
け
ば
教
え
て
や
る
の
に
、
と
言
わ
ん
ば
か
り
で
あ
る
。

　

し
か
し
終
わ
り
近
く
な
る
と
言
う
。　
─　

自
分
は
近
々
、
一
著
『
キ
リ
ス
ト
の
勝
利
に
つ
い
て
』
を
刊
行
す
る
が
、
そ
こ
か
ら
、

「
私
が
（
と
ん
で
も
な
い
こ
と
で
す
が
）
異
端
の
説
の
流
布
者
か
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
真
理
の
流
布
者
か
が
明
白
に
な
る
で
し
ょ
う
。

そ
れ
ゆ
え
、
彼
ら
を
ね
た
み
深
く
汚
れ
て
い
る
者
た
ち
を
信
用
し
よ
う
と
思
っ
た
り
な
さ
ら
な
い
で
下
さ
い
。
彼
ら
が
多
く
の
嘘

を
重
ね
て
き
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
」
。

─
自
分
の
持
論
を
述
べ
た
書
に
、
あ
の
教
皇
が
関

心
を
抱
く
こ
と
な
ど
期
待
で
き
る
は
ず
も
な
い
と
、
彼
は
重
々
、
思
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
う
書
か

ず
に
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
…
…
。

　

こ
れ
に
続
い
て
結
論
の
よ
う
に
言
う
。　
─　
「
も
し
人
間
の
助
け
が
な
い
な
ら
、そ
し
て
不
信
心
な
者
の
悪
行
が
は
び
こ
る
な
ら
、

私
は
神
に
、
我
が
救
い
主
〔
＝
キ
リ
ス
ト
〕
に
依
り
頼
み
ま
す
」。
そ
し
て
彼
ら
の
不
正
を
世
界
中
に
知
ら
し
め
、
彼
ら
が
い
つ

か
自
分
た
ち
の
行
動
を
悔
い
る
よ
う
に
し
ま
す
。

　

こ
の
宣
言
に
教
皇
へ
の
形
式
上
の
忠
誠
の
言
葉
を
附
し
て
こ
の
書
簡
は
終
わ
る
。
一
体
、
こ
れ
で
何
を
言
お
う
と
し
て
い
た
の

か
？　

何
の
た
め
の
書
簡
だ
っ
た
の
か
？

　

こ
の
書
簡
で
最
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
教
皇
に
対
す
る
姿
勢
で
あ
る
。
初
め
の
と
こ
ろ
で
は
、
教
皇
を
地
上
に
お
け
る
神
の
代

理
人
の
座
に
在
る
と
、

─
内
心
で
は
そ
の
資
格
は
ま
っ
た
く
な
い
と
信
じ
て
い
た
に
せ
よ

─
書
い
て
い
た
。
そ
し
て
糾
問

や
非
難
を
続
け
な
が
ら
も
自
分
が
無
実
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
、
そ
の
理
由
を
自
分
に
尋
ね
て
く
れ
ば
教
え
て
や
る
と
言
わ
ん
ば
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五
三

サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
の
時
代
、
生
涯
、
思
想
（
十
五
）

か
り
だ
っ
た
。
こ
こ
ま
で
は
、
絶
望
し
な
が
ら
も
一
縷
の
望
み
で
も
あ
れ
ば
と
の
思
い
が
残
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
末
尾
で
は
、　

自
分
へ
の　
「
人
間
の
助
け
が
な
い
な
ら
、　

…
…
私
は
神
に
、
わ
が
救
い
主
に
依
り
頼
」
む
と
、
わ
ざ
わ
ざ

言
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
お
前
は
や
は
り
所
詮
は
人
間
だ
か
ら
、

─
し
か
も
「
悪
し
き
者
」
の
「
首
領
」
的
な
存
在
だ
か
ら
、

と
内
心
で
は
思
っ
て
い
た
だ
ろ
う
が

─
、
自
分
を
助
け
る
な
ど
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
な
ら
自
分
は
「
わ
が
救
い
主

に
依
り
頼
」
む
、
と
言
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
で
は
、
書
簡
に
は
破
門
処
分
へ
の
抗
議
の
意
図
は
強
く
残
る
け
れ
ど
も
、

処
分
撤
回
申
請
な
い
し
請
求
と
い
う
意
図
は
、
無
い
に
ひ
と
し
く
な
る
。
書
簡
は
相
手
の
反
撥
を
招
く
元
に
な
る
。

　

や
は
り
、
世
に
知
ら
れ
た
「
悪
し
き
者
」
の
代
表
的
教
皇
に
、
な
ぜ
わ
ざ
わ
ざ
こ
う
い
う
書
簡
を
書
い
た
の
か
、
送
っ
た
の
か

と
い
う
疑
問
は
残
る
。

　

自
分
の
よ
う
な
、
真
に
「
神
に
、
我
が
救
い
主
に
」
選
ば
れ
、
聖
別
さ
れ
た
「
正
し
き
者
」
が
、
あ
の
よ
う
な
真
に
「

邪
よ
こ
し
ま

な

者
」
に
真
実
を
言
っ
て
お
か
ず
に
い
ら
れ
る
か
、
と
い
っ
た
思
い
に
突
き
動
か
さ
れ
た
の
か
？　

あ
る
い
は
、
教
皇
な
ど
は
別
に

し
て
、
自
分
の
信
奉
者
た
ち
を
、
説
教
に
よ
っ
て
動
か
す
こ
と
が
不
可
能
に
な
っ
た
信
奉
者
た
ち
を
、
こ
う
し
た
書
簡
で
動
か
そ

う
と
し
た
の
か
？　

だ
か
ら
あ
え
て
こ
れ
を
公
開
し
た
の
か
？　

あ
る
い
は
こ
の
二
つ
の
思
い
が
共
に
働
い
て
い
た
の
か
？

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
書
簡
も
、
か
な
り
追
い
つ
め
ら
れ
て
き
た
彼
の
心
境
を
表
出
し
て
い
る
も
の
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
、

間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
が
、
教
皇
は
こ
の
書
簡
が
気
に
入
り
、
破
門
勅
書
を
発
し
た
こ
と
を
悔
い
て
い
る
、
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
へ
の
態
度
を
変

え
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
話
が
、
親
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
の
枢
機
卿
か
ら
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
大
使
に
伝
え
ら
れ
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ

に
密
か
な
情
報
と
し
て
報
告
さ
れ
た
よ
う
だ
。
こ
の
情
報
の
真
偽
の
程
は
、
ま
た
真
実
だ
っ
た
と
し
て
そ
の
原
因
は
何
か
に
つ
い

て
は
、
現
代
の
研
究
者
の
解
釈
が
提
示
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
解
釈
の
趣
旨
は
、
こ
れ
ま
で
本
稿
で
述
べ
て
き
た
こ
と
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五
四

の
範
囲
（
参
照
、
→
ⅩⅡ
章
）
と
重
な
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
世
の
様
々
の
利
益
、
地
位
、
享
楽
に
目
の
な
い
男
で
あ
る
教
皇
は
、

自
分
を
激
し
く
非
難
す
る
者
で
あ
れ
、
そ
の
非
難
が
自
分
の
地
位
、
冠
を
失
な
う
恐
れ
に
つ
な
が
ら
な
い
限
り
、「
一
定
の
寛
大
、

忍
耐
、
無
関
心
」
を
示
し
て
い
く
。
加
え
て
教
皇
は
、
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
書
簡
の
最
初
の
指
摘
、
す
な
わ
ち
彼
の
敵
対
派
が
自
分

に
流
す
情
報
の
真
偽
の
程
は
す
で
に
知
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
彼
ら
を
強
く
攻
撃
し
て
反
撥
を
誘
い
、
自
分
の
地
位
、

利
益
を
害
す
る
よ
う
な
こ
と
は
、
こ
の
教
皇
は
し
な
い
の
だ

）
40
（

。

　

ま
さ
に
こ
の
と
お
り
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
教
皇
が
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
へ
の
対
応
を
変
え
る
、

破
門
勅
書
を
改
め
る
と
い
っ
た
期
待
は
あ
ま
り
に
過
剰
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
変
身
が
自
分
の
教
皇
冠
す
な
わ
ち
地
位
と
日
々
の
淫

蕩
享
楽
生
活
に
ど
う
影
響
す
る
か
を
、
彼
は
誰
に
も
増
し
て
計
算
し
て
い
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

実
際
、
破
門
勅
書
に
は
何
の
変
更
も
生
じ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
六
月
一
八
日
、
破
門
勅
書
が
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
、
強
い
反
サ
ヴ
ォ

ナ
ロ
ー
ラ
派
の
五
つ
の
教
会
に
届
い
た
。
受
け
取
っ
た
五
つ
の
教
会
は
、
鐘
を
鳴
ら
し
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
司
祭
が
勅
書
を
読
み

上
げ
、
か
つ
貼
り
出
し
、
大
々
的
に
公
表
し
た

）
41
（

。
加
え
て
反
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
派
の
者
た
ち
は
、
こ
の
勅
書
を
俗
語
〔
＝
ト
ス
カ
ー

ナ
語
〕
に
翻
訳
し
印
刷
に
附
し
た
。
市
内
で
広
く
注
目
さ
れ
、
す
べ
て
の
者
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
し
た
の
だ

）
42
（

。

　

あ
え
て
く
り
返
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
が
届
け
ら
れ
た
五
つ
の
教
会
の
中
に
、
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
が
院
長
で
あ
る
サ
ン
・
マ
ル

コ
修
道
院
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
破
門
勅
書
は
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
に
は
届
け
ら
れ
な
か
っ
た
。

─
な
ぜ
な
の
か
？　

そ
も
そ
も
破
門
は
当
の
人
物
に
直
接
、
通
知
さ
れ
る
こ
と
な
く
一
般
に
公
表
さ
れ
る
も
の
な
の
か
？

　

勅
書

）
43
（

で
教
皇
は
ま
ず
言
う
。　
─　

「
我
々
は
、
深
い
信
仰
と
学
識
を
有
す
る
聖
俗
両
世
界
の
貴
顕
の
士
た
ち
か
ら
何
度
も
聞
い

た
の
だ
が
、
修
道
士
ジ
ロ
ー
ラ
モ
・
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
と
称
し
、
通
称
の
限
り
で
は
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
サ
ン
・
マ
ル
コ
の
長
で
あ

る
ら
し
い
者
が
」、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
「
国
内
で
有
害
な
教
義
を
広
め
」
て
、「
キ
リ
ス
ト
の
尊
い
血
で
贖

あ
が
な

わ
れ
た
素
朴
な
心
を
持
っ
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五
五

サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
の
時
代
、
生
涯
、
思
想
（
十
五
）

た
者
た
ち
」
の
間
に
混
乱
、
分
裂
、
争
い
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、「
心
か
ら
残
念
に
思
う
」。

　

そ
こ
で
、
我
々
は
「
神
へ
の
服
従
〔
の
義
務
〕
に
基
づ
い
て
」、
彼
に
、
説
教
を
中
止
し
我
々
の
所
に
来
て
そ
の
過
ち
に
つ
い

て
釈
明
す
る
よ
う
「
勅
書
と
い
う
形
の
書
簡
で
命
じ
た
」。
し
か
し
彼
は
そ
れ
に
従
お
う
と
せ
ず
、
若
干
の
弁
明
書
な
る
も
の
を

提
出
し
た
。「
我
々
は
十
分
に
考
慮
し
、か
つ
さ
ら
な
る
慈
愛
を
も
っ
て
…
…
提
示
さ
れ
た
彼
の
弁
明
を
受
け
容
れ
た
」。…
…
「
我
々

の
寛
容
が
彼
を
正
し
い
服
従
の
道
へ
と
回
心
さ
せ
る
は
ず
だ
と
願
っ
た
か
ら
だ
」。

　

こ
こ
ま
で
は
、
九
五
年
夏
か
ら
秋
に
か
け
て
の
三
度
の
勅
書
と
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
の
二
度
の
弁
明
書
の
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。

注
目
す
べ
き
こ
と
に
、
彼
の
二
年
前
の
弁
明
を
教
皇
は
「
受
け
容
れ
た
」
と
自
分
で
言
っ
て
い
る
。
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
は
弁
明
書

の
少
し
後
に
そ
う
言
っ
て
い
た
の
だ
が
（
参
照
、
→
ⅩⅡ
章
）、
そ
の
信
憑
性
を
証
明
す
る
も
の
が
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
こ
こ
で
教

皇
自
身
が
証
言
し
て
い
る
。

　

「
だ
が
彼
は
」、　

─　

と
教
皇
は
続
け
て
述
べ
て
い
る　

─
、そ
の
「
強
情
」
を
貫
こ
う
と
ば
か
り
し
た
。「
そ
れ
ゆ
え
我
々
は
、〔
前

年
〕
一
一
月
七
日
付
の
勅
書
と
い
う
形
で
、
違
反
者
は
破
門
に
処
す
と
し
た
上
で
、
サ
ン
・
マ
ル
コ
修
道
院
は
我
々
が
新
た
に
設

け
た
ト
ス
コ
・
ロ
マ
ー
ナ
に
統
合
さ
れ
る
よ
う
命
じ
た
」。

　

前
年
の
勅
書
は
、
前
章
で
見
た
と
お
り
、
何
の
成
果
も
挙
げ
ら
れ
ず
に
終
わ
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
責
任
は
決
し
て
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー

ラ
と
サ
ン
・
マ
ル
コ
修
道
院
に
だ
け
帰
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
教
皇
は
こ
の
破
門
勅
書
で
は
、
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー

ラ
が
変
わ
ら
ぬ
「
強
情
」
ぶ
り
を
発
揮
し
て
こ
の
命
令
に
従
わ
な
か
っ
た
こ
と
を
、
次
の
よ
う
に
明
確
に
破
門
の
理
由
と
し
て
挙

げ
て
い
る
。

　

「
そ
れ
ゆ
え
我
々
は
、
今
、
汝
ら
と
汝
ら
の
〔
下
の
〕
全
員
に
、
祝
祭
日
、
汝
ら
の
教
会
に
多
数
の
民
衆
が
出
席
し
て
い
る
と
こ

ろ
で
、
…
…
上
記
の
修
道
士
は
破
門
さ
れ
た
と
宣
言
し
明
示
す
る
よ
う
命
ず
る
。
こ
れ
に
従
わ
な
い
者
は
破
門
に
処
す
る
」。
彼
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五
六

の
処
分
理
由
は
、「
教
皇
の
勧
告
と
命
令
に
服
従
し
な
か
っ
た
こ
と
だ
と
記
憶
せ
よ
」。

　

こ
う
命
じ
た
上
で
最
後
に
、「
破
門
に
処
さ
れ
か
つ
異
端
を
疑
わ
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

〔
＝excom

unicatum
 et heresi suspectum

〕
上
記

の
修
道
士
ジ
ロ
ー
ラ
モ
」
を
助
け
る
こ
と
、
あ
る
い
は
彼
と
交
流
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
彼
を
讃
え
る
こ
と
を
禁
止
し
、
か
つ
、

こ
の
命
に
従
わ
な
い
者
は
〔
彼
と
〕
同
様
に
「
破
門
に
処
す
る
」、と
ま
で
附
記
し
て
い
る
。
ど
ん
な
形
で
で
あ
れ
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー

ラ
と
交
わ
る
者
は
こ
と
ご
と
く
彼
と
同
様
に
処
罰
す
る
と
い
う
、
厳
し
い
宣
告
で
あ
る
。（
傍
点
は
引
用
者
）

　

し
か
し
、
よ
り
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
こ
こ
で
教
皇
が
、（
傍
点
を
附
し
た
部
分
で
）
彼
の
「
異
端
を
疑
」
っ
て
い
る
と
明
記

し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、「
異
端
0

0

」
と
判
定
す
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

、「
異
端
0

0

」
と
し
て
罰
す
る
こ
と
は
で
き
て
い
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
と

明
記
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

の
み
な
ら
ず
こ
こ
で
は
、
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
が
多
く
の
説
教
で
、
あ
く
ま
で
暗
に
で
は
あ
る
が
、
と
り
わ
け
教
皇
お
よ
び
そ
の

家
族
、
一
族
の
、
加
え
て
枢
機
卿
な
ど
高
位
聖
職
者
た
ち
の
頽
廃
し
き
っ
た
日
常
の
有
り
よ
う
を
、
厳
し
く
、
激
し
く
非
難
、
糾

弾
し
続
け
て
き
た
点
に
ま
っ
た
く
ふ
れ
て
い
な
い
。
教
皇
に
と
っ
て
は
彼
を
沈
黙
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
最
大
の
理
由
に
、
ま
っ
た

く
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
点
を
破
門
の
理
由
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
、
表
向
き
は
つ
い
に

0

0

0

で
き
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。

　

な
お
こ
の
勅
書
の
名
宛
人
に
も
注
目
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、「
愛
す
る
息
子
た
ち
0

0

よ
」〔
＝D

ilecti Filii

〕、
で
あ
る
。

　

二
年
前
の
三
通
の
勅
書
で
は
、
ロ
ー
マ
教
皇
庁
へ
の
出
頭
命
令
と
説
教
の
全
面
禁
止
命
令
の
二
通
が
、「
愛
す
る
息
子
よ
」〔
＝

D
ilecte Fili

〕、
と
明
ら
か
に
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
に
宛
て
ら
れ
て
い
る
。
他
の
一
通
は
、
内
容
が
彼
以
外
の
者
に
も
関
係
し
な
い

わ
け
で
は
な
い
も
の
で
あ
る
た
め
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、「
愛
す
る
息
子
た
ち
0

0

よ
」〔
＝D

ilecti Filii

〕
と
、
複
数
の
者
に
宛

て
ら
れ
て
い
る
。
送
り
先
も
、
彼
で
は
な
く
、
彼
に
最
も
強
く
敵
対
す
る
サ
ン
タ
・
ク
ロ
ー
チ
ェ
教
会
で
あ
る
。
す
で
に
こ
こ
で
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五
七

サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
の
時
代
、
生
涯
、
思
想
（
十
五
）

も
、
中
心
的
当
事
者
に
で
は
な
く
、
そ
の
最
強
の
敵
に
宛
て
ら
れ
、
送
ら
れ
て
い
る
。

　

だ
が
今
回
の
勅
書
は
、
出
頭
命
令
や
説
教
禁
止
令
よ
り
は
る
か
に
重
大
な
破
門
状
で
あ
る
。
そ
れ
が
、「
息
子
た
ち
0

0

」
に
宛
て

ら
れ
て
い
る
。
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
に
宛
て
ら
れ
て
い
な
い
。
当
事
者
、
被
破
門
者
で
あ
る
彼
は
、「
修
道
士
ジ
ロ
ー
ラ
モ
・
サ
ヴ
ォ

ナ
ロ
ー
ラ
と
称
し
、
通
称
の
限
り
で
は
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
サ
ン
・
マ
ル
コ
の
長
で
あ
る
ら
し
い
者
」、
と
第
三
者
の
よ
う
に
登
場

さ
せ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
サ
ン
・
マ
ル
コ
修
道
院
は
、
送
り
先
か
ら
も
除
外
さ
れ
て
い
る
。（
傍
点
は
引
用

者
）

　

さ
ら
に
文
中
で
は
、「
汝
ら
と
汝
ら
の
〔
下
の
〕
全
員
に
、
汝
ら
の
教
会
で
、
祝
祭
日
、
多
数
の
民
衆
が
出
席
し
て
い
る
場
で

上
記
の
修
道
士
ジ
ロ
ー
ラ
モ
は
破
門
さ
れ
た
と
公
表
、
宣
言
す
る
よ
う
命
ず
る
」、
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。「
汝
ら
」
と
は
、
無
論
、

こ
れ
が
届
け
ら
れ
た
強
い
反
ジ
ロ
ー
ラ
モ
派
の
教
会
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
。
こ
う
し
た
者
た
ち
は
、
こ
の
命
令
を
受
け
た
だ
け
で

歓
喜
し
、
こ
れ
を
大
々
的
に
宣
伝
す
る
こ
と
は
必
定
だ
ろ
う
に
、
こ
の
命
令
に
服
さ
な
い
者
は
ジ
ロ
ー
ラ
モ
と
同
様
の
「
破
門
に

処
す
る
」
と
も
附
記
さ
れ
て
い
る
。

　

や
は
り
こ
の
勅
書
は
、
教
皇
自
身
の
明
確
な
、
そ
し
て
断
固
た
る
意
思
で
、
反
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
意
識
の
強
い
教
会
に
の
み
宛

て
ら
れ
、
送
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
受
け
取
っ
た
教
会
当
事
者
た
ち
は
、
命
令
通
り
に
大
々
的
に
宣
伝
し
た
の

で
あ
る
。

　
　
　

先
に
も
ふ
れ
た
が
、
破
門
状
と
は
こ
う
い
う
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
？　

破
門
当
事
者
で
は
な
く
、
そ
の
者
が
排
除
さ
れ
る

こ
と
を
願
い
、
か
つ
喜
ぶ
者
た
ち
に
宛
て
ら
れ
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
？　

そ
れ
と
も
こ
れ
は
特
異
な
も
の
な
の
だ
ろ
う

か
？　

管
見
の
限
り
、
当
時
の
年
代
記
作
者
、
歴
史
家
た
ち
も
近
・
現
代
の
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
研
究
者
た
ち
も
、
ほ
と
ん
ど
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五
八

が
こ
の
件
に
つ
い
て
何
も
語
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
が
不
思
議
な
も
の
と
も
特
異
な
も
の
と
も
感
じ
ら
れ
な
い
か
ら
な
の
だ
ろ

う
か
？　

こ
う
い
う
教
皇
が
こ
う
い
う
情
況
で
こ
う
い
う
策
を
弄
す
る
の
は
当
然
と
無
意
識
に
感
じ
ら
れ
て
い
る
か
ら
な
の

だ
ろ
う
か
？ 

　
　
　

た
だ
し
、本
稿
で
し
ば
し
ば
参
照
し
て
き
て
い
る
一
九
世
紀
末
の
代
表
的
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
研
究
家
ヴ
ィ
ッ
ラ
リ
（
だ
け
）

は
、「
修
道
士
ジ
ロ
ー
ラ
モ
・
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
と
称
し
…
…
」
と
書
か
れ
て
い
る
点
を
挙
げ
な
が
ら
、
こ
の
勅
書
の
「
内

容
も
形
式
も
同
様
に
特
異
だ
」
と
述
べ
て
い
る
。
貴
重
な
指
摘
で
あ
る

）
44
（

。

─
勅
書
の
こ
う
し
た
書
き
方
や
配
布
先
の
選
別

に
お
け
る
「
特
異
」
さ
は
、
教
皇
の
周
到
な
目
論
見
か
ら
生
じ
た
は
ず
で
あ
る
。
彼
は
、
破
門
が
、
当
事
者
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー

ラ
や
そ
の
周
囲
に
知
ら
れ
る
前
に
世
に
周
知
さ
れ
、
既
成
事
実
化
さ
れ
る
こ
と
を
ね
ら
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
二
年
前
、
九

　
　

五
年
九
月
の
勅
書
発
送
の
時
と
同
様
の
手
法
で
あ
る
。（
参
照
、
→
ⅩⅡ
章
）

　

破
門
勅
書
の
公
開
は
、
市
内
に
大
き
な
影
響
を
お
よ
ぼ
し
た
。
こ
れ
ま
で
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
の
く
り
返
し
て
の
説
教
の
下
で
、

化
粧
や
身
な
り
を
思
う
よ
う
に
で
き
か
ね
て
い
た
者
た
ち
が
、
多
数
、
思
い
切
り
華
麗
、
華
美
な
姿
で
市
街
に
表
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
一
ヵ
月
た
ら
ず
で
、
市
内
は
数
年
前
の
ロ
レ
ン
ツ
ォ
〔
豪
華
公
〕
支
配
下
の
状
態
に
も
ど
っ
た
か
の
よ
う
に
な
っ
た
と

い
う

）
45
（

。

─
数
年
後
の
こ
の
時
は
、
ラ
ン
ド
ゥ
ッ
チ
の
記
述
に
見
た
よ
う
に
、
市
内
で
は
日
々
、
食
料
不
足
に
加
え
て
悪
疫
で
多

数
の
死
者
が
出
、
死
体
が
散
乱
し
そ
の
収
集
に
追
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
中
で
、
華
美
、
華
麗
な
姿
で
市
街
を
闊
歩
す
る
多
数
の
者

が
見
ら
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

加
え
て
、
反
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
派
の
者
た
ち
、
と
り
わ
け
コ
ン
パ
ニ
ャ
ッ
チ
な
ど
は
、「
政
庁
」
や
そ
の
下
の
行
政
当
局
の
規

制
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
り
、
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
派
に
は
思
う
が
ま
ま
乱
暴
を
働
き
、
い
た
る
所
で
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
誹
謗
の
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五
九

サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
の
時
代
、
生
涯
、
思
想
（
十
五
）

言
辞
を
ふ
り
ま
い
た
。
他
方
で
卑
猥
な
詩
作
、
歌
詞
、
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
が
説
い
た
教
義
を
の
ろ
う
言
説
、
な
ど
が
多
数
、
匿
名

で
公
表
さ
れ
た
。
さ
ら
に
は
反
対
派
の
修
道
院
の
修
道
士
た
ち
が
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
守
護
聖
人
ヨ
ハ
ネ
の
記
念
の
式
典
（
六
月

二
四
日
）
に
、
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
の
下
の
修
道
士
た
ち
が
出
席
す
る
な
ら
自
分
た
ち
は
出
席
し
な
い
、
と
「
政
庁
」
に
抗
議
し
、

結
果
的
に
こ
の
日
、
サ
ン
・
マ
ル
コ
と
フ
ィ
エ
ー
ゾ
レ
の
サ
ン
・
ド
ミ
ニ
コ
の
両
修
道
院
の
修
道
士
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
院
に

閉
じ
こ
も
ら
ざ
る
を
得
な
く
さ
れ
た
と
い
う

）
46
（

。

　

こ
う
し
た
中
で
、
彼
は
破
門
勅
書
へ
の
反
論
を
文
書
で
発
す
る
他
な
か
っ
た
。
早
く
も
勅
書
公
開
の
翌
一
九
日
な
い
し
翌
々

二
〇
日
、「
新
た
に
下
さ
れ
た
虚
偽
の
破
門
へ
の
反
論
書
簡
、
す
べ
て
の
キ
リ
ス
ト
信
徒
に
し
て
神
に
愛
さ
れ
た
者
た
ち
へ

）
47
（

」
を

公
表
し
た
。

　

こ
の
内
容
を
見
る
前
に
、
あ
え
て
、
信
奉
者
ラ
ン
ド
ゥ
ッ
チ
の
こ
れ
に
関
す
る
記
述
を
見
て
お
こ
う
。
当
の
二
〇
日
、
こ
う
書

い
て
い
る
。　

─　

「
ジ
ロ
ー
ラ
モ
修
道
士
が
破
門
か
ら
の
防
衛
の
書
簡
を
発
表
し
た
。
何
人
か
の
人
に
よ
る
と
、
自
己
防
衛
の
書

簡
だ
そ
う
だ

）
48
（

」。
し
か
し
ラ
ン
ド
ゥ
ッ
チ
は
、
ど
こ
で
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
し
て
こ
う
し
た
書
簡
が
発
表
さ
れ
た
の
か
、
ま
た
「
何

人
か
の
人
」
の
話
を
ど
う
い
う
場
で
聞
い
た
の
か
、
な
ど
は
書
い
て
い
な
い
。

　

と
も
あ
れ
、
書
簡
の
内
容
は
ま
さ
に
必
死
の
自
己
弁
明
、
防
衛
で
あ
る
。
勅
書
は
悪
し
き
者
た
ち
か
ら
の
偽
り
の
情
報
に
基
づ

く
も
の
だ
と
い
う
、
こ
れ
ま
で
く
り
返
し
て
き
た
こ
と
に
基
づ
い
て
自
分
の
無
実
を
、
す
な
わ
ち
前
年
一
一
月
の
勅
書
に
よ
る
ド

ミ
ニ
コ
会
修
道
院
再
編
成
命
令
へ
の
不
服
従
と
い
う
事
実
は
な
か
っ
た
こ
と
を
、
懸
命
に
主
張
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
教
皇
に
偽

り
の
情
報
を
送
り
続
け
て
い
る
者
た
ち
が
非
難
し
て
い
る
よ
う
な
、「
聖
な
る
ロ
ー
マ
教
会
へ
の
不
服
従
」
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ

た
。
教
皇
の
命
ず
る
新
た
な
「
ト
ス
コ
・
ロ
マ
ー
ナ
修
道
会
」
へ
の
帰
属
に
同
意
し
な
か
っ
た
の
は
、
サ
ン
・
マ
ル
コ
修
道
院
の
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六
〇

修
道
士
全
員
の
意
思
に
よ
る
も
の
で
、
自
分
が
そ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
は
規
則
上
、
不
可
能
で
あ
る
と
、
長
々
と
説
明
し
て
い
る
。

の
み
な
ら
ず
、
自
分
は
「
今
こ
の
時
ま
で
聖
な
る
ロ
ー
マ
教
会
に
も
、
教
皇
に
も
、
私
の
い
ず
れ
の
上
司
に
も
服
従
し
な
か
っ
た

こ
と
は
な
い
」
と
明
言
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
加
え
て
原
則
論
を
展
開
し
て
い
る
。　

―　

「
あ
る
者
た
ち
が
、
明
白
に
神
に
逆
ら
う
事
が
ら
に
従
わ
な
い
場
合
も
不
服

従
だ
と
思
っ
て
い
る
こ
と
は
事
実
だ
。
し
か
し
、
我
々
は
ど
ん
な
事
で
あ
れ
自
分
の
上
司
た
ち
0

0

に
服
従
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う

の
は
間
違
い
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
我
々
の
上
司
は
神
性
を
有
し
て
い
る
場
合
に
限
っ
て
上
司
な
の
だ
。
神
に
逆
ら
う
こ
と
を
命
ず
る

場
合
は
、
彼
は
神
性
を
有
し
て
お
ら
ず
、
我
々
の
上
司
で
は
な
い
か
ら
だ
」。　

（
傍
点
は
引
用
者
）

　

こ
こ
で
彼
は
、（
一
見
、
細
か
い
こ
と
の
よ
う
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
）、
初
め
の
上
司
一
般
を
語
る
所
で
は
「
上
司
た
ち
」〔
＝

superiori

〕
と
複
数
で
言
い
、
次
に
神
性
を
有
し
て
い
る
上
司
、
有
し
て
い
な
い
上
司
と
い
う
、
条
件
つ
き
の
上
司
を
言
お
う

と
す
る
所
で
は
「
上
司
」〔
＝superiore

〕
と
単
数
で
言
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、神
性
を
有
し
て
い
な
い
「
上
司
」
は
も
う
「
我
々

の
上
司
」
で
は
な
い
と
明
言
し
て
い
る
。

　

こ
の
単
数
の
最
後
の
「
上
司
」
は
、
明
ら
か
に
教
皇
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル
六
世
を
指
し
、
こ
の
一
文
は
、
彼
は
神
性
を
有
し
て
い

な
い
の
だ
か
ら
も
う
「
我
々
の
上
司
で
は
な
い
」、
彼
に
服
従
し
な
い
と
し
て
も
「
神
へ
の
服
従
義
務
」
違
反
の
罪
に
問
わ
れ
る

こ
と
な
ど
な
い
、
と
示
唆
し
て
い
る
と
思
え
る
。
彼
は
、
内
心
で
は
明
確
に
そ
う
叫
ん
で
い
た
の
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
彼
は
そ
れ
を
声
に
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
文
字
で
表
明
す
る
こ
と
は
な
お
で
き
な
い
。
い
き
お
い
、
書
簡
で
の
結
論

は
屈
折
し
た
も
の
に
な
る
。

　

「
我
々
の
敵
は
何
と
厚
顔
な
こ
と
か
。
恥
知
ら
ず
に
も
教
皇
に
明
白
な
嘘
を
あ
れ
こ
れ
伝
え
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
よ
う

な
破
門
は
効
力
の
無
い
も
の
な
の
だ
。
聖
な
る
教
会
の
意
図
す
る
も
の
で
は
な
い
の
だ
」。

─
悪
い
の
は
教
皇
で
も
教
会
で
も
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六
一

サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
の
時
代
、
生
涯
、
思
想
（
十
五
）

な
い
、
市
内
の
敵
ど
も
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

実
に
苦
心
の
弁
明
と
い
う
他
な
い
だ
ろ
う
。
破
門
処
分
が
無
効
だ
と
断
言
し
、
そ
の
根
拠
と
な
る
原
理
も
明
言
し
て
こ
の
処
分

か
ら
身
を
守
ろ
う
と
し
な
が
ら
、
同
時
に
、
こ
の
処
分
を
発
し
た
大
き
な
存
在
を
「
教
皇
」
と
一
言
で
指
摘
す
れ
ば
自
分
に
降
り

か
か
る
だ
ろ
う
更
な
る
処
分
か
ら
も
身
を
守
ろ
う
と
す
れ
ば
、
反
撃
の
対
象
を
、
教
皇
に
嘘
を
伝
え
て
い
る
者
た
ち
と
い
う
、
小

さ
な
存
在
に
し
ぼ
る
他
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

ラ
ン
ド
ゥ
ッ
チ
が
こ
の
書
簡
を
「
自
己
防
衛
」
の
書
だ
と
言
う
の
も
、
当
然
で
あ
る
。
小
さ
な
存
在
と
い
え
ば
自
分
も
所
詮
は

大
組
織
の
一
端
に
位
置
す
る
小
さ
な
存
在
で
あ
り
な
が
ら
、
当
の
組
織
の
頂
点
に
立
つ
大
権
力
者
の
有
り
よ
う
そ
の
も
の
に
反
撥

を
覚
え
ず
に
は
、
し
か
も
そ
れ
を
弾
劾
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
者
の
苦
衷
が
、
そ
し
て
同
時
に
悲
哀
が
、
こ
こ
に
も
に
じ
み
出
て

い
る
よ
う
に
思
え
る
。

　

確
か
に
、
教
皇
か
ら
の
新
修
道
会
へ
の
帰
属
命
令
に
従
わ
な
か
っ
た
の
は
、
サ
ン
・
マ
ル
コ
の
修
道
士
全
員
の
意
思
に
よ
る
も

の
だ
っ
た
。
こ
れ
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
は
も
う
と
う
に
、
教
皇
は
「
我
々
の
上
司
」
に
値
す
る
者
で
は
な
い
と
思
い
、

か
つ
そ
う
し
た
趣
旨
の
こ
と
を
説
教
で
く
り
返
し
暗
示
し
て
き
た
。
明
言
は
で
き
ず
に
暗
示
し
て
き
た
。

　

こ
の
書
簡
で
は
、
見
た
よ
う
に
不
服
従
に
つ
い
て
の
原
理
論
を
あ
え
て
公
開
し
て
い
る
。
そ
れ
な
の
に
、
結
論
に
な
る
と
原
理

論
か
ら
急
に
そ
れ
、
悪
い
の
は
「
教
皇
に
明
白
な
嘘
」
を
提
供
し
て
き
た
「
我
々
の
敵
」
だ
、
こ
の
敵
が
悪
い
か
ら
こ
の
破
門
勅

書
は
無
効
だ
、
と
言
う
。
教
皇
は
も
う
と
う
に
我
々
の
真
の
上
司
で
は
な
い
か
ら
、
そ
の
教
皇
が
下
し
た
こ
の
破
門
は
無
効
だ
、

と
簡
潔
明
瞭
に
言
い
た
い
の
に
言
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
苦
心
の
文
書
が
市
内
で
広
く
市
民
の
心
を
動
か
す
と
い
う
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ

も
そ
も
ラ
ン
ド
ゥ
ッ
チ
の
よ
う
な
信
奉
者
で
さ
え
、
こ
れ
を
正
統
な
反
駁
書
と
い
う
意
味
合
い
の
言
葉
で
表
現
せ
ず
、「
自
己
防
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六
二

衛
の
書
簡
」
と
書
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
「
何
人
か
の
人
」
が
語
っ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
書
簡
の
五
、
六
日
後
、
二
五
日
、
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
は
教
皇
に
書
簡

）
49
（

を
送
っ
て
い
た
。
破
門
勅
書
の
撤
回
を
直
訴
す
る
決

心
を
し
た
の
か
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
ま
っ
た
く
そ
う
で
は
な
い
。

　

こ
の
書
簡
も
、（
少
し
前
で
見
た
）
五
月
二
〇
日
の
書
簡
同
様
、「
教
皇
聖
下
、
そ
の
御
足
に
口
づ
け
し
た
上
で
」、
と
語
り
か

け
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
後
は
、
長
く
は
な
い
文
書
全
体
で
、
新
・
旧
約
聖
書
の
そ
ち
こ
ち
か
ら
文
章
や
語
句
を
ふ
ん
だ
ん
に
引

き
な
が
ら
「
信
仰
」
の
力
を
語
っ
て
い
る
。　

─　

信
仰
す
る
「
正
し
き
者
」
は
「
ど
ん
な
苦
難
に
も
ね
ば
り
強
く
耐
え
る
ば
か
り

か
、
不
幸
の
中
で
栄
誉
を
得
ま
す
」、「
正
し
き
者
と
は
、
ま
こ
と
に
、
信
仰
に
生
き
る
者
で
す
」。
…
…
加
え
て
強
調
す
る
。　

―

　「
悪
し
き
者
に
は
平
安
は
な
い
」
〔
「
イ
ザ
ヤ
書
」
四
八

－

22
〕
、
神
に
愛
さ
れ
る
正
し
き
者
に
は
「
憂
い
は
す
ぐ
喜
び
に
変
わ
る
」

〔
「
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
」
一
六

－
20
〕
。

　

ま
る
で
聖
書
の
言
葉
の
基
本
を
教
皇
に
説
い
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
お
前
に
は
こ
う
い
う
基
本
か
ら
説
か
ね
ば
な
ら
な
い

の
だ
、
と
内
心
で
思
い
な
が
ら
書
い
て
い
た
の
か
。
あ
る
い
は
、
今
こ
そ
こ
の
人
物
に
基
本
を
説
き
聞
か
せ
、
自
身
の
日
頃
の
有

り
よ
う
を
悔
い
改
め
さ
せ
る
時
だ
と
思
っ
て
い
た
の
か
。

　

と
い
う
の
も
、
こ
の
書
簡
の
日
付
の
一
一
日
前
、
一
四
日
に
教
皇
の
長
男
、
ガ
ン
デ
ィ
ア
公
ジ
ュ
ア
ン
・
ボ
ル
ジ
ア
が
何
者
か

に
よ
っ
て
殺
さ
れ
、
遺
体
が
ロ
ー
マ
の
教
皇
庁
の
近
く
を
流
れ
る
テ
ヴ
ェ
レ
川
に
浮
か
ん
で
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
犯
人

は
弟
で
枢
機
卿
チ
ェ
ー
ザ
レ
・
ボ
ル
ジ
ア
だ
と
い
う
噂
が
ま
た
た
く
間
に
広
が
り
、
確
か
な
こ
と
だ
と
信
じ
ら
れ
た
。
し
か
も
、

教
皇
一
家
、
一
族
に
よ
く
あ
る
権
力
争
い
、
こ
の
場
合
は
兄
弟
間
の
権
力
争
い
の
結
末
だ
と
、
容
易
に
信
じ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

お
そ
ら
く
、
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
は
こ
の
情
報
を
得
て
こ
の
書
簡
を
書
き
、
教
皇
に
送
っ
た
の
だ
ろ
う
。
書
簡
の
結
び
は
、

─
「『
慰
め
に
満
ち
た
る
神
』〔
＝
「
コ
リ
ン
ト
人
へ
の
第
二
の
手
紙
」
一

－

３
〕、『
永
遠
の
契
約
の
血
に
よ
る
羊
の
大
牧
者
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六
三

サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
の
時
代
、
生
涯
、
思
想
（
十
五
）

　

わ
た
し
た
ち
の
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
死
人
の
中
か
ら
引
き
上
げ
ら
れ
た
神
が
』〔
＝
新
約
聖
書
「
ヘ
ブ
ル
人
へ
の
手
紙
」

一
三

－

20
〕、『
あ
ら
ゆ
る
艱
難
の
中
に
あ
る
あ
な
た
を
慰
め
て
』〔
＝
同
「
コ
リ
ン
ト
人
へ
の
第
二
の
手
紙
」
一

－

４
〕
下
さ
い

ま
す
よ
う
に
。
ご
機
嫌
よ
ろ
し
う
」

─
、
で
あ
る
。

　

「
聖
下
の
息
子
に
し
て
僕　

修
道
士
ジ
ロ
ー
ラ
モ
・
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ　

自
筆
に
て
」、
と
の
署
名
が
附
さ
れ
て
い
る
こ
の
書
簡

に
、
教
皇
は
何
を
感
じ
た
の
か
？　

…
…
他
方
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
は
、
教
皇
を
慰
め
、
悔
い
改
め
さ
せ
る
こ
と
だ
け
を
願
っ
て
こ

れ
を
書
い
た
の
か
？　

こ
れ
が
何
ら
か
の
事
を
生
み
出
す
よ
う
、
す
な
わ
ち
、
自
分
が
真
っ
当
な
、
正
統
な
キ
リ
ス
ト
信
徒
で
あ

る
こ
と
を
教
皇
に
感
じ
さ
せ
、
自
分
に
対
す
る
教
皇
の
思
い
を
改
め
さ
せ
る
き
っ
か
け
だ
け
で
も
得
ら
れ
る
よ
う
、
か
す
か
に

で
は
あ
れ
願
っ
て
い
な
か
っ
た
か
？　

こ
う
し
た
願
い
も
、
こ
う
し
た
書
簡
を
こ
の
時
点
で
教
皇
に
送
る
動
因
と
な
っ
て
い
た
の

で
は
？　

と
い
う
疑
問
も
、
そ
う
的
は
ず
れ
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
。

　

書
簡
が
実
際
に
何
か
事
を
生
み
出
し
た
の
か
い
な
か
は
、
不
明
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
何
も
生
み
出
さ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

そ
の
た
め
な
の
か
、
こ
の
書
簡
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
る
著
作
は
、
古
今
を
問
わ
ず
少
な
い
。

　

た
だ
し
、ロ
ー
マ
か
ら
伝
わ
っ
て
く
る
教
皇
一
家
の
こ
の
事
件
の
情
報
を
逐
次
、見
聞
し
て
い
た
だ
ろ
う
年
代
記
作
者
ナ
ル
デ
ィ

が
書
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
教
皇
は
確
か
に
相
当
の
衝
撃
を
受
け
、
憔
悴
、
消
沈
し
、
数
日
は
引
き
こ
も
っ
て
会
う
べ
き
者
た

ち
に
も
会
わ
ず
に
い
た
。
だ
が
急
に
動
き
出
し
た
。
内
心
で
は
か
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
だ
。
周
囲
に
、
自
分
は
こ
れ
ま
で

の
自
分
の
生
き
方
を
変
え
た
と
思
わ
せ
よ
う
、
信
じ
さ
せ
よ
う
、
…
…
他
者
に
は
正
し
い
行
動
を
、
教
皇
庁
と
す
べ
て
の
教
会
に

は
改
革
を
命
ず
る
だ
ろ
う
と
も
思
わ
せ
よ
う
、
信
じ
さ
せ
よ
う
と
も
し
て
い
た
の
だ
。
こ
う
ま
と
も
に
思
っ
た
、
信
じ
た
者
た
ち

が
い
た
。
そ
う
命
じ
ら
れ
た
際
の
そ
の
実
現
方
法
を
考
え
た
者
た
ち
さ
え
い
た
。
し
か
し
そ
う
日
も
経
な
い
う
ち
に
、
教
皇
は
元

の
日
常
に
も
ど
っ
た
。
す
べ
て
が
無
駄
に
な
っ
た

）
50
（

。
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六
四

　

教
皇
は
一
段
と
ひ
ど
く
放
蕩
に
は
ま
り
、
自
分
の
息
子
の
件
に
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
が
厚
か
ま
し
く
も
言
い
お
よ
ん
で
き
た
こ
と

に
腹
を
立
て
さ
え
し
た
と
報
告
し
て
い
る
書
簡
も
あ
る
と
い
う

）
51
（

。

　

サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
は
、
ロ
ー
マ
教
皇
庁
に
い
た
自
分
に
好
意
的
な
者
た
ち
か
ら
、
こ
の
事
件
直
後
の
教
皇
の
素
振
り
な
ど
に
つ

い
て
急
報
を
受
け
、
そ
れ
を
信
じ
た
者
た
ち
同
様
の
無
駄
な
好
意
的
推
測
に
基
づ
い
て
、
慰
め
と
励
ま
し
の
書
簡
を
教
皇
に
送
っ

た
の
か
？　

仮
に
そ
う
だ
と
し
て
も
、
や
は
り
、
な
ぜ
送
っ
た
の
か
と
い
う
す
ぐ
前
の
疑
問
に
も
ど
る
こ
と
に
な
る
。

　

お
そ
ら
く
こ
の
書
簡
を
送
っ
て
す
ぐ
、
六
月
末
、
彼
は
休
む
こ
と
な
く
、
日
付
を
記
さ
な
い
書
簡
、「
最
近
下
さ
れ
た
破
門
宣

告
へ
の
反
論

）
52
（

」
を
公
表
し
た
。
先
の
「
自
己
防
衛
」
に
続
く
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
内
容
は
単
な
る
防
衛
で
は
な
く
な
っ

て
い
る
。
神
学
者
の
見
解
を
引
用
し
な
が
ら
、
か
つ
、
こ
の
世
紀
初
め
の
コ
ン
ス
タ
ン
ツ
公
会
議
（
一
四
一
四
年
）
と
そ
れ
に
次

ぐ
バ
ー
ゼ
ル
の
公
会
議
（
一
四
三
一
年
）
の
決
議
を
巧
み
に
引
照
し
な
が
ら

）
53
（

、
破
門
勅
書
に
反
論
し
て
い
る
。

　

冒
頭
、「
先
日
、
我
々
が
不
当
だ
と
証
明
し
た
よ
う
な
破
門
は
、
少
な
く
と
も
公
的
に
は
遵
守
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
な
の

で
は
な
い
か
、
と
汝
は
私
に
問
う
て
い
る
」、
と
問
題
の
核
心
を
提
起
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
、
彼
が
正
統
と
認
め
る
学
者
や
聖

職
者
の
見
解
を
引
い
て
答
え
て
い
く
。
結
論
は
こ
う
で
あ
る
。

　

聖
職
者
た
ち
の
不
当
な
宣
告
に
従
う
必
要
は
な
い
。
ど
ん
な
宣
告
に
も
服
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
は
「
ロ
バ
の
忍
耐
と
野

ウ
サ
ギ
の
バ
カ
な
小
心
」
と
い
う
も
の
だ
。
…
…
「
ど
ん
な
厳
し
い
非
難
に
も
服
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
信
ず
る
の
は
、
無
知
ゆ
え

な
の
だ
」。
し
か
し
無
知
、
無
思
慮
な
者
が
増
え
て
い
る
。
彼
ら
は
「
我
々
の
修
道
院
〔
＝
サ
ン
・
マ
ル
コ
〕
に
来
る
者
、
我
々

に
話
し
か
け
る
者
は
す
べ
て
破
門
容
疑
者
と
み
な
さ
れ
る
と
断
言
し
て
い
る
」。
…
…
同
じ
く
無
知
、
無
思
慮
か
ら
、「
私
と
話
し

を
交
わ
す
者
や
我
々
の
修
道
院
に
来
る
者
を
避
け
ろ
」
と
説
教
す
る
者
た
ち
が
い
る
。
彼
ら
は
無
知
な
の
だ
。
教
皇
マ
ル
テ
イ
ヌ

（
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六
五

サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
の
時
代
、
生
涯
、
思
想
（
十
五
）

ス
五
世
が
コ
ン
ス
タ
ン
ツ
の
公
会
議
で
、
ま
た
そ
の
後
で
も
、
信
仰
心
の
深
い
者
は
破
門
さ
れ
た
者
を
避
け
る
必
要
は
ほ
と
ん
ど

な
い
と
定
め
、
か
つ
こ
れ
が
バ
ー
ゼ
ル
の
公
会
議
で
再
確
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
彼
ら
は
知
ら
な
い
の
だ
。

　

「
し
か
し
」、
自
分
の
院
の
者
た
ち
は
今
、
こ
う
い
う
「
ま
っ
た
く
愚
か
な
無
思
慮
、
無
知
に
乱
さ
れ
て
い
る
」
た
め
、「
私
は
、

よ
り
重
大
な
事
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
」、
と
こ
の
書
簡
を
結
ん
で
い
る
。

　

こ
れ
と
ほ
ぼ
同
時
に
書
か
れ
た
先
の
教
皇
宛
の
書
簡
と
は
、
あ
ま
り
に
異
な
る
一
般
公
開
書
簡
で
あ
る
。
自
分
へ
の
破
門
は
不

当
だ
、
こ
れ
に
服
す
る
必
要
は
な
い
と
、
学
者
の
見
解
や
公
会
議
の
決
議
を
基
に
し
て
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
強
気
に
断
言
し
て
い

る
。
同
時
に
、
破
門
宣
告
の
影
響
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
情
況
を
、
正
直
に
語
っ
て
も
い
る
。
彼
自
身
に
も
、
修
道
院
に
も
近
づ
く

者
が
少
な
く
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
市
街
で
の
反
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
派
の
言
動
は
日
々
、
激
し
く
な
り
、
サ
ン
・
マ
ル
コ
を
訪

ね
る
の
も
安
全
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

コ
ン
パ
ニ
ャ
ッ
チ
の
よ
う
な
暴
力
的
集
団
で
は
な
く
て
も
、
ア
ッ
ラ
ッ
ビ
ア
ー
テ
ィ
を
は
じ
め
反
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
派
は
、
彼

の
非
難
、
行
動
妨
害
、
彼
自
身
の
排
除
、
等
々
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
、
彼
が
被
破
門
者
で
あ
る
こ
と
を
口
実
に
し
て
で
き
る
よ
う
に

な
っ
て
い
た
。
無
法
者
と
化
し
、
危
険
な
存
在
に
な
っ
て
い
た
。
ま
た
彼
ら
は
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
が
、
彼
の
言
動
を
自
由
に
さ
せ

て
い
る
こ
と
を
理
由
に
破
門
と
ま
で
は
い
か
な
く
て
も
聖
務
禁
止
に
で
も
処
さ
れ
れ
ば
、
都
市
〔
国
家
〕
の
経
済
は
成
り
立
た
な

く
な
る
と
叫
ん
で
も
、
そ
れ
を
否
定
、
排
除
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
な
っ
て
い
た
。
党
派
的
で
は
な
い
多
く
の
者
も
、
同
様
の
不
安

を
覚
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
派
は
変
わ
ら
ず
サ
ン
・
マ
ル
コ
修
道
院
に
通
っ
て
い
た
が
、
そ
こ
で
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
が
、

─
反
対
派

に
言
わ
せ
れ
ば
被
破
門
者
が

─
執
り
行
な
っ
た
祭
礼
は
な
か
っ
た
こ
と
に
し
て
い
た
と
い
う

）
54
（

。

　

彼
が
書
簡
で
、「
ま
っ
た
く
愚
か
な
無
思
慮
、
無
知
に
乱
さ
れ
て
」、
と
書
い
て
い
る
の
は
、
両
派
の
こ
う
し
た
実
態
と
そ
れ
に

（
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六

関
わ
る
配
慮
、
警
戒
に
常
に
追
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
も
含
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
こ
う
し
た
中
で
二
五
日
、
七

－

八
月
の
執
政
委
員
選
出
の
結
果
、「
政
庁
」
を
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
派
が
占
め
た
。
そ
の

下
の
各
行
政
委
員
会
も
同
様
に
な
っ
た
。
反
対
派
が
街
頭
で
も
ど
こ
で
も
目
立
っ
た
動
き
を
続
け
て
い
た
の
に
対
し
、
サ
ヴ
ォ
ナ

ロ
ー
ラ
派
は
目
に
つ
か
な
い
と
こ
ろ
で
着
実
に
活
動
を
続
け
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
新
「
政
庁
」
も
関
係
行
政
委
員
会
も
、
す
ぐ
教

皇
（
庁
）
へ
破
門
撤
回
を
働
き
か
け
始
め
た
。
し
か
し
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
に
は
、
忍
耐
の
中
で
著
述
に
励
む
日
々
が
続
く
。

註（
1
） Pseudo Burlam

acchi, O
p. cit., pp. 118-123; R. Ridolfi, Vita, cit., pp. 224-225. 

（
2
） Pseudo Burlam

acchi, Ibid., pp. 129-131; R. Ridolfi, Ibid., p. 277.

（
3
） 

ボ
ッ
テ
ィ
チ
ェ
ッ
リ
は
、
当
事
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
代
表
的
芸
術
家
で
、
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
に
深
く
影
響
を
受
け
た
文

人
・
芸
術
家
の
代
表
例
と
し
て
よ
く
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
中
で
、
彼
が
自
作
を
み
ず
か
ら
焼
却
し
た
と
い
う
点
は
疑

問
視
さ
れ
て
き
て
い
る
よ
う
だ
。
但
し
、
こ
の
註
（
３
）
で
す
ぐ
示
す
よ
う
な
注
目
す
べ
き
見
解
も
あ
る
。

　
　
　

念
の
た
め
著
名
な
論
評
を
挙
げ
て
お
こ
う
。

─
ル
ネ
サ
ン
ス
・
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
代
表
的
な
美
術
家
・
建
築
家
で

美
術
家
伝
の
作
者
ジ
ォ
ル
ジ
ォ
・
ヴ
ァ
ザ
ー
リ
（1511-74

）
に
よ
る
と
、
彼
は
「
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
の
党
派
に
組
し

て
、
そ
の
た
め
に
し
ま
い
に
は
絵
筆
さ
え
捨
て
た
か
ら
、
生
計
を
た
て
る
手
段
が
な
く
な
り
、
非
常
な
困
難
状
態
に
お
ち

い
っ
た
。
…
…
熱
烈
に
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
の
党
を
支
持
し
、（
当
時
世
間
で
呼
ば
れ
て
い
た
）
ピ
ア
ニ
ョ
ー
ネ
…
…
に
な

り
、
自
分
の
仕
事
は
全
然
顧
み
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
し
ま
い
に
は
年
を
と
っ
て
貧
し
い
境
涯
に
お

ち
い
っ
て
し
ま
っ
た
」。（
『
ル
ネ
サ
ン
ス
画
人
伝
』、
平
川
祐
弘
、
小
谷
年
司
、
田
中
英
道
訳
、
白
水
社
、
一
九
八
二
年
、
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サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
の
時
代
、
生
涯
、
思
想
（
十
五
）

一
二
三
頁
。G

iorgio Vasari, L
e vite dei più eccellenti pittori, scultori, e architetti, a cura di G

. Licia e Carlo L. 

Ragghianti, II, M
ilano, 1973, pp. 436-437. 

訳
文
中
の
カ
ッ
コ
は
こ
こ
に
記
し
た
原
書
に
従
っ
て
引
用
者
が
追
記
。）

　
　
　

な
お
、
こ
の
原
書
の
編
者
は
脚
註
で
、
ボ
ッ
テ
ィ
チ
ェ
ッ
リ
が
「
ピ
ア
ニ
ョ
ー
ネ
だ
っ
た
こ
と
は
歴
史
上
、
確
認
さ
れ

て
い
な
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
訳
書
に
は
こ
う
し
た
註
は
無
い
。
そ
れ
よ
り
も
読
者
が
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
訳
者
代

表
が
長
い
「
あ
と
が
き
」
の
中
で
さ
ら
り
と
書
い
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
「
あ
く
ま
で
『
列
伝
』
の
中
の
も
っ
と
も
興

味
深
い
画
人
を
翻
訳
、
紹
介
す
る
こ
と
に
主
眼
を
お
い
た
」
訳
書
だ
、
つ
ま
り
「
あ
く
ま
で
」
抄
訳
書
だ
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

─
原
著
者
ヴ
ァ
ザ
ー
リ
は
、
視
野
も
「
興
味
」
の
範
囲
も
、
も
っ
と
広
か
っ
た
。
彼
の
名
誉
の
た
め
に
あ
え
て

言
う
な
ら
、
訳
書
の
タ
イ
ト
ル
は
、
正
確
に
、『
ル
ネ
サ
ン
ス
画
人
伝
（
抄
）』
と
で
も
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　

な
お
こ
の
書
の
全
訳
の
試
み
が
よ
う
や
く
始
ま
り
、
全
六
巻
の
う
ち
第
一
、
第
三
、
第
四
の
三
巻
が
刊
行
さ
れ
て
い
る

（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇
一
四
、一
五
、一
六
年
）
が
、
そ
の
中
に
ボ
ッ
テ
ィ
チ
ェ
ッ
リ
は
ま
だ
含
ま
れ
て
い
な
い
。

　
　
　

一
九
世
紀
後
半
の
イ
ギ
リ
ス
の
文
芸
・
美
術
評
論
家
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ペ
イ
タ
ー
（1839-94

）
の
代
表
的
著
書
『
ル
ネ

サ
ン
ス
』
に
よ
れ
ば
、
ボ
ッ
テ
ィ
チ
ェ
ッ
リ
は
「
…
…
晩
年
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
の
影
響
を
受
け
、
一
種
の
宗
教
的
憂
鬱
症

に
陥
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
人
目
を
避
け
て
過
ご
し
た
ら
し
い
…
…
。
こ
れ
は
公
認
さ
れ
た
年
代
に
よ
れ
ば
、
一
五
一
五
年

の
彼
の
死
ま
で
つ
づ
い
た
。
…
…
（
傍
線
は
引
用
者
）」（
富
士
川
義
之
訳
、『
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ペ
イ
タ
ー
全
集
』
１
、
筑

摩
書
房
、
二
〇
〇
五
年
、
四
一
頁
、W

alter Pater, R
enaissance:  studies in art and poetry: the 1893 text, edited, 

w
ith textual explanatory notes, by D

onaldo L. H
ill, London, 1980, p.40.

）

　
　
　

但
し
傍
線
部
分
は
、
正
し
く
は
、
一
五
一
〇
年
で
あ
る
。

─
な
お
こ
の
点
に
つ
い
て
著
者
は
す
ぐ
、「
何
か
文
書
が

世
に
あ
ら
わ
れ
て
、
彼
の
死
ん
だ
日
が
も
っ
と
早
か
っ
た
こ
と
を
確
定
し
、
彼
の
こ
と
を
考
え
る
場
合
に
そ
の
意
気
阻
喪

（
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六
八

し
た
老
年
時
代
を
思
わ
ず
に
よ
い
も
の
を
〔
＝
思
わ
な
く
て
も
よ
く
し
て
く
れ
る
よ
う
に
（
引
用
者
補
記
）〕
と
希
う
ば

か
り
で
あ
る
」、
と
附
記
し
て
い
る
。
現
在
、
歿
年
は
一
五
一
〇
年
と
「
確
定
し
」
て
い
る
よ
う
な
の
で
、
著
者
の
好
意

的
希
望
は
か
な
え
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　

二
〇
世
紀
の
ボ
ッ
テ
ィ
チ
ェ
ッ
リ
研
究
で
、（
そ
の
素
人
で
は
あ
る
が
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
に
関
心
の
あ
る
者
に
は
）
代

表
作
の
一
つ
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
の
は
、
日
本
人
に
よ
る
大
著
、
矢
代
幸
雄
『
サ
ン
ド
ロ
・
ボ
ッ
テ
ィ
チ
ェ

ル

リ
』（
吉
川
・
摩
寿
意
監
修
、
高
階
・
佐
々
木
・
池
上
・
生
田
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
七
年
。　

─　

訳
者
に
よ
る
と

　
　

原
著
は
、Sandro B

otticelli, London, 1
9
2
9, 

で
あ
る
。
こ
れ
は
全
体
を
通
じ
て
終
始
、
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
に
関
わ
る

　
　

問
題
を
考
察
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
ヴ
ァ
ザ
ー
リ
の
見
解
に
つ
い
て
、「
メ
デ
ィ
チ
家
の
取
り
巻
き
の
一
人
と
し
て
ヴ
ァ

ザ
ー
リ
に
先
入
主
が
あ
り
、
こ
れ
が
彼
を
し
て
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
の
事
件
に
対
し
て
対
立
的
姿
勢
を
と
ら
せ
た
ら
し
い

0

0

0

…
…
」
と
述
べ
（
七
五
頁
）、
自
作
焼
却
の
件
に
つ
い
て
は
、「
私
は
ボ
ッ
テ
ィ
チ
ェ
ル
リ
の
古
典
的
主
題
の
素
描
が
き
わ

め
て
か
ぎ
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
、
裸
体
素
描
が
現
存
し
な
い
こ
と
は
、
そ
れ
ら
が
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
の
影
響
で
焼
却
さ
れ

た
か
ら
だ
と
考
え
た
い

0

0

0

0

の
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
（
三
一
三
頁
）。
自
作
焼
却
に
関
し
て
こ
の
よ
う
に
推
論
の
根
拠
を
具

体
的
に
あ
げ
て
語
っ
て
い
る
の
は
、
管
見
の
限
り
で
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
研
究
に
は
無
い
よ
う
に
思

え
る
。（
傍
点
は
引
用
者
）

　
　
　

さ
ら
に
、「
第
四
部　

神
秘
的
ボ
ッ
テ
ィ
チ
ェ
ル
リ
」、す
な
わ
ち
全
体
の
第
十
二
章
（
三
〇
五

－

三
四
六
頁
）
は
、サ
ヴ
ォ

ナ
ロ
ー
ラ
の
影
響
を
主
題
と
し
て
論
じ
て
い
る
。
こ
の
内
容
は
、
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
研
究
自
体
に
も
欠
か
せ
な
い
も
の
だ

と
思
え
る
。

　
　
　

現
在
の
美
術
史
家
た
ち
も
、
内
容
の
レ
ヴ
ェ
ル
や
分
量
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
多
少
と
も
こ
の
件
に
ふ
れ
て
い
る
。

（
693
）

－189－



六
九

サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
の
時
代
、
生
涯
、
思
想
（
十
五
）

一
般
的
な
作
品
紹
介
書
で
比
較
的
真
っ
当
に
考
察
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
も
の
と
し
て
、バ
ル
バ
ラ
・
ダ
イ
ム
リ
ン
グ
『
サ

ン
ド
ロ
・
ボ
ッ
テ
ィ
チ
ェ
ッ
リ
』、M

ariko N
akano

訳
、
タ
ッ
シ
ェ
ン
・
ジ
ャ
パ
ン
（
株
）、
二
〇
〇
一
年
、
六
六

－

八
九
頁
、Barbara D

eim
ling, SA

N
D

R
O

 B
O

T
T

IC
E

L
L

I 1445

－1510, 1994, pp. 67-74, 

が
あ
る
。

（
4
） P. Villari, O

p. cit., seconda ediz., vol. I, cit., pp. 514, 517-519.

（
5
） E.N

.- P
rediche sopra E

sechiele, vol. I, cit., pp. 129-139.

（
6
） 

こ
の
経
緯
を
簡
略
に
解
い
て
い
る
も
の
と
し
て
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
ミ
ュ
ッ
セ
『
旧
約
聖
書
も
の
が
た
り
』、
船
本
弘
毅
監
修
、

創
元
社
、
一
九
九
七
年
、
一
七
四

－
一
八
三
頁
、
が
あ
る
。

（
7
） 

木
田
献
一
監
修
、『
新
共
同
訳　

旧
約
聖
書
略
解
』、
前
掲
、
六
六
四
頁
。

（
8
） E.N

.- P
rediche sopra E

sechiele, vol. I, cit., pp. 183-193.

な
お
本
稿
で
底
本
と
し
て
い
る
こ
の
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
全

集
（E.N

.

）
で
は
、
こ
の
タ
イ
ト
ル
の
一
文
は
な
ぜ
か
「
エ
ゼ
キ
エ
ー
レ
書
」
第
二
章
と
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
参

照
し
て
い
る
イ
タ
リ
ア
お
よ
び
日
本
の
聖
書
で
は
、
こ
れ
は
第
一
章
の
末
尾
に
出
て
い
る
。
但
し
こ
の
説
教
の
本
文
は
、

す
べ
て
第
二
章
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
9
） R. Ridolfi, Vita, cit., p. 279. 

（
10
） Cfr. P. Parenti, O

p. cit., vol.II, pp. 78-79.

（
11
） R. Ridolfi, Vita, cit., p. 281.

（
12
） P. Parenti, O

p., cit., vol. II, p. 79.

（
13
） 

二
月
の
三
回
の
説
教
は
、E.N

.- P
rediche sopra E

sechiele, vol. I, cit., pp. 337-386,

に
、
三
月
中
お
よ
び
五
月
四

日
の
説
教
は
、E.N

.- P
rediche sopra E

sechiele, vol. II, a cura di R
. Ridolfi, Rom

a, 1955, pp. 1-371, 

に
、
そ
れ

（
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七
〇

ぞ
れ
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
14
） E.N

.- L
ettere e Scritti A

pologetici, cit., p. 144.
（
15
） Cfr. R. Ridolfi, Vita, cit., p. 282. 

但
し
Ⅸ
章
で
は
こ
の
人
物
の
氏
名
を
記
さ
な
か
っ
た
。

（
16
） Cfr. Ibid., p. 290.

（
17
） Cfr. J. Schnitzer, O

p. cit., S. 412: N
uova ediz. cit., p. 465. 

（
18
） R. Ridolfi, Vita, cit., p. 283.

（
19
） E.N

.- P
rediche sopra E

sechiele, vol.II, cit., pp. 179-196.

（
20
）  A. G

herardi, O
p. cit., pp. 153-154.

（
21
） Ibid., pp. 154-156.

（
22
） P. Parenti, O

p. cit., vol. II, pp. 80, 93; R. Ridolfi, Vita., cit., pp. 287-288.

（
23
） I. N

ardi, O
p. cit., pp. 95-97; R. Ridolfi, Ibid., p. 288-290.

（
24
） P. Parenti, O

p. cit., vol. II, p. 100; R. Ridolfi, Ibid., p. 290.

（
25
） 

布
告
は
、P. Villari, O

p. cit., vol. II, pp. xxxv- xxxvj. 

こ
れ
に
つ
い
て
の
コ
メ
ン
ト
は
、Ibid., p. 18; R

. Ridolfi, 

Ibid., p. 290.

（
26
） R. Ridolfi, Ibid.

（
27
） P. Villari, O

p. cit., seconda ediz., vol. II, p. 19; R. Ridolfi, Ibid., p. 291. 

（
28
） P. Villari, Ibid., p. 18; R. Ridolfi, Ibid., pp. 290-291.

（
29
） 

布
告
原
文
は
、P. Villari, Ibid., p. xxxvij.

こ
れ
に
つ
い
て
の
コ
メ
ン
ト
は
、Ibid., p. 18; R. R

idolfi, Ibid., p. 
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七
一

サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
の
時
代
、
生
涯
、
思
想
（
十
五
）

291.

（
30
） P. Villari, Ibid., pp. 18-19.

（
31
） E.N

.- P
rediche sopra E

sechiele, vol. II, cit., pp. 351-367.
（
32
） Pseudo Burlam

acchi, O
p. cit., pp. 106-109; P. Parenti, O

p. cit., vol. II, pp. 100-103; I. N
ardi, O

p. cit., 

pp. 99-100; L. Landucci, O
p. cit., pp. 147-148. 

（
前
掲
日
本
語
訳
、
一
五
九

－

一
六
〇
頁
）; P. Villari, O

p. cit., 

seconda ediz., vol. II, pp. 2
1-2

3; J. Schnitzer, O
p. cit., S. 4

0
9-4

1
0: N

uova ediz., cit., pp. 4
5
7-4

5
8; R

. 

Ridolfi, Vita, cit., pp. 292-293.

（
33
） R. Ridolfi, Ibid., pp. 293-294.

（
34
） E.N

.- L
ettere e Scritti A

pologetici, cit., pp. 256-264; Selected W
ritings of G

irolam
o Savonarola, cit., pp. 290-

294.

（
35
） L. Landucci, O
p. cit., p. 149. 
（
前
掲
日
本
語
訳
、
一
六
〇
頁
）。

（
36
） P. Parenti, O

p. cit., vol. II, p. 113. 

（
37
） L. Landucci, O

p. cit., p. 150-155. 
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