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次

Ⅰ　

ル
ネ
サ
ン
ス
・
フ
ェ
ッ
ラ
ー
ラ
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
、
そ
し
て
イ
タ
リ
ア
（
１
）

　

ⅰ　

ニ
ッ
コ
ロ
三
世
の
統
治
期
（1402 ‒41

）

　

ⅱ　

レ
オ
ネ
ッ
ロ
の
統
治
期
（1441 ‒50

）

　

ⅲ　

ボ
ル
ソ
の
統
治
期
（1450 ‒71

）

　

ⅳ　

エ
ル
コ
レ
一
世
の
統
治
期
（1471 ‒1505

） 

一
四
五
号

Ⅱ　

サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
本
家
、
分
家
と
分
家
家
長
・
祖
父
ミ
ケ
ー
レ 

一
四
九
号

Ⅲ　

誕
生
、
そ
し
て
旅
立
ち 

一
七
三
号

Ⅳ　
〈
出
家
〉
│
「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
騎
士
」「
戦
う
騎
士
」
へ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
肉
体
の
医
師
」
か
ら
「
魂
の
医
師
」
へ 

一
八
二
号

Ⅴ　
〈
天
啓
〉、
そ
し
て
〈
政
治
的
〉
修
道
士
の
胎
動 

一
八
三
号

Ⅵ　

強
ま
る
〈
政
治
的
〉
修
道
士
の
胎
動 

一
八
八
号

Ⅶ　

志
│
原
初
の
教
会
の
再ル
ネ
サ
ン
ス生
│
、
忍
び
入
る
政
治
の
〈
魔
性
〉 

一
八
九
号

Ⅷ　
「
運
命
の
一
四
九
四
年
」（
１
）
│
メ
デ
ィ
チ
体
制
の
崩
壊
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
外
交
の
前
面
へ 

一
九
一
号
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Ⅸ　
「
運
命
の
一
四
九
四
年
」（
２
）
│
〈
政
治
的
〉
修
道
士
の
誕
生
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
政
治
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
心
へ
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
を
「
神
の
都
」
に 

一
九
二
号

Ⅹ　
「
大
評
議
会
」、〈
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
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 

一
九
五
号

Ⅺ　

強
ま
る
内
外
の
敵
の
攻
勢
（
１
）
│
「
信テ

ィ

エ

ピ

デ

ィ

仰
心
無
き
者
た
ち
」
非
難
、
最
高
指
導
者
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
揚
、
動
揺
、
不
安 

一
九
八
号

Ⅻ　

強
ま
る
内
外
の
敵
の
攻
勢
（
２
）
│
教
皇
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル
六
世
前
面
へ
、
せ
ま
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
大
き
な
危
機
」 

二
〇
一
号

XIII　

激
震
の
前
兆
（
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 

二
一
〇
号

ⅩⅥⅩⅥ　

忍
耐
と
い
う
牢
の
中
で
の
自
己
表
出
、
せ
ま
る
そ
の
限
界 

本
号

　
　
　
　

│
│
◇
│
│
◇
│
│

ⅩⅥ　

忍
耐
と
い
う
牢
の
中
で
の
自
己
表
出
、
せ
ま
る
そ
の
限
界

　

サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
派
が
占
め
た
九
七
年
七
、
八
月
の
「
政
庁
」
は
、
発
足
し
て
す
ぐ
の
七
月
八
日
、
彼
の
破
門
撤
回
を
教
皇
に

働
き
か
け
始
め
た
。
こ
れ
ま
で
の
反
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
派
「
政
庁
」
の
下
で
は
、
前
章
で
ふ
れ
た
よ
う
に
「（
全
権
）
十
人
委
員

会
」
だ
け
が
そ
う
し
た
働
き
か
け
を
行
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
教
皇
に
直
接
、
働
き
か
け
る
権
限
の
な
い
「
委
員
会
」
は
、
自
分

た
ち
が
派
遣
し
た
大
使
パ
ン
ド
ル
フ
ィ
ー
ニ
や
教
皇
庁
で
教
皇
周
辺
に
い
た
ベ
ッ
キ
を
介
し
て
間
接
的
に
働
き
か
け
る
他
な
か
っ

―　 　―
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た
。
そ
れ
に
対
し
、「
政
庁
」
は
直
接
、
教
皇
に
働
き
か
け
る
こ
と
、
た
と
え
ば
書
簡
を
送
る
こ
と
な
ど
が
で
き
た
。

　

で
き
た
け
れ
ど
も
、
事
態
は
動
か
な
か
っ
た
。
教
皇
は
、
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
の
ロ
ー
マ
（
教
皇
庁
）
へ
の
出
頭
か
サ
ン
・
マ
ル

コ
修
道
院
の
ト
ス
コ
・
ロ
マ
ー
ナ
管
区
へ
の
統
合
と
い
う
、
こ
れ
ま
で
出
し
て
き
た
条
件
を
ゆ
る
め
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
と

に
か
く
彼
を
黙
ら
せ
る
と
い
う
密
か
な
狙
い
を
固
く
抱
き
続
け
て
い
た
か
ら
だ
。（
参
照
、
↓
XIV
章
）

　

こ
の
間
に
も
、
市
内
の
情
況
は
混
迷
を
深
め
て
い
た
。
ペ
ス
ト
の
勢
い
は
い
さ
さ
か
鎮
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
も
の
の
な
お
止
ま
ら

ず
、
死
者
が
増
え
る
ば
か
り
の
上
、
食
料
不
足
が
さ
ら
に
深
刻
に
な
り
、
と
り
わ
け
貧
者
の
間
に
餓
死
者
が
増
え
る
な
ど
、
険
悪

な
空
気
が
広
ま
っ
て
い
た
。

　

ペ
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
前
章
で
ラ
ン
ド
ゥ
ッ
チ
の
記
述
を
と
お
し
て
見
た
の
で
、
こ
こ
で
は
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
の
身
辺
の
情
況

に
焦
点
を
し
ぼ
っ
て
見
て
み
よ
う
。

　

七
月
九
日
、
サ
ン
・
マ
ル
コ
修
道
院
で
初
め
て
死
者
が
出
た
。
ト
ン
マ
ー
ゾ
・
ブ
ズ
ィ
ー
ニ
と
い
う
、
院
内
の
中
心
的
な
修
道

士
で
、
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
と
非
常
に
親
し
い
者
だ
っ
た
と
い
う
。

　

こ
の
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
彼
は
若
く
か
つ
有
能
で
彼
自
身
の
力
に
も
な
る
多
数
の
修
道
士
た
ち
を
、
幾
人
か
の
市
民
か
ら
提
供

さ
れ
た
郊
外
に
あ
る
彼
ら
の
別
荘
に
避
難
さ
せ
た
。
し
か
し
自
身
は
少
数
の
者
と
院
内
に
留
ま
り
、
論
文
の
執
筆
、
集
成
と
多
く

の
手
紙
に
よ
る
自
分
の
心
情
、
思
考
の
発
信
を
続
け
た
。

　

一
五
日
、
キ
リ
ス
ト
を
信
じ
て
い
る
「
愛
す
る
兄
弟
た
ち
へ
」
宛
て
た
書
簡
形
式
の
説
諭
文
を
書
き
、
間
も
な
く
印
刷
し
流
布

さ
せ
た
。
│
│
こ
れ
は
四
〇
年
た
ら
ず
あ
と
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
「
魂
の
ペ
ス
ト
治
療
論
」
と
い
う
題
名
を
附
さ
れ
、
印
刷
、
刊

行
さ
れ
た
と
い（
１
）う。

　

誰
が
こ
う
し
た
題
名
を
附
し
た
の
か
な
ど
具
体
的
な
こ
と
は
何
も
明
ら
か
で
な
い
け
れ
ど
も
、
文
章
を
一
読
す
る
と
、
見
事

―　 　―
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と
い
え
ば
見
事
な
題
名
だ
と
思
わ
せ
ら
れ
る
。
初
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
、
ペ
ス
ト
に
つ
い
て
の
、
あ
る
い
は
ペ
ス
ト
に
対
す
る

「
魂
」〔
＝spirito

＝
心
、
気
持
〕
の
在
り
方
、
持
ち
方
が
、
彼
の
言
葉
で
言
う
な
ら
「
魂
の
治
療
法
」
が
七
項
目
に
分
け
て
説

か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
冒
頭
、
次
の
よ
う
な
一
般
論
が
前
書
き
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。　

　
　
　

ペ
ス
ト
や
肉
体
の
他
の
病
気
に
対
す
る
肉
体
の
治
療
を
軽
視
し
て
は
な
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
し
か
し
魂
の
治
療
を
欠
い
て

い
れ
ば
結
局
す
べ
て
が
無
に
帰
す
る
。
命
を
長
引
か
せ
る
こ
と
は
で
き
て
も
死
に
抗
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
だ
。
そ
れ

ゆ
え
一
層
、
熱
心
に
魂
の
治
療
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
魂
の
治
療
に
よ
っ
て
我
々
は
永
遠
の
生
命
を
得
、
か
つ
し
ば

し
ば
肉
体
の
健
康
を
、
肉
体
の
治
療
が
こ
の
世
の
人
間
に
作
り
出
し
て
く
れ
な
い
肉
体
の
健
康
を
得
る
か
ら
だ
。
そ
れ
ゆ
え

私
は
魂
の
医
師

0

0

0

0

と
し
て
、
あ
な
た
た
ち
に
悪
疫
の
良
き
治
療
法
を
与
え
よ
う
と
思
っ
た
の
だ
。
こ
れ
は
、
ペ
ス
ト
も
他
の
病

0

0

0

0

0

0

0

気
も
あ
な
た
た
ち
を
損
な
う
こ
と
が
な
く
な
る
よ
う
な
最
良
の
治
療
法

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

な
の
だ
。 

（
傍
点
は
引
用
者
、
こ
の
章
以
下
同
）　

　

く
り
返
し
猖
獗
を
き
わ
め
て
人
間
を
、
人
間
の
世
を
混
乱
さ
せ
て
い
る
ペ
ス
ト
の
「
最
良
の
治
療
法
」
で
あ
り
、
肉
体
の
他
の

病
気
の
「
最
良
の
治
療
法
」
で
も
あ
る
「
魂
の
治
療
」
を
、「
魂
の
医
師
と
し
て
」
教
え
て
や
る
と
い
う
。
し
か
も
こ
の
「
魂
の

治
療
」
は
人
間
に
「
永
遠
の
生
命
を
得
」
さ
せ
て
く
れ
る
、「
肉
体
の
治
療
」
は
「
死
に
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
の
に
「
魂

の
治
療
」
は
死
を
超
え
た
「
永
遠
の
生
命
を
得
」
さ
せ
て
く
れ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
│
│
ぺ
ス
ト
と
い
う
現
実
の
病
気
の
治

療
が
、「
永
遠
の
生
命
を
得
る
」
と
い
う
信
仰
の
次
元
の
「
治
療
」
に
、
い
や
そ
の
「
治
療
」
の
成
果
に
直
結
し
て
い
る
。
い
や

す
り
替
わ
っ
て
い
る
。
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
の
思
考
の
特
色
が
、
こ
れ
ま
で
の
説
教
の
い
ず
れ
に
も
劣
ら
ず
表
わ
れ
て
い
る
。
現
実

へ
の
具
体
的
対
処
は
す
り
落
ち
て
い
る
。
考
察
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
。

―　 　―
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こ
の
一
般
論
の
あ
と
、
七
つ
の
項
目
を
あ
げ
る
。
そ
の
最
後
、
七
番
目
の
、「
肉
体
の
治
療
を
軽
蔑
し
て
は
な
ら
な
い
」
で

は
、「
医
師
か
ら
与
え
ら
れ
た
肉
体
の
治
療
法
を
軽
蔑
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
述
べ
た
上
で
、「
医
療
の
技
術
は
人
間
の
肉
体
の

快
調
、
健
康
の
た
め
に
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
か
ら
だ
」
と
説
い
て
い
る
。
彼
に
と
っ
て
、
す
べ
て
の
淵
源
は
変
わ
ら
ず
神
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、「
肉
体
の
治
療
法
」
が
「
魂
」
の
治
療
法
に
終
始
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
実
際
、
こ
こ
で
彼
が
展
開
し
て

い
る
説
の
基
本
は
、
こ
れ
ま
で
説
き
続
け
て
き
た
「
正
し
く
生
き
る
こ
と
」、
す
な
わ
ち
神
の
意
志
、
神
の
法
に
則
し
て
生
き
る

こ
と
、
で
あ
る
。
た
と
え
ば
最
初
の
項
目
で
は
言
う
。
│
「
諸
々
の
罪
を
真
に
悔
悛
し
、
告
解
し
、
償
っ
て
自
分
の
悪
し
き
気

質
を
清
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。

　

し
か
し
目
立
つ
の
は
、「
正
し
く
生
き
」
て
も
防
げ
な
い
、
治
癒
も
で
き
な
い
ペ
ス
ト
へ
の
敗
北
感
な
い
し
諦
念
を
基
本
と
し

て
い
る
（
よ
う
な
）
項
目
で
あ
る
。
│
「
臆
病
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
勇
気
を
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
々
は
一
度
は
死

な
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
」（
三
番
目
）。「
こ
の
悪
疫
に
抗
す
る
に
は
し
ば
し
ば
神
の
助
け
が
不
可
欠

で
あ
り
、
人
間
の
も
ろ
さ
と
必
要
の
範
囲
で
で
き
る
限
り
祈
り
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
四
番
目
）。

　

だ
が
続
く
項
目
は
、
ペ
ス
ト
に
関
わ
る
こ
れ
ま
で
の
説
教
で
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
に
な
る
。「
隣
人
に
、
特
に
ペ
ス
ト
に

か
か
っ
た
隣
人
に
慈
悲
深
く
せ
よ
」（
五
番
目
）、「
魂
」
を
「
快
活
に
せ
よ
」（
六
番
目
）
な
ど
、
特
に
信
仰
に
関
わ
る
わ
け
で
は

な
い
日
常
の
生
活
に
即
し
た
、
そ
し
て
誰
の
心
に
も
入
る
説
諭
で
あ
る
。
逆
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
で
な
く
て

も
心
や
さ
し
い
俗
人
の
誰
の
心
か
ら
も
、
口
か
ら
も
出
る
言
葉
で
あ
る
。
こ
れ
が
彼
の
書
簡
で
記
述
さ
れ
た
も
の
だ
と
考
え
て
読

み
な
お
す
と
、
祈
っ
て
も
ど
う
に
も
な
ら
な
い
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
が
ゆ
え
の<

優
し
さ>

か
ら
生
じ
た
言
葉
の
よ
う
に
思
わ

れ
て
く
る
。

―　 　―
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二
年
前
、
九
五
年
に
彼
は
、
神
が
こ
の
イ
タ
リ
ア
の
、
こ
と
に
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
大
き
な
罪
を
「
罰
す
る
た
め
に
送
っ
た
火
」、

す
な
わ
ち
「
戦
争
、
飢
餓
、
ペ
ス
ト
」
の
な
か
で
も
最
も
恐
ろ
し
く
危
険
な
の
が
ペ
ス
ト
だ
、
ペ
ス
ト
に
備
え
よ
、「
と
に
か
く

ペ
ス
ト
は
襲
来
す
る
か
ら
だ
」
と
叫
び
続
け
て
い
た
。（
参
照
、
↓
XIII
章
）
し
か
し
ど
う
備
え
る
か
は
語
ら
な
か
っ
た
。
現
実
へ

の
対
策
は
、
や
は
り
彼
の
考
察
に
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
間
に
も
、
ペ
ス
ト
は
ま
す
ま
す
力
を
増
し
て
は
び
こ
り
続
け
て
い
た
。

　

こ
の
恐
ろ
し
く
も
危
険
な
神
罰
へ
の
対
処
を
説
く
、
い
や
説
こ
う
と
す
る
文
章
が
、「
魂
の
ペ
ス
ト
」
の
「
治
療
論
」
と
な
る

の
は
当
然
と
い
え
ば
当
然
か
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
神
罰
は
悪
し
き
生
き
方
、
す
な
わ
ち
神
の
意
志
、
神
の
法
に
反
す

る
生
き
方
か
ら
生
ず
る
罪
に
対
す
る
神
の
裁
き
の
表
わ
れ
で
あ
る
以
上
、
そ
の
罰
の
最
も
恐
ろ
し
い
も
の
で
あ
る
「
肉
体
の
ペ

ス
ト
」
は
、
す
で
に
ペ
ス
ト
の
罰
を
受
け
て
人
間
を
悪
し
き
生
き
方
へ
導
い
て
い
る
「
魂
」
か
ら
発
し
て
い
る
と
さ
れ
、
こ
の

「
魂
」
の
治
療
が
最
重
要
視
さ
れ
最
優
先
さ
れ
る
の
は
当
然
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
「
魂
」
を
、
悪
し
き
生
き
方
か
ら
正
し
い
生

き
方
へ
導
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
今
や
、「
正
し
く
生
き
る
こ
と
」
が
何
の
対
処
法
に
も
な
ら
な
い
現
実
が
、
い
や
お
う
な
く
彼
の
目
に
入
り
続
け
て
い

る
。
こ
の
現
実
と
日
々
、
相
対
し
て
い
る
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
の
内
心
か
ら
生
じ
て
い
る
思
考
の
混
迷
を
、
こ
の
短
い
「
魂
の
治
療

法
」
は
如
実
に
語
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
最
良
の
治
療
法
」
だ
と
な
お
豪
語
し
な
が
ら
語
ろ
う
と
す
る
文
章
で
彼
は
、
そ
の

根
拠
と
し
て
、
す
ぐ
前
で
見
た
よ
う
に
、
こ
の
「
魂
の
治
療
」
は
人
間
に
「
永
遠
の
生
命
を
得
」
さ
せ
て
く
れ
る
、「
肉
体
の
治

療
」
は
「
死
に
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
の
に
こ
の
治
療
は
死
を
超
え
た
「
永
遠
の
生
命
を
得
」
さ
せ
て
く
れ
る
、
と
言
う
他

な
か
っ
た
の
だ
。
現
実
へ
の
対
処
法
を
語
れ
な
い
が
ゆ
え
に
、
一
挙
に
、「
永
遠
の
生
命
を
得
」
る
と
い
う
信
仰
の
次
元
の
結
論

へ
と
跳
躍
す
る
他
な
か
っ
た
の
だ
。
有
り
て
い
に
言
う
な
ら
、
逃
避
す
る
他
な
か
っ
た
の
だ
。

―　 　―
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治
療
法
は
別
と
し
て
、
こ
の
よ
う
に
自
分
を
追
い
つ
め
て
い
た
ペ
ス
ト
猖
獗
の
情
況
そ
の
も
の
を
、
彼
は
ど
う
見
、
ど
う
語
っ

て
い
た
の
か
。

　

書
簡
公
表
の
九
日
後
、
二
四
日
、
自
分
の
兄
ア
ル
ベ
ル
ト
へ
の
手（
２
）紙で

述
べ
て
い
る
。
│
ぺ
ス
ト
は
、
こ
こ
で
は
ま
だ
非
常

に
恐
ろ
し
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
そ
う
な
ろ
う
と
し
て
い
る
。
神
が
助
け
て
下
さ
ら
な
け
れ
す
ぐ
そ
う
な
る
。〔
今
は
〕
本

物
の
ペ
ス
ト
よ
り
ペ
ス
ト
の
よ
う
な
熱
病
で
多
く
の
者
が
死
ん
で
い
る
。
日
に
六
〇
人
、
七
〇
人
死
ん
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
百

人
だ
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
本
当
か
ど
う
か
私
に
は
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
こ
の
状
態
は
止
ま
ら
な
い
。
我
々
の
所
で
は
神
の
恵

み
に
よ
り
無
事
で
い
る
。
九
〇
名
以
上
の
修
道
士
を
〔
市
〕
外
に
送
り
出
し
た
け
れ
ど
も
、
私
は
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
を
離
れ
ず
に
い

る
。
私
は
恐
れ
て
い
な
い
か
ら
だ
。
神
の
恵
み
が
我
々
に
あ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。
苦
し
ん
で
い
る
者
た
ち
を
慰
め
る
た
め
に

私
は
こ
こ
に
留
ま
っ
た
の
だ
。
│
│
大
筋
で
は
、
前
章
で
見
た
ラ
ン
ド
ゥ
ッ
チ
の
記
述
と
同
様
の
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。

　

翌
八
月
、
一
四
日
、
彼
は
ま
た
兄
ア
ル
ベ
ル
ト
に
、
今
度
は
院
内
の
様
子
を
知
ら
せ
る
手
紙
を
送
っ
て
い
る
。

　
　
　

仲
間
は
皆
、
陽
気
で
お
り
、
神
に
身
を
捧
げ
る
日
々
を
過
ご
し
て
い
ま
す
。
自
分
が
大
切
な
修
道
士
た
ち
、
特
に
若
い
者

た
ち
を
〔
市
外
に
〕
送
り
出
し
た
と
い
う
の
は
事
実
で
す
。
こ
ち
ら
〔
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
〕
の
市
民
た
ち
は
と
て
も
慈
悲
深

く
、〔
市
外
に
あ
る
〕
自
分
た
ち
の
館
を
提
供
し
、〔
生
活
に
〕
必
要
な
費
用
も
提
供
し
て
く
れ
た
か
ら
で
す
。
…
…
院
内
に

は
ま
だ
四
〇
人
あ
ま
り
が
残
っ
て
い
ま
す
が
、
必
要
な
費
用
は
皆
、
市
民
が
提
供
し
て
く
れ
て
い
て
、
何
の
不
自
由
も
あ
り

ま
せ
ん
。
自
分
た
ち
は
院
外
に
出
な
く
て
も
市
民
が
み
な
送
っ
て
、
あ
る
い
は
持
っ
て
き
て
く
れ
て
い
ま
す
。
も
し
ロ
ー
マ

〔
教
皇
〕
が
私
に
敵
対
し
て
い
る
な
ら
、
そ
れ
は
私
に
で
は
な
く
神
に
敵
対
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
、
神
と
戦
っ
て
い
る

―　 　―
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と
い
う
こ
と
だ
と
分
か
っ
て
下
さ
い
。
誰
が
神
に
さ
か
ら
っ
て
な
お
平
穏
を
得
る
で
し
ょ
う
か
？　

神
が
勝
利
す
る
こ
と
を

疑
わ
な
い
で
下
さ
い
。
私
が
こ
こ
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
、
ペ
ス
ト
の
た
だ
中
に
い
る
こ
と
を
恐
れ
な
い
で
下
さ
い
。
主
〔
な
る

神
〕
が
私
を
助
け
て
下
さ
る
か
ら
で
す
。
私
は
苦
し
ん
で
い
る
者
た
ち
を
、
修
道
士
で
あ
れ
世
人
で
あ
れ
慰
め
る
た
め
に
こ

こ
に
い
る
の
で
す
。
修
道
士
た
ち
か
ら
も
市
民
か
ら
も
こ
こ
を
離
れ
る
よ
う
懇
願
さ
れ
、
安
全
な
場
所
を
数
多
く
提
供
さ
れ

ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
も
私
は
神
の
子
羊
〔
＝
信
徒
〕
た
ち
を
捨
て
た
く
な
か
っ
た
の
で
す
。
信
仰
す
る
者
の
心
の
喜

び
は
、
生
き
る
に
つ
け
死
ぬ
に
つ
け
信
じ
が
た
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
て
下
さ（

３
）い。

　

こ
れ
に
よ
る
と
院
内
に
は
、
ラ
ン
ド
ゥ
ッ
チ
が
言
っ
て
い
た
「
何
人
か
の
修
道
士
」（
参
照
、
↓
前
章
）
よ
り
も
か
な
り
多
く

の
修
道
士
が
残
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
数
字
は
本
当
か
？　

実
際
よ
り
か
な
り
多
く
書
か
れ
て
い
る
の
で
は
？　

と
も
思
わ
せ
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
こ
の
手
紙
は
、
兄
ア
ル
ベ
ル
ト
を
安
心
さ
せ
よ
う
と
す
る
配
慮
か
ら
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に

思
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、「
自
分
が
大
切
な
修
道
士
た
ち
、
特
に
若
い
者
た
ち
を
〔
市
外
に
〕
送
り
出
し
た
と
い
う
の
は
事
実
で
す
」、
と

い
う
一
文
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
兄
か
ら
、
他
の
仲
間
を
市
外
に
避
難
さ
せ
た
と
い
う
で
は
な
い
か
、
自
分
だ
け
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に

残
っ
て
い
て
大
丈
夫
な
の
か
、
と
自
分
を
案
じ
て
く
れ
る
手
紙
を
受
け
取
っ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ

る
。
ま
た
、「
も
し
ロ
ー
マ
〔
教
皇
〕
が
私
に
敵
対
し
て
い
る
な
ら
」
と
い
う
一
文
も
、
教
皇
が
敵
対
し
て
き
て
い
る
と
言
わ
れ

て
い
る
が
大
丈
夫
な
の
か
、
と
問
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

　

も
し
そ
う
だ
と
す
る
と
、
一
方
で
は
情
況
が
実
際
以
上
に
肯
定
的
に
述
べ
ら
れ
る
と
と
も
に
、
他
方
で
は
、
ペ
ス
ト
の
勢
い
と

ロ
ー
マ
教
皇
か
ら
の
攻
撃
の
勢
い
の
増
大
に
よ
る
情
況
の
深
刻
化
へ
の
、
信
仰
に
よ
る
対
応
の
た
し
か
さ
が
、
普
段
以
上
に
強
調

―　 　―
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さ
れ
て
い
る
の
も
納
得
で
き
る
。
信
仰
の
力
の
強
調
は
彼
に
は
め
ず
ら
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
と
は
い
え
、
こ
こ
で
は
、
他
で
も

な
い
教
皇
が
自
分
に
向
け
て
き
た
敵
対
行
為
を
、
神
へ
の
「
敵
対
」、「
神
へ
の
攻
撃
」
だ
と
断
定
し
て
い
る
。
加
え
て
「
神
に
さ

か
ら
う
」
者
す
な
わ
ち
教
皇
は
負
け
る
と
言
い
切
っ
て
い
る
。
兄
相
手
の
私
信
で
は
あ
る
に
せ
よ
大
胆
な
、
い
や
大
胆
す
ぎ
る
断

言
で
あ
る
。
こ
う
言
い
切
る
自
信
を
抱
け
る
ほ
ど
彼
の
内
心
は
定
ま
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
？　

そ
う
後
世
の
者
は
疑
問
を
抱
か

ざ
る
を
得
な
く
な
る
。

　

と
い
う
の
も
こ
の
月
、
八
月
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
と
っ
て
も
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
に
と
っ
て
も
、
九
四
年
末
の
新<

共
和
制>

成

立
以
降
、
最
も
深
刻
な
問
題
が
生
じ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
月
初
め
、
メ
デ
ィ
チ
派
に
よ
る
ピ
エ
ー
ロ
・
デ
・
メ
デ
ィ
チ
復
帰
の

陰
謀
容
疑
で
、
同
派
の
中
心
人
物
で
市
内
で
も
重
鎮
的
存
在
で
あ
る
者
、
二
名
│
│
こ
の
年
三
、
四
月
の
「
執
政
長
官
」
だ
っ

た
ベ
ル
ナ
ル
ド
・
デ
ル
・
ネ
ー
ロ
（
参
照
、
↓
XV
、
Ⅸ
章
）
と
ニ
ッ
コ
ロ
・
リ
ド
ル
フ
ィ
（
後
述
）
│
│
を
含
む
五
名
が
逮
捕
さ

れ
、
拷
問
を
受
け
て
容
疑
を
認
め
、（
制
度
上
は
）
二
百
名
（
で
実
際
は
一
三
六
名
）
か
ら
成
る
「
諮
問
会
議
」
で
死
刑
を
宣
告

さ
れ
た
。
宣
告
さ
れ
た
者
た
ち
の
家
族
が
宣
告
に
不
満
を
唱
え
、
法
に
則
し
て
「
大
評
議
会
」
に
再
審
議
を
求
め
よ
う
と
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
再
審
議
承
認
の
可
否
に
つ
い
て
「
政
庁
」
内
部
で
見
解
が
分
か
れ
た
た
め
、
二
一
日
に
改
め
て
「
諮
問
会

議
」
が
開
か
れ
、
そ
こ
で
可
否
両
派
の
激
し
い
討
論
が
行
な
わ
れ
た
。
承
認
派
が
控
訴
法
遵
守
の
「
正
義
」
遂
行
の
必
要
性
を
怒

り
の
こ
も
っ
た
大
声
で
強
調
し
た
の
に
対
し
、
メ
デ
ィ
チ
家
の
最
大
の
敵
と
も
称
さ
れ
て
い
た
、
か
つ
、
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
派
の

中
心
人
物
で
今
や
市
内
政
治
の
中
心
人
物
と
も
な
り
「
諮
問
会
議
」
の
一
員
に
な
っ
て
い
た
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
・
ヴ
ァ
ロ
ー
リ

が
、
さ
ら
に
激
し
い
怒
り
の
こ
も
っ
た
大
声
で
、
罪
人
厳
罰
と
い
う
慣
習
遵
守
の
「
正
義
」
が
守
ら
れ
な
け
れ
ば
同
様
の
騒
動
が

生
じ
続
け
る
と
再
審
議
否
認
を
唱
え
た
。

　

双
方
が
そ
れ
ぞ
れ
の
「
正
義
」
を
主
張
し
合
う
中
、
ヴ
ァ
ロ
ー
リ
が
再
度
立
ち
上
が
り
、
重
要
案
件
の
決
着
を
つ
け
ら
れ
な
い

―　 　―
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「
政
庁
」
の
執
政
委
員
た
ち
に
罵
声
を
あ
び
せ
、
彼
ら
罪
人
を
死
な
せ
ら
れ
な
い
な
ら
自
分
を
死
な
せ
ろ
、
と
そ
れ
ま
で
に
も
増

し
て
断
固
た
る
大
声
で
叫
ん
だ
。
そ
の
迫
力
に
一
同
が
圧
倒
さ
れ
て
再
審
議
否
認
と
決
ま
り
、
宣
告
さ
れ
た
。

　

こ
れ
が
た
だ
ち
に
本
人
た
ち
に
通
告
さ
れ
、
か
つ
た
だ
ち
に
、
五
名
の
一
人
ひ
と
り
が
│
│
他
の
者
の
処
刑
を
目
に
す
る
こ
と

が
な
い
よ
う
に
│
│
少
し
の
間
を
お
い
て
斬
首
さ
れ
た
。
死
刑
宣
告
は
本
人
た
ち
そ
れ
ぞ
れ
の
家
族
に
も
通
告
さ
れ
た
も
の
の
、

家
族
が
処
刑
前
に
本
人
た
ち
に
面
会
す
る
時
間
は
な
か
っ
た
。
た
だ
、
遺
体
は
各
家
族
に
あ
ず
け
ら
れ
、
通
常
の
埋
葬
を
認
め
ら

れ
た
と
い（

４
）う。

　

死
刑
宣
告
な
ど
に
関
す
る
「
大
評
議
会
」
へ
の
上
訴
制
度
は
、
二
年
あ
ま
り
前
の
九
五
年
、
三
月
一
九
日
の
「
布
告
」
で
、
サ

ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
が
特
に
こ
の
年
の
初
め
か
ら
説
教
で
強
く
訴
え
た
こ
と
が
実
っ
て
、
定
め
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
全
市
民
の
融
和

と
団
結
の
た
め
、「
司
法
八
人
会
議
」
と
「
政
庁
」
に
よ
っ
て
死
刑
ま
た
は
手
足
切
断
の
刑
を
宣
告
さ
れ
た
者
に
、
都
市
〔
国
家
〕

の
「
支
配
者
」
で
あ
る
「
市
民
」
か
ら
成
る
「
大
評
議
会
」
に
不
服
を
申
し
出
て
再
審
議
を
受
け
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
の

）
5
（だ

。

　

刑
罰
の
審
議
、
裁
決
に
関
わ
る
こ
の
二
つ
の
機
関
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
成
員
九
名
の
う
ち
の
六
名
が
同
意
を
表
わ
す
「
黒
い
そ

ら
豆
」
を
投
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
有
罪
の
裁
決
を
下
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
裁
決
に
必
要
な
六
名
を
そ
れ
ぞ
れ
の
機
関
で
占

め
た
派
は
、
反
対
派
を
意
の
ま
ま
に
抑
圧
す
る
、
さ
ら
に
は
排
斥
す
る
裁
決
を
下
す
こ
と
が
で
き
た
。
自
派
の
独
裁
的
支
配
を
実

現
す
る
よ
う
な
裁
決
を
下
す
こ
と
も
可
能
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
は
常
に
独
裁
支
配
成
立
の
危
険
性
を
内
包
し

て
き
た
。
か
つ
実
際
に
そ
う
な
り
、
そ
の
後
の
反
対
派
へ
の
容
赦
な
い
弾
圧
、
そ
れ
対
に
す
る
弾
圧
さ
れ
た
派
か
ら
の
復
讐
、
と

い
っ
た
血
で
血
を
洗
う
政
争
に
さ
ら
さ
れ
て
き（

６
）た。

　

こ
う
し
た
中
で
、「
六
個
の
黒
い
そ
ら
豆
」
は
政
争
の
勝
利
の
象
徴
で
あ
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
政
争
の
幾
多
の
弊
害
の
象
徴
と

も
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、「
全
体
の
平
和
」、
融
和
を
希
求
し
か
つ
説
教
し
続
け
て
い
た
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
に
と
っ
て
、「
六

―　 　―
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個
の
黒
い
そ
ら
豆
」
が
生
み
出
す
こ
う
し
た
弊
害
を
い
か
に
減
ら
す
か
、
彼
の
言
葉
に
従
え
ば
「
六
個
の
黒
い
そ
ら
豆
」
の
力
を

い
か
に
「
制
禦
す
る
」
か
、
い
や
削
ぐ
か
が
大
き
な
課
題
だ
っ
た
。

　

こ
の
課
題
の
解
決
案
の
、
い
う
な
れ
ば
原
案
を
示
し
た
の
が
、
彼
の
、
こ
の
九
五
年
、
一
月
六
日
の
説（

７
）教

で
あ
る
。
そ
の

結
論
を
先
に
言
え
ば
、「
六
個
の
黒
い
そ
ら
豆
」
に
よ
っ
て
下
さ
れ
る
裁
決
、
宣
告
は
、
こ
れ
に
不
服
な
者
に
、「
市
民
」〔
＝

Popolo

〕
の
代
表
か
ら
成
る
最
高
機
関
で
あ
る
「
大
評
議
会
」〔
の
委
員
の
中
〕
か
ら
選
ば
れ
た
八
〇
な
い
し
百
名
か
ら
成
る
評

議
会
へ
の
「
上
訴
」
を
認
め
る
と
い
う
、「
条
件
つ
き
で
」
下
さ
れ
る
も
の
と
す
る
、
で
あ
る
。

　

彼
は
こ
の
案
も
、
す
べ
て
神
の
意
志
に
従
う
、
あ
る
い
は
神
に
赦
し
を
乞
う
も
の
だ
、
し
た
が
っ
て
こ
う
で
な
け
れ
ば
必
然
的

に
神
の
罰
を
招
く
こ
と
に
な
る
も
の
だ
と
し
て
提
起
し
て
い
る
。
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
が
、「
諸
々
の
危
険
と
苦
難
に
さ
ら
さ
れ
て
き

た
の
に
」、「
こ
の
三
ヵ
月
間
」、
す
な
わ
ち
九
四
年
一
一
月
の
政
体
改
革
開
始
以
来
、「
大
き
な
流
血
も
損
害
も
な
く
こ
れ
ら
の

苦
難
を
超
え
て
き
た
の
は
、
神
が
汝
〔
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
〕
へ
の
怒
り
を
大
い
に
和
ら
げ
て
下
さ
っ
た
か
ら
だ
と
信
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」。
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
、「
汝
は
隣
人
へ
の
怒
り
を
和
ら
げ
、
隣
人
を
赦
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。
…
…
「
汝
の
隣
人
へ

の
、
市
民
へ
の
怒
り
を
和
ら
げ
、
彼
ら
を
赦
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
神
は
汝
に
そ
の
無
数
の
罪
の
償
い
を
さ

せ
る
だ
ろ
う
。
用
意
し
て
き
た
罰
を
汝
に
下
す
だ
ろ
う
」。

　

だ
か
ら
、
神
の
意
志
を
、
ま
た
そ
れ
を
汝
ら
に
伝
え
て
い
る
自
分
の
言
葉
を
信
じ
よ
、
と
言
わ
ん
ば
か
り
に
彼
は
長
々
と
説
い

て
い
く
。

　
「
汝
ら
の
中
で
公
務
に
お
い
て
間
違
っ
た
宣
告
を
し
な
か
っ
た
者
、
黒
い
そ
ら
豆
を
出
す
べ
き
と
こ
ろ
で
白
い
豆
を
出
し
た
、

あ
る
い
は
そ
の
逆
の
こ
と
を
し
た
と
い
う
こ
と
が
な
い
者
は
い
る
か
？
」　

い
な
い
の
だ
。
人
間
で
間
違
い
を
お
か
さ
な
い
者
は

い
な
い
の
だ
。
だ
か
ら
、
そ
の
間
違
い
を
制
す
る
策
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。

―　 　―
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に
も
か
か
わ
ら
ず
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
で
は
そ
う
い
う
こ
と
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
か
ら
、
長
く
流
血
の
争
い
が
続
き
、
今
も
見

て
の
と
お
り
過
去
の
争
い
か
ら
生
じ
た
「
非
常
に
多
く
の
憤
激
が
爆
発
さ
れ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
も
こ
う
し

た
こ
と
が
続
い
て
い
く
だ
ろ
う
」。
…
…
「
必
要
な
の
は
政
庁
の
六
個
の
そ
ら
豆
の
力
を
制
禦
す
る
こ
と
な
の
だ
」。
│
│
そ
の
た

め
に
、「
大
評
議
会
」
へ
の
上
訴
と
い
う
法
制
度
が
必
要
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

加
え
て
、
強
調
し
て
い
る
。
│
こ
の
上
訴
に
よ
っ
て
「
政
庁
」
は
権
威
を
減
ら
す
ど
こ
ろ
か
増
す
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、

「
政
庁
」
の
決
議
が
正
当
な
理
由
か
ら
な
さ
れ
て
い
れ
ば
上
訴
審
で
そ
う
認
め
ら
れ
る
か
ら
だ
。
ま
た
、
上
訴
審
は
「
政
庁
の
権

威
を
奪
う
の
で
は
な
く
悪
い
権
威
を
正
し
く
奪
う
か
ら
だ
」。
│
│
こ
こ
で
言
う
「
悪
い
権
威
」
と
は
、
正
当
な
理
由
か
ら
で
は

な
く
行
な
っ
た
決
議
の
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
不
当
な
決
議
を
発
す
る
「
政
庁
」
の
不
当
な
権
威
を
「
正
し
く
奪
う
」
こ
と

で
、
上
訴
審
は
「
政
庁
」
の
正
当
な
権
威
を
高
め
る
の
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
あ
と
も
彼
は
「
六
個
の
そ
ら
豆
」
に
つ
い
て
、
こ
の
説
教
の
よ
う
に
メ
イ
ン
・
テ
ー
マ
と
し
て
で
は
な
い
な
が
ら
も
語
り

続
け
た
。
た
と
え
ば
二
週
間
後
の
一
月
二
〇
日
の
説
教
で（

８
）は、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
語
り
た
く
な
い
の
だ
が
、
と
言
い
な
が
ら

語
り
始
め
る
。
│
「
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
よ
、
私
は
も
う
六
個
の
そ
ら
豆
に
つ
い
て
は
説
き
た
く
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
汝
は
汝
に

と
っ
て
必
要
な
こ
と
を
望
ん
で
い
な
い
か
ら
だ
。
私
は
そ
れ
を
汝
に
強
制
し
よ
う
と
は
思
わ
な
い
の
だ
」。

　

し
か
し
す
ぐ
、
│
│
キ
リ
ス
ト
教
の
素
養
、
知
識
に
欠
け
る
者
に
は
い
つ
に
も
増
し
て
不
可
解
な
の
だ
が
│
│
「
霊
魂
」
を
例

に
あ
げ
て
説
き
始
め
て
い
る
。

　
「
霊
魂
の
第
一
の
権
力
で
あ
る
理
性
が
上
訴
〔
制
度
〕
を
有
し
て
い
な
い
の
と
同
様
、
都
市
〔
国
家
〕
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
第
一

の
権
力
で
あ
る
政
庁
は
こ
の
制
度
を
有
し
て
い
な
い
の
だ
」
と
言
う
な
ら
答
え
よ
う
。
こ
の
〔
政
庁
の
〕
職
に
つ
く
者
た
ち
が
市

内
で
最
も
「
賢
明
」
で
、
か
つ
職
に
つ
い
て
い
る
間
も
そ
う
で
あ
り
続
け
る
な
ら
こ
の
制
度
は
不
要
だ
が
、「
汝
も
知
っ
て
の
と

―　 　―
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お
り
こ
の
職
務
に
つ
い
て
い
る
時
も
常
に
最
も
賢
明
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
」
こ
れ
は
必
要
な
の
だ
。

　

こ
こ
ま
で
は
、「
霊
魂
」
と
ち
が
っ
て
生
き
た
人
間
は
常
に
「
賢
明
」
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
、
権
力
の
座
に
つ
い
て
か
ら
も

「
賢
明
」
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
の
決
議
に
対
す
る
「
上
訴
」
制
度
は
不
可
欠
な
の
だ
、
と
言
お
う
と
し
て
い
る

の
だ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
実
に
ま
っ
と
う
な
見
解
で
あ
る
。

　

分
か
ら
な
く
な
る
の
は
、
こ
れ
に
続
く
言
葉
で
あ
る
。
│
「
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
よ
、
私
が
汝
に
言
っ
て
い
る
こ
と
は
す

べ
て
、
私
が
〔
人
間
の
有
す
る
〕
自
然
〔
本
性
〕
の
理
性
〔
＝ragione naturale

〕
と
〔
神
の
〕
超
自
然
的
光
〔
＝lum

e 

sopranaturale

〕
に
よ
っ
て
〔
真
実
で
あ
る
と
〕
証
明
し
て
い
る
こ
と
な
の
だ
。
こ
れ
を
信
じ
な
け
れ
ば
、
汝
は
被
害
を
受
け

る
だ
ろ
う
」。

　

な
ん
と
、
自
分
が
言
っ
て
い
る
こ
と
は
、
自
分
が
人
間
の
本
性
と
し
て
有
す
る
「
理
性
」
と
「〔
神
の
〕
超
自
然
的
光
と
に

よ
っ
て
」
│
│
（
つ
ま
り
自
分
は
神
か
ら
「
超
自
然
的
光
」
を
受
け
て
い
る
の
だ
が
そ
の
光
と
に
よ
っ
て
）
│
│
真
実
だ
と
「
証

明
し
て
い
る
こ
と
」
な
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
自
分
は
神
の
超
自
然
的
光
を
得
て
い
る
と
自
分
が
信
じ
て
い
る
こ
と
も
、
自
分

は
そ
の
光
に
も
従
っ
て
証
明
し
て
い
る
と
信
じ
て
い
る
こ
と
も
、
す
べ
て
真
実
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
自
分
が
信
じ
て
い
る
こ
と

は
、
即
、
真
実
で
あ
る
と
証
明
さ
れ
た
こ
と
な
の
だ
、
一
言
で
い
え
ば
自
分
の
信
仰
は
真
実
な
の
だ
、「
汝
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
」
に

と
っ
て
も
真
実
な
の
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

自
分
の
信
仰
へ
の
強
い
自
信
を
表
わ
す
見
解
、
と
い
う
よ
り
は
そ
の
自
信
か
ら
生
ま
れ
た
見
解
、
あ
え
て
言
い
か
え
る
な
ら
自

信
の
塊
に
す
ぎ
な
い
見
解
が
、
自
分
の
思
う
ほ
ど
に
は
信
じ
ら
れ
ず
、
支
持
さ
れ
ず
、
現
実
の
制
度
と
し
て
実
現
さ
れ
な
い
こ
と

へ
の
不
満
を
表
白
し
た
説
教
で
は
な
い
か
と
思
え
る
。

　

こ
う
し
た
説
教
後
の
経
緯
は
明
ら
か
で
な
い
の
だ
が
、
二
ヵ
月
後
の
三
月
一
九
日
、
先
に
見
た
よ
う
な
「
布
告
」
が
発
せ
ら

―　 　―
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れ
、「
上
訴
」
制
度
が
定
ま
っ
た
。
し
た
が
っ
て
こ
の
制
度
は
、
彼
に
よ
っ
て
発
案
さ
れ
、
推
進
さ
れ
、
定
め
ら
れ
た
と
い
っ
て

も
過
言
で
は
な
い
。

　

そ
れ
ゆ
え
な
の
だ
ろ
う
が
、
こ
の
制
度
の
内
容
も
彼
の
説
教
、
こ
と
に
一
月
六
日
の
説
教
に
お
け
る
幾
つ
か
の
提
言
か
ら
生
ま

れ
て
い
る
。
中
で
も
注
目
す
べ
き
な
の
は
、「
過
去
の
政
体
の
味
方
だ
っ
た
市
民
は
こ
の
〔
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
市
民
の
〕
絆
の
中
で

平
穏
に
、
か
つ
満
足
し
て
い
け
る
だ
ろ
う
」、
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
言
う
「
過
去
の
政
体
」
と
は
、
明
ら
か
に
、
倒
さ
れ
た
ば
か
り
の
メ
デ
ィ
チ
支
配
体
制
を
指
し
、
そ
の
「
味
方
だ
っ
た

市
民
」
と
は
メ
デ
ィ
チ
派
の
者
た
ち
を
指
し
て
い
る
。
彼
ら
も
「
平
穏
に
、
か
つ
満
足
し
て
い
け
る
」
よ
う
に
と
い
う
の
は
、
同

派
の
者
た
ち
も
、
現
「
政
庁
」
の
決
議
に
不
満
が
あ
れ
ば
「
大
評
議
会
」
へ
の
上
訴
を
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
う
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
く
り
返
さ
れ
て
き
た
勝
者
、
敗
者
間
の
憎
し
み
か
ら
生
ず
る
市
内
の
対
立
と
流
血
の
闘
争
を

も
う
生
じ
な
い
よ
う
に
せ
よ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
原
案
に
そ
っ
て
、
上
訴
法
の
上
訴
該
当
者
に
は
、
九
四
年
一
一
月
八
日
以
降
、
す
な
わ
ち
メ
デ
ィ
チ
政
権
崩
壊
時
点
以

降
、
一
般
市
民
と
な
っ
た
者
も
含
ま
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
権
力
の
座
を
失
な
っ
た
メ
デ
ィ
チ
派
の
者
た
ち
は
、
そ
の
後
を
継
い

で
政
権
の
座
に
つ
い
た
反
メ
デ
ィ
チ
派
の
者
た
ち
に
よ
る
一
方
的
、
政
治
的
処
断
を
免
れ
る
可
能
性
を
得
た
。
そ
し
て
こ
こ
か

ら
、
メ
デ
ィ
チ
派
〔
＝
灰
色
派
ビ
ー
ジ
、
ま
た
は
玉
派
パ
ッ
レ
ス
キ
〕
と
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
派
〔
＝
修
道
士
派
フ
ラ
テ
ス
キ
・
泣

き
虫
派
ピ
ア
ニ
ョ
ー
ニ
〕
が
提
携
す
る
契
機
が
生
じ
た
。
の
み
な
ら
ず
、
旧
メ
デ
ィ
チ
支
配
下
の
有
力
者
た
ち
が
新<

共
和
制>

、

い
わ
ゆ
る<

サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
共
和
制>

の
下
で
地
歩
を
得
る
契
機
も
生
じ
た
。

　

し
た
が
っ
て
当
然
、
メ
デ
ィ
チ
派
に
も
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
派
に
も
反
撥
し
て
い
た
古
く
か
ら
の
上
層
有
産
層
の
青
年
た
ち
、
通

称
、
憤ア

ッ
ラ
ッ
ビ
ア
ー
テ
ィ

　

激　

派
は
、
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
と
メ
デ
ィ
チ
派
は
通
じ
て
い
る
と
強
く
非
難
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。

―　 　―
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な
お
、
す
ぐ
前
で
見
た
「
大
評
議
会
」
へ
の
上
訴
否
認
、
直
後
の
死
刑
執
行
の
憂
き
目
に
あ
っ
た
五
名
の
中
に
、
ヴ
ァ
ロ
ー
リ

と
並
ぶ
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
派
の
中
心
人
物
で
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
自
身
と
も
親
し
い
ジ
ォ
ヴ
ァ
ン
ニ
・
バ
ッ
テ
ィ
ス
タ
・
リ
ド
ル

フ
ィ
（1448 ‒1514

）
の
兄
、
ニ
ッ
コ
ロ
（1444 ‒

）
も
含
ま
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
派
の
中
心
人
物
の
兄
が
メ

デ
ィ
チ
家
復
帰
陰
謀
の
主
要
人
物
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
が
、<

サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
共
和
制>

成
立
時
の
情
況
を
考
え
る
と
、

か
な
ら
ず
し
も
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
く
な
る
。

　

加
え
て
、
こ
こ
で
は
よ
り
基
本
的
な
問
題
を
、
あ
え
て
踏
ま
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
制
度
は
、
設
定
さ
れ
た
以

上
、
そ
の
設
定
時
点
に
お
け
る
各
人
の
政
治
的
立
場
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
を
問
わ
ず
、
す
べ
て
の
者
に
等
し
く
適
用
さ
れ
る
は
ず

で
あ
る
。
い
や
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
視
点
を
変
え
て
言
え
ば
、
ど
ん
な
立
場
に
在
っ
た
者
で
も
そ
の
制
度
を
活
用
で
き

る
、
い
や
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
に
よ
る
統
治
の
基
本
原
則
で
あ
る
。
こ
う
し
た
現
代
に
も
通
ず
る
法
に
よ
る
統
治
原
理

を
、
│
│
メ
デ
ィ
チ
〔
体
制
〕
派
の
者
に
も
等
し
く
新
た
な
上
訴
権
を
認
め
る
よ
う
暗
示
し
た
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
自
身
が
ど
の
程

度
意
識
し
て
い
た
の
か
は
分
か
ら
な
い
が
│
│
、
彼
は
自
身
の
提
案
と
主
導
に
よ
っ
て
設
定
し
た
こ
と
に
な
る
。

　

こ
う
し
た
、
い
う
な
れ
ば
近
・
現
代
的
思
考
を
持
ち
出
さ
な
く
と
も
、
都
市
〔
国
家
〕
の
真
の
支
配
者
で
あ
る
「
市
民
」
の
意

志
に
よ
る
統
治
を
と
い
う
、<

サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
共
和
制>
成
立
当
初
の
彼
の
意
志
が
生
か
さ
れ
る
た
め
に
も
、
誰
よ
り
も
彼
自

身
が
先
頭
に
立
っ
て
、
メ
デ
ィ
チ
家
復
帰
陰
謀
の
主
導
者
五
名
の
上
訴
容
認
を
唱
え
、
訴
え
る
べ
き
だ
っ
た
。

　

だ
が
、
こ
の
件
に
関
し
て
彼
は
一
貫
し
て
沈
黙
を
保
っ（

９
）た。
修
道
院
の
房
で
、
す
で
に
書
き
終
え
て
い
た
ラ
テ
ン
語
の
著
書

『
十
字
架
の
勝
利
』
の
俗
語
訳
版
刊
行
の
準
備
に
没
頭
し
て
い
た
。
│
│
な
ぜ
な
の
か
？

　

こ
れ
に
関
す
る
直
接
の
参
考
資
料
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
を
抱
か
せ
て
く
れ
る
も
の
は
、
五
名
の
最
終
宣
告
、
処
刑
の

―　 　―

一
五
（　

）



714

181

二
日
前
、
一
九
日
に
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
が
ジ
ォ
ヴ
ァ
ン
ニ
・
バ
ッ
テ
ィ
ス
タ
に
送
っ
た
、
こ
の
件
を
示
唆
す
る
具
体
的
な
言
葉
の

な
い
私
）
10
（信
一
通
の
み
で
あ
る
。

　
「
真
の
キ
リ
ス
ト
信
徒
は
、
大
変
な
順
境
で
思
い
上
が
ら
ず
、
大
変
な
逆
境
で
意
気
沮
喪
せ
ず
、
あ
ら
ゆ
る
時
に
平
静
を
保
つ

こ
と
が
で
き
る
」。「
信
仰
の
力
」
に
よ
っ
て
そ
う
な
る
。「
信
徒
に
は
、
信
仰
に
よ
っ
て
、
地
上
に
お
け
る
こ
の
生
は
無
価
値
な

も
の
と
な
る
。
そ
し
て
信
徒
は
た
え
ず
未
来
の
こ
と
を
考
え
る
」。
…
…
等
々
と
述
べ
た
あ
と
、
忠
告
す
る
。
│
「
そ
れ
ゆ
え

我
が
ジ
ォ
ヴ
ァ
ン
バ
ッ
テ
ィ
ス
タ
よ
、
君
の
こ
の
逆
境

0

0

0

0

0

0

に
お
い
て
は
、
信
仰
の
力
と
君
の
大
き
な
心
を
呼
び
お
こ
し
な
が
ら
考
え

る
の
で
す
。
こ
の
世
の
名
誉
や
富
は
一
陣
の
風
の
よ
う
に
通
り
過
ぎ
て
行
き
、
我
々
の
〔
生
き
る
〕
時
間
は
日
ご
と
に
短
く
な
っ

て
い
る
こ
と
を
、
で
す
」。

　

終
わ
り
近
く
で
さ
ら
に
忠
告
す
る
。
│
「
我
々
は
悲
し
み
も
そ
の
他
の
あ
ら
ゆ
る
こ
と
も
さ
て
お
い
て
君
の
兄
上
の
魂
を
考

え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
仮
に
神
が
兄
上
の
死
を
お
望
み
に
な
ら
れ
た
と
し
て
も

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
で
す
。
兄
上
の
魂
を
得
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
君
は
兄
上
を
永
遠
に
得
る
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
何
も
失
な
わ
な
い
で
し
ょ
う
。
お
そ
ら
く
神
は
、
兄
上
を
救
う
た
め
に
こ
の

贖
罪
〔
の
苦
行
〕〔
＝penitenza

〕
を
定
め
ら
れ
た
の
で
す
。
し
ば
し
ば
苦
難
は
、
繁
栄
し
て
い
る
中
で
地
獄
に
落
ち
よ
う
と
し

て
い
る
人
間
を
救
う
も
の
な
の
で
す
」。

　

傍
点
を
附
し
た
言
葉
、「
君
の
こ
の
逆
境
」
と
「
仮
に
神
が
兄
上
の
死
を
お
望
み
に
な
ら
れ
た
と
し
て
も
」、
は
手
紙
の
相
手
の

兄
が
死
刑
を
宣
告
、
執
行
さ
れ
た
一
人
で
あ
る
こ
と
を
知
る
者
に
の
み
具
体
的
な
意
味
が
分
か
る
手
紙
で
あ
る
。
全
体
と
し
て
冷

静
と
い
え
ば
何
と
冷
静
な
こ
と
か
。
敬
虔
ゆ
え
の
冷
静
さ
と
言
う
べ
き
な
の
か
、
あ
る
い
は
冷
静
ゆ
え
の
敬
虔
さ
と
言
う
べ
き
な

の
か
？　

ま
た
個
々
の
言
葉
、
文
章
、
た
と
え
ば
、
兄
の
「
魂
を
考
え
…
…
魂
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
…
…
彼
を
永
遠
に
得
る
」、

と
い
っ
た
言
葉
は
、
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
が
日
ご
ろ
言
っ
て
い
る
「
真
の
信
仰
」
を
抱
く
「
真
の
信
徒
」
の
間
で
は
慰
め
と
も
励
ま

―　 　―
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し
と
も
な
る
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
も
し
か
し
た
ら
何
に
も
増
し
て
そ
う
な
る
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
仮
に
そ

う
だ
と
し
て
も
、
全
体
に
こ
の
手
紙
は
、
近
年
の
研
究
書
の
言
葉
を
借
り
て
、「
冷
た
く
も
敬
虔
な
お
悔
や
み

）
11
（状

」
と
で
も
表
現

す
る
他
な
い
と
思
え
る
。

　

し
か
し
こ
の
手
紙
で
最
も
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
こ
れ
が
、
兄
の
死
は
す
で
に
決
定
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
書
か
れ
た
の
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
最
終
裁
決
、
宣
告
、
処
刑
の
二
日
前
で
あ
る
。
つ
ま
り
サ
ヴ
ォ
ナ

ロ
ー
ラ
は
、「
諮
問
会
議
」
に
お
け
る
ヴ
ァ
ロ
ー
リ
の
決
定
的
発
言
を
受
け
て
の
最
終
裁
決
、
宣
告
の
前
、
す
で
に
そ
の
宣
告
内

容
を
知
っ
て
い
た
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
確
実
に
そ
う
な
る
と
予
見
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
の
か
？

　
「
諮
問
会
議
」
で
の
決
定
的
発
言
に
よ
り
、
ヴ
ァ
ロ
ー
リ
は
市
内
で
の
政
治
力
を
一
層
、
強
め
、
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
派
内
の
事

実
上
の
指
導
者
と
な
っ
て
い
た
ば
か
り
か
、
市
内
の
個
々
の
政
治
、
行
政
問
題
に
関
し
て
は
事
実
上
の
権
力
者
と
な
っ
て
い
た
。

だ
か
ら
こ
そ
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
は
修
道
院
の
房
で
執
筆
、
著
書
の
刊
行
に
専
心
し
て
い
ら
れ
た
。
こ
の
両
者
の
間
で
何
ら
か
の
交

信
が
あ
り
、
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
は
、
最
終
宣
告
の
内
容
を
、
お
お
よ
そ
に
で
は
あ
れ
感
知
し
、
黙
認
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

│
│
そ
う
推
測
で
き
る
よ
う
に
思
え
る
。

　

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
二
日
前
の
こ
の
手
紙
に
宣
告
、
処
刑
へ
の
異
議
を
示
唆
す
る
言
葉
は
無
論
の
こ
と
、
遺
憾
の
意
を
示
す
言

葉
も
、
文
章
も
な
い
の
は
当
然
と
い
え
ば
当
然
か
も
し
れ
な
い
。

　

と
も
あ
れ
こ
こ
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
彼
は
、
自
分
が
先
頭
に
立
っ
て
定
め
た
制
度
の
核
心
を
成
す
機
能
を
自
分
が
影
響

を
与
え
得
る
者
た
ち
が
妨
害
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
に
、
た
だ
黙
過
し
て
い
た
。
し
か
も
彼
は
、
あ
え
て
く
り
返
す
け
れ
ど
も
、

こ
の
件
の
終
熄
後
も
こ
れ
に
つ
い
て
は
一
貫
し
て
何
も
語
ら
な
か
っ
た
。
│
│
な
ぜ
な
の
か
？　

と
再
び
問
わ
ざ
る
を
得
な
く
な

る
。

―　 　―
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当
時
、
こ
の
件
に
つ
い
て
最
も
明
解
に
語
っ
て
い
た
の
は
、
こ
れ
が
生
じ
た
時
は
二
八
歳
だ
っ
た
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
で
あ
る
。

こ
の
一
五
年
後
、『
君
主
論
』
と
並
ぶ
主
要
著
作
の
一
つ
『
デ
ィ
ス
コ
ル
ス
ィ
』
の
第
一
巻
第
四
五
章
、「
作
っ
た
法
を
守
ら
な

い
こ
と
、
特
に
そ
れ
を
作
っ
た
者
が
守
ら
な
い
こ
と
は
、
悪
例
と
な
る
。
…
…
」
に
お
い
て
、
そ
の
「
悪
例
」
と
し
て
サ
ヴ
ォ
ナ

ロ
ー
ラ
の
こ
の
時
の
対
応
を
あ
げ
て
い
る
。

　

ま
ず
彼
を
、「
そ
の
学
識
、
思
慮
、
精
神
力
は
彼
の
著
作
が
示
し
て
い
る
」
と
讃
え
た
上
で
、
彼
の
「
助
力
に
よ
っ
て
」
定

め
ら
れ
た
制
度
の
一
つ
で
あ
る
「
人
民
〔
＝Popolo

〕
へ
の
上
訴
法
」〔
＝
「
大
評
議
会
」
へ
の
上
訴
法
〕
が
、
発
効
後
間
も
な

く
、「
政
庁
か
ら
国
事
犯
と
し
て
死
刑
を
宣
告
さ
れ
た
五
名
の
市
民
〔
＝cittadini

〕
が
上
訴
を
望
ん
だ
時
に
は
適
用
さ
れ
な
か
っ

た
。
当
の
法
が
守
ら
れ
な
か
っ
た
」
と
、「
悪
例
」
の
事
実
を
語
る
。
そ
し
て
す
ぐ
、
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
評
価
を
示
す
。

　
　
　

こ
の
こ
と
が
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
事
例
に
も
増
し
て
こ
の
修
道
士
の
評
判
を
奪
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
上
訴
〔
法
〕
が
有
益

な
ら
彼
は
こ
れ
を
守
ら
せ
る
べ
き
だ
っ
た
。
有
益
で
な
い
な
ら
、
こ
れ
を
定
め
さ
せ
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
こ
と

が
広
く
知
ら
れ
た
の
も
、
彼
は
こ
の
法
が
破
ら
れ
た
あ
と
に
行
な
っ
た
非
常
に
多
く
の
説
教
で
、
法
を
破
っ
た
者
を
非
難
す

る
で
も
な
く
赦
す
で
も
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
彼
が
非
難
し
た
く
な
か
っ
た
の
は
彼
の
目
的
に
合
っ
た
事

を
し
た
者
な
の
だ
が
、
そ
う
い
う
者
だ
か
ら
と
い
っ
て
赦
す
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
こ
の
こ
と
は
彼
の
野
心
的
で

党
派
的
な
内
心
を
暴
露
し
、
評
判
を
落
と
し
、
実
に
多
く
の
非
難
を
集
め
る
こ
と
に
な
っ

）
12
（た

。

　

鋭
敏
な
感
性
を
有
し
て
い
た
青
年
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
こ
う
見
て
い
た
の
だ
。
│
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
は
、
自
分
が
定
め
さ
せ

―　 　―
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た
上
訴
法
を
メ
デ
ィ
チ
家
復
帰
陰
謀
の
犯
人
な
ど
に
適
用
し
た
く
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
上
訴
否
認
を
主
張
し
て
い
る
者
た
ち
に
味

方
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
だ
が
、
表
面
上
そ
う
は
で
き
ず
、
結
局
、
沈
黙
策
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
「
彼
の

野
心
的
で
党
派
的
な
」
本
性
を
露
呈
さ
せ
、
彼
の
評
価
を
失
な
わ
せ
、
彼
を
没
落
へ
向
か
わ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

明
解
と
い
え
ば
実
に
明
解
で
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
特
色
が
よ
く
表
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
す
ぐ
あ
と
で
見
る
よ
う
に
少
な

く
と
も
こ
の
件
の
直
後
は
、
こ
の
対
応
ゆ
え
に
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
支
持
が
ゆ
ら
い
だ
と
い
う
目
に
見
え
る
現
象
は
な
か
っ
た
よ
う

だ
。
尤
も
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
こ
の
件
の
一
五
年
後
に
こ
う
書
い
た
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
の
間
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
民
心
に
お
け

る
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
評
価
の
変
化
を
考
慮
し
て
書
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
人
々
の
内
心
で
「
評
判
を
落
と
し
、
実
に
多
く
の
非
難

を
集
め
る
こ
と
に
な
っ
た
」
と
実
感
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

　

マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
と
並
ぶ
当
時
の
代
表
的
文
人
、
歴
史
家
に
し
て
外
交
官
、
政
治
家
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
・
グ
イ
ッ
チ
ァ
ル

デ
ィ
ー
ニ
は
、
こ
の
陰
謀
事
件
か
ら
三
〇
年
あ
ま
り
あ
と
、
す
な
わ
ち
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
『
デ
ィ
ス
コ
ル
ス
ィ
』
か
ら
一
五

年
あ
ま
り
あ
と
、
代
表
的
著
書
の
一
つ
『
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
史
』（
参
照
、
↓
Ⅵ
章
）
で
こ
の
件
を
長
々
と
語
っ
て
い
る
。
初
め
は

事
件
の
発
生
か
ら
死
刑
宣
告
ま
で
の
過
程
と
容
疑
者
五
名
の
家
門
、
経
歴
、
能
力
、
人
柄
を
詳
細
に
語
り
、
次
い
で
宣
告
へ
の
抗

議
・
上
訴
の
否
認
に
つ
い
て
、
ま
ず
次
の
よ
う
な
見
解
を
披
瀝
し
て
い
る
。
│
「
一
定
の
富
、
権
力
、
権
威
、
親
戚
関
係
、
世

間
の
評
価
、
支
持
を
得
て
い
た
こ
の
者
た
ち
の
死
は
、
す
べ
て
の
市
民
に
と
っ
て
教
訓
と
な
り
得
る
。
そ
れ
は
、
人
は
健
在
で
相

応
の
も
の
を
所
有
し
て
い
れ
ば
そ
こ
で
満
足
す
る
、
も
っ
と
多
く
の
も
の
を
得
よ
う
と
欲
を
出
し
た
り
し
な
い
、
と
い
う
こ
と

だ
。
な
ぜ
な
ら
そ
う
い
う
こ
と
を
し
た
場
合
、
大
方
、
打
ち
の
め
さ
れ
る
も
の
だ
か
ら
だ
」。

　

次
い
で
こ
の
「
教
訓
」
の
説
明
と
い
う
形
で
自
分
の<

教
訓>

を
加
え
て
い
る
。
│
こ
の
よ
う
に
失
敗
し
て
も
人
々
が
助
け

に
来
て
く
れ
る
だ
ろ
う
な
ど
と
「
幻
想
」
を
抱
い
て
は
だ
め
だ
。
友
人
も
親
族
も
助
け
に
来
て
は
く
れ
な
い
。
彼
ら
は
、
お
前
と

―　 　―
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何
の
関
わ
り
も
な
い
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
し
て
お
前
を
迫
害
す
る
側
に
入
る
だ
ろ
う
。「
お
前
が
持
っ
て
い
た
過
去
の
権
威
、

権
力
は
、
お
前
に
と
っ
て
有
害
に
な
る
。
人
は
、
あ
い
つ
は
実
に
う
ま
く
や
っ
て
い
た
で
は
な
い
か
、
何
が
た
り
な
か
っ
た
、
何

が
ほ
し
か
っ
た
と
い
う
ん
だ
、
と
言
う
も
の
な
の
だ
。
こ
う
い
う
こ
と
が
〔
処
刑
さ
れ
た
〕
こ
の
五
名
に
起
こ
っ
た
の
だ
。
人
々

は
彼
ら
に
ひ
ど
く
不
満
を
覚
え
て
い
た
の
で
、
彼
ら
は
〔
上
訴
を
承
認
さ
れ
た
と
し
て
も
〕
そ
こ
で
勝
つ
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た

ろ
う
」。

　

た
だ
し
グ
イ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
は
こ
の
直
後
に
附
言
し
て
い
る
。
│
「
都
市
〔
国
家
〕
を
統
治
し
て
い
た
者
が
決
然
と
し

て
〔
上
訴
〕
法
の
恩
恵
を
彼
ら
に
保
証
し
て
い
た
な
ら
、
実
に
正
当
な
判
断
と
み
な
さ
れ
、
都
市
〔
国
家
〕
に
大
き
な
名
声
を
も

た
ら
し
た
ろ
う
。
ま
た
〔
統
治
し
て
い
た
〕
当
の
者
も
非
難
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
ろ

）
13
（う

」。
│
│
実
に
ま
っ
と
う
か
つ
適
切

な
見
解
で
あ
る
。

　

し
か
し
「
教
訓
」
に
関
す
る
本
論
自
体
は
、
問
題
の
核
心
か
ら
そ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
う
言
っ
て
事
が
す
む
わ
け
で

は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
仮
に
上
訴
は
承
認
さ
れ
た
け
れ
ど
も
「
大
評
議
会
」
で
申
し
立
て
が
圧
倒
的
に
否
認
さ
れ
、
結
局
は
何

の
ち
が
い
も
生
じ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
だ
か
ら
原
則
的
に
承
認
す
べ
き
だ
っ
た
上
訴
を
承
認
し
な
か
っ
た
こ
と
も
問
題
で
は
な

か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
は
承
認
を
う
な
が
す
発
言
を
す
べ
き
だ
っ
た
の
に
し
な
か
っ

た
の
は
な
ぜ
か
、
と
い
う
問
題
も
消
え
る
わ
け
で
は
な
い
。
ど
う
い
う
結
果
が
予
想
さ
れ
た
と
し
て
も
、
自
身
が
原
理
を
提
示
し

実
現
さ
せ
た
制
度
の
本
来
の
機
能
を
は
た
す
方
向
に
人
々
の
目
を
向
け
さ
せ
よ
う
と
す
る
べ
き
だ
っ
た
の
に
し
な
か
っ
た
、
と
い

う
問
題
は
、
│
│<

宗
教
家>

サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
に
つ
い
て
は
問
わ
な
い
と
し
て
も
│
│<

政
治
指
導
者>

、<

政
論
家>

サ
ヴ
ォ
ナ

ロ
ー
ラ
に
は
残
る
。
か
つ
、
政
治
的
次
元
で
は
彼
も
俗
界
の
人
間
だ
っ
た
か
ら
だ
、
い
や
、
敵
を
弱
め
る
、
さ
ら
に
は
排
除
す
る

た
め
な
ら
元
来
の
持
論
は
さ
ら
り
と
忘
れ
、
さ
ら
に
は
捨
て
る
俗
流
政
治
屋
に
堕
し
て
い
た
か
ら
だ
と
、
あ
か
ら
さ
ま
な
表
現
を

―　 　―

二
〇
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避
け
な
が
ら
も
示
唆
す
る
批
判
に
さ
ら
さ
れ
て
も
、
否
定
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。

　

た
だ
し
、
こ
の
本
論
に
も
附
言
に
も
注
目
す
べ
き
こ
と
が
│
│
（
こ
の
拙
論
の
展
開
に
は
直
説
の
関
わ
り
は
な
い
か
も
し
れ
な

い
け
れ
ど
も
）
│
│
あ
る
。
ま
ず
本
論
で
の
「
教
訓
」、
す
な
わ
ち
、「
人
は
健
在
で
相
応
の
も
の
を
所
有
し
て
い
れ
ば
そ
こ
で
満

足
す
る
、
も
っ
と
多
く
の
も
の
を
得
よ
う
と
欲
を
出
し
た
り
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
」、
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
筆
者
フ
ラ
ン
チ
ェ

ス
コ
・
グ
イ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
個
人
と
い
う
よ
り
は
グ
イ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
と
い
う
家
門
の
特
徴
を
物
語
っ
て
い
る
と
思
え

る
。　

　

フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
で
も
有
数
の
名
門
で
あ
る
こ
の
家
門
の
特
色
は
、
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
（
参
照
、
↓
Ⅵ
章
）、
そ
の
時
々
の

支
配
体
制
、
支
配
家
門
の
特
色
、
傾
向
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
中
で
、
あ
る
い
は
そ
の
下
で
、
中
枢
な
い
し
そ
こ
に
近
い
と
こ
ろ

に
位
置
し
て
権
威
を
有
し
続
け
た
こ
と
に
、
か
つ
そ
の
時
々
の
現
実
の
情
況
の
変
化
に
も
柔
軟
に
対
応
し
な
が
ら
そ
の
地
位
と
権

威
を
保
ち
続
け
た
こ
と
に
あ
る
。

　

フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
自
身
も
、
生
涯
、
常
に
体
制
の
中
枢
に
近
い
位
置
で
権
威
、
権
力
を
保
ち
な
が
ら
執
筆
も
着
実
に
進
め
て
い

た
。
そ
の
歩
み
も
著
書
に
表
わ
れ
た
思
考
も
常
に
現
実
に
即
し
た
も
の
、
い
わ
ゆ
る
現
実
主
義
的
な
も
の
だ
っ
た
。
自
分
よ
り
一

四
歳
も
下
の
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
才
能
を
高
く
評
価
し
て
交
友
を
続
け
、
自
分
の
現
実
の
権
力
の
範
囲
で
彼
に
地
位
を
提
供
し
て

も
い
た
が
、
彼
と
は
実
に
対
照
的
な
人
生
を
送
っ
た
。
こ
う
し
た
人
物
で
あ
れ
ば
こ
そ
の
「
教
訓
」
を
こ
こ
で
も
語
っ
て
い
る
よ

う
に
思
え

）
14
（る
。
│
│
（
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
、
グ
イ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
家
に
く
ら
べ
れ
ば
低
い
層
の
、
か
つ
衰
え
て
い
た
家
門

の
出
に
も
か
か
わ
ら
ず
、<

共
和
制>

下
の
行
政
の
、
政
治
で
は
な
く
行
政
の
中
心
で
才
能
を
発
揮
し
、
政
治
家
に
勝
る
目
ざ
ま

し
い
活
動
を
見
せ
た
。
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
メ
デ
ィ
チ
家
・
メ
デ
ィ
チ
派
の
反
感
を
招
い
て
彼
ら
の
復
帰
後
、
失
脚
し
、
追
放
さ

れ
た
ま
ま
人
生
の
大
半
を
過
ご
し
）
15
（た

）。
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次
に
附
言
で
注
目
す
べ
き
こ
と
。
│
│
「
都
市
〔
国
家
〕
を
統
治
し
て
い
た
者

0

0

0

0

0

0

0

が
決
然
と
し
て
〔
上
訴
〕
法
の
恩
恵
を
彼
ら
に

保
証
し
て
い
た
な
ら
実
に
正
当
な
判
断
と
み
な
さ
れ
…
…
。
ま
た
〔
統
治
し
て
い
た
〕
当
の
者

0

0

0

も
非
難
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た

ろ
う
」。

　

こ
こ
で
言
う
「
統
治
し
て
い
た
者
」（
単
数
）
と
は
、
誰
の
こ
と
な
の
か
？　

当
時
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
統
治
は
独
裁
体
制
で

は
な
か
っ
た
。
そ
れ
な
の
に
グ
イ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
は
こ
こ
で
統
治
者
を
単
数
で
表
記
し
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
氏
名
は
ふ
せ

て
い
る
。
こ
れ
は
無
意
識
に
な
さ
れ
た
こ
と
で
は
な
く
意
識
し
て
な
さ
れ
た
こ
と
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
誰
か
の
名
を
こ
こ
で

あ
え
て
隠
し
た
の
で
は
な
い
か
。
隠
さ
れ
た
の
は
、
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
と
い
う
名
で
は
な
か
っ
た
か
。
つ
ま
り
グ
イ
ッ
チ
ァ
ル

デ
ィ
ー
ニ
は
、
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
が
あ
の
時
点
で
、
メ
デ
ィ
チ
家
復
活
陰
謀
容
疑
者
に
も
「
上
訴
」
法
の
適
用
を
承
認
せ
よ
と

「
決
然
と
し
て
」
発
言
し
て
い
た
ら
、
命
じ
て
い
た
ら
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
名
声
も
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
自
身
の
名
声
も
高
ま
っ
て

い
た
の
に
、
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
│
│
そ
う
思
え
て
な
ら
な
い
。

　

と
い
う
の
も
、
グ
イ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
家
は
当
時
、
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
支
持
者
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
│
│
こ

こ
で
も
前
に
見
た
よ
う
な
こ
の
家
門
の
特
色
が
見
え
る
の
だ
が
│
│
表
立
っ
て
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
派
の
活
動
を
し
て
い
た
わ
け
で

は
な
か
っ
た
。
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
の
父
ピ
エ
ー
ロ
は
、
メ
デ
ィ
チ
家
の
ロ
レ
ン
ツ
ォ
〔
豪
華
公
〕
支
配
の
時
点
で
は
ま
ぎ
れ
も
な

い
メ
デ
ィ
チ
派
で
あ
り
な
が
ら
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
を
評
価
し
、
メ
デ
ィ
チ
家
失
脚
後
は
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
の
新<

共
和
制>

の
支

持
者
と
な
り
、
彼
の
失
脚
、
処
刑
後
も
そ
の
思
考
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
父
の
影
響
下
で
、
息
子
た
ち
は
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ

に
関
心
を
持
ち
、
あ
る
い
は
評
価
し
て
い
た
。
次
男
イ
ア
コ
ポ
の
よ
う
に
彼
の
信
奉
者
と
な
り
、
彼
亡
き
あ
と
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の

公
職
に
つ
く
と
、
職
務
と
し
て
フ
ェ
ッ
ラ
ー
ラ
に
出
か
け
た
折
り
、
彼
の
生
家
に
行
き
、
青
年
時
代
の
彼
の
手
紙
な
ど
を
遺
族
か

ら
入
手
し
て
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
持
ち
帰
っ
た
者
も
い
た
。
│
│
イ
ア
コ
ポ
の
こ
う
し
た
貢
献
が
な
け
れ
ば
、
若
か
っ
た
サ
ヴ
ォ
ナ

―　 　―
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ロ
ー
ラ
が
母
親
に
、
両
親
に
送
っ
た
手
紙
（
参
照
、
↓
Ⅳ
章
）
な
ど
が
後
世
に
受
け
継
が
れ
貴
重
な
資
料
と
な
る
こ
と
は
な
か
っ

た
ろ
う
。

　

三
男
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
も
、
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
へ
の
関
心
は
小
さ
く
な
い
ば
か
り
か
、『
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
史
』
の
中
で
高
く
、

絶
讃
と
言
っ
て
も
い
い
ほ
ど
高
く
評
価
し
て
い
た
。（
参
照
、
↓
Ⅵ
章
）
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
、
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
に
つ
い
て
論

ず
る
、
し
か
も
批
判
的
に
論
ず
る
、
い
や
論
じ
ざ
る
を
得
な
い
所
で
、
彼
の
名
を
あ
え
て
出
さ
ず
、「〔
統
治
し
て
い
た
〕
当
の

者
」
と
書
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
。

　

ま
た
、「
当
の
者
も
非
難
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
…
…
」、
と
い
う
の
は
、
毅
然
と
し
て
メ
デ
ィ
チ
家
復
帰
陰
謀
容
疑
者
へ
の

「
上
訴
」
承
認
を
訴
え
て
い
れ
ば
彼
も
評
判
を
落
と
さ
な
か
っ
た
の
に
、
と
い
う
哀
惜
の
念
の
表
わ
れ
か
と
思
え
る
。
そ
う
で
あ

れ
ば
、
こ
の
問
題
で
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
は
評
価
を
落
と
し
た
と
見
て
い
る
点
で
、
前
で
見
た
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
見
解
に
通
じ
て

い
る
。

　

な
お
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
歴
史
家
と
し
て
現
在
も
な
お
注
目
す
べ
き
グ
イ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
の
見
解
に
影
響
さ
れ
て
採
り
入
れ

た
の
か
、
こ
の
二
一
世
紀
、
こ
の
上
訴
承
認
問
題
は
あ
ま
り
意
味
が
な
い
と
言
わ
ん
ば
か
り
の
説
も
登
場
し
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
仮
に
こ
の
上
訴
が
承
認
さ
れ
「
大
評
議
会
」
の
審
議
に
附
さ
れ
た
と
し
て
も
、
当
時
の
イ
タ
リ
ア
お
よ
び
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ

の
情
況
に
即
し
て
見
る
と
圧
倒
的
多
数
で
却
下
さ
れ
た
ろ
う
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
説
に
は
、
グ
イ
ッ
チ
ァ
ル

デ
ィ
ー
ニ
が
自
説
に
附
し
た
、
上
訴
承
認
さ
れ
て
い
た
ら
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
名
声
が
、
…
…
「
統
治
し
て
い
た
当
の
者
の
評
判

も
…
…
」、
と
い
う
観
点
は
附
さ
れ
て
い
な

）
16
（い

。
│
│
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
歴
史
家
の
考
察
と
く
ら
べ
る
と
、
現
代
の
研
究
者
の
考

察
、
見
解
の
浅
薄
さ
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。

―　 　―
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た
だ
し
、
現
代
で
も
二
〇
世
紀
初
期
に
は
、「
こ
れ
以
外
の
対
応
を
彼
は
で
き
な
か
っ
た
ろ
う
」、
と
い
う
見
解
が
、
こ
の
頃

の
最
も
本
格
的
な
、
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
こ
の
拙
論
で
も
す
で
に
幾
度
と
な
く
引
照
し
引
用
も
し
て
き
た
シ
ュ
ニ
ッ
ツ
ァ
ー
の
研

究
書
の
中
で
出
さ
れ
て
い
る
。
│
「
彼
は
説
教
壇
か
ら
、
僭
主
制
を
創
ろ
う
と
す
る
試
み
は
い
か
な
る
こ
と
で
あ
れ
共
通
善

〔
＝
益
〕
に
逆
ら
う
最
大
の
悪
事
と
し
て
最
高
の
罰
に
値
す
る
と
、
何
度
も
何
度
も
厳
か
に
宣
言
し
て
き
た
」。
そ
れ
な
の
に
こ
の

時
、
自
分
の
「
少
数
の
支
持
者
」
が
勝
手
な
こ
と
を
し
て
、
つ
ま
り
メ
デ
ィ
チ
家
復
帰
の
陰
謀
な
ど
に
関
与
し
て
罪
に
問
わ
れ
た

か
ら
と
い
っ
て
、
こ
れ
に
味
方
す
る
よ
う
な
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の

）
17
（だ
。

　

こ
れ
は
、
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
支
持
説
と
し
て
は
、
ま
っ
と
う
な
も
の
だ
と
言
え
る
。
し
か
し
、
問
題
の
焦
点
か
ら
は
そ
れ
た
説

で
も
あ
る
。
上
訴
承
認
の
可
否
に
つ
い
て
自
分
の
支
持
者
た
ち
に
味
方
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
彼
ら
の
罪
そ
の
も
の
を
問
わ
な
い

こ
と
を
支
持
し
た
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
罪
が
彼
の
主
導
で
定
め
ら
れ
た
上
訴
審
で
最
終
的
に
裁
か
れ
る
よ

う
彼
は
発
言
す
べ
き
だ
っ
た
の
に
、
何
も
し
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
問
題
へ
の
答
え
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て

彼
を
め
ぐ
る
こ
の
件
に
つ
い
て
の
疑
問
に
も
答
え
て
い
な
い
。

　

こ
れ
に
答
え
る
に
は
、
彼
の
立
場
、
位
置
の
変
化
と
そ
の
時
々
の
感
性
を
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
と
思
え
る
。
│
│
三
年

た
ら
ず
前
、
新<

共
和
制>

樹
立
の
渦
中
に
、
い
や
中
心
に
い
た
時
、
彼
は
い
う
な
れ
ば
政
治
の
中
心
に
い
た
。
そ
し
て
そ
れ
ゆ

え
、
無
意
識
の
う
ち
に
多
少
と
も
政
治
的
感
性
を
、
あ
る
い
は
政
論
家
の
感
性
を
持
ち
、
そ
れ
で
も
っ
て
考
察
し
発
言
し
て
い

た
。
し
か
し
今
や
、
彼
は
樹
立
さ
れ
た
体
制
の
中
で
、
神
の
言
葉
、
意
志
を
伝
え
る
伝
道
師
と
し
て
日
々
を
送
る
よ
う
に
な
っ
て

い
た
。
政
治
は
、
前
述
の
よ
う
に
ヴ
ァ
ロ
ー
リ
な
ど
自
分
の
派
の
有
力
者
に
託
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
政
論
家
の
感
性
は
無
意
識

の
う
ち
に
弱
ま
っ
て
い
た
。
こ
う
し
て
、
三
年
前
の
自
身
の
感
性
に
従
え
ば
当
然
、
認
め
る
べ
き
原
理
、
守
る
べ
き
原
理
に
反
応

せ
ず
、
原
理
に
反
す
る
事
が
な
さ
れ
て
い
く
の
を
無
言
で
見
過
ご
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
一
人
の
人
間
と

―　 　―
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し
て
は
、
無
原
則
と
い
え
ば
ま
こ
と
に
無
原
則
、
無
責
任
と
い
え
ば
ま
こ
と
に
無
責
任
な
姿
を
さ
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な

い
か
。

　

な
お
ジ
ォ
ヴ
ァ
ン
ニ
・
バ
ッ
テ
ィ
ス
タ
へ
の
手
紙
の
前
日
、
一
八
日
に
彼
は
、
一
〇
名
の
仲
間
が
ペ
ス
ト
で
死
ん
で
い
く
の
を

見
て
自
分
も
安
全
な
所
へ
避
難
し
た
い
と
言
っ
て
き
た
修
道
士
に
対
し
て
、
か
つ
て
喜
ん
で
死
ん
で
い
っ
た
多
く
の
者
た
ち
の

例
を
あ
げ
な
が
ら
、
こ
の
修
道
士
の
臆
病
さ
を
強
く
叱
責
し
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
二
〇
世
紀
最
大
の
サ

ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
研
究
者 
│
│
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
崇
敬
者
だ
と
こ
れ
ま
で
く
り
返
し
紹
介
し
て
き
た
│
│
リ
ド
ル
フ
ィ
は
、「
恐

れ
を
知
ら
ず
、
燃
え
る
よ
う
な
熱
意
あ
ふ
れ
る
」
宗
教
指
導
者
と
し
て
の
彼
は
、「
他
者
の
弱
さ
を
よ
く
理
解
で
き
な
か
っ
た
の

だ
」、
と
解
説
し
て
い

）
18
（る

。

　

た
し
か
に
彼
は
、
矛
盾
し
た
対
応
を
示
し
て
い
る
。
信
仰
心
を
支
え
と
し
て
情
況
に
耐
え
よ
う
と
す
る
者
た
ち
に
は
避
難
を
勧

め
な
が
ら
、
そ
し
て
そ
の
者
た
ち
を
実
際
に
避
難
さ
せ
な
が
ら
、
自
分
か
ら
進
ん
で
避
難
し
た
い
と
願
い
出
て
き
た
者
に
対
し
て

は
、
お
そ
ら
く
は
万
事
の
基
軸
と
な
る
べ
き
「
真
の
」
信
仰
心
に
そ
む
く
者
と
し
て
、
激
し
い
怒
り
を
ぶ
つ
け
ず
に
い
ら
れ
な

か
っ
た
。
つ
ま
り
、
自
分
が
認
め
る
「
真
の
」
信
仰
心
に
そ
む
く
者
は
、
赦
せ
な
か
っ
た
。

　

し
か
し
こ
れ
は
、「
他
者
の
弱
さ
を
よ
く
理
解
で
き
な
か
っ
た
」
と
い
う
こ
と
だ
け
か
ら
だ
っ
た
ろ
う
か
？　

反
対
に
、
彼
は

人
間
の
弱
さ
を
よ
く
知
っ
て
い
て
、
か
つ
恐
れ
て
い
て
、
そ
の
弱
さ
を
自
分
に
向
け
て
ぶ
つ
け
て
く
る
者
を
断
じ
て
受
け
入
れ
ら

れ
な
か
っ
た
、
赦
せ
な
か
っ
た
か
ら
、
と
も
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。　

　

と
も
あ
れ
、
先
に
見
た
兄
弟
ア
ル
ベ
ル
ト
宛
て
の
二
通
の
手
紙
が
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
私
的
情
況
を
よ
く
示
唆
し
て
く
れ
て
い

た
の
に
対
し
、
今
ふ
れ
た
信
仰
心
に
関
わ
る
二
通
の
書
簡
は
、
公
的
問
題
に
関
わ
る
こ
の
時
期
の
彼
の
心
境
を
か
い
ま
見
せ
て
く

―　 　―
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れ
て
い
る
。
こ
の
時
期
、
説
教
と
い
う
最
大
の
自
己
表
現
、
表
出
の
武
器
を
奪
わ
れ
た
彼
に
は
、
こ
う
し
た
書
簡
以
外
、
他
者

に
自
分
の
内
心
を
語
る
、
表
出
す
る
手
段
は
な
か
っ
た
。
書
簡
は
、
彼
に
と
っ
て
、
忍
耐
の
中
で
の
大
き
な
救
い
だ
っ
た
の
だ
。

│
│
そ
し
て
こ
れ
ら
は
、
く
り
返
し
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
あ
え
て
言
う
な
ら
、
後
世
の
者
に
は
こ
の
時
期
の
彼

0

0

0

0

0

0

を
わ
ず
か
に

で
は
あ
れ
知
る
資
料
と
な
っ
て
い
る
。

　

た
だ
し
彼
は
こ
の
頃
、
も
う
一
つ
の
救
い
を
得
て
い
た
。
信
仰
上
の
信
念
を
吐
露
す
る
著
書
の
執
筆
、
刊
行
で
あ
る
。
一
冊

は
、
少
し
前
に
ふ
れ
た
『
十
字
架
の
勝
利
』
の
俗
語
版
刊
行
の
準
備
と
、
も
う
一
冊
、（
対
話
）『
預
言
の
真
理
』
の
構
想
、
執
筆

で
あ
る
。
前
者
は
「
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
真
実
性
を
論
証
し
よ
う
と
し
た
も

）
19
（の

」、「
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
義
の
完
璧
な
解
説
」、「
信

仰
の
真
実
性
の
探
究
と
解

）
20
（説

」
な
ど
と
、
後
者
は
、「
自
分
の
預
言
的
な
言
辞
は
嘘
か
自
分
の
抱
く
幻
想
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
反

駁
を
す
べ
て
一
掃
し
よ
う
と
す
る
」
も
の
だ

）
21
（と

評
さ
れ
て
き
て
い
る
。

　

す
で
に
教
皇
か
ら
破
門
さ
れ
て
い
る
彼
が
安
全
な
状
態
で
手
紙
や
著
書
の
執
筆
に
専
念
で
き
た
の
は
、
市
内
で
の
彼
の
支
持
派

の
勢
い
が
弱
ま
ら
な
い
ど
こ
ろ
か
強
ま
り
続
け
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
見
て
き
た
よ
う
な
メ
デ
ィ
チ
派
の
処
刑
問
題
へ
の
彼
の
対

応
も
、
彼
の
立
場
を
弱
め
な
か
っ
た
。
こ
の
八
月
の
終
わ
り
に
な
さ
れ
た
次
期
（
九
、
一
〇
月
）「
政
庁
」
選
出
で
も
彼
の
派
が

勝
利
し
た
。
九
月
一
三
日
、
ミ
ラ
ー
ノ
公
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
駐
在
大
使
パ
オ
ロ
・
ソ
メ
ン
ツ
ィ
が
、「
今
や
修
道
士
派
が
国
政
を

何
ら
の
反
対
も
受
け
ず
自
由
に
支
配
し
て
い
る
と
言
え
ま
す
」、
と
公
に
報
告
し
て
い
る
ほ
ど
だ
っ

）
22
（た

。

　

そ
の
後
、
一
一
、
一
二
月
の
「
政
庁
」
も
同
派
が
占
め
た
。
こ
れ
ら
の
「
政
庁
」
は
無
論
、
教
皇
庁
内
部
で
こ
れ
ま
で
に
も
増

し
て
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
破
門
撤
回
工
作
を
続
け
た
。
と
に
か
く
教
皇
の
周
辺
に
、
す
な
わ
ち
枢
機
卿
た
ち
の
中
に
破
門
撤
回
支
持

者
を
得
る
こ
と
、
あ
る
い
は
支
持
者
の
意
思
を
さ
ら
に
固
め
る
こ
と
が
不
可
欠
だ
っ
た
。

―　 　―
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そ
の
た
め
に
は
、
当
時
の
常
と
し
て
、
莫
大
な
資
金
が
必
要
だ
っ
た
。
高
位
聖
職
者
た
ち
を
動
か
す
最
高
の
手
だ
て
と
し
て
高

額
な
資
金
を
欠
か
せ
な
い
こ
と
は
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
市
内
で
も
暗
黙
の
う
ち
に
広
く
認
知
さ
れ
て
い
た
。
各
「
政
庁
」
は
無
論
、

市
民
の
間
で
も
そ
う
だ
っ
た
。
だ
か
ら
な
の
か
、
市
内
で
、
様
々
の
噂
が
飛
び
か
っ
て
い
た
よ
う
だ
。
以
前
か
ら
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー

ラ
に
好
意
的
だ
っ
た
枢
機
卿
カ
ラ
ッ
フ
ァ
は
必
要
な
資
金
と
し
て
高
額
を
、
別
の
枢
機
卿
ピ
ッ
コ
ロ
ー
ミ
ニ
〔
＝
後
の
教
皇
ピ

ウ
ス
三
世
〕
は
そ
れ
を
上
回
わ
る
額
を
求
め
て
き
た
、「
政
庁
」
は
破
門
撤
回
の
見
返
り
な
ら
そ
れ
を
提
供
す
る
つ
も
り
の
よ
う

だ
、
市
民
た
ち
が
す
で
に
高
位
聖
職
者
た
ち
に
相
当
な
額
を
提
供
し
た
、
等
々
、
根
拠
を
伴
な
わ
な
い
記
述
が
当
時
の
年
代
記

や
、
こ
れ
も
し
ば
し
ば
参
照
し
て
き
た
彼
の
最
古
の
伝
記
「
に
せ
ブ
ル
ラ
マ
ッ
キ
」（
参
照
、
↓
Ⅲ
章

－

註
17
）
に
は
記
さ
れ
て

い
）
23
（る
。

　

こ
の
よ
う
な
事
態
を
、
誰
よ
り
も
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
自
身
が
、
唾
棄
す
べ
き
頽
廃
そ
の
も
の
と
し
て
早
く
か
ら
認
識
し
て
い
た

の
だ
ろ
う
。
八
月
一
三
日
、
知
人
ル
ド
ヴ
ィ
ー
コ
・
ピ
ッ
ト
ー
リ
オ
に
送
っ
た
手

）
24
（紙

で
、「
我
々
の
破
門
に
つ
い
て
は
、
金
で
買

わ
れ
た
り
し
た
ら
非
常
に
強
い
非
難
に
値
す
る
と
私
は
思
い
ま
す
」
と
述
べ
て
い
る
。
知
人
（
た
ち
）
へ
の
、
そ
ん
な
こ
と
は
し

な
い
で
ほ
し
い
と
い
う
彼
の
心
か
ら
の
懇
願
の
よ
う
に
思
え
る
。
金
銭
で
教
会
内
の
地
位
を
、
資
格
を
得
る
、
あ
る
い
は
保
つ
と

い
う
の
は
、
彼
に
と
っ
て
こ
れ
ま
で
の
自
身
の
す
べ
て
を
踏
み
に
じ
る
こ
と
、
全
否
定
す
る
こ
と
だ
っ
た
か
ら
だ
。

　

し
ば
ら
く
し
て
、
噂
と
は
異
な
り
、
カ
ラ
ッ
フ
ァ
枢
機
卿
は
資
金
の
請
求
を
伴
な
わ
な
い
一
つ
の
助
言
を
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の

教
皇
庁
駐
在
大
使
ブ
ラ
ッ
チ
に
提
示
し
て
き
た
。
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
に
教
皇
宛
て
の
破
門
撤
回
の
た
め
の
手
紙
を
書
か
せ
る
よ

う
に
、
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
報
を
受
け
た
「
政
庁
」
は
、
こ
の
助
言
か
ら
、
目
指
す
成
果
を
得
る
大
き
な
可
能
性
を
察
知

し
た
ら
し
く
、
一
〇
月
一
三
日
、
ブ
ラ
ッ
チ
に
返
書
を
送
り
、
枢
機
卿
に
彼
の
助
言
に
は
全
面
的
に
従
う
と
伝
え
た
上
で
、「
こ

の
問
題
で
の
我
々
の
願
い
は
す
べ
て
枢
機
卿
に
か
か
っ
て
い
る
」
と
も
伝
え
よ
と
指
示
し

）
25
（た

。
そ
し
て
な
ん
と
、
同
じ
日
付
で
サ

―　 　―
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ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
が
教
皇
に
書
簡
を
発
し
た
。

　

お
そ
ら
く
、
ブ
ラ
ッ
チ
か
ら
助
言
の
通
報
を
受
け
た
「
政
庁
」
は
す
ぐ
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
と
話
し
合
い
、
か
つ
合
意
し
て
、
そ

れ
ぞ
れ
の
書
簡
を
同
日
付
に
し
、
同
時
に
発
送
し
た
の
だ
ろ
う
。
彼
は
、
や
は
り
何
と
し
て
で
も
こ
の
閉
塞
状
態
か
ら
抜
け
出
し

た
か
っ
た
。
忍
耐
の
日
々
を
終
わ
ら
せ
た
か
っ
た
。
公
然
と
説
教
を
展
開
す
る
日
々
を
取
り
も
ど
し
た
か
っ
た
の
だ
。

　

あ
え
て
書
簡
の
全
）
26
（文
を
見
て
み
よ
う
。
│
│
「
教
皇
聖
下
、
そ
の
聖
な
る
御
足
に
口
づ
け
し
た
上
で
」、
と
こ
の
年
、
五
月
二

〇
日
の
書
簡
（
参
照
、
↓
前
章
）
と
同
一
の
言
葉
で
語
り
始
め
て
い
る
。

　
　
　

父
〔
な
る
聖
下
〕
の
お
怒
り
に
悲
し
む
子
は
、
お
怒
り
を
和
ら
げ
て
戴
け
る
あ
ら
ゆ
る
道
を
、
方
途
を
請
い
求
め
て
お
り

ま
す
。
い
か
な
る
拒
絶
に
遭
い
ま
し
て
も
、
ふ
だ
ん
の
御
慈
悲
を
あ
き
ら
め
る
こ
と
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
聖
書
に
こ
う
書
か

れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
求
め
よ
さ
ら
ば
与
え
ら
れ
ん
。
叩
け
よ
さ
ら
ば
開
か
れ
ん
〔
＝
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
七

－

７
、
ル

カ
に
よ
る
福
音
書
一
一

－
９
〕。
私
も
こ
の
よ
う
に
致
し
ま
す
。
聖
下
の
お
恵
み
を
停
め
ら
れ
〔
＝interdictam

〕、
他
の

苦
難
に
よ
る
よ
り
も
強
く
苦
し
ん
で
お
り
ま
す
が
、
止
む
こ
と
な
く
聖
下
の
御
足
の
下
に
身
を
投
じ
、
私
の
叫
び
が
つ
い
に

は
御
前
に
お
聞
き
入
れ
戴
け
る
こ
と
を
請
い
願
い
、
か
つ
私
が
聖
下
の
御
胸
か
ら
引
き
離
さ
れ
る
こ
と
を
聖
下
が
お
望
み
に

な
ら
れ
な
い
よ
う
請
い
願
い
上
げ
て
お
り
ま
す
。
羊
飼
い
〔
＝
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
〕
の
羊
の
一
匹
と
し
て
、
私
は
キ
リ
ス

ト
以
外
の
誰
の
前
に
行
け
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
？　

誰
の
声
を
、
祝
福
を
求
め
れ
ば
、
聞
こ
う
と
す
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ

う
か
？　

誰
を
救
い
主
と
し
て
求
め
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
？　

私
の
敵
た
ち
の
不
正
や
策
略
か
ら
安
全
な
道
が
開
か
れ

て
お
り
ま
し
た
ら
、
も
っ
と
早
く
私
は
聖
下
の
御
足
の
下
に
ひ
れ
伏
し
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
私
は
そ
う
致
す
つ
も
り
で

お
り
ま
す
。
不
安
な
く
そ
う
で
き
ま
す
こ
と
を
、
心
の
底
の
底
か
ら
望
ん
で
お
り
ま
す
。
そ
う
致
す
こ
と
で
、
あ
ら
ゆ
る
非

―　 　―
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難
か
ら
最
終
的
に
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
願
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
時
ま
で
、
私
は
こ
れ
ま
で
同
様
、
あ
ら
ゆ
る
事
に

お
い
て
謹
ん
で
聖
下
に
我
が
身
を
捧
げ
ま
す
。
そ
し
て
も
し
私
の
愚
か
さ
や
不
注
意
ゆ
え
に
何
ら
か
の
過
ち
が
生
じ
ま
し
た

場
合
は
、
聖
下
が
私
の
中
に
い
さ
さ
か
の
悪
意
も
見
い
だ
さ
れ
な
く
な
ら
れ
た
上
で
お
赦
し
下
さ
い
ま
す
よ
う
、
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
聖
下
、
御
心
か
ら
お
情
け
と
ご
慈
悲
を
お
断
ち
下
さ
い
ま
せ
ん
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

〔
そ
う
な
さ
っ
て
戴
け
れ
ば
〕、
か
つ
て
ご
自
身
の
子
と
お
認
め
下
さ
っ
た
私
が
敬
虔
で
、
真
摯
で
、
常
に
最
も
従
順
な
僕し

も
べだ

と
お
分
か
り
戴
け
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
謹
ん
で
我
が
身
を
聖
下
に
捧
げ
ま
す
。

　
　
　

フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
サ
ン
・
マ
ル
コ
修
道
院
よ
り
、
一
四
九
七
年
一
〇
月
一
三
日
。

　
　
　

聖
下
の
最
も
従
順
な
子
に
し
て
小
さ
き
僕
、
説
教
者
修
道
会
の
フ
ェ
ッ
ラ
ー
ラ
〔
出
身
〕
ヒ
エ
ロ
ニ
ム
ス
。

　

教
皇
側
近
の
枢
機
卿
カ
ラ
ッ
フ
ァ
に
宛
て
ら
れ
た
「
政
庁
」
書
簡
と
同
じ
日
付
の
こ
の
書
簡
は
、
日
付
の
み
な
ら
ず
内
容
も
、

「
政
庁
」
の
勧
奨
と
合
意
の
下
で
書
か
れ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
し
て
も
こ
れ
ほ
ど
卑
屈
な
服
従
心
、
あ
え
て
言
う
な
ら
屈
伏

心
に
満
ち
た
書
簡
を
、
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
は
、
心
底
か
ら
否
定
し
て
や
ま
な
い
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル
六
世
に
抵
抗
感
を
覚
え
ず
に
書

い
た
の
だ
ろ
う
か
？　

書
け
た
の
だ
ろ
う
か
？　

お
そ
ら
く
、
そ
う
し
た
感
情
を
強
く
覚
え
な
が
ら
も
、
強
い
ら
れ
た
沈
黙
、
強

い
ら
れ
た
忍
耐
と
い
う
牢
に
留
ま
り
き
れ
な
く
な
っ
て
い
た
た
め
、
書
か
ず
に
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

当
時
、
彼
の
苦
衷
を
推
し
量
っ
た
者
、
少
な
く
と
も
量
ろ
う
と
し
た
者
が
い
た
の
か
ど
う
か
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。
苦
心
の
作

だ
っ
た
こ
の
書
簡
へ
の
反
応
は
、
管
見
の
限
り
、
当
時
の
年
代
記
作
者
た
ち
の
書
に
も
、
近
現
代
の
主
要
な
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
研

究
書
に
も
書
か
れ
て
い
な
い
よ
う
な
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
、
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
の
地
位
も
立
場
も
、
こ
う
し
た
彼
自
身
の
働
き
か
け
と
は
ち
が
っ
た
次
元
で
考
え
ら
れ
て
い
た
か

―　 　―
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ら
、
よ
り
端
的
に
言
う
な
ら
取
引
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
か
ら
だ
と
思
え
る
。

　

こ
の
頃
、
教
皇
を
含
む
イ
タ
リ
ア
の
権
力
者
た
ち
は
、
フ
ラ
ン
ス
王
が
軍
を
率
い
て
再
び
侵
攻
し
て
来
る
の
で
は
な
い
か
と
い

う
不
安
を
抱
い
て
い
た
。
そ
う
い
う
事
態
が
生
じ
た
場
合
、
彼
ら
に
は
、
以
前
の
、
す
な
わ
ち
九
四
年
の
よ
う
に
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ

を
フ
ラ
ン
ス
王
側
に
つ
か
せ
た
り
せ
ず
（
参
照
、
↓
Ⅷ
章
）、
自
分
た
ち
の
陣
営
に
引
き
こ
む
必
要
が
あ
っ
た
。
政
治
的
に
も
、

財
政
的
に
も
そ
う
だ
っ
た
。
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
教
皇
は
、
フ
ラ
ン
ス
王
を
神
の
遣
い
と
崇
敬
し
て
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
を

王
の
側
に
留
め
て
き
た
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
を
、
一
番
の
取
引
条
件
と
し
て
使
え
た
の
だ
。
自
分
が
中
核
と
な
っ
て
い
る
反
フ
ラ
ン

ス
神
聖
同
盟
に
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
が
加
わ
る
な
ら
彼
を
赦
免
す
る
、
彼
の
説
教
も
赦
す
、
と
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
働
き
か
け
よ
う
と
目

論
ん
で
い
た
の
だ
。
破
門
に
処
し
た
ま
ま
の
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

は
、
教
皇
に
と
っ
て
、
い
う
な
れ
ば
敵
陣
に
在
る
自
分
の
だ
い
じ

な
手
駒
だ
っ
た
の
だ
。

　

こ
う
し
た
情
況
で
な
け
れ
ば
、
彼
が
苦
心
の
末
に
教
皇
に
書
き
送
っ
た
卑
屈
な
服
従
の
書
簡
は
、
教
皇
に
は
無
論
、
教
皇
の
身

辺
に
い
る
枢
機
卿
た
ち
に
も
無
視
さ
れ
て
終
わ
っ
た
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
今
や
、
教
皇
に
ひ
れ
伏
し
ひ
た
す
ら
赦
し
を
請
い
求
め
る
こ
の
書
簡
は
、
無
視
な
ど
で
き
な
い
重
要
な
も
の
に
な
っ

た
。
教
皇
と
そ
の
関
係
者
に
は
、
手
駒
の
価
値
の
大
き
さ
を
改
め
て
確
認
さ
せ
て
く
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
利
用
可
能
性
を
確

信
さ
せ
て
く
れ
る
も
の
だ
っ
た
か
ら
だ
。

　

も
う
こ
の
書
簡
だ
け
で
、
彼
ら
に
は
十
分
だ
っ
た
。
こ
れ
が
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
が
教
皇
の
下
に
完
全
に

服
す
と
い
う
な
ら
汝
ら
の
言
い
分
を
す
べ
て
聞
き
入
れ
て
や
る
、
つ
ま
り
彼
の
破
門
を
撤
回
し
て
や
る
、
と
言
う
だ
け
で
フ
ィ
レ

ン
ツ
ェ
を
配
下
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
し
た
、
と
思
え
た
の
だ
。
あ
と
は
、
こ
の
手
駒
を
使
う
機
会
を
ね
ら
う
だ

け
だ
っ
た
。
ひ
た
す
ら
ひ
れ
伏
し
て
い
る
こ
の
書
簡
そ
の
も
の

0

0

0

0

0

0

な
ど
、
も
う
捨
て
お
く
だ
け
だ
っ
た
。
そ
の
筆
者
の
心
中
に
思
い

―　 　―
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を
致
す
こ
と
な
ど
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
ど
ん
な
苦
衷
が
在
っ
た
か
と
推
し
量
る
こ
と
な
ど
、
と
り
わ
け
彼
ら
権
力
者
た
ち
に
は
な

か
っ
た
。

　

一
方
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
市
内
の
情
況
は
、
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
に
さ
ら
に
有
利
に
な
っ
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
。
一
一
月
に
は
彼

の
礼
讃
銅
メ
ダ
ル
が
鋳
造
さ
れ
た
の
）
27
（だ
。
表
に
は
彼
の
肖
像
の
浮
き
彫
り
と
そ
れ
を
囲
む
頌
詞
、「
説
教
者
修
道
会
〔
＝
ド
ミ
ニ

コ
会
〕
の
最
も
学
識
豊
か
な
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
」
が
、
裏
に
は
ロ
ー
マ
な
い
し
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
上
に
下
さ
れ
る
神
の
短
剣
の
図

と
そ
れ
を
囲
む
警
告
文
│
│
と
い
う
よ
り
は
、
九
二
年
月
四
月
六
日
に
政
庁
宮
で
「
政
庁
」
首
脳
を
前
に
し
て
行
な
っ
た
説
教

（
参
照
、
↓
Ⅵ
章
）
以
降
、
彼
が
叫
び
続
け
て
き
た
こ
と
の
核
と
も
い
う
べ
き
文
言
│
│
「
神
の
剣
が
地
上
に
直
ち
に
、
速
や
か

に
」、
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
直
径
六
セ
ン
チ
二
ミ
リ
余
の
銅
メ
ダ
ル
で
あ
る
。（
参
照
、
↓
次
頁
）

　

身
辺
が
こ
う
し
た
状
態
だ
っ
た
か
ら
な
の
か
、
彼
は
ま
だ
楽
観
的
だ
っ
た
よ
う
だ
。
自
信
す
ら
持
っ
て
い
た
よ
う
だ
。
と
い
う

の
も
、
フ
ェ
ッ
ラ
ー
ラ
侯
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
駐
在
大
使
マ
ン
フ
レ
ー
デ
ィ
は
、
彼
と
長
時
間
の
会
見
後
、
一
一
月
一
九
日
、
侯

へ
の
報
告
書
で
、
彼
は
教
皇
と
の
関
係
は
う
ま
く
い
く
、
教
皇
が
自
分
に
同
調
し
て
く
る
と
期
待
し
て
い
る
、
と
述
べ
て
い
る

の
）
28
（だ
。

　

こ
こ
か
ら
推
測
す
る
限
り
、
彼
は
、
教
皇
中
心
の
権
力
者
た
ち
が
市
外
で
く
り
広
げ
て
い
る
政
治
の
中
で
、
自
分
は
彼
ら
の
企

み
実
現
の
た
め
の
手
駒
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
実
情
を
、
あ
ま
り
感
知
し
て
い
な
か
っ
た
。
特
に
教
皇
は
自

分
を
敵
陣
に
在
る
手
中
の
駒
と
し
て
利
用
で
き
る
限
り
利
用
し
よ
う
と
し
て
い
る
だ
け
で
、
教
皇
自
身
が
心
を
入
れ
か
え
て
彼
に

歩
み
よ
る
こ
と
な
ど
毛
頭
、
考
え
て
い
な
い
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
。
逆
に
、
教
皇
が
心
を
入
れ
か
え
る
の
で
は
な
い
か
と
、

か
す
か
に
で
は
あ
れ
期
待
す
ら
抱
き
、
自
分
の
破
門
は
不
当
だ
と
変
わ
ら
ず
信
じ
な
が
ら
も
教
会
の
公
的
な
儀
式
か
ら
身
を
引

―　 　―
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き
、
公
的
な
説
教
も
一
切
、
行
な
わ
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
破
門
処
分
に
服
し
て
い
た
。
こ
う
し
て
忍
耐
し
続
け
て
い
れ
ば
、
い
ず

れ
教
皇
の
方
か
ら
…
…
、
と
期
待
し
な
が
ら
、
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
先
の
苦
心
の
手
紙
が
、
二
ヵ
月
を
経
て
も
何
の
反
応
も
も
た
ら
さ
な
い
こ
と
で
、
彼
も
事
態
の
深
刻
さ
、
厳
し
さ
を

痛
感
し
始
め
た
の
だ
ろ
う
。
彼
の
言
動
が
変
わ
り
始
め
た
。

　

一
二
月
二
五
日
、
ク
リ
ス
マ
ス
の
「
歌
ミ
サ
」〔
＝
「
歌
唱
ミ
サ
」
＝
ミ
サ
を
司
る
教
会
関
係
者
と
会
衆
が
役
割
を
分
担
し
な

が
ら
ミ
サ
の
続
く
間
、
歌
い
続
け
る
〕
を
三
回
、
執
り
行
な
い
、
自
身
の
手
で
修
道
士
た
ち
や
何
百
人
も
の
平
信
徒
に
聖
体
を
授

け
、
さ
ら
に
サ
ン
・
マ
ル
コ
広
場
で
他
の
修
道
士
た
ち
と
と
も
に
厳
か
に
行
列
行
進
を
し
た
と
い
）
29
（う
。
み
ず
か
ら
を
取
り
囲
む
忍

耐
と
い
う
牢
の
壁
を
、
み
ず
か
ら
崩
し
始
め
た
。
そ
う
せ
ず
に
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
の
だ
。

　

た
だ
し
市
内
の
情
況
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
ク
リ
ス
マ
ス
の
あ
と
す
ぐ
、
翌
九
八
年
一
、
二
月
期
の
「
政
庁
」
選
出
で
、
ま
た

ま
た
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
派
勝
利
の
結
果
が
出
た
。
そ
し
て
新
「
政
庁
」（「
執
政
長
官
」
ジ
ゥ
リ
ア
ー
ノ
・
サ
ル
ヴ
ィ
ア
ー
テ
ィ
）

は
す
ぐ
、
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
復
権
、
復
活
の
た
め
の
動
き
を
、
こ
れ
ま
で
の
「
政
庁
」
に
も
ま
さ
る
勢
い
で
始
め
た
。
ま
ず
、

ピ
ー
サ
帰
属
問
題
担
当
の
大
使
と
し
て
ド
メ
ニ
コ
・
ボ
ン
ス
ィ
を
教
皇
庁
に
送
っ
た
。
そ
の
任
務
と
し
て
彼
に
特
に
指
示
さ
れ
た

の
は
、「
修
道
士
ジ
ロ
ー
ラ
モ
の
全
面
的
で
無
条
件
の
赦
免
」
の
達
成
、
だ
っ

）
30
（た
。
ボ
ン
ス
ィ
は
、
名
目
は
ピ
ー
サ
問
題
担
当
大

使
で
実
質
は
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
問
題
担
当
の
特
使
だ
っ
た
よ
う
だ
。

　

次
に
新
「
政
庁
」
は
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
に
、
こ
れ
ま
で
説
教
で
語
っ
て
き
た
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
統
治
や
統
治
制
度
に
関
わ
る
見

解
の
要
諦
を
教
示
す
る
論
文
を
、
速
や
か
に
執
筆
す
る
よ
う
求
め
た
。「（
全
権
）
十
人
委
員
会
」
も
彼
に
そ
の
執
筆
を
勧
め
た
。

彼
主
導
で
導
入
さ
れ
、
彼
の
説
教
に
依
拠
し
て
設
立
さ
れ
、
支
え
ら
れ
、
運
用
さ
れ
て
き
た<

共
和
制>

の
理
論
的
説
明
を
、
根

―　 　―
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拠
を
、
彼
自
身
の
手
に
よ
る
文
章
と
し
て
、
論
文
と
し
て
残
し
て
お
こ
う
、
お
か
な
け
れ
ば
、
と
「
政
庁
」
も
そ
の
下
の
軍
事
・

外
交
担
当
の
「（
全
権
）
十
人
委
員
会
」
も
考
え
た
の
だ
ろ
う
。

　

政
治
指
導
者
層
が
、
政
治
体
制
の
運
営
者
、
政
権
の
執
行
者
と
し
て
、
体
制
と
権
力
の
正
統
な
根
拠
を
説
く
体
系
的
な
説
明

を
、
理
論
を
欲
し
た
と
す
れ
ば
、
自
説
を
常
に
自
分
の
信
仰
す
る
教
義
に
依
拠
し
て
論
理
的
に
説
明
し
主
張
し
て
き
た
サ
ヴ
ォ
ナ

ロ
ー
ラ
の
支
持
者
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
で
は
あ
る
。

　

だ
が
、
な
ぜ
こ
の
時
点
で
こ
う
し
た
ま
と
ま
っ
た
理
論
的
説
明
を
求
め
た
の
か
？　

こ
こ
で
今
、
彼
に
書
き
残
し
て
も
ら
わ
な

け
れ
ば
、
と
多
少
と
も
彼
の
行
く
末
に
つ
い
て
危
機
感
を
覚
え
始
め
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
の
か
？　

こ
う
し
た
疑
問
が
ど
う
し

て
も
生
ず
る
。
だ
が
、
こ
れ
を
解
く
ヒ
ン
ト
の
よ
う
な
こ
と
も
、
管
見
の
限
り
、
当
時
の
記
録
や
書
物
で
は
、
残
念
な
が
ら
提
示

さ
れ
て
い
な
い
よ
う
だ
。
近
・
現
代
の
論
考
で
も
同
様
の
よ
う
だ
。

　

と
も
あ
れ
「
政
庁
」
の
求
め
に
応
じ
た
彼
は
す
ぐ
執
筆
に
と
り
か
か
り
、
三
月
（
の
遅
く
も
二
〇
日
す
ぎ
頃
ま
で
に
）、「
序

詞
」
と
三
篇
か
ら
成
り
、
各
篇
が
三
章
か
ら
成
る
「
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
市
国
の
統
治
お
よ
び
統
治
体
制
論
」
を
完
成
す
る
こ
と
に

な
）
31
（る
。
論
文
の
大
要
は
完
成
時
点
の
情
況
に
ふ
れ
る
章
で
概
観
す
る
こ
と
に
し
、
こ
こ
で
は
こ
の
論
の
冒
頭
、「
序
）
32
（詞
」
だ
け
を

見
る
こ
と
に
す
る
。
実
は
こ
の
「
序
詞
」
で
、
こ
れ
を
書
き
始
め
る
直
前
、
す
な
わ
ち
九
七
年
末
頃
ま
で
の
彼
の
著
作
に
つ
い
て

説
明
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

ま
ず
、「
政
庁
」
の
要
請
を
「
お
断
わ
り
し
が
た
い
」
理
由
を
述
べ
て
い
る
。

　
　
　

…
…
神
の
御
心
に
よ
り
、
私
は
皆
様
の
こ
の
都
市
〔
国
家
＝città
〕
で
長
年
、
説
教
を
行
な
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
常

―　 　―
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に
次
の
四
つ
の
問
題
を
追
求
し
て
ま
い
っ
た
か
ら
で
す
。
す
な
わ
ち
、
私
の
全
知
識
を
傾
け
て
努
め
て
ま
い
り
ま
し
た
の

は
、﹇
１
﹈
信
仰
は
真
実
で
あ
る
こ
と
の
証
明
、﹇
２
﹈
キ
リ
ス
ト
信
徒
の
生
活
の
質
素
さ
は
至
高
の
英
知
で
あ
る
こ
と
の
証

明
、﹇
３
﹈
一
部
は
生
じ
て
き
て
い
る
が
他
は
程
な
く
生
ず
る
は
ず
の
未
来
の
事
柄
の
予
告
、
そ
し
て
最
後
は
、﹇
４
﹈
皆
様

の
都
市
〔
国
家
〕
の
こ
の
新
し
い
統
治
〔
体
制
〕
に
つ
い
て
〔
の
考
察
〕
で
あ
り
ま
す
。
初
め
の
三
題
に
つ
き
ま
し
て
は
、

す
で
に
著
述
を
終
え
て
お
り
ま
す
が
、
第
三
番
目
の
問
題
に
つ
い
て
の
『
預
言
の
真
理
性
』
と
題
し
ま
し
た
本
だ
け
は
、
未

だ
刊
行
致
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
四
番
目
の
問
題
に
つ
き
ま
し
て
は
、
私
ど
も
が
自
然
の
理

こ
と
わ
り

と
教
会
の
教
義
に
合
致
し
た
正

当
な
知
識
を
解
い
て
い
る
こ
と
を
、
こ
の
世
に
普
く
明
ら
か
に
す
る
べ
く
、
こ
れ
か
ら
著
述
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

 

（
文
中
の
﹇
数
字
﹈
は
引
用
者
註
）

　

文
中
の
﹇
１
﹈
は
、
先
に
ふ
れ
た
『
十
字
架
の
勝
利
』
俗
語
版
、﹇
２
﹈
は
、
九
六
年
八
月
に
ラ
テ
ン
語
版
、
同
年
一
〇
月
に

俗
語
版
を
刊
行
し
た
『
キ
リ
ス
ト
信
徒
の
質
素
な
行
き
方
』、﹇
３
﹈
は
先
に
ふ
れ
た
『
預
言
の
真
理
性
』
で
あ
る
。
│
│
く
り
返

し
に
な
る
が
、
こ
れ
ら
の
著
述
、
修
訂
、
そ
し
て
刊
行
が
、
前
述
の
多
数
の
書
簡
の
執
筆
と
な
ら
ん
で
、
破
門
、
説
教
禁
止
の
処

罰
の
下
で
耐
え
が
た
い
忍
耐
の
日
々
を
生
き
て
い
た
彼
の
支
え
に
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
に
、
九
八
年
に
入
っ
て
す
ぐ
、「
こ
れ
か

ら
著
述
し
な
け
れ
ば
」
と
考
え
て
い
た
こ
と
を
、
な
ぜ
か
「
政
庁
」
か
ら
著
述
せ
よ
と
要
請
さ
れ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
答
え

は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
　
　

私
は
こ
の
問
題
を
初
め
の
〔
三
題
に
つ
い
て
の
〕
三
冊
同
様
、
ラ
テ
ン
語
で
著
述
し
た
い
と
、
ま
た
、
一
修
道
士
が
世
の

諸
々
の
政
体
〔
＝Stati

〕
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
、
ど
の
程
度
に
、
か
つ
ど
ん
な
時
点
で
論
じ
か
つ
関
与
す
る
の
が
ふ
さ

―　 　―
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わ
し
い
の
か
を
示
し
て
お
き
た
い
と
考
え
て
ま
い
り
ま
し
た
し
、
ま
た
考
え
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
貴
政
庁
は
、
読
み
書
き

の
で
き
る
者
の
中
で
ラ
テ
ン
語
を
解
す
る
者
は
少
数
ゆ
え
、
一
般
の
用
に
供
す
る
た
め
に
俗
語
で
、
か
つ
ご
く
手
短
か
に
書

く
よ
う
に
と
お
求
め
で
す
の
で
、
私
と
致
し
ま
し
て
は
、
ま
ず
〔
こ
の
〕
小
論
を
〔
俗
語
で
〕
仕
上
げ
た
く
存
じ
ま
す
。
そ

し
て
後
に
、
現
在
の
職
務
か
ら
解
放
さ
れ
た
時
、
全
能
な
る
神
が
お
恵
み
下
さ
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
ご
助
力
を
戴
い
て
ラ
テ

ン
語
に
翻
訳
致
し
た
く
存
じ
ま
す
。

　

思
わ
ず
哀
感
を
そ
そ
ら
れ
る
文
章
で
あ
る
。「
全
能
な
る
神
が
お
恵
み
下
さ
る
」
自
分
の
人
生
は
あ
と
ど
れ
ほ
ど
残
っ
て
い
る

の
か
を
、
人
は
、
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
の
よ
う
に
何
人
に
も
増
し
て
深
く
神
に
「
依
り
頼
む
」
人
生
を
送
っ
て
き
た
者
で
さ
え
、
知

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
三
月
二
〇
日
す
ぎ
頃
ま
で
に
完
成
し
、
す
ぐ
印
刷
に
附
さ
れ
た
と
い
う
こ
の
俗
語
論
文
が
刊
行
さ
れ
た

の
は
、
彼
の
人
生
が
閉
じ
ら
れ
る
こ
の
九
八
年
、
五
月
二
三
日
の
数
日
前
だ
っ
た
と
い
う
。
ラ
テ
ン
語
に
翻
訳
す
る
た
め
の
月
日

を
、「
全
能
な
る
神
が
お
恵
み
下
さ
る
」
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
を
書
き
始
め
た
こ
ろ
は
、
市
内
で
の
彼
の
評
価
は
高
ま
る
ば
か
り
で
、
も
は
や
破
門
も
説
教
禁
止
も
忘
れ
ら
れ
た
か
と
思

わ
れ
る
ほ
ど
だ
っ
た
よ
う
だ
。
先
に
「
虚
飾
の
焼
却
」
に
加
わ
る
な
ど
彼
に
心
酔
し
て
い
た
子
供
た
ち
は
彼
の
説
教
の
再
開
を
求

め
る
声
を
上
げ
、
大
人
た
ち
は
彼
の
「
説
教
に
飢
え
て
い
る
」
と
彼
に
再
開
を
せ
が
ん
だ
と
い

）
33
（う

。

　

そ
れ
ば
か
り
か
、
こ
の
年
、
九
八
年
で
は
救
世
主
の
顕
現
記
念
〔
＝
エ
ピ
フ
ァ
ニ
ー
ア
〕
の
日
に
あ
た
る
一
月
六
日
、「
政
庁
」

の
「
執
政
委
員
」
た
ち
が
古
く
か
ら
の
慣
習
に
従
っ
て
サ
ン
・
マ
ル
コ
修
道
院
に
行
き
、
聖サ
ン

マ
ル
コ
に
寄
進
し
た
時
、
委
員
た
ち

は
祭
壇
で
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
の
手
に
口
づ
け
し
た
と
い
う
。
ラ
ン
ド
ゥ
ッ
チ
に
よ
れ
ば
、「
こ
れ
に
は
一
番
も
の
が
わ
か
っ
て
い

―　 　―
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る
人
た
ち
が
と
て
も
驚
い
た
。
修
道
士
の
敵
た
ち
よ
り
も
味
方
の
者
た
ち
が
驚
い
た
。
エ
ピ
フ
ァ
ニ
ー
ア
の
日
だ
っ
た
の
）
34
（だ
」。

　

こ
う
し
た
事
も
影
響
し
た
の
か
、
あ
る
噂
が
広
ま
っ
た
。
彼
は
説
教
を
再
開
す
る
、
二
月
二
日
〔
＝
聖
母
の
清
め
＝
カ
ン
デ

ロ
ー
ラ
の
日
〕
に
だ
、
と
日
付
ま
で
特
定
さ
れ
た
内
容
の
も
の
で
あ
る
。

　

一
月
末
日
、
フ
ェ
ッ
ラ
ー
ラ
侯
の
大
使
マ
ン
フ
レ
ー
デ
ィ
は
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
と
会
見
し
、
噂
の
真
否
を
尋
ね
た
。
大
使
が
侯

に
送
っ
た
報
告
書
簡
に
よ
る
と
、
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
の
答
え
は
、
今
度
の
四
旬
節
〔
＝
復
活
祭
前
の
四
〇
日
〕
に
は
、
あ
る
い
は

も
っ
と
早
く
、
自
分
に
指
示
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
が
指
示
し
て
き
た
ら
説
教
し
よ
う
と
心
に
決
め
、
準
備
も
し
て
い
る
、
だ
っ

た
。
そ
の
指
示
は
教
皇
か
ら
の
も
の
か
、
そ
れ
と
も
「
政
庁
」
か
ら
の
も
の
か
と
の
問
い
に
は
、「
政
庁
」
か
ら
で
は
な
い
、
も

ち
ろ
ん
教
皇
か
ら
で
も
な
い
と
強
く
否
定
し
、
自
分
は
「
教
皇
を
も
他
の
被
造
物
を
も
超
え
た
方
か
ら
の
指
示
を
待
っ
て
い
る
」、

と
答
え
た
と
い

）
35
（う

。
│
│
自
分
は
神
の
指
示
に
の
み
従
っ
て
決
意
し
行
動
す
る
の
だ
と
い
う
宣
言
で
あ
る
。

　

噂
さ
れ
て
い
た
二
月
二
日
、
彼
は
説
教
し
な
か
っ
た
。
彼
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
信
じ
れ
ば
、
神
か
ら
の
指
示
が
ま
だ
な
か
っ
た

と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
実
際
は
、
彼
は
教
皇
に
密
か
な
期
待
を
、
か
す
か
に
で
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
ま
だ
抱
い
て
い

た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
破
門
さ
れ
た
ま
ま
説
教
に
踏
み
切
る
と
い
う
、
ま
さ
に
最
終
的
、
決
定
的
抵
抗
に
踏
み
出
す
こ
と
は
控

え
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
が
、
日
を
お
か
ず
し
て
教
皇
の
意
思
が
伝
え
ら
れ
た
。
少
し
前
ロ
ー
マ
に
派
遣
さ
れ
た
ば
か
り
の
大
使
ボ
ン
ス
ィ
か
ら

「
政
庁
」
に
、
そ
し
て
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
に
も
、
二
月
八
日
付
の
書
簡
が
届
い
た
の
だ
。
教
皇
は
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
人
の
〔
反
フ
ラ

ン
ス
神
聖
〕
同
盟
へ
の
加
入
を
彼
の
破
門
撤
回
の
条
件
と
し
て
い
る
、
と
い
う
報
告
だ
っ
た
。
こ
の
条
件
が
満
た
さ
れ
れ
ば
教
皇

は
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
望
む
こ
と
を
す
べ
て
赦
す
だ
ろ
う
と
、
大
使
ボ
ン
ス
ィ
は
書
き
加
え
て
い
）
36
（た

。

　

教
皇
は
、
先
の
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
の
卑
屈
な
詫
び
状
か
ら
、
自
分
の
手
駒
の
利
用
は
意
外
に
容
易
だ
と
感
得
し
、
さ
っ
そ
く
利

―　 　―
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用
し
よ
う
と
し
て
き
た
の
だ
。
し
か
し
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
は
自
分
の
信
仰
の
核
心
を
明
け
渡
せ
と
求
め
ら
れ

た
も
の
だ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
彼
に
と
っ
て
神
の
都
市
〔
国
家
〕
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
「
統
領
」
は
神
以
外
で
は
あ
り
得
ず
（
参

照
、
↓
Ⅸ
章
）、
し
た
が
っ
て
神
以
外
の
存
在
の
指
揮
下
に
入
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
、
い
や
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
だ
か
ら

で
あ
る
。
神
へ
の
不
敬
の
限
り
の
日
々
を
送
り
、
本
来
な
ら
「
聖
職
者
の
最
低
位
の
職
に
も
つ
け
な
か
っ
た
」
教
皇
ア
レ
ク
サ
ン

デ
ル
六
世
（
参
照
、
↓
Ⅵ
章
）
の
指
揮
下
に
入
る
こ
と
な
ど
、
彼
に
し
て
み
れ
ば
、
お
よ
そ
想
像
す
る
だ
け
で
も
神
に
逆
ら
う
行

為
だ
っ
た
。
伝
え
ら
れ
た
教
皇
の
意
思
は
当
然
、
断
じ
て
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。

　

破
門
撤
回
の
か
す
か
な
望
み
は
、
こ
う
し
て
完
全
に
消
え
た
。
同
時
に
、
忍
耐
と
い
う
彼
の
内
心
の
綱
は
ぷ
っ
つ
り
切
れ
た
。

い
や
彼
は
、
か
ろ
う
じ
て
自
分
で
自
分
を
閉
じ
こ
め
て
き
た
忍
耐
と
い
う
牢
の
壁
を
、
自
分
で
一
気
に
崩
壊
さ
せ
た
。　

　

ロ
ー
マ
か
ら
の
八
日
付
の
書
簡
が
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
で
読
ま
れ
た
の
は
、
早
く
て
も
九
日
午
後
、
遅
け
れ
ば
一
〇
日
午
前
だ
っ
た

ろ
う
。
い
ず
れ
だ
っ
た
に
せ
よ
、
こ
の
書
簡
を
受
け
た
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
の
反
応
は
早
か
っ
た
。
一
一
日
す
な
わ
ち
七
旬
節
の
主

日
〔
＝
復
活
祭
の
ほ
ぼ
六
三
日
前
〕
に
大
聖
堂
の
説
教
壇
に
上
が
る
、
と
決
断
し
た
の
だ
。
反
応
の
こ
の
早
さ
の
た
め
な
の
か
、

彼
は
も
う
先
の
ク
リ
ス
マ
ス
の
時
か
ら
、
こ
の
一
一
日
の
説
教
再
開
を
支
持
者
た
ち
に
約
束
し
て
い
た
と
も
言
わ
れ
て
い

）
37
（る
。
そ

う
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
決
意
し
て
い
た
こ
と
を
新
た
な
書
簡
に
突
き
動
か
さ
れ
て
実
行
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

決
意
し
た
時
、
あ
る
い
は
そ
の
後
の
い
ず
れ
か
の
時
点
で
、
も
う
と
う
に
彼
は
、
│
│
前
章
で
見
た
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に

│
│
説
教
を
再
開
し
た
り
す
れ
ば
そ
の
時
か
ら
自
分
は
こ
の
世
で
の
存
在
の
最
終
段
階
に
入
る
こ
と
に
な
る
（
か
も
し
れ
な
い
）

と
、
相
当
程
度
、
意
識
し
て
い
た
と
思
え
る
。

　

他
方
、
教
皇
は
事
の
推
移
を
深
く
考
慮
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
と
い
う
の
も
、
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
の
自
分
に
対
す

る
反
撥
、
反
抗
が
、
こ
れ
ほ
ど
万
事
、
神
の
意
志
に
、
法
に
則
し
て
考
察
す
る
と
い
う
信
仰
の
核
心
か
ら
発
し
て
い
る
も
の
だ
と

―　 　―
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は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
、
い
や
思
え
な
か
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
│
│
前
章
で
も
ふ
れ
た
よ
う
に
│
│
自
分
の
日
ご

ろ
の
言
動
へ
の
表
層
的
反
撥
、
反
抗
だ
と
無
意
識
の
う
ち
に
軽
視
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
破
門
撤
回
を
餌
に
す
れ
ば
彼
は
反
抗

し
て
こ
な
い
だ
ろ
う
と
計
算
し
て
い
た
。
そ
う
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
教
皇
は
、
信
仰
の
核
心
か
ら
事
を
考
え
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
終
生
で
き
な
い
、
い
や
し
な
い
人
間
だ
っ
た
。
の
み
な

ら
ず
、
そ
う
し
て
い
る
人
間
の
考
え
方
を
理
解
す
る
こ
と
も
推
し
量
る
こ
と
も
で
き
な
い
、
そ
う
し
よ
う
と
思
う
こ
と
も
な
い
人

間
だ
っ
た
。
そ
う
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
俗
人
中
の
俗
人
だ
っ
た
と
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。

　

サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
は
、
教
皇
の
座
を
占
め
る
こ
の
よ
う
な
人
間
と
対
峙
し
て
い
た
、
い
や
対
峙
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
だ
。

註（
1
）  A

i suoi diletti fratelli, in Le lettere di G
irolam

o Savonarola, ora per la prim
a volta raccolte ecc., da 

R. Ridolfi, cit., pp. 152 ‒154, Introduzione, pp. CX
LI ‒CX

LII. 

こ
の
終
わ
り
の
頁
（CX

LII

）
で
は
こ
の
書
簡
が
「
一

六
世
紀
に T

ractato m
edicinale contra peste spirituale

（「
魂
の
ペ
ス
ト
医
療
論
」）
と
い
う
一
般
的
な
題
で
刊
行
さ

れ
た
」
と
解
説
さ
れ
て
い
る；

P. V
illari, O

p. cit., vol. II, pp. 42. 

な
おV

illari 

は
こ
こ
で
、
こ
の
文
書
の
タ
イ
ト
ル

を
「〔
神
に
〕
選
ば
れ
た
す
べ
て
の
者
た
ち
へ
」（E

pistola a tutti gli E
letti

）
と
し
、「
抗
ペ
ス
ト
医
療
論
」（T

rattato 

m
edicinale contro la peste

）
と
も
称
さ
れ
た
と
附
記
し
た
上
、
一
五
三
八
年
に
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
も
刊
行
さ
れ
た
と
註
で

述
べ
て
い
る
。

 

　

な
お
念
の
た
め
附
記
し
て
お
く
と
、
原
題
名
「…

fratelli

（
兄
弟
た
ち
）
へ
」
が
「…

frati

（
修
道
士
た
ち
）
へ
」
と
誤

―　 　―

三
九
（　

）
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読
、
誤
記
さ
れ
、
彼
の
サ
ン
・
マ
ル
コ
修
道
院
の
修
道
士
た
ち
へ
宛
て
た
も
の
だ
と
誤
解
さ
れ
て
い
る
例
が
幾
つ
か
あ
る
。
書

簡
内
容
を
確
認
す
れ
ば
こ
う
し
た
誤
解
は
生
じ
な
い
は
ず
な
の
に
、
と
思
わ
れ
る
。

（
2
）  E. N

. -Lettere e Scritti A
pologetici, cit., pp. 168 ‒169.

（
3
）  Ibid., pp. 185 ‒186.

（
4
）  P. Parenti, O

p. cit., pp. 119 ‒125; B. Cerretani, O
p. cit., pp. 236 ‒239; I. N

ardi, O
p. cit., pp. 106 ‒110; F. 

Guicciardini, O
p. cit., 163 ‒168; P. V

illari, O
p. cit., pp. 44 ‒62; J. Schnitzer, O

p. cit., S. 448 ‒450: N
uova ediz., 

cit., pp. 2 ‒4; R. Ridolfi, V
ita, cit., 314 ‒315.

（
5
）  G. Guidi, Lotte, pensiero e istituzioni politiche nella repubblica fiorentina dal 1494 al 1512, II, cit., p. 733.

（
6
）  Ibid., pp. 725 ‒733.

（
7
）  E. N

. -Prediche sopra i Salm
i, vol. I, cit., pp. 1 ‒17.

（
8
）  Ibid., pp. 97 ‒110.

（
9
）  Cfr. P. V
illari, O

p. cit., vol. II, pp. 58 ‒59.

（
10
）  E. N
. -Lettere e Scritti A

pologetici, cit., pp. 200 ‒201.

（
11
）  D
. Sew

ard, O
p. cit., (2006 ), p. 194.

（
12
）  N
. M
achiavelli, (Edizione nazionale delle opere ), D

iscorsi sopra la prim
a deca di T

ito Livio, Rom
a, 2001, 

pp. 218 ‒220.

（
13
）  F. Guicciardini, O

p. cit., (a cura di L. Scarano ), pp. 163 ‒169.

（
14
）  

こ
の
家
門
お
よ
び
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
を
含
む
こ
の
家
門
の
人
物 

に
つ
い
て
は
、
参
照
、
↓
Ｒ
・
リ
ド
ル
フ
ィ
『
マ
キ
ァ

ヴ
ェ
ッ
リ
の
生
涯
』、
前
掲
、
拙
訳
・
註
解
者
に
よ
る
「
人
物
解
説
」
の
項
、「
グ
イ
ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ニ
家
」、
四
八
（
七
六

―　 　―

四
〇
（　

）
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一
）

－

五
二
（
七
五
七
）
頁
。

（
15
）  

く
わ
し
く
は
参
照
、
↓
前
掲
『
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
生
涯
』。

（
16
）  L. M

artines, O
p. cit., (2006 ), p. 198.

（
17
）  J. Schnitzer, O

p. cit., S. 452 ‒453: N
uova ediz., cit., p. 4 ‒5.
（
18
）  R. Ridolfi, V

ita, cit., p. 312.

（
19
）  Ibid., pp. 312, 321.

（
20
）  P. V

illari, O
p. cit., vol. II, pp. 68 ‒69.

（
21
）  R. Ridolfi, V

ita, cit., pp. 312 ‒313.

（
22
）  P. Parenti, O

p. cit., p. 218.

ソ
メ
ン
ツ
ィ
の
報
告
原
文
は
、in P. V

illari, O
p. cit., vol. II, p. xxxv.

（
23
）  A

rchivio storico italiano, A
ppendice, N

. 25, 1850, p. 161; P. Parenti, O
p. cit., p. 199; Pseudo Burlam

acchi, 

O
p. cit., p. 105.

（
24
）  E. N

. -Lettere e Scritti A
pologetici, cit., pp. 183 ‒184.

（
25
）  A

rchivio storico italiano, A
ppendice, N

. 25, cit., pp. 162 ‒163.

（
26
）  E. N
. -Lettere e Scritti A

pologetici, cit., pp. 204 ‒205: G. Savonarola, A
pologetic W

ritings, edited and translated 

by M
. M
. M
ulchahey, (2015 ), cit., pp. 100 ‒103; Selected W

ritings of G
. Savonarola, (2006 ), cit., p. 308.

（
27
）  P. Parenti, O

p. cit., p. 215.

（
28
）  R. Ridolfi, V

ita, cit., p. 319.

（
29
）  P. V

illari, O
p. cit., vol. II, p. 86; R. Ridolfi, V

ita, cit., p. 322.

（
30
）  A

. Gherardi, O
p. cit., p. 175.

│
│
こ
の
短
い
指
令
書
に
は
月
日
の
記
載
が
な
い
。

―　 　―
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（
31
）  E. N

. -Prediche sopra A
ggeo con il T

rattato circa il reggim
ento e governo della città di Firenze, a cura di 

Luigi Firpo, Rom
a, stam

pa 1965, pp. 433 ‒487.

ジ
ロ
ー
ラ
モ
・
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
『
ル
ネ
サ
ン
ス
・
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
統

治
論　

説
教
と
論
文
』、
拙
編
訳
・
解
説
、
無
限
社
（
岡
崎
）、
修
訂
第
三
刷
、
二
〇
一
〇
年
、
二
一
七

－

三
〇
八
頁
。

（
32
）  

同
拙
編
訳
・
解
説
、
二
一
八

－

二
二
〇
頁
。
但
し
こ
の
拙
訳
は
右
記
のE. N

.

版
と
は
別
の
版
を
基
に
し
て
い
る
。

（
33
）  R. Ridolfi, V

ita, cit., pp. 322 ‒323. 
（
34
）  Ibid.; L. Landucci, O

p. cit., p. 161.

（
前
掲
日
本
語
訳
、
一
六
八
頁
）。

（
35
）  R. Ridolfi, Ibid.

（
36
）  A

. Gherardi, O
p. cit., p. 176; D

. Sew
ard, O

p. cit., p. 196.

（
37
）  P. V

illari, O
p. cit., vol. II, p. 86; D

. Sew
ard, Ibid., p, 200.

 

（
以
下
、
続
載
）
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