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198 (”） 

十
四
世
紀
か
ら
十
五
世
紀
に
か
け
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
ペ
ス
ト
の
流
行
や
戦
乱
や
飢
餓
に
よ
り
多
く
の
死
者
が
出
て
、
社
会
は

危
機
的
な
様
相
を
呈
し
て
い
た
。
こ
の
危
機
の
時
代
に
、
い
ま
ま
で
に
な
い
「
人
間
へ
の
眼
差
し
」
が
お
こ
っ
た
。
死
者
が
村
や
都
市

に
あ
ふ
れ
、
画
家
た
ち
が
「
死
の
舞
踏
」
を
描
き
、
そ
し
て
托
鉢
僧
が
「
死
を
想
え
」
と
説
い
た
、
あ
ま
り
に
も
悲
惨
な
時
代
に
、

「
人
間
の
尊
厳
」
が
高
ら
か
に
唱
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
人
々
は
、
は
か
な
い
人
間
の
生
に
直
面
し
、
改
め
て
「
人
間
」
を
真
蟄
に
見

つ
め
、
「
人
間
」
と
「
人
間
の
生
き
る
意
味
」
を
問
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
中
世
以
来
「
神
へ
の
眼
差
し
」
が
中
心
で
あ
っ
た
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
だ
か
ら
こ
そ
、
危
機
の
時
代
に
あ
っ
て
「
人
間
」
へ
の
よ
り
強
い
眼
差
し
が
お
こ
っ
た
、
と
も
言
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
「
人
間
」

の
一
「
尊
厳
」
と
い
う
考
え
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
キ
リ
ス
ト
教
世
界
で
形
成
さ
れ
、
ル
ネ
サ
ン
ス
期
に
明
確
に
表
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

「
〈
人
間
の
尊
厳
〉
に
つ
い
て
の
ル
ネ
サ
ン
ス
思
想
」
（
詞
自
自
身
物
§
８
苞
Ｂ
ａ
言
⑮
□
崎
ミ
ミ
ミ
ミ
ミ
）
と
い
う
優
れ
た
論
文
を
書

（
１
）
 

い
た
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ト
リ
ン
カ
ウ
ス
に
よ
れ
ば
、
「
人
間
の
尊
厳
」
は
、
人
間
が
神
の
像
や
似
姿
と
し
て
神
に
よ
り
創
造
さ
れ
た
と
い

う
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
に
由
来
し
、
そ
し
て
そ
の
教
義
は
歴
史
上
二
つ
の
意
味
に
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
一
つ
は
、
人
間
は
神
の
像

や
似
姿
と
い
う
限
界
を
超
え
て
、
そ
の
像
や
原
型
と
の
完
全
な
同
化
へ
と
進
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
究
極
的
に
神
と
化
す
運
命
に
あ
る
と

ル
ネ
サ
ン
ス
に
お
け
る
「
人
間
の
尊
厳
」
に
つ
い
て

は
じ
め
に

大
貫
義
久
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(”） ルネサンスにおける「人|M]の尊厳」について 1９７ 
い
う
「
超
越
的
意
味
」
で
あ
り
、
そ
し
て
も
う
一
つ
は
、
人
間
は
神
に
似
た
仕
方
で
思
考
し
、
感
じ
、
行
動
し
な
が
ら
、
人
間
よ
り
も

下
位
の
自
然
界
を
支
配
し
、
利
用
し
、
指
揮
し
、
再
編
成
す
る
と
い
う
一
内
在
的
意
味
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
に

由
来
す
る
二
つ
の
意
味
を
取
り
入
れ
な
が
ら
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
思
想
家
た
ち
は
、
時
代
の
要
請
に
促
さ
れ
て
、
現
実
の
生
活
や
こ
の
世

で
の
業
績
を
積
極
的
に
認
め
、
し
か
も
同
時
に
そ
れ
ら
を
伝
統
的
な
宗
教
的
価
値
や
目
的
の
中
に
組
み
込
む
こ
と
で
、
「
人
間
の
尊
厳
」

の
新
し
い
考
え
を
提
示
し
た
の
で
あ
る
。

「
人
間
の
尊
厳
」
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
も
ち
ろ
ん
、
ル
ネ
サ
ン
ス
に
固
有
の
も
の
で
は
な
く
、
す
で
に
中
世
に
お
い
て
「
人
間
の
悲

惨
」
と
対
に
な
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
後
の
近
代
で
も
主
張
さ
れ
た
。
十
二
世
紀
に
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
の
ヘ
ル
メ
ル
ス
が

「
人
間
の
状
態
の
尊
厳
と
悲
惨
」
を
著
し
、
同
世
紀
末
に
は
ロ
ク
リ
オ
・
デ
イ
・
セ
ニ
（
の
ち
の
教
皇
イ
ン
ノ
ヶ
ン
テ
ィ
ウ
ス
三
世
）

が
「
人
間
の
尊
厳
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
意
識
し
つ
つ
、
『
現
世
の
蔑
視
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
人
間
の
悲
惨
な
境
遇
に
つ
い
て
の
三
巻
』

（
Ｃ
⑩
８
ミ
ミ
ｓ
ミ
ミ
ミ
ミ
②
ざ
⑩
§
冒
厨
図
冒
８
ミ
ミ
・
己
⑭
首
ミ
目
白
２
ｓ
ゴ
ミ
助
）
を
著
し
、
「
現
世
蔑
視
論
」
と
し
て
後
世
に
大
き

な
影
瀞
を
与
え
た
。
そ
し
て
十
七
世
紀
に
は
パ
ス
カ
ル
が
『
パ
ン
セ
』
（
博
尅
８
日
）
の
中
で
「
人
間
の
悲
惨
と
尊
厳
」
を
説
い
た
。

そ
れ
で
も
小
論
が
、
あ
え
て
ル
ネ
サ
ン
ス
に
お
け
る
「
人
間
の
蝋
厳
「
一
に
注
目
す
る
の
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
期
を
生
き
た
人
々
が
苦
悩
の

中
で
自
分
自
身
を
真
撃
に
見
つ
め
、
新
し
い
人
間
観
を
提
示
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
確
か
に
、
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
一
時

代
の
思
想
的
な
出
来
事
に
過
ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
今
日
の
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
も
、
な
お
意
味
を
持
ち
続
け
る
。
な
ぜ

な
ら
、
こ
の
現
代
と
い
う
時
代
は
、
政
治
や
経
済
や
教
育
や
医
療
の
場
面
で
、
人
間
が
、
あ
た
か
も
尊
厳
な
ど
な
い
か
の
よ
う
に
、
な

い
が
し
ろ
に
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
悲
惨
な
状
況
ば
か
り
が
目
に
つ
き
、
人
間
の
尊
厳
な
ど
な
い
か
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
時
代
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
人
が
極
度
の
悲
惨
の
中
に
あ
っ
て
も
な
お
絶
望
せ
ず
に
、
あ
え
て
「
人
間
の
尊
厳
と
は
何
か
」

を
考
え
続
け
た
こ
と
に
注
目
し
、
彼
ら
の
声
に
素
直
に
耳
を
傾
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
考
え
の
も
と
に
、
小
論
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
に
お
け
る
「
人
間
の
尊
厳
」
に
つ
い
て
考
察
し
て
ゆ
く
。
最
初
に
、
中
世
と
近
代

の
狭
間
で
苦
悩
し
た
ペ
ト
ラ
ル
カ
を
取
り
上
げ
る
。
次
に
、
ペ
ト
ラ
ル
カ
の
思
想
を
引
き
継
い
だ
人
文
主
義
者
で
『
人
間
の
尊
厳
と
優

越
に
つ
い
て
』
（
Ｃ
⑯
＆
碕
員
（
自
負
§
８
一
一
⑩
ミ
冒
冒
ミ
ミ
⑫
）
を
著
し
た
ジ
ャ
ン
ノ
ッ
ッ
オ
・
マ
ネ
ッ
テ
ィ
を
扱
う
ｃ
そ
し
て
最
後
に
、
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(３Ｊ） 1９６ 
『
市
民
生
活
論
」
（
Ｃ
農
自
己
旨
・
富
｛
⑩
）
で
「
人
間
の
尊
厳
」
を
よ
り
具
体
化
し
た
マ
ッ
テ
オ
・
パ
ル
ミ
エ
ー
リ
を
取
り
上
げ
、
彼
に

お
い
て
ペ
ト
ラ
ル
カ
の
苦
悩
が
克
服
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
、
小
論
を
終
え
る
。

ペ
ト
ラ
ル
カ
（
一
三
○
四
’
七
四
）
は
、
特
に
キ
ケ
ロ
と
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
影
響
を
受
け
つ
つ
、
当
時
（
十
四
世
紀
）
の
ス
コ

ラ
哲
学
を
批
判
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
「
人
間
が
こ
の
現
実
で
い
か
に
生
き
る
か
」
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
し
、
そ
の
中
で
「
人
間
の

尊
厳
」
を
主
張
す
る
。
彼
は
ま
ず
、
ス
コ
ラ
の
論
理
学
を
批
判
す
る
。
ペ
ト
ラ
ル
カ
自
身
（
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
）
と
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ

ス
と
の
対
話
形
式
に
な
っ
て
い
る
『
わ
が
心
の
秘
め
た
る
戦
い
に
つ
い
て
」
Ｓ
③
勿
周
§
◎
８
畳
葛
⑤
ミ
ミ
ミ
ミ
ミ
ミ
目
ミ
ヨ
津
以
下
、

『
わ
が
秘
密
』
と
略
す
）
の
中
で
、
当
時
の
論
理
学
が
、
以
下
の
よ
う
に
激
し
く
非
難
さ
れ
る
。

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
「
論
理
学
者
〔
ス
コ
ラ
学
者
〕
ど
も
の
お
し
ゃ
べ
り
は
、
と
ど
ま
る
こ
と
を
知
ら
ず
、
細
切
れ
の
定
義
で
満

ち
て
い
て
、
と
ど
め
な
く
議
論
の
種
を
持
ち
出
せ
る
の
が
自
慢
だ
。
と
こ
ろ
が
連
中
は
自
分
た
ち
が
議
論
の
対
象
と
し
て
い
る
事

柄
の
真
理
を
、
た
い
が
い
知
っ
て
は
い
な
い
。
だ
か
ら
、
こ
う
い
う
連
中
の
だ
れ
か
に
向
か
っ
て
、
人
間
そ
の
他
に
つ
い
て
の
定

義
を
問
え
ば
、
答
え
は
と
っ
く
に
で
き
あ
が
っ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
突
っ
込
ん
で
間
う
て
行
く
と
黙
り
込
ん
で
し
ま
う
だ
ろ
う
。

あ
る
い
は
議
論
癖
の
た
め
に
鱗
舌
で
、
心
得
顔
に
ま
く
し
た
て
は
す
る
が
、
自
分
の
定
義
し
た
事
柄
に
つ
い
て
真
の
認
識
を
欠
く

こ
と
は
、
そ
の
話
ぶ
り
か
ら
し
て
わ
か
る
。
こ
ん
な
わ
ず
ら
わ
し
く
も
軽
率
な
、
浅
は
か
に
も
物
好
き
な
、
こ
の
種
の
人
間
ど
も

に
対
し
て
は
、
こ
う
罵
っ
て
や
る
の
が
い
い
の
だ
。
…
…
か
わ
い
そ
う
に
、
き
み
た
ち
は
な
ん
で
、
い
つ
ま
で
も
無
駄
骨
を
折
り
、

む
な
し
い
罠
に
と
ら
え
ら
れ
て
、
せ
っ
か
く
の
才
能
を
す
り
へ
ら
し
て
し
ま
う
の
か
。
な
ん
で
、
事
柄
を
忘
れ
て
、
こ
と
ば
の
間

で
老
い
朽
ち
、
白
髪
頭
に
し
わ
だ
ら
け
の
顔
を
し
て
、
な
お
も
子
ど
も
っ
ぽ
い
、
つ
ま
ら
ん
こ
と
に
か
か
ず
ら
っ
て
い
る
の
か
」
。

フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
「
ほ
ん
と
う
に
、
こ
ん
な
学
問
の
お
化
け
に
対
し
て
は
、
ど
れ
ほ
ど
酷
評
し
て
も
酷
評
し
足
り
ま
せ
ん
一
。

フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
・
ペ
ト
ラ
ル
カ

Hosei University Repository
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そ
し
て
ペ
ト
ラ
ル
カ
の
眼
差
し
は
、
外
の
自
然
世
界
よ
り
も
内
な
る
心
魂
に
向
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
『
告
白
』

と
の
出
会
い
に
よ
る
回
心
で
あ
っ
た
。

当
時
の
論
理
学
を
、
ペ
ト
ラ
ル
カ
は
、
事
柄
そ
の
も
の
の
真
理
の
探
究
を
目
指
さ
ず
、
議
論
の
た
め
の
議
論
に
終
始
し
て
い
る
「
学

問
の
お
化
け
」
と
酷
評
す
る
。

さ
ら
に
ペ
ト
ラ
ル
カ
は
、
「
自
分
自
身
（
心
魂
）
」
を
問
題
に
し
な
い
当
時
の
自
然
学
者
を
、
以
下
の
よ
う
に
言
っ
て
非
難
す
る
。

こ
れ
ら
の
〔
右
手
の
リ
ヨ
ン
地
方
の
山
々
、
左
手
の
マ
ル
セ
イ
ユ
の
海
や
、
エ
ー
グ
・
モ
ル
ト
の
岸
辺
に
打
ち
寄
せ
る
白
波
、
そ

し
て
ロ
ー
ヌ
川
の
流
れ
と
い
っ
た
景
観
の
〕
一
つ
ひ
と
つ
に
感
嘆
し
な
が
ら
、
あ
る
い
は
地
上
の
も
の
に
嘆
賞
し
て
い
る
う
ち
に
、

私
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
「
告
白
』
を
読
ん
で
み
た
く
な
り
ま
し
た
。
…
…
私
は
、
ど
こ
で
も
目
に
入
っ
た
と
こ
ろ
を
読
む
つ

も
り
で
そ
の
書
を
開
き
ま
し
た
。
…
…
私
の
目
に
入
っ
た
の
は
、
た
ま
た
ま
同
書
の
第
十
巻
で
し
た
。
「
人
々
は
外
に
出
て
、
山

の
高
い
頂
き
、
海
の
巨
大
な
波
浪
、
河
川
の
広
大
な
流
れ
、
荒
漠
た
る
海
原
、
星
々
の
運
行
な
ど
に
感
嘆
し
、
自
己
自
身
の
こ
と

は
、
な
お
ざ
り
に
し
て
い
る
」
。
私
は
鍔
然
と
し
ま
し
た
。
…
…
心
魂
の
他
に
は
何
ら
感
嘆
す
べ
き
も
の
は
な
く
、
心
魂
の
偉
大

さ
に
比
べ
れ
ば
何
も
の
も
偉
大
で
は
な
い
こ
と
、
こ
の
こ
と
を
私
は
異
教
の
哲
学
者
〔
ロ
ー
マ
の
キ
ヶ
ロ
や
セ
ネ
カ
〕
た
ち
か
ら

さ
え
も
、
と
っ
く
に
学
ん
で
お
く
べ
き
で
あ
っ
た
の
に
、
い
ま
な
お
地
上
の
も
の
に
感
嘆
し
て
い
る
、
そ
う
い
う
自
分
が
腹
立
た

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
「
ど
れ
ほ
ど
た
く
さ
ん
の
こ
と
を
知
り
、
天
地
の
大
き
さ
、
海
の
広
さ
、
天
体
の
述
行
、
草
木
や
石
の
は
た

ら
き
、
自
然
の
秘
密
な
ど
を
知
っ
た
と
し
て
も
、
き
み
た
ち
自
身
に
無
知
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
何
に
な
ろ
う
」
。
（
『
わ
が
秘
密
』

第
二
巻
）

（
２
）
 

（
『
わ
が
秘
密
』
第
一
巻
）
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心
魂
へ
と
眼
差
し
を
向
け
る
ペ
ト
ラ
ル
カ
は
、
自
然
を
知
る
こ
と
よ
り
も
、
「
私
が
い
か
に
善
く
生
き
る
か
」
を
知
る
こ
と
の
方
を

重
視
す
る
。

ペ
ト
ラ
ル
カ
は
、
幸
福
な
生
活
（
言
い
換
え
れ
ば
善
く
生
き
る
こ
と
）
に
何
ら
関
わ
り
の
な
い
当
時
の
自
然
学
を
批
判
し
、
い
か
に

善
く
生
き
る
か
に
関
わ
る
道
徳
哲
学
を
重
視
す
る
。
そ
れ
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
哲
学
の
権
威
と
し
て
、
難
し
い
用
語
で
抽
象
的
な

議
論
を
し
て
い
た
大
学
の
学
者
た
ち
の
ス
コ
ラ
哲
学
に
対
し
て
、
現
実
の
人
生
に
立
脚
し
た
哲
学
を
掲
げ
る
「
哲
学
の
再
考
」
で
あ
る
。

ペ
ト
ラ
ル
カ
は
、
当
時
の
大
学
の
哲
学
者
た
ち
の
研
究
が
、
人
々
の
道
徳
的
及
び
精
神
的
苦
悩
と
結
び
付
い
て
い
な
い
こ
と
を
非
難
し

た
の
で
あ
る
。
こ
の
ペ
ト
ラ
ル
カ
の
実
人
生
へ
の
眼
差
し
に
は
、
彼
自
身
の
生
い
立
ち
が
影
を
落
と
し
て
い
る
。
ペ
ト
ラ
ル
カ
の
父
親

は
政
争
に
敗
れ
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
を
追
わ
れ
、
｜
家
は
放
浪
の
亡
命
生
活
を
よ
ぎ
な
く
さ
れ
、
そ
の
亡
命
先
で
ペ
ト
ラ
ル
カ
は
生
を
受

け
た
の
で
あ
る
。

医
者
の
グ
ィ
ド
・
バ
ニ
ョ
ー
ロ
は
確
か
に
野
獣
や
鳥
や
魚
に
つ
い
て
、
た
く
さ
ん
の
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
す
。
…
…
彼
の
知
っ
て

い
る
こ
と
は
、
そ
の
大
部
分
が
偽
り
で
す
。
。
…
・
・
た
と
え
ほ
ん
と
う
だ
っ
た
と
し
て
も
、
幸
福
な
生
活
と
は
何
の
関
わ
り
も
あ
り

ま
せ
ん
。
思
う
に
、
人
間
の
本
性
は
い
か
な
る
も
の
か
、
何
の
た
め
に
わ
れ
わ
れ
は
生
ま
れ
た
の
か
、
ど
こ
か
ら
来
て
、
ど
こ
へ

行
く
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
知
ら
ず
、
そ
の
問
を
な
お
ざ
り
に
し
て
お
い
て
、
野
獣
や
烏
や
魚
や
蛇
の
性
質
を
知
っ
た
と
し
て
も
、

そ
れ
が
い
っ
た
い
何
の
役
に
立
つ
の
で
し
ょ
う
か
。
（
『
自
分
と
他
の
多
く
の
者
の
無
知
に
つ
い
て
』
（
罵
切
員
ｓ
②
旨
②
国

（
４
）
 

ミ
ミ
さ
「
氏
冒
』
胃
・
ヨ
ミ
冒
叩
以
下
『
無
知
に
つ
い
て
』
と
略
す
）

（
３
）
 

し
か
っ
た
の
で
す
。
（
『
親
近
書
簡
集
』
詞
ミ
ミ
ョ
旨
『
己
』
（
ミ
（
ミ
ミ
｛
冒
函
第
四
巻
）

私
は
、
放
浪
の
う
ち
に
孕
ま
れ
、
放
浪
の
う
ち
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
そ
の
際
、
母
は
、
た
い
へ
ん
な
苦
痛
と
危
険
に
さ
ら
さ
れ
、
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ペ
ト
ラ
ル
カ
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
、
現
実
の
生
き
た
生
身
の
人
間
と
す
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
も
ま
た
歴
史
の
中
に
生
き
、
弱
さ

を
持
ち
、
悩
み
を
抱
え
た
わ
れ
わ
れ
と
同
じ
人
間
な
の
で
あ
る
。
人
間
を
現
実
に
生
き
る
具
体
的
な
一
人
の
人
間
（
実
存
）
と
し
て
と

ら
え
る
ペ
ト
ラ
ル
カ
の
見
方
は
、
彼
よ
り
も
九
歳
年
下
の
ポ
ッ
カ
ッ
チ
ョ
に
も
見
ら
れ
る
。
ポ
ッ
カ
ッ
チ
ョ
は
「
デ
カ
メ
ロ
ン
』
に
お

こ
の
よ
う
な
危
機
の
時
代
に
お
け
る
人
々
の
苦
し
み
に
向
き
合
わ
な
い
学
校
哲
学
に
ペ
ト
ラ
ル
カ
は
批
判
の
目
を
向
け
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
ま
た
ペ
ト
ラ
ル
ヵ
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
絶
対
視
し
権
威
と
す
る
当
時
の
学
校
哲
学
者
た
ち
の
態
度
を
批
判
し
て
、
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
を
歴
史
の
中
で
生
き
た
人
間
と
し
て
と
ら
え
る
。

そ
し
て
、
や
は
り
ペ
ス
ト
の
影
も
あ
る
。
ペ
ト
ラ
ル
カ
は
以
下
の
よ
う
に
語
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
確
か
に
学
識
豊
か
な
偉
大
な
人
間
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
し
か
し
一
人
の
人
間
だ
っ
た
の
で
す
。
Ｓ
無
知

に
つ
い
て
』

寺
院
は
死
者
の
棺
で
雑
踏
し
、
悲
嘆
の
う
め
き
に
み
ち
る
。
屍
体
は
あ
わ
れ
に
も
貴
賎
の
別
な
く
一
面
に
散
ら
ば
る
。
私
は
心
に

わ
が
死
を
思
い
、
自
分
の
不
幸
を
思
い
出
す
。
…
…
自
分
は
つ
れ
づ
ね
死
に
つ
い
て
の
省
察
を
怠
ら
ず
、
死
の
断
末
魔
に
も
平
静

に
直
面
で
き
る
ｌ
こ
う
思
う
の
は
誤
り
だ
。
あ
る
い
は
気
違
い
沙
汰
か
自
信
過
剰
だ
。
し
ば
し
ば
真
撃
高
迦
な
怒
り
の
念
や
正

し
い
苦
痛
の
思
い
が
、
私
の
柔
軟
な
心
を
ひ
た
し
、
内
と
外
で
私
と
た
た
か
う
。
私
は
あ
き
ら
か
な
理
性
の
光
に
導
か
れ
る
が
、

（
５
）
 

衝
動
が
理
性
に
う
ち
か
ち
、
ま
じ
め
な
意
図
を
さ
ま
た
げ
る
。
（
『
韻
文
書
簡
集
』
伶
轡
（
⑫
耳
・
旨
③
ミ
③
ミ
日
の
“
第
一
巻
一
四
）

産
婆
た
ち
も
医
師
た
ち
も
、
と
う
て
い
母
は
助
か
る
ま
い
と
思
っ
た
ほ
ど
で
し
た
。
こ
う
し
て
私
は
、
ま
だ
生
ま
れ
落
ち
ぬ
前
か

ら
危
険
を
冒
し
始
め
た
の
で
あ
り
、
死
の
予
兆
と
と
も
に
人
生
の
し
き
い
を
ま
た
い
だ
の
で
す
。
ｓ
親
近
書
簡
集
』
第
一
巻
）
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語
で
赤
裸
々
に
描
い
た
。

こ
う
し
て
、
現
実
に
お
い
て
い
か
に
善
く
生
き
る
か
と
い
う
こ
と
を
重
視
す
る
ペ
ト
ラ
ル
カ
の
視
線
は
外
な
る
自
然
の
世
界
か
ら
自

分
自
身
の
内
へ
と
向
け
ら
れ
た
。
心
魂
の
あ
り
方
と
、
そ
の
心
魂
か
ら
出
る
言
葉
の
あ
り
方
、
心
魂
の
世
話
と
言
葉
の
世
話
が
、
ペ
ト

ラ
ル
カ
に
と
っ
て
重
要
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
道
徳
哲
学
と
修
辞
学
の
重
視
で
あ
る
。

い
て
、
そ
の
序
文
で
ペ
ス
ト
の
惨
禍
を
述
べ
た
上
で
、
本
文
に
お
い
て
、
様
々
な
階
層
に
属
す
る
生
身
の
人
間
の
生
と
性
を
イ
タ
リ
ア

こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
ペ
ト
ラ
ル
カ
の
道
徳
哲
学
は
自
己
だ
け
で
な
く
他
者
を
も
視
野
に
入
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
他
者
の
尊
重

で
あ
り
、
の
ち
の
人
文
主
義
が
大
切
に
し
た
「
社
会
性
」
を
先
通
り
し
て
い
る
。
当
時
の
論
理
学
や
自
然
学
を
批
判
し
、
現
実
に
お
い

て
い
か
に
善
く
生
き
る
か
を
問
題
に
す
る
道
徳
哲
学
と
、
言
葉
に
よ
っ
て
他
者
の
意
志
に
働
き
か
け
善
く
生
き
る
よ
う
促
す
修
辞
学
と

心
魂
の
世
話
は
哲
学
者
を
求
め
、
言
葉
の
世
話
は
弁
論
家
に
固
有
の
仕
事
で
す
。
…
…
心
魂
の
世
話
と
い
う
問
題
は
重
大
で
、
益

す
る
と
こ
ろ
は
大
き
い
と
は
言
え
、
多
大
の
苦
労
を
と
も
な
う
も
の
で
す
。
…
…
言
葉
は
生
き
生
き
と
心
魂
を
告
げ
知
ら
せ
、
心

魂
は
言
葉
を
操
り
ま
す
。
…
…
言
葉
は
心
魂
の
意
向
に
従
い
、
心
魂
は
言
葉
の
証
言
に
よ
っ
て
信
じ
ら
れ
る
の
で
す
。
だ
か
ら
心

魂
と
言
葉
の
両
方
の
世
話
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
…
…
心
魂
の
世
話
が
よ
く
な
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
言
葉
も
な

お
ざ
り
に
さ
れ
て
い
な
い
し
、
ま
た
逆
に
、
心
魂
に
威
厳
が
備
わ
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
言
葉
に
品
位
が
備
わ
る
は
ず
が
あ
り
ま
せ

ん
。
…
。
：
た
と
え
わ
れ
わ
れ
自
身
は
雄
弁
を
必
要
と
せ
ず
、
わ
れ
わ
れ
の
精
神
が
自
力
で
沈
黙
の
う
ち
に
そ
の
能
力
を
伸
ば
し
、

一
言
葉
の
助
け
を
必
要
と
し
な
い
と
し
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
少
な
く
と
も
、
共
に
暮
ら
し
て
い
る
人
々
に
役
立
つ
よ
う
努
力
す
る
べ

き
で
し
ょ
う
。
実
際
、
わ
れ
わ
れ
の
語
り
か
け
に
よ
っ
て
、
彼
ら
の
心
を
大
い
に
助
け
励
ま
し
得
る
こ
と
は
疑
え
ま
せ
ん
。
…
…

現
代
に
お
い
て
も
、
ど
ん
な
に
多
く
の
人
が
、
話
し
手
の
示
す
実
例
に
は
何
の
感
銘
も
受
け
な
か
っ
た
の
に
、
た
だ
他
者
の
言
葉

だ
け
で
、
い
わ
ば
眠
り
か
ら
呼
び
覚
ま
さ
れ
、
極
悪
非
道
な
生
の
道
か
ら
急
に
、
極
め
て
節
度
あ
る
生
き
方
へ
と
回
心
さ
せ
ら
れ

た
こ
と
で
し
ょ
う
！
（
『
親
近
書
簡
集
』
第
一
巻
九
）
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を
重
視
し
た
ペ
ト
ラ
ル
カ
は
、
そ
の
眼
差
し
を
、
当
時
の
社
会
生
活
と
し
て
の
行
動
的
生
活
に
向
け
て
い
る
。
彼
の
眼
差
し
は
、
明
ら

か
に
中
世
と
は
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

当
時
の
自
然
研
究
に
対
す
る
ペ
ト
ラ
ル
カ
の
批
判
は
ま
た
、
信
仰
の
問
題
と
連
な
っ
て
い
る
。
自
然
の
秘
密
、
さ
ら
に
は
深
い
神
の

神
秘
ま
で
を
も
理
性
的
に
知
ろ
う
と
し
て
い
る
当
時
の
神
学
に
対
し
て
批
判
し
、
神
へ
の
愛
と
し
て
の
真
の
信
仰
を
、
ペ
ト
ラ
ル
カ
は
、

以
下
の
よ
う
に
強
調
す
る
。

た
。

有
限
な
人
間
が
、
ど
う
し
て
全
能
の
神
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
ペ
ト
ラ
ル
カ
は
キ
リ
ス
ト
教
の
真
の
信
仰
を
求
め
て
い

さ
ら
に
ペ
ト
ラ
ル
カ
は
、
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
神
学
者
を
非
難
す
る
。

神
学
者
ど
も
は
、
全
能
き
わ
ま
り
な
い
神
威
を
空
虚
な
諭
弁
で
あ
れ
こ
れ
と
定
義
し
、
ま
た
神
を
弄
び
、
笑
い
も
の
に
し
て
、
自

分
た
ち
の
と
ん
だ
愚
昧
さ
の
法
則
に
神
を
お
し
つ
け
て
い
る
の
だ
。
（
『
順
逆
二
境
へ
の
対
処
法
』
Ｃ
の
司
冒
貝
爵
§
旨
い
。
：

（
６
）
 

ご
》
冒
詞
⑩
）

自
然
の
秘
密
、
そ
れ
に
も
ま
し
て
深
い
神
の
神
秘
、
そ
れ
ら
を
わ
た
し
た
ち
は
謙
虚
な
信
仰
を
も
っ
て
受
け
取
る
の
で
す
が
、
連

中
（
ス
コ
ラ
学
者
）
は
お
こ
が
ま
し
く
も
把
握
し
よ
う
と
努
め
る
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
ロ
ー
マ
人
に
与
え
た
使
徒
パ
ウ
ロ
の
言

葉
に
も
「
主
の
心
を
誰
が
知
っ
た
だ
ろ
う
？
誰
が
主
の
諮
問
に
あ
ず
か
っ
た
だ
ろ
う
？
」
と
あ
る
通
り
、
そ
ん
な
こ
と
は
事
柄

自
体
と
し
て
不
可
能
な
の
で
す
が
、
こ
の
事
実
も
連
中
を
こ
う
し
た
狂
気
か
ら
引
き
戻
す
に
は
足
り
な
い
の
で
す
。
（
『
無
知
に
つ

い
て
』
）
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こ
の
よ
う
に
、
ペ
ト
ラ
ル
カ
に
と
っ
て
、
哲
学
す
な
わ
ち
「
知
恵
を
愛
す
る
こ
と
」
は
、
真
の
知
恵
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
を
愛
す
る
こ

と
で
あ
り
、
こ
れ
に
反
す
る
こ
と
は
本
来
の
哲
学
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
ペ
ト
ラ
ル
カ
の
哲
学
観
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の

『
告
白
』
と
の
出
会
い
を
通
じ
て
起
こ
っ
た
宗
教
心
の
目
覚
め
と
、
そ
れ
ま
で
の
聖
職
者
と
し
て
の
自
分
の
生
き
方
に
対
す
る
深
い
反

省
を
、
そ
の
出
発
点
と
す
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
ペ
ト
ラ
ル
カ
の
立
場
は
「
キ
リ
ス
ト
教
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
ペ
ト
ラ
ル
カ
に
と
っ
て
、
人
間
が
善
く
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
が
人
間
の
卓
越
性
（
真
に
人
間
た
る
ゆ
え
ん
の

も
の
）
を
現
実
化
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
人
間
形
成
の
問
題
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
「
人
間
の
卓
越
性
」
を
、
ベ
ト
ラ
ル
カ
は
、
動
物
性

と
比
較
し
て
、
次
の
よ
う
に
強
調
し
て
い
る
。

人
間
と
い
う
も
の
は
、
も
し
も
…
…
人
間
性
（
冒
曰
自
冒
の
）
を
ま
と
い
、
動
物
性
（
【
①
昌
園
）
を
脱
ぎ
捨
て
る
こ
と
、
要
す

る
に
、
単
な
る
人
間
（
。
○
日
。
）
か
ら
人
間
的
人
間
（
ぐ
こ
に
な
る
こ
と
を
学
ば
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
た
だ
卑
し
い
醜
悪
な
動

物
で
あ
る
ば
か
り
か
…
…
有
害
で
き
ま
ぐ
れ
な
、
不
誠
実
で
無
節
操
な
、
凶
暴
で
残
忍
な
動
物
で
も
あ
る
の
で
す
。
（
『
孤
独
な
生

（
７
）
 

活
に
つ
い
て
」
□
の
こ
（
旨
い
。
ミ
ミ
旨
）

も
し
も
哲
学
者
た
ち
が
そ
ん
な
こ
と
〔
至
福
に
導
く
真
の
信
仰
ぐ
の
『
色
目
す
の
呉
一
『
－
８
｛
こ
の
⑩
に
反
す
る
こ
と
〕
を
試
み
る
な
ら
、

プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
あ
れ
、
ヴ
ァ
ッ
ロ
ー
や
キ
ケ
ロ
で
あ
れ
、
か
れ
ら
を
み
な
容
赦
な
く
徹
底
的
に
軽
蔑
し
踏
み
に

じ
る
べ
き
で
す
。
い
か
な
る
議
論
の
鋭
さ
、
表
現
の
優
美
さ
、
名
前
の
権
威
に
も
動
か
さ
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
か
れ
ら
は
人
間

だ
っ
た
の
で
す
。
…
…
要
す
る
に
私
た
ち
は
、
哲
学
と
い
う
名
の
含
意
し
て
い
る
と
お
り
、
知
恵
を
愛
す
る
仕
方
で
哲
学
す
べ
き

な
の
で
す
。
と
こ
ろ
で
、
神
の
真
の
知
恵
は
キ
リ
ス
ト
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
は
真
に
哲
学
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
何
よ

り
も
、
キ
リ
ス
ト
を
愛
し
、
あ
が
め
る
べ
き
な
の
で
す
。
私
た
ち
は
す
べ
て
に
、
何
よ
り
も
ま
ず
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
る
よ
う
に
心

が
け
た
い
も
の
で
す
。
心
の
耳
に
い
つ
も
キ
リ
ス
ト
の
福
音
が
鳴
り
響
い
て
い
る
よ
う
な
仕
方
で
、
哲
学
書
や
詩
や
歴
史
書
を
読

む
べ
き
で
し
ょ
う
。
（
『
親
近
書
簡
集
』
第
六
巻
二
）
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こ
の
よ
う
な
高
貴
な
人
間
性
を
も
持
つ
人
間
に
な
る
こ
と
は
、
人
間
形
成
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ペ
ト
ラ
ル
カ
に
と
っ
て
の
人
間
形
成

は
、
神
に
も
似
た
高
貴
な
人
間
性
を
持
っ
た
「
善
い
人
間
」
に
な
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
彼
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

ペ
ト
ラ
ル
カ
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
動
物
性
は
、
き
ま
ぐ
れ
、
不
誠
実
さ
、
無
節
操
さ
、
凶
暴
さ
、
残
忍
さ
で
あ
り
、
人
間
の
卓
越
性

は
、
公
正
さ
、
温
和
さ
、
心
の
広
さ
や
思
い
や
り
、
そ
し
て
信
仰
心
で
あ
る
。
人
間
は
、
不
誠
実
さ
や
残
忍
さ
な
ど
の
動
物
性
（
単
な

る
人
間
）
か
ら
公
正
さ
や
寛
大
さ
や
信
仰
な
ど
の
真
の
人
間
性
を
持
つ
人
間
（
人
間
的
人
間
）
に
な
る
こ
と
を
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
し
て
ペ
ト
ラ
ル
カ
は
、
こ
こ
で
も
他
者
を
視
野
に
入
れ
て
、
最
も
人
間
に
相
応
し
く
神
に
似
た
こ
と
と
し
て
他
者
を
救
い
助
け

る
こ
と
を
挙
げ
る
。

さ
ら
に
ペ
ト
ラ
ル
ヵ
は
、
人
間
の
卓
越
性
を
以
下
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

神
よ
、
あ
な
た
は
ご
存
知
で
す
か
、
。
…
：
私
が
文
学
（
三
の
『
口
の
頤
学
識
）
を
慎
重
に
用
い
た
と
き
に
は
、
「
善
い
人
間
」
に
な
る

こ
と
だ
け
し
か
求
め
ま
せ
ん
で
し
た
。
…
…
若
さ
の
あ
ま
り
、
ま
た
名
誉
欲
の
あ
ま
り
、
…
…
善
い
人
間
で
あ
る
こ
と
よ
り
も

「
知
的
教
養
の
人
」
で
あ
る
こ
と
を
望
ん
だ
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
い
や
実
は
、
そ
の
両
方
を
欲
し
て
い
ま
し
た
。

で
き
る
だ
け
多
く
の
人
々
を
救
い
助
け
る
こ
と
ほ
ど
、
幸
福
な
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
ほ
ど
人
間
に
相
応
し
く
、
ま
た

神
に
似
た
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
を
な
し
う
る
の
に
な
さ
な
い
の
は
、
人
間
性
の
高
貴
な
義
務
を
な
お
ざ
り
に
す
る
こ

と
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
人
間
の
名
と
本
性
を
放
棄
す
る
こ
と
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
（
『
孤
独
な
生
活
に
つ
い
て
』
）

ス
キ
ピ
オ
は
人
々
の
う
ち
で
、
最
も
公
正
に
し
て
、
最
も
温
和
で
あ
り
、
そ
の
「
生
き
方
の
甘
味
さ
」
、
心
の
広
さ
と
思
い
や
り
、

（
８
）
 

そ
し
て
信
仰
も
、
武
勇
に
劣
ら
な
か
っ
た
。
（
『
有
名
人
伝
」
Ｃ
⑩
ご
冒
功
ミ
罠
②
ミ
冨
切
）
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そ
の
ペ
ト
ラ
ル
ヵ
の
心
情
を
『
わ
が
秘
密
』
が
語
っ
て
い
る
。
す
で
に
引
用
し
た
『
わ
が
秘
密
』
は
、
人
生
の
い
く
つ
か
の
出
来
事

に
よ
り
精
神
的
危
機
に
陥
っ
た
ペ
ト
ラ
ル
カ
が
、
こ
れ
ま
で
の
自
分
の
生
き
方
を
根
本
か
ら
反
省
し
苦
悩
し
つ
つ
、
公
表
す
る
つ
も
り

な
く
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
『
わ
が
秘
密
』
は
、
真
理
の
女
神
を
前
に
し
て
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
ペ
ト
ラ
ル
カ
が
対
話
す
る
と
い

う
形
式
で
書
か
れ
て
お
り
、
真
理
の
女
神
を
前
に
し
て
の
対
話
で
あ
る
こ
と
や
、
公
表
す
る
つ
も
り
の
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
考
え

て
、
ペ
ト
ラ
ル
カ
が
心
の
内
を
偽
り
な
く
語
っ
た
著
作
で
あ
る
こ
と
は
、
間
違
い
な
い
。
ペ
ト
ラ
ル
カ
の
対
話
者
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス

は
、
「
自
分
が
い
か
に
悲
惨
で
あ
る
か
の
完
全
な
認
識
が
、
立
ち
上
が
ろ
う
と
す
る
完
全
な
熱
望
を
生
み
出
す
」
と
言
い
、
深
く
死
を

省
察
し
て
天
上
的
な
も
の
を
目
指
し
心
魂
を
高
め
る
こ
と
を
ペ
ト
ラ
ル
カ
に
勧
め
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
従
え
ば
、
こ
の
地
上
に

は
人
間
の
尊
厳
あ
る
生
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
中
世
以
来
の
（
前
述
の
ロ
タ
リ
オ
に
代
表
さ
れ
る
）

「
現
世
蔑
視
論
」
を
主
張
し
て
い
る
。

こ
の
人
間
の
卓
越
性
を
実
現
し
、
善
き
人
間
と
な
る
こ
と
が
、
ペ
ト
ラ
ル
カ
に
お
け
る
「
人
間
の
尊
厳
」
で
あ
る
。
そ
し
て
善
き
人

間
は
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
へ
の
真
の
信
仰
者
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
ペ
ト
ラ
ル
カ
は
他
方
で
、
世
俗
の
名
誉
欲
（
文
学

的
栄
光
）
と
し
て
の
「
知
的
教
養
の
人
」
も
捨
て
切
れ
な
い
こ
と
、
善
い
人
間
と
知
的
教
養
人
の
両
方
を
欲
し
て
い
る
こ
と
を
、
素
直

に
告
白
し
て
い
る
。
彼
に
お
い
て
、
事
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
ペ
ト
ラ
ル
カ
は
心
の
中
に
葛
藤
を
抱
え
て
い
た

の
で
あ
る
。

私
の
意
志
は
揺
れ
動
き
、
願
望
は
一
致
せ
ず
、
そ
し
て
一
致
し
な
い
ま
ま
に
私
を
引
き
裂
く
の
で
す
。
弓
親
近
書
簡
集
』
第
二
巻
）

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
「
わ
た
し
は
た
び
た
び
言
っ
た
。
き
み
が
ペ
ン
を
取
る
の
を
見
た
当
初
か
ら
予
告
し
た
。
人
生
は
不
確
か
だ

弓
無
知
に
つ
い
て
』
）
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ペ
ト
ラ
ル
カ
は
人
間
の
尊
厳
あ
る
生
を
こ
の
現
実
の
世
で
実
現
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
彼
は
、
自
身
の
な
お
中
世
的
な
キ
リ
ス

ト
教
的
世
界
観
に
引
っ
張
ら
れ
、
挫
折
す
る
。
す
で
に
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
「
き
み
は
大
衆
の
声
を
憎
み
な
が
ら
も
、
そ
れ
に
従
っ

て
い
た
」
と
言
い
、
ペ
ト
ラ
ル
カ
の
心
の
内
な
る
矛
盾
を
暴
い
て
い
た
。
こ
の
心
の
葛
藤
は
、
『
親
近
書
簡
集
』
で
も
、
以
下
の
よ
う

こ
れ
に
対
し
、
ペ
ト
ラ
ル
カ
は
、
「
自
分
は
人
間
の
名
誉
だ
け
で
充
分
だ
。
死
す
べ
き
人
間
と
し
て
、
滅
ぶ
べ
き
人
間
的
な
も
の
し

か
求
め
な
い
」
（
第
三
巻
）
と
言
い
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
抵
抗
す
る
が
、
し
か
し
抵
抗
し
き
れ
な
い
。
ペ
ト
ラ
ル
カ
は
、
ア
ウ
グ

ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
勧
め
を
完
全
に
は
捨
て
き
れ
ず
、
た
だ
後
回
し
に
す
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
「
…
…
し
か
し
い
ま
、
あ
な
た
が
た
の
住
み
か
は
天
で
す
が
、
わ
た
し
は
ま
だ
地
上
の
居
住
が
終
わ
っ
て
い
ま

せ
ん
。
…
…
で
き
る
だ
け
自
分
自
身
の
こ
と
に
気
を
配
り
ま
し
ょ
う
。
わ
た
し
の
心
魂
の
ば
ら
ば
ら
の
断
片
を
集
め
、
注
意
深
く

わ
た
し
自
身
の
も
と
に
留
ま
り
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
い
ま
、
わ
た
し
た
ち
が
話
し
合
っ
て
い
る
間
に
も
、
や
は
り
世
俗
的
と
は
言

え
、
重
要
な
多
く
の
仕
事
が
わ
た
し
を
待
っ
て
い
ま
す
」
。

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
「
俗
衆
に
は
恐
ら
く
も
っ
と
重
要
と
思
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
が
、
ほ
ん
と
う
は
こ
れ
〔
自
分
自
身
の

心
魂
に
深
く
目
を
向
け
る
観
想
〕
ほ
ど
有
益
な
も
の
は
な
い
し
、
こ
れ
ほ
ど
省
察
の
成
果
が
望
め
る
も
の
は
な
い
」

フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
「
ほ
ん
と
う
に
そ
う
思
い
ま
す
。
い
ま
は
急
い
で
他
の
世
俗
的
な
仕
事
に
打
ち
込
み
ま
す
が
、
そ
う
す
る
の
は

他
で
も
な
く
、
そ
れ
ら
の
仕
事
を
片
付
け
て
か
ら
、
こ
の
問
題
〔
自
分
自
身
の
心
魂
へ
の
観
想
〕
に
立
ち
か
え
る
た
め
で
す
。
…
…

こ
の
問
題
ひ
と
つ
に
専
念
し
、
寄
り
道
せ
す
に
救
い
へ
の
正
し
い
道
を
辿
る
方
が
、
遇
か
に
安
全
で
あ
ろ
う
こ
と
は
分
か
っ
て
い

ま
す
。
で
も
〔
世
俗
へ
の
〕
願
望
を
お
さ
え
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
す
」
。

たが
。、

苦
労
は
長
く
確
実
で
あ
り
、
だ
か
ら
作
品
の
成
果
は
乏
し
い
だ
ろ
う
と
。
し
か
し
、
き
み
の
耳
は
大
衆
の
声
に
聾
さ
れ
て
い

購
い
た
こ
と
に
き
み
は
大
衆
の
声
を
憎
み
な
が
ら
も
、
そ
れ
に
従
っ
て
い
た
の
だ
」
。
（
『
わ
が
秘
密
」
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倒
錯
し
た
邪
悪
な
意
志
は
ま
た
、
「
外
な
る
人
間
（
ず
○
日
。
①
再
の
１
日
）
」
と
呼
ば
れ
、
世
俗
的
な
生
き
方
を
し
よ
う
と
す
る
意
志
で

あ
り
、
そ
し
て
そ
の
意
志
に
反
逆
す
る
別
な
意
志
は
、
新
し
い
意
志
と
し
て
「
内
な
る
人
間
（
ロ
Ｃ
Ｂ
Ｃ
］
具
凰
。
Ｈ
）
」
と
呼
ば
れ
、
修

道
院
の
観
想
的
生
活
を
し
よ
う
と
す
る
意
志
で
あ
る
（
『
親
近
書
簡
集
』
第
二
巻
九
）
。
こ
の
後
者
の
意
志
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の

『
告
白
』
と
の
出
会
い
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

ペ
ト
ラ
ル
カ
は
、
『
わ
が
秘
密
』
の
中
で
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
主
張
に
同
調
し
て
い
る
こ
と
や
、
ま
た
『
親
近
書
簡
集
』
（
第
十
巻

三
）
に
お
い
て
自
分
の
生
活
と
弟
ゲ
ラ
ル
ド
の
修
道
院
生
活
と
を
対
比
し
、
一
貫
し
て
修
道
院
（
宗
教
的
）
生
活
を
賛
美
し
て
い
る
こ

と
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
頭
で
は
「
宗
教
的
生
活
」
（
天
上
の
神
）
を
求
め
「
中
世
的
」
で
あ
る
が
、
し
か
し
心
情
的
に
は
「
世
俗
的

生
活
」
（
地
上
の
個
物
）
に
執
着
せ
ざ
る
を
得
ず
、
そ
の
点
で
は
人
間
に
身
近
な
も
の
を
求
め
「
近
代
的
」
で
あ
る
。
こ
の
世
俗
へ
の

関
心
は
、
十
四
世
紀
に
お
い
て
は
ペ
ト
ラ
ル
カ
一
人
の
も
の
で
な
く
、
中
世
末
期
の
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
治
的
、
経
済
的
、
社
会
的
活

動
の
拡
大
（
商
工
業
の
活
発
化
・
都
市
の
繁
栄
・
物
質
的
な
豊
か
さ
な
ど
）
と
と
も
に
台
頭
し
て
き
た
当
時
の
風
潮
で
あ
る
。
だ
か
ら

む
し
ろ
、
ペ
ト
ラ
ル
カ
は
、
そ
の
風
潮
と
中
世
以
来
の
「
現
世
蔑
視
論
」
と
の
対
立
を
逸
早
く
と
ら
え
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
苦
悩

し
た
、
と
言
っ
た
方
が
よ
い
。
彼
は
ど
ち
ら
か
の
生
活
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
二
つ
の
狭
間
で
苦
悩
し
た
の
で
あ
る
。
中
世
人

で
あ
れ
ば
、
「
現
世
蔑
視
論
」
か
ら
、
こ
の
世
で
の
生
活
は
あ
の
世
で
の
至
福
の
準
備
で
あ
り
、
悲
惨
以
外
の
何
も
の
で
も
あ
り
得
ず
、

尊
厳
は
あ
の
世
で
し
か
実
現
さ
れ
得
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
ペ
ト
ラ
ル
カ
の
よ
う
な
苦
悩
は
起
こ
り
得
な
い
。
中
世
人
と
異
な
り
ペ
ト

に
吐
露
さ
れ
て
い
る
。

私
を
完
全
に
所
有
し
、
反
対
者
の
な
い
ま
ま
に
私
の
心
の
深
奥
を
一
人
わ
が
も
の
顔
に
支
配
し
て
い
た
、
あ
の
倒
錯
し
た
邪
悪
な

意
志
（
ぐ
。
｝
目
白
の
己
の
『
ぐ
の
『
切
四
の
（
。
Ｂ
臣
ョ
）
が
、
反
逆
的
で
服
従
し
な
い
別
の
意
志
に
出
会
い
始
め
て
か
ら
、
ま
だ
三
年
と
経
っ

て
い
な
い
。
こ
の
二
つ
の
意
志
の
間
で
は
、
す
で
に
久
し
く
、
そ
し
て
い
ま
な
お
私
の
思
想
の
戦
場
で
、
内
な
る
二
人
の
人
間
の

支
配
を
め
ぐ
っ
て
、
い
つ
果
て
る
と
も
な
い
苦
し
い
戦
い
が
行
わ
れ
て
い
る
の
だ
。
（
第
四
巻
）

Hosei University Repository



(42） ルネサンスにおける「人間の尊厳」について 185 

一一一一口｝「ノ。

「
人
間
の
尊
厳
」
の
問
題
を
積
極
的
に
取
り
上
げ
た
人
文
主
義
者
は
、
ジ
ャ
ン
ノ
ッ
ッ
オ
・
マ
ネ
ッ
テ
ィ
（
一
三
九
六
’
一
四
五
九
）

で
あ
る
。
彼
は
、
中
世
以
来
の
「
現
世
蔑
視
論
」
と
対
決
し
た
。
こ
の
「
現
世
蔑
視
論
」
は
、
ペ
ト
ラ
ル
カ
の
『
わ
が
秘
密
』
に
お
け

る
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
代
弁
し
て
い
た
。
こ
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
こ
の
世
の
人
間
の
生
を
悲
惨
な
状
態
と
し
、
あ
の
世
に
お

い
て
尊
厳
が
実
現
さ
れ
る
と
主
張
し
た
。
十
二
世
紀
末
に
は
、
前
述
の
助
祭
ロ
タ
リ
オ
（
の
ち
の
教
皇
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
三
世
）

が
、
後
世
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
『
現
世
の
蔑
視
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
人
間
の
悲
惨
な
境
遇
に
つ
い
て
』
（
以
下

『
人
間
の
悲
惨
」
と
略
す
）
を
著
し
、
「
現
世
蔑
視
論
」
を
強
調
し
た
。
し
か
し
ロ
タ
リ
オ
は
、
こ
の
著
作
の
序
文
で
「
人
間
の
諸
悪
の

中
で
も
最
高
の
悪
徳
で
あ
る
傲
慢
さ
を
戒
め
る
た
め
に
、
こ
の
『
人
間
の
悲
惨
』
と
い
う
書
を
著
し
た
が
、
次
の
書
で
は
、
謙
虚
な
人

間
が
称
賛
さ
れ
る
た
め
に
、
人
間
の
尊
厳
に
つ
い
て
の
書
を
著
す
つ
も
り
だ
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
人
間
の
尊
厳
に
つ
い

て
の
次
の
書
は
、
実
際
に
は
著
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
、
人
間
の
悲
惨
に
つ
い
て
の
書
だ
け
が
有
名
に
な
り
、
後
世
に
「
現
世
蔑
視
論
」

と
し
て
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
本
来
な
ら
ば
、
「
人
間
の
悲
惨
」
と
「
人
間
の
尊
厳
」
は
対
に
な
る
テ
ー

ラ
ル
ヵ
は
、
こ
の
世
に
立
脚
点
が
あ
り
、
こ
の
世
の
様
々
な
も
の
に
魅
せ
ら
れ
て
い
る
。
ペ
ト
ラ
ル
カ
は
、
あ
の
世
で
だ
け
で
な
く
現

実
の
世
で
も
人
間
の
尊
厳
を
実
現
し
た
い
と
欲
し
て
い
る
。
し
か
し
、
「
わ
が
秘
密
』
の
中
で
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
代
弁
さ
せ
た

「
現
世
蔑
視
論
」
に
引
っ
張
ら
れ
て
い
る
ペ
ト
ラ
ル
カ
に
は
、
そ
れ
が
で
き
な
い
。
こ
う
し
て
、
現
実
の
世
で
の
人
間
の
尊
厳
は
、
次

世
代
の
人
文
主
義
者
た
ち
に
託
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

マ
で
あ
っ
た
。

こ
の
著
作
『
人
間
の
悲
惨
』
の
第
一
部
は
、
「
人
間
の
悲
惨
に
つ
い
て
」
と
い
う
テ
ー
マ
か
ら
始
ま
る
。
ロ
タ
リ
オ
は
次
の
よ
う
に

二
ジ
ャ
ン
ノ
ッ
ッ
オ
・
マ
ネ
ッ
テ
ィ
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ま
ず
人
体
に
関
し
て
は
、
マ
ネ
ッ
テ
ィ
に
よ
れ
ば
、
全
能
の
神
に
よ
っ
て
泥
か
ら
創
ら
れ
た
人
体
は
、
も
し
最
初
の
人
間
が
罪
を
犯

し
た
の
な
ら
ば
、
人
体
の
一
部
は
死
す
べ
き
も
の
と
な
っ
た
し
、
も
し
彼
が
罪
を
犯
さ
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
人
体
の
一
部
は
不
滅
な
も

の
と
な
り
得
た
で
あ
ろ
う
。
最
初
の
人
間
の
最
初
の
状
態
に
お
い
て
は
、
彼
が
そ
う
望
め
ば
死
ぬ
こ
と
な
ど
あ
り
得
な
か
っ
た
と
い
う

仕
方
で
神
に
よ
っ
て
創
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
が
第
二
の
状
態
に
お
い
て
、
人
間
は
罪
を
犯
す
こ
と
で
死
の
徒
を
招
き
寄
せ
る
ま
で
に
堕
落

弱
な
こ
と
、
心
諭

を
明
瞭
に
す
る
。

さ
ら
に
、
第
七
章
「
裸
身
に
つ
い
て
」
で
は
、
「
人
は
裸
で
生
ま
れ
、
裸
で
根
元
に
帰
る
。
彼
は
貧
し
い
身
で
来
て
、
貧
し
い
身
で

去
る
。
…
…
し
か
し
、
何
か
身
に
纏
っ
て
生
ま
れ
て
来
る
者
が
い
れ
ば
、
彼
は
、
い
か
な
る
衣
を
纏
っ
て
い
る
か
に
気
づ
く
が
よ
い
。

そ
れ
は
、
言
う
も
慨
る
、
間
く
は
さ
ら
に
お
ぞ
ま
し
く
、
見
る
は
こ
の
上
な
く
忌
ま
わ
し
い
も
の
、
即
ち
、
血
染
め
の
汚
れ
た
肌
で
あ

る
」
と
主
張
さ
れ
、
人
間
の
裸
身
を
嫌
悪
し
て
い
る
。
ま
た
第
十
章
「
人
間
の
労
苦
に
つ
い
て
」
で
は
、
『
小
鳥
は
飛
ぶ
た
め
に
生
ま

れ
、
人
間
は
苦
労
す
る
た
め
に
生
ま
れ
て
来
る
』
、
『
人
間
の
全
生
涯
は
日
々
苦
役
と
悲
惨
に
満
ち
て
い
て
、
そ
の
心
は
夜
通
し
安
ら
ぐ

こ
と
は
な
い
』
」
と
『
ヨ
プ
記
』
や
『
コ
ヘ
レ
ト
の
言
葉
』
が
引
用
さ
れ
、
人
生
そ
の
も
の
が
苦
痛
と
悲
惨
に
満
ち
て
い
る
こ
と
が
述

べ
ら
れ
る
。
ロ
タ
リ
オ
に
よ
れ
ば
、
現
世
に
お
い
て
人
間
は
あ
ま
り
に
も
悲
惨
な
の
で
あ
る
。

マ
ネ
ッ
テ
ィ
は
、
こ
の
説
を
反
駁
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
マ
ネ
ッ
テ
ィ
は
、
特
に
ロ
タ
リ
オ
の
「
人
間
の
悲
惨
」
に
つ
い
て
の

（
Ⅲ
）
 

書
に
対
抗
し
て
『
人
間
の
尊
厳
と
優
越
に
つ
い
て
』
を
著
し
た
。
そ
の
書
の
第
四
巻
に
お
い
て
マ
ネ
ッ
テ
ィ
は
、
死
の
賛
美
や
死
の
善

な
る
こ
と
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
は
人
生
の
悲
惨
に
つ
い
て
、
古
代
か
ら
書
か
れ
て
き
た
事
柄
を
反
駁
す
る
た
め
に
、
順
に
、
人
体
の
虚

弱
な
こ
と
、
心
魂
の
卑
し
さ
、
そ
し
て
人
間
の
全
人
格
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
古
代
か
ら
の
考
え
が
自
分
の
考
え
と
対
立
す
る
こ
と

人
間
は
何
か
ら
造
ら
れ
、
人
間
は
何
を
す
べ
き
か
、
そ
し
て
人
間
は
ど
う
な
る
の
か
、
と
私
は
涙
な
が
ら
に
考
え
る
。
確
か
に
、

人
間
は
土
か
ら
創
ら
れ
、
罪
の
中
で
孕
ま
れ
、
苦
し
む
た
め
に
生
ま
れ
て
き
た
。
人
間
は
許
さ
れ
ぬ
不
正
を
犯
し
、
見
苦
し
い
下

品
な
こ
と
や
、
無
益
で
浅
は
か
な
こ
と
を
行
う
。
…
…
人
間
は
苦
労
、
恐
怖
、
悲
嘆
に
苛
ま
れ
る
た
め
に
生
ま
れ
、
さ
ら
に
悲
し

（
９
）
 

い
こ
と
に
、
死
ぬ
た
め
に
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
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し
衰
弱
し
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
栄
光
あ
る
復
活
と
い
う
第
三
の
状
態
に
お
い
て
は
、
人
間
は
神
の
恩
寵
に
よ
っ
て
死
ぬ
こ
と
が
あ
り

得
な
い
よ
う
な
も
の
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
身
体
の
あ
ら
ゆ
る
虚
弱
や
病
気
や
不
都
合
も
、
人
間
の
本
性
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
む
し

ろ
罪
の
汚
れ
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
日
常
生
活
に
お
い
て
は
、
わ
ず
ら
わ
し
い
こ
と
よ
り
も
快
楽
的
な

事
柄
の
方
が
多
い
。
身
体
の
諸
感
覚
を
ほ
ど
よ
く
適
度
に
用
い
る
と
き
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
た
だ
疲
労
し
た
り
苦
労
し
た
り
し
な
い
ば

か
り
か
、
む
し
ろ
元
気
を
回
復
し
、
喜
び
楽
し
む
の
で
あ
る
。
こ
の
わ
れ
わ
れ
の
身
体
は
、
そ
れ
が
泥
と
い
う
最
低
の
物
質
で
で
き
て

い
る
と
し
て
も
、
人
間
の
心
魂
の
、
価
値
あ
る
優
れ
た
容
器
に
相
応
し
く
、
他
の
動
物
の
身
体
よ
り
も
通
か
に
高
貴
な
の
で
あ
る
。

ま
た
心
魂
に
関
し
て
、
心
魂
を
身
体
的
で
物
質
的
な
卑
し
い
も
の
だ
と
主
張
す
る
者
た
ち
に
対
し
て
、
マ
ネ
ッ
テ
ィ
は
、
「
自
然
物

に
は
な
い
記
憶
や
精
神
や
思
考
の
力
を
持
つ
心
魂
の
起
源
は
地
上
に
は
全
く
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
に
天
的
な
神
的
な
も
の
で
、
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
の
第
五
の
自
然
（
エ
ン
テ
レ
ケ
イ
ア
）
か
ら
な
る
永
遠
的
な
も
の
だ
」
と
い
う
キ
ヶ
ロ
の
言
葉
を
、
「
真
理
そ
の
も
の
及
び
カ

ト
リ
ッ
ク
的
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
こ
の
上
な
く
一
致
す
る
も
の
だ
」
と
主
張
す
る
。

さ
ら
に
人
間
の
全
人
格
（
死
の
讃
美
）
に
関
し
て
、
マ
ネ
ッ
テ
ィ
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
正
統
的
な
見
解
に
よ
っ
て
古
代
の
異
教
徒
の

説
を
以
下
の
よ
う
に
反
駁
す
る
。

こ
こ
に
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
に
特
有
の
人
間
中
心
の
考
え
方
と
「
現
世
に
お
け
る
人
間
の
生
」
の
積
極
的
な
肯
定
が
見
て
取
れ
る
。
た

だ
、
ル
ネ
サ
ン
ス
に
お
け
る
人
間
中
心
の
考
え
は
、
神
あ
っ
て
の
も
の
で
あ
り
、
今
日
の
神
な
き
人
間
中
心
主
義
と
は
異
な
る
。

そ
し
て
マ
ネ
ッ
テ
ィ
に
よ
れ
ば
、
聖
ア
ン
プ
ロ
シ
ウ
ス
や
教
会
の
他
の
博
士
た
ち
が
死
を
讃
美
し
た
の
は
、
「
身
体
か
ら
分
離
さ
れ

聖
書
が
証
す
る
よ
う
に
、
神
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
も
の
は
す
べ
て
き
わ
め
て
善
で
あ
る
。
…
…
人
間
の
た
め
に
す
べ
て
の
も
の

が
き
わ
め
て
善
な
る
も
の
と
し
て
、
ま
た
最
善
な
る
も
の
と
し
て
創
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
そ
の
人
間
は
確
か
に
、
た
だ
単
に
最

善
な
者
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
言
わ
ば
、
最
善
以
上
の
も
の
で
あ
る
。
…
…
そ
れ
ゆ
え
、
人
生
は
、
一
般
に
悲
惨
で
は
あ
り

得
な
い
し
、
あ
る
い
は
悲
惨
と
は
な
り
得
な
い
」
。
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こ
の
主
張
に
対
し
て
、
マ
ネ
ッ
テ
ィ
は
、
聖
書
の
へ
プ
ラ
イ
語
か
ら
の
理
解
に
基
づ
き
、
エ
ヴ
ァ
と
は
「
す
べ
て
の
人
間
の
母
」
の

意
味
で
あ
り
、
ぐ
一
『
樹
。
と
は
「
ぐ
］
円
（
男
）
か
ら
派
生
し
た
ご
一
国
、
。
（
女
）
」
で
あ
る
と
し
て
、
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
の
根
拠
が
軽

薄
で
幼
稚
だ
と
、
反
論
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
マ
ネ
ッ
テ
ィ
は
、
裸
体
、
人
間
か
ら
生
じ
る
物
、
人
生
の
短
さ
、
そ
し
て
死

す
べ
き
者
の
労
苦
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
イ
ン
ノ
ヶ
ン
テ
ィ
ウ
ス
の
説
を
こ
と
ご
と
く
反
駁
す
る
。
つ
ま
り
マ
ネ
ッ
テ
ィ
に
よ
れ
ば
、

人
間
が
裸
で
生
ま
れ
、
裸
で
元
に
返
る
の
は
、
イ
ン
ノ
ヶ
ン
テ
ィ
ウ
ス
が
言
う
よ
う
な
「
貧
し
い
身
」
と
い
う
こ
と
で
な
く
、
「
人
間

の
裸
身
が
優
美
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
生
ま
れ
て
来
た
の
で
あ
る
」
。
こ
の
「
人
間
の
裸
身
を
優
美
と
す
る
」
考
え
こ
そ
、
ル
ネ

サ
ン
ス
の
画
家
に
、
蠕
錆
う
こ
と
な
く
、
中
世
の
よ
う
な
衣
を
纏
っ
た
三
美
神
で
な
く
、
裸
身
で
優
雅
に
輪
舞
す
る
三
美
神
を
描
か
せ

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
マ
ネ
ッ
テ
ィ
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
生
み
出
す
物
は
、
不
潔
で
醜
悪
な
も
の
（
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
が
言

う
疲
や
糞
尿
）
で
な
く
、
「
理
解
し
た
り
行
動
し
た
り
す
る
多
様
な
働
き
で
あ
る
」
。
人
生
の
短
さ
に
つ
い
て
は
、
「
理
解
し
た
り
行
為

し
た
り
す
る
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
固
有
の
責
務
の
た
め
に
は
、
ま
た
善
く
幸
福
に
生
き
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
、
そ
し
て
い
ま
の

次
に
、
マ
ネ
ッ
テ
ィ
の
筆
は
ロ
タ
リ
オ
（
教
皇
イ
ン
ノ
ヶ
ン
テ
ィ
ウ
ス
三
世
）
の
説
を
反
駁
す
る
こ
と
へ
と
移
る
。
マ
ネ
ッ
テ
ィ
は
、

人
間
の
悲
惨
な
境
遇
の
強
固
な
根
拠
が
人
間
の
誕
生
に
あ
る
と
し
た
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
が
以
下
の
よ
う
な
主
張
を
す
る
と
き
、
彼

の
根
拠
を
軽
薄
で
幼
稚
だ
、
と
非
難
す
る
。
イ
ン
ノ
ヶ
ン
テ
ィ
ウ
ス
は
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。

た
め
に
で
あ
っ
た
。

た
善
良
な
心
魂
の
祝
福
さ
れ
た
幸
福
な
来
世
の
た
め
に
、
ま
た
新
た
な
復
活
後
の
人
体
の
素
晴
ら
し
い
、
ほ
と
ん
ど
信
じ
難
い
栄
光
の

わ
れ
わ
れ
は
み
な
、
人
の
世
の
悲
惨
さ
を
示
す
た
め
に
、
泣
き
叫
び
な
が
ら
生
ま
れ
る
。
生
ま
れ
た
て
の
男
の
子
は
ア
ア
と
嘆
き
、

女
の
子
は
エ
イ
と
悲
し
む
。
ア
ア
と
か
エ
イ
と
か
嘆
き
悲
し
み
、
す
べ
て
の
人
々
は
エ
ヴ
ァ
か
ら
生
ま
れ
る
。
で
は
エ
ヴ
ァ
と
は

何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
悲
痛
の
大
き
さ
を
示
す
、
悲
嘆
者
の
感
嘆
詞
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
女
は
罪
を
犯
す
前
は
乙
女
の

勇
者
（
ａ
『
四
頭
。
）
、
罪
の
後
は
「
エ
ヴ
ァ
」
と
呼
ば
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
。
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人
生
の
長
さ
で
十
分
で
あ
る
」
。
死
す
べ
き
者
の
労
苦
に
つ
い
て
は
、
「
労
苦
よ
り
も
遥
か
に
多
く
の
楽
し
み
が
、
行
動
し
た
り
労
働
し

た
り
す
る
人
間
の
活
動
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
に
生
じ
る
。
…
…
わ
れ
わ
れ
は
活
動
し
て
い
る
間
に
常
に
少
し
ば
か
り
苦
労
す
る
け
れ
ど

も
、
同
時
に
ま
た
わ
れ
わ
れ
の
あ
ら
ゆ
る
活
動
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
一
層
激
し
く
楽
し
む
こ
と
も
確
か
で
あ
る
」
。
つ
ま
り
、
こ

の
現
実
に
お
い
て
人
間
は
悲
惨
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
人
間
の
不
幸
に
つ
い
て
新
た
に
述
べ
ら
れ
得
る
他
の
す
べ
て
の
こ
と
も
、

わ
れ
わ
れ
の
肉
体
の
新
た
な
復
活
と
い
う
（
死
後
に
起
こ
る
）
こ
と
に
よ
っ
て
、
容
易
に
打
ち
破
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
「
わ
れ
わ
れ
が

よ
み
が
え
る
で
あ
ろ
う
と
き
に
は
、
死
ん
だ
肉
体
を
、
何
ら
の
汚
れ
も
、
何
ら
の
腐
敗
も
、
何
ら
の
虚
弱
も
、
何
ら
の
歪
み
も
な
く
、

こ
の
上
な
い
栄
光
に
お
い
て
よ
み
が
え
っ
た
も
の
と
し
て
取
り
戻
す
で
あ
ろ
う
」
。
そ
こ
に
は
、
永
遠
の
健
康
、
老
い
る
こ
と
の
な
い

青
春
、
肉
体
の
自
由
、
汚
れ
の
な
い
美
し
さ
、
非
受
苦
性
と
不
滅
性
、
間
断
な
き
平
安
、
永
遠
の
喜
び
が
、
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う

し
て
、
死
後
の
こ
と
を
も
ふ
ま
え
た
上
で
、
人
間
の
肉
体
の
尊
厳
が
ど
れ
ほ
ど
素
晴
ら
し
い
も
の
で
あ
る
か
、
そ
の
心
魂
が
ど
れ
ほ
ど

気
高
く
崇
高
な
も
の
で
あ
る
か
、
さ
ら
に
二
つ
の
部
分
の
組
み
合
わ
さ
れ
た
人
間
そ
の
も
の
の
卓
越
は
ど
れ
ほ
ど
優
れ
た
も
の
で
あ
る

か
と
い
う
こ
と
を
、
十
分
詳
細
に
説
明
し
た
と
し
、
最
後
に
マ
ネ
ッ
テ
ィ
は
、
「
神
の
戒
め
の
各
々
を
す
べ
て
守
り
実
行
す
る
よ
う
心

が
け
れ
ば
、
現
世
の
特
典
と
、
こ
の
世
と
あ
の
世
と
の
永
遠
の
褒
賞
を
得
る
で
あ
ろ
う
」
と
結
論
す
る
。

以
上
、
見
て
き
た
こ
と
か
ら
、
以
下
の
こ
と
が
言
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
教
皇
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
三
世
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
そ

の
様
々
な
側
面
か
ら
現
実
の
人
生
そ
の
も
の
が
悲
惨
で
あ
り
、
人
間
の
尊
厳
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
彼
は
書
か
な
か
っ
た
が
、
あ
え
て
言

え
ば
、
死
後
、
選
ば
れ
た
人
に
よ
り
天
国
で
の
み
実
現
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
マ
ネ
ッ
テ
ィ
は
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
肉
体
や
魂
の
、

そ
し
て
そ
れ
ら
二
つ
の
部
分
か
ら
成
る
人
間
そ
の
も
の
の
卓
越
性
を
認
め
、
こ
の
現
実
に
お
い
て
も
人
間
の
尊
厳
が
実
現
さ
れ
る
こ
と

を
強
調
す
る
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
の
マ
ネ
ッ
テ
ィ
は
、
各
々
の
人
間
が
そ
の
能
力
に
応
じ
て
神
の
戒
め
を
守
り
実
行
す
れ
ば
、
こ

の
世
で
も
あ
の
世
で
も
尊
厳
が
実
現
さ
れ
る
と
結
論
す
る
。

『
人
間
の
尊
厳
と
優
越
に
つ
い
て
』
を
読
む
限
り
で
は
、
マ
ネ
ッ
テ
ィ
に
と
っ
て
人
間
の
悲
惨
は
、
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
と
は
逆

に
、
こ
の
世
に
は
な
く
、
む
し
ろ
あ
の
世
に
あ
る
。
マ
ネ
ッ
テ
ィ
は
、
古
代
の
異
教
の
思
想
家
の
説
や
キ
リ
ス
ト
教
自
体
の
説
に
基
づ

き
、
現
世
に
お
け
る
人
間
の
生
を
積
極
的
に
肯
定
し
、
「
神
に
よ
り
人
間
の
た
め
に
最
善
な
も
の
（
自
然
世
界
）
が
創
ら
れ
た
と
さ
れ
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る
そ
の
人
間
は
、
最
善
以
上
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
人
生
は
悲
惨
に
は
な
り
得
な
い
」
と
喝
破
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
現
実
に
お
い
て

人
間
は
悲
惨
に
な
ら
な
い
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
の
ま
ま
で
尊
厳
が
実
現
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
各
人
が
そ
の
能
力
に
応
じ
て
神

の
戒
め
を
守
り
実
行
し
な
け
れ
ば
、
尊
厳
は
実
現
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
意
志
や
行
為
の
問
題
に
関
わ
る
で
あ
ろ
う
。

人
間
性
を
信
頼
し
、
現
実
の
生
活
を
重
視
す
る
の
は
、
人
文
主
義
の
特
徴
で
あ
る
。
そ
の
特
徴
は
、
マ
ネ
ッ
テ
ィ
よ
り
も
十
歳
年
下

の
マ
ッ
テ
オ
・
パ
ル
ミ
エ
ー
リ
（
一
四
○
六
’
七
五
）
の
『
市
民
生
活
論
』
に
お
い
て
、
さ
ら
に
具
体
化
さ
れ
る
。
次
に
、
こ
の
。
ハ
ル

ミ
エ
ー
リ
の
思
想
を
見
て
み
よ
う
。

。
ハ
ル
ミ
エ
ー
リ
の
「
市
民
生
活
論
』
は
、
彼
が
二
十
歳
代
の
と
き
に
書
い
た
作
品
で
あ
り
、
全
部
で
四
巻
か
ら
成
る
。
そ
の
第
一
巻

で
は
、
児
童
の
年
齢
に
応
じ
た
教
育
論
と
、
人
間
形
成
、
そ
し
て
市
民
の
正
し
い
生
き
方
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
、
第
二
巻
と
第
三
巻
で

は
、
「
行
為
の
正
し
さ
目
の
⑪
戯
」
に
関
わ
る
四
つ
の
徳
が
、
つ
ま
り
思
慮
・
勇
気
・
節
制
・
正
義
が
、
論
じ
ら
れ
、
そ
し
て
最
後
の
第

四
巻
で
は
、
「
有
用
性
巨
巨
蔵
」
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
『
市
民
生
活
論
』
に
お
い
て
、
パ
ル
ミ
エ
ー
リ
は
人
間
の
尊
厳

を
、
こ
の
現
実
の
市
民
社
会
に
お
い
て
「
善
き
市
民
」
と
し
て
生
き
る
こ
と
に
見
出
し
た
。
、
ハ
ル
ミ
エ
ー
リ
は
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。

孤
独
生
活
（
地
上
的
な
も
の
を
軽
蔑
し
、
天
上
的
な
も
の
の
観
想
の
み
を
行
う
生
活
）
は
市
民
生
活
の
下
位
に
あ
り
、
…
…
従
っ

て
、
こ
の
地
上
で
な
さ
れ
る
こ
と
の
う
ち
、
も
っ
と
も
神
の
御
心
に
か
な
い
喜
ば
れ
る
の
は
、
多
く
の
人
々
が
正
義
を
絆
と
し
て

一
つ
に
結
ば
れ
合
っ
て
生
き
る
国
家
社
会
を
、
正
し
く
統
べ
治
め
る
こ
と
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
都
市
の
正
し
い
統

治
者
や
祖
国
の
護
持
者
た
ち
に
対
し
て
、
神
は
天
上
に
一
定
の
場
所
を
約
束
し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
彼
ら
は
そ
こ
で
聖
者
た

（
ｕ
）
 

ち
と
と
も
に
、
水
遠
に
祝
福
さ
れ
て
生
き
る
の
で
す
。
（
第
一
巻
）

三
マ
ッ
テ
オ
・
バ
ル
ミ
エ
ー
リ
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(４８） 
パ
ル
ミ
エ
ー
リ
に
お
い
て
は
、
ペ
ト
ラ
ル
カ
が
賛
美
し
続
け
た
「
修
道
院
生
活
」
が
「
公
共
の
活
動
か
ら
退
い
て
孤
独
の
う
ち
に
生

９
 

Ⅳ
き
、
自
分
自
身
の
救
い
に
の
み
意
を
用
い
、
他
の
人
々
と
の
共
同
生
活
に
は
何
の
役
に
も
立
た
な
い
孤
独
生
活
」
と
し
て
徹
底
的
に
批

判
さ
れ
、
現
実
の
市
民
社
会
で
の
生
活
が
讃
美
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
現
実
の
市
民
社
会
に
お
い
て
善
き
市
民
と
し
て
生
き
る
こ

と
が
「
人
間
の
尊
厳
」
の
実
現
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
同
時
に
神
の
御
心
に
か
な
っ
た
神
的
事
柄
で
も
あ
る
。
こ
う
し
て
パ
ル
ミ
エ
ー

リ
に
お
い
て
、
こ
の
現
実
世
界
で
、
地
上
的
（
人
間
的
）
な
も
の
と
天
上
的
（
神
的
）
な
も
の
と
の
、
ペ
ト
ラ
ル
カ
が
達
成
で
き
な
か
っ

て
た
融
和
が
実
現
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
パ
ル
ミ
エ
ー
リ
の
考
え
の
背
景
に
は
、
一
四
世
紀
末
か
ら
一
五
世
紀
初
め
に
か

引
け
て
自
国
の
自
由
を
守
る
た
め
に
ミ
ラ
ノ
や
ナ
ポ
リ
と
戦
い
共
和
政
を
築
い
た
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
歴
史
が
あ
る
。
そ
し
て
パ
ル
ミ
エ
ー

マ
」

皿
リ
の
一
一
一
一
口
う
「
市
民
」
と
は
、
祖
国
の
統
治
者
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
当
時
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
社
会
に
お
い
て
は
大
ア
ル
テ
（
組
合
）
に
属

辨
す
る
ご
く
一
部
の
者
た
ち
で
あ
っ
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
「
善
き
市
民
」
と
し
て
の
統
治
者
は
、
。
ハ
ル
ミ
エ
ー

彫
り
に
よ
れ
ば
、
「
人
間
精
神
の
普
遍
性
」
を
自
覚
し
て
人
間
的
諸
能
力
を
全
面
的
に
発
達
さ
せ
、
よ
り
多
く
の
人
間
的
活
動
に
適
し
た

Ⅸ
「
普
遍
人
」
へ
と
絶
え
ず
自
己
形
成
す
る
人
間
で
も
あ
っ
た
。
だ
か
ら
ま
た
パ
ル
ミ
エ
ー
リ
に
と
っ
て
、
人
間
の
高
貴
さ
を
決
め
る
の

瀝
は
、
も
は
や
古
い
封
建
的
な
身
分
や
家
柄
で
は
な
く
、
む
し
ろ
絶
え
間
な
い
自
己
形
成
の
努
力
な
の
で
あ
る
。

率
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
人
文
主
義
者
マ
ネ
ッ
テ
ィ
は
、
ペ
ト
ラ
ル
カ
を
引
き
継
ぎ
な
が
ら
も
、
現
世
（
現
実
）
を
蔑
視
せ
ず
、
む

ス
し
る
積
極
的
に
肯
定
し
、
善
き
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
現
実
を
生
き
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
現
実
で
も
－
１
人
間
の
尊
厳
」
が
実
現
さ

ンサ
れ
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
そ
し
て
青
年
パ
ル
ミ
エ
ー
リ
は
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
社
会
の
動
向
を
背
景
に
し
て
、
こ
の
現
実
の
市
民
社
会
に

、
ネ

ル
お
い
て
善
き
市
民
と
し
て
生
き
る
こ
と
が
「
人
間
の
尊
厳
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
人
間
の
本
性
に
も
神
の
御
心
に
も
か
な
っ
た
生
き
方
で

あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
ペ
ト
ラ
ル
カ
の
苦
悩
を
克
服
し
た
の
で
あ
る
。

《
注
》

（
１
）
ｐ
『
１
．
百
口
の
・
記
§
白
湯
②
§
⑤
Ｅ
烏
ロ
。
「
罫
⑤
、
崎
量
冒
ミ
ミ
§
】
ロ
ロ
（
§
・
冒
昌
旦
暮
③
田
§
ミ
ミ
弓
§
．
（
Ｚ
の
急
『
・
『
丙
・
］
雪
学
）
も
．
］
量
・

『
ル
ネ
サ
ン
ス
と
人
文
主
義
」
（
平
凡
社
・
’
九
八
七
年
。
一
一
二
－
二
四
頁
）

（
２
）
句
・
勺
の
可
四
『
。
、
マ
ト
）
⑮
②
。
Ｑ
圏
○
○
○
頁
、
胃
冨
句
嚢
『
画
『
種
ミ
ヨ
③
ロ
『
撞
冒
〉
ヨ
ョ
・
で
の
〔
『
■
『
、
曾
弔
寺
ご
い
⑮
口
Ｃ
巨
吋
四
二
】
勺
》
○
・
宛
】
Ｃ
Ｄ
】
‐
両
．
ｎ
口
『
『
■
Ｈ
、
‐
向
・
口
旨
口
●
亘
や
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（
３
）
句
・
勺
の
耳
日
Ｄ
Ｐ
帛
冒
量
｛
冒
萬
ミ
ミ
ミ
ミ
ミ
弓
１
．
の
巳
凰
・
ロ
の
Ｃ
１
ご
図
己
⑦
『
２
『
回
曰
く
・
幻
。
②
の
一
の
国
・
の
８
》
←
ご
Ｃ
一
一
・
・
国
『
の
日
の
．
ご
閨
～
食
訳
文

に
つ
い
て
は
、
ペ
ト
ラ
ル
カ
「
ル
ネ
サ
ン
ス
書
簡
集
』
近
藤
恒
一
訳
（
岩
波
文
庫
・
一
九
八
九
年
）
に
従
っ
た
。

（
４
）
句
・
勺
の
一
『
四
『
８
．
□
砲
吻
員
曾
⑭
旨
い
ミ
ヨ
貝
（
ｓ
§
骨
碕
琶
ミ
冒
冒
・
旨
（
〕
肩
愚
冒
嘗
⑪
Ｑ
一
・
・
℃
□
。
Ｓ
蹟
－
］
］
臼
・
訳
文
に
つ
い
て
は
、
近
藤
恒
一

「
ペ
ト
ラ
ル
カ
研
究
」
（
創
文
社
・
’
九
八
四
年
）
を
参
考
に
し
た
。

（
５
）
『
・
勺
の
芹
３
局
８
．
国
陶
亘
ざ
一
息
弓
罵
ミ
８
③
．
冒
同
・
毛
の
｛
日
８
ｍ
宛
冒
鼠
ロ
ゴ
○
員
『
③
ご
Ｃ
③
亀
③
冒
斡
蔦
．
、
２
国
＆
『
・
Ｚ
の
二
の
．
三
四
『
（
の
］
］
Ｃ
Ｅ
‐
回
・

四
目
Ｃ
ヨ
ー
ヱ
・
の
砦
⑦
管
。
．
旨
】
目
・
之
呂
・
戸
』
②
自
己
で
．
『
ｇ
‐
９
画
・
ペ
ト
ラ
ル
カ
『
ル
ネ
サ
ン
ス
書
簡
集
』
近
藤
訳
、
一
一
○
七
’
二
一
一
頁
。

（
６
）
岡
・
尼
の
（
『
閂
８
６
ミ
ミ
属
島
鴎
ミ
ミ
②
§
③
ご
ゴ
ミ
魚
近
藤
恒
一
、
前
掲
書
、
四
○
三
頁
。

（
７
）
句
・
勺
。
（
【
目
色
》
Ｃ
Ｑ
菖
冒
８
一
再
旨
ユ
Ｐ
ご
車
●
日
③
Ｏ
】
（
・
》
つ
つ
』
忠
１
９
』
．

（
８
）
因
で
の
（
『
ロ
日
割
□
③
息
『
瀞
ミ
房
ミ
冨
砂
且
。
。
『
言
８
℃
囚
目
日
日
の
．
ｇ
貰
一
の
一
一
．
一
宮
ぐ
Ｃ
］
・
閂
・
国
『
の
目
の
』
患
←
・
近
藤
、
前
掲
書
。

（
９
）
Ｆ
○
［
日
】
。
』
の
」
の
⑮
館
己
・
ロ
③
８
苫
討
ミ
ご
ミ
ョ
ミ
ョ
豊
凰
烏
（
愚
冒
時
国
冒
８
ヨ
ミ
ロ
昔
貫
い
計
撞
菖
ミ
ヨ
色
侭
｛
＆
劃
ご
周
・
己
閏
】
②
》
〕
忠
Ｐ
（
円
の
ロ
『
・
）
国
『
の
□
○
一
印
・

巳
団
・
訳
文
に
つ
い
て
は
、
ロ
タ
リ
オ
・
デ
イ
・
セ
イ
『
人
間
の
悲
惨
な
境
遇
に
つ
い
て
」
瀬
谷
幸
男
訳
（
南
雲
堂
。
一
九
九
九
年
）
を
参
照

（
、
）
の
国
ロ
ロ
○
圏
○
頁
四
口
の
葺
診
□
③
已
崎
員
『
貝
③
亀
輿
８
｛
』
曾
斡
口
嵜
ミ
ミ
ョ
身
・
曰
専
ご
吻
貝
○
戴
ト
ミ
へ
量
§
（
自
負
（
『
ご
同
菖
さ
・
囚
２
国
曰
団
・
の
日
日
》

昌
自
・
童
：
。
一
一
」
爵
：
ｐ
停
隠
‐
§
訳
文
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
三
夫
訳
編
『
ル
ネ
サ
ン
ス
の
人
間
論
ｌ
原
典
翻
訳
集
ｌ
」
（
有
信
堂
高

文
社
。
一
九
八
四
年
．
六
五
’
一
○
八
頁
）
を
参
照
し
た
。

（
Ⅱ
）
シ
厨
耳
の
○
勺
四
一
目
の
１
》
ご
砲
冒
忌
冒
・
貫
』
Ｐ
の
□
亘
○
口
の
ロ
ュ
ニ
８
四
目
日
日
の
】
ロ
・
■
の
一
一
・
Ｂ
司
尉
目
⑨
一
℃
笛
・
訳
文
に
つ
い
て
は
、
近
藤
恒

一
『
ル
ネ
サ
ン
ス
論
の
試
み
」
（
創
文
社
・
’
九
八
五
年
。
一
五
六
’
一
九
○
頁
）
を
参
照
し
た
。

言
』
ｇ
ｏ
，
Ｚ
ｇ
ｏ
－
】
』
垣
思
も
つ
・
陣
］
Ｉ
田
切
・
訳
文
に
つ
い
て
は
、
ペ
ト
ラ
ル
カ
「
わ
が
秘
密
』
近
藤
恒
一
訳
（
岩
波
文
庫
。
一
九
九
六
年
）
に
従
っ

允
・

房
垣
⑫
⑫
・

し
た
。

（
イ
タ
リ
ア
思
想
・
市
ヶ
谷
教
養
教
育
セ
ン
タ
ー
兼
任
講
師
）
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