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１ 

近
代
ユ
ダ
ヤ
史
家
ユ
リ
ウ
ス
。
Ｈ
・
シ
ェ
ッ
プ
ス
は
、
著
諜
『
ド
イ
ツ
と
ユ
ダ
ヤ
の
共
生
あ
る
い
は
失
敗
に
終
っ
た
解
放
』
の
序

文
で
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。

ア
ル
プ
ス
以
北
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
存
在
は
、
な
る
ほ
ど
古
代
ロ
ー
マ
人
の
時
代
ま
で
糊
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
だ
が
狭
い
意
味
で
の

ネ
ー
シ
的
ン

ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
関
係
史
に
つ
い
て
語
り
う
る
の
は
、
ド
イ
ツ
国
民
が
次
第
に
形
成
さ
れ
、
そ
れ
と
と
も
に
《
ド
イ
ツ
》
な
い
し

《
ド
イ
ツ
人
》
と
い
っ
た
呼
称
が
用
い
ら
れ
始
め
た
時
点
か
ら
で
あ
る
。
自
ら
を
〈
ド
イ
ツ
》
と
し
て
把
握
す
る
国
民
の
成
立
が
、

給
果
と
し
て
、
こ
の
国
民
に
腕
す
る
行
た
ち
を
し
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
に
対
し
て
こ
れ
ま
で
以
ｋ
に
明
確
に
境
界
を
定
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
、
と
思
わ
し
め
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
逆
に
ユ
ダ
ヤ
人
の
側
は
、
新
た
に
自
ら
の
立
場
を
確
認
し
、
こ
れ
ま
で
は
た
だ

時
た
ま
例
外
的
に
存
在
し
て
い
た
だ
け
の
、
周
囲
の
キ
リ
ス
ト
教
・
ド
イ
ツ
世
界
へ
の
結
び
つ
き
を
、
可
能
な
限
り
密
接
な
も
の
に

す
る
よ
う
強
い
ら
れ
た
。
そ
こ
に
所
属
し
よ
う
と
す
る
努
力
と
、
自
ら
を
《
ド
イ
ツ
》
の
ユ
ダ
ヤ
人
と
し
て
定
義
し
よ
う
と
す
る
願

望
は
、
伝
統
的
な
ユ
ダ
ヤ
人
の
自
己
理
解
を
変
化
さ
せ
た
が
、
そ
の
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
れ
は
ま
た
、
市
民
社
会
へ
の
適
応
と

（
１
）
 

い
わ
ゆ
る
銃
〈
口
に
導
く
一
」
と
に
な
る
道
の
り
の
第
一
歩
で
も
あ
っ
た
。

こ
う
而
撹
き
し
た
●
ｈ
で
彼
は
、
「
狭
い
趣
味
で
の
」
ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
関
係
史
が
始
ま
っ
た
、
モ
ー
ゼ
ス
・
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
の

ユ
ダ
ヤ
人
の
「
国
民
」

化

内
田
俊
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２ 
時
代
の
記
述
に
移
る
。
モ
ー
ゼ
ス
・
メ
ン
デ
ス
ル
ゾ
ー
ン
を
も
っ
て
、
ド
イ
ツ
と
ユ
ダ
ヤ
の
関
係
が
開
始
し
た
と
す
る
捉
え
方
は
、
な

に
も
シ
エ
ッ
プ
ス
の
独
創
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ご
く
一
般
的
な
見
解
と
言
っ
て
よ
い
。
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
自
身
が
活
動
し
て
い
た
時

代
か
ら
、
す
で
に
そ
う
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
だ
が
、
シ
ェ
ッ
プ
ス
の
言
葉
に
は
矛
盾
が
あ
る
よ
う
に
、
私
に
は
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
の
時
代
以
前
に
、
「
ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
」
関
係
史
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
自
ら
を
「
ド
イ
ツ
人
」
と
し
て

把
握
す
る
人
々
が
存
在
し
な
い
と
こ
ろ
に
、
つ
ま
り
そ
も
そ
も
「
ド
イ
ツ
」
な
る
も
の
が
存
在
し
な
い
と
こ
ろ
に
、
ど
の
よ
う
な
「
ド

イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
」
関
係
が
あ
り
う
る
だ
ろ
う
か
。
で
は
「
ユ
ダ
ヤ
」
の
ほ
う
は
存
在
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
ヨ
ダ
ャ
教
徒
」
と

ネ
ー
シ
ロ
ン

し
て
の
「
ユ
ダ
ヤ
人
」
は
存
在
し
た
。
し
か
し
人
種
な
い
し
民
族
な
い
し
国
民
と
し
て
の
「
ユ
ダ
ヤ
人
」
な
ど
、
ど
こ
を
探
し
て
も
存

在
す
る
は
ず
が
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
「
ド
イ
ツ
人
」
が
存
在
し
な
か
っ
た
の
と
同
断
で
あ
る
。
従
っ
て
－
狭
い
意
味
」
で
も
広
い
意
味

で
も
、
ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
関
係
史
な
ど
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
で
は
シ
ェ
ッ
プ
ス
の
捉
え
方
は
正
当
で
あ
る
。

、
、
、
、
、
、
、

だ
が
、
自
ら
を
「
ド
イ
ツ
人
」
と
し
て
把
握
し
始
め
た
者
た
ち
が
、
あ
る
時
点
か
ら
「
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
し
て
こ
れ
ま
で
以
ｆ
に
明
確

、
、
、
、
、

に
境
界
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
思
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
一
」
と
は
裏
返
せ
ば
、
こ
れ
ま
で
は
境
界
は
あ
ま
り
明
確
で
は
な
か
っ

た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
ユ
ダ
ヤ
人
の
周
囲
の
キ
リ
ス
ト
教
・
「
ド
イ
ツ
」
世
界
へ
の
結
び
つ
き
は
、

「
た
だ
時
た
ま
例
外
的
に
存
在
し
て
い
た
だ
け
一
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
関
係

の
起
源
を
、
正
当
に
も
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
形
成
開
始
の
時
点
に
求
め
な
が
ら
、
だ
が
シ
ェ
ッ
プ
ス
は
、
そ
の
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
幻
影
を
過
去

の
歴
史
に
投
影
す
る
流
行
病
か
ら
、
十
分
に
解
放
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
。
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
形
成
以
前
に
す
で
に
そ

の
核
と
な
る
べ
き
も
の
が
存
在
し
、
そ
の
い
わ
ば
「
原
ネ
ー
シ
ョ
ン
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
閉
じ
た
形
で
並
存
し
て
、

相
互
の
関
係
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
か
っ
た
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
相
互
接
触
が
起
き
た
時
点
で
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
自
己
意
識
が
生
じ
、
ま

た
そ
の
自
己
意
識
が
相
互
関
係
を
規
定
し
た
と
、
そ
う
想
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

だ
が
本
当
に
そ
う
な
の
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
相
互
関
係
は
、
常
に
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
、

「
ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
」
の
相
互
関
係
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
ユ
ダ
ヤ
教
と
い
う
宗
教
的
対
立
を
根
底
に
満
き
な
が

ら
、
し
か
し
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
政
治
、
経
済
、
文
化
の
あ
ら
ゆ
る
局
面
に
及
ぶ
も
の
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
文
化
の
面
で
言
え
ば
、
１
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３ 

だ
が
、
も
う
一
度
シ
ェ
ッ
プ
ス
の
言
葉
に
返
る
こ
と
に
し
よ
う
。
彼
が
こ
こ
で
確
認
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
相
瓦
関
係
の
非
対
称

性
で
あ
る
。
一
方
の
、
つ
ま
り
ド
イ
ツ
の
側
は
、
自
ら
を
「
ド
イ
ツ
人
」
と
し
て
把
握
し
、
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
し
て
「
明
確
に
境
界
を
定

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
思
っ
た
の
に
対
し
て
、
他
方
の
、
つ
ま
り
ユ
ダ
ヤ
の
側
は
、
動
揺
の
中
に
置
か
れ
、
あ
ら
た
め
て
「
自
ら

ダ
ャ
人
の
日
常
語
ｌ
イ
デ
ィ
ッ
シ
ュ
瀞
と
し
て
知
ら
れ
る
ｌ
が
中
高
ド
イ
ツ
語
的
基
本
構
造
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
、
何
よ
り
も

こ
の
関
係
の
濃
密
さ
を
物
語
っ
て
い
る
。
経
済
の
面
で
言
え
ば
、
ド
イ
ツ
の
貨
幣
経
済
の
発
展
に
関
し
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
が
果
た
し
た
役

割
の
大
き
さ
は
周
知
の
蜘
実
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
各
地
の
嵩
廷
で
財
政
を
管
理
し
た
、
い
わ
ゆ
る
「
宮
廷
ユ
ダ
ヤ
人
」
の
存
在
が
し
ば
し

ば
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
特
殊
グ
ル
ー
プ
の
働
き
の
み
に
還
元
で
き
る
性
質
の
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
ユ
ダ
ヤ
人

の
商
業
活
動
な
し
に
は
、
資
本
主
義
の
腱
開
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
政
治
の
面
で
言
え
ば
、
た
し
か
に
な
ん
ら
か
の
政
治
的
主
張
を

掲
げ
る
グ
ル
ー
プ
と
し
て
の
ユ
ダ
ヤ
人
集
団
を
、
歴
史
の
中
に
探
し
求
め
る
こ
と
は
困
難
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
主
張
を
許

さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
す
で
に
ひ
と
つ
の
政
治
的
要
素
な
の
で
あ
っ
て
、
政
治
関
係
は
、
文
化
や
経
済
の
あ
ら
ゆ
る
関
係
に

常
に
内
在
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
な
多
様
な
関
係
が
、
次
第
に
「
ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
」
関
係
と
い
う
、
唯
一
の
鋳
型
に
押
し
込
ま
れ
間
定
化
さ
れ
て
い
く
の

で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
つ
ま
り
は
、
ネ
ー
シ
ョ
ン
形
成
の
過
程
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
形
成
以
前
に
は
、
関
係
が
「
た
だ

時
た
ま
例
外
的
に
存
在
し
て
い
た
一
に
す
ぎ
な
い
と
見
え
る
の
は
、
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
分
割
さ
れ
て
し
ま
っ
た
世
界
に
住
ん
で
い

る
我
々
の
目
が
、
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
で
な
け
れ
ば
、
物
を
見
る
こ
と
さ
え
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
か
ら
に
他
な
る

ま
い
。
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
す
る
差
別
・
迫
審
は
、
た
し
か
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
を
賞
く
現
象
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
こ
と
に
揃
わ
れ
て
、

近
代
以
降
の
ユ
ダ
ヤ
人
迫
審
の
起
源
を
、
古
代
ユ
ダ
ヤ
王
国
や
キ
リ
ス
ト
教
ロ
ー
マ
帝
国
に
ま
で
測
っ
て
求
め
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

問
題
の
在
所
を
見
誤
ら
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
だ
ろ
う
。
迫
害
が
変
化
な
く
連
続
し
た
と
見
え
る
と
し
て
も
、
迫
害
の
動
因
は
変
化
し

た
と
捉
え
る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。
「
ユ
ダ
ヤ
人
］
且
の
」
と
い
う
言
葉
は
、
か
つ
て
は
「
ユ
ダ
ヤ
教
徒
」
を
意
味
し
、
「
キ
リ
ス
ト
教

徒
Ｏ
ご
『
璽
」
の
対
立
概
念
だ
っ
た
。
そ
れ
が
一
ド
イ
ツ
人
」
の
対
立
概
念
と
な
っ
た
時
点
か
ら
、
全
て
の
構
図
が
塗
り
変
え
ら
れ
た

の
で
あ
る
。
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４ 
の
立
場
を
確
認
」
す
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
た
。
こ
の
「
自
ら
の
立
場
の
確
認
」
は
、
従
来
ど
お
り
の
、
つ
ま
り
ユ
ダ
ヤ
教
徒
と
し
て
の

ユ
ダ
ヤ
人
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
、
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
ユ
ダ
ヤ
人
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
無
理
や
り
意
匠
替
え
す
る
こ
と
に
始
ま

り
、
そ
の
よ
う
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
全
面
的
に
放
棄
し
、
キ
リ
ス
ト
教
に
改
宗
し
て
完
全
に
「
ド
イ
ツ
人
」
に
同
化
す
る
こ
と
に

至
る
ま
で
、
幅
広
い
可
能
性
を
秘
め
て
い
た
だ
ろ
う
。
だ
が
大
き
な
流
れ
は
、
そ
の
両
極
の
ど
ち
ら
に
も
向
か
わ
ず
（
あ
る
い
は
、
向

か
え
ず
）
、
結
局
一
自
ら
を
《
ド
イ
ツ
》
の
ユ
ダ
ヤ
人
と
し
て
定
義
し
よ
う
と
す
る
」
（
暖
昧
と
言
え
ば
、
き
わ
め
て
暖
昧
な
）
「
願
望
」

に
帰
着
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
の
ち
に
「
ユ
ダ
ヤ
の
信
仰
を
持
つ
ド
イ
ツ
市
民
Ｑ
Ｒ
Ｃ
目
厨
ｎ
月
⑫
｛
四
四
（
の
ｇ
［
、
Ｃ
『
］
巨
厨
８
８

（
叩
》
）

○
一
回
忌
目
⑫
」
と
い
う
定
式
を
与
え
ら
れ
る
に
至
っ
た
こ
の
「
願
望
」
は
、
多
少
の
変
動
を
経
な
が
ら
も
百
五
十
年
以
上
に
わ
た
っ
て
、

つ
ま
り
ナ
チ
ス
の
前
夜
ま
で
は
、
持
続
し
た
と
．
局
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
れ
は
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
に
よ
っ
て
妓
終
的
に
波
え
た
。
後

に
残
っ
た
も
の
は
、
当
初
の
関
係
の
非
対
称
性
を
一
気
に
回
復
し
よ
う
と
す
る
、
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
ユ
ダ
ヤ
人
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

の
強
固
な
主
張
で
あ
る
か
に
も
見
え
る
。

第
二
次
大
戦
後
の
イ
ス
ラ
エ
ル
共
和
国
の
建
国
（
一
九
四
八
年
）
に
よ
っ
て
、
明
確
な
形
を
与
え
ら
れ
る
に
至
っ
た
こ
の
動
き
は
、

テ
ー
オ
ド
ー
ル
・
ヘ
ル
ッ
ル
に
よ
る
近
代
シ
オ
ニ
ズ
ム
の
唱
導
（
一
八
九
六
年
）
に
端
を
発
し
て
い
た
。
ヘ
ル
ッ
ル
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
の

同
化
が
最
も
成
功
し
た
と
見
ら
れ
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
の
地
で
ド
レ
フ
ュ
ス
姻
件
に
遭
遇
し
、
ユ
ダ
ヤ
人
ド
レ
フ
ュ
ス
を
殺
せ
と
叫
ぶ
フ

ラ
ン
ス
の
大
衆
を
甘
の
あ
た
り
に
し
て
、
同
化
の
限
界
を
悟
っ
た
の
だ
と
さ
れ
て
お
り
、
彼
の
シ
オ
ニ
ズ
ム
迎
勅
は
、
通
常
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
ユ
ダ
ヤ
人
が
そ
れ
ま
で
た
ど
っ
て
き
た
同
化
の
道
が
ｌ
金
川
的
剛
化
で
あ
れ
、
《
ド
イ
ツ
の
ユ
ダ
ヤ
人
〉
と
い
う
よ
う
な
形
の

部
分
的
鬮
化
で
あ
れ
Ｉ
綾
織
し
た
と
の
懇
談
に
基
づ
く
、
傘
獅
的
反
繼
と
し
て
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
富
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
．
だ

が
「
ド
イ
ツ
」
へ
の
同
化
（
あ
る
い
は
、
ド
レ
フ
ュ
ス
の
場
合
で
言
え
ば
、
「
フ
ラ
ン
ス
」
へ
の
同
化
）
の
希
求
と
、
「
ユ
ダ
ヤ
」
と
し

て
の
自
己
確
立
の
志
向
と
は
、
本
当
に
百
八
十
度
対
立
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
対
立
は
、
む
し
ろ
外
面
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
り
う
る
べ
き
何
者
か
で
あ
ろ
う
と
す
る
姿
勢
に
お
い
て
、
両
者
は
共
通
し
て
い
る
。
現
に
あ
る
が
ま
ま
の

自
分
と
し
て
外
界
に
身
を
晒
す
の
で
は
な
く
、
実
体
化
さ
れ
た
「
国
民
」
の
中
に
包
み
込
ま
れ
保
護
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
自

己
が
確
立
さ
れ
た
と
見
な
す
な
ら
、
そ
の
「
国
民
」
が
い
か
な
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
と
も
、
同
化
思
考
と
呼
ぶ
べ
き
で
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０ 
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
同
化
と
は
、
｜
ユ
ダ
ヤ
人
」
と
見
な
さ
れ
る
者
が
「
ド
イ
ツ
人
一
で
あ
ろ
う
と
す
る
場
合
だ
け
で
な
く
、
「
ユ
ダ
ヤ

人
」
と
見
な
さ
れ
る
者
が
真
正
の
「
ユ
ダ
ヤ
人
」
た
ら
ん
と
す
る
場
合
も
、
あ
る
い
は
ま
た
「
ド
イ
ツ
人
」
と
見
な
さ
れ
る
背
が
真
正

の
「
ド
イ
ツ
人
」
た
ら
ん
と
す
る
場
合
も
、
同
様
に
一
種
の
同
化
と
見
な
す
べ
き
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

国
民
国
家
は
、
国
民
各
人
に
一
律
に
同
化
を
強
要
す
る
。
違
い
は
た
だ
、
強
要
さ
れ
た
側
が
、
強
要
を
強
要
と
し
て
感
じ
る
か
否
か

に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
ま
で
の
政
治
体
制
と
は
異
な
っ
て
、
内
に
向
け
て
は
支
配
の
刃
を
見
せ
ず
、
ひ
た
す
ら
国
民
の
保
護
に
適
逃
す
る

か
の
外
観
を
呈
す
る
国
民
国
家
の
只
中
に
あ
っ
て
、
同
化
の
強
要
を
感
じ
ざ
る
を
え
な
い
立
場
に
撒
か
れ
、
身
を
も
っ
て
国
民
国
家
の

暴
力
性
を
確
証
し
た
存
在
、
そ
れ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
ユ
ダ
ヤ
人
だ
っ
た
、
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
彼
ら
は
、
「
国
民
」

な
る
概
念
が
、
国
家
の
領
域
内
に
住
む
全
成
員
を
、
け
っ
し
て
等
し
並
に
包
含
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
た
。
そ
れ
は
、
一
万

に
お
い
て
同
化
を
強
要
し
つ
つ
、
他
方
に
お
い
て
選
別
の
機
能
を
果
た
す
。
「
国
民
」
が
有
機
的
統
一
体
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
そ
の
内

部
で
基
本
的
に
自
己
完
結
す
る
も
の
と
し
て
思
い
浮
か
べ
ら
れ
る
限
り
、
こ
の
二
面
性
は
必
然
的
に
つ
い
て
回
る
だ
ろ
う
。
自
己
完
結

を
取
り
繕
う
た
め
に
は
同
化
が
必
要
に
な
る
が
、
し
か
し
自
己
完
結
を
強
化
す
る
た
め
に
は
選
別
が
必
要
に
な
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、

世
界
は
常
に
関
係
性
の
中
に
あ
り
、
一
国
民
国
家
の
自
已
完
結
を
許
さ
な
い
。
脚
民
圃
家
が
あ
く
ま
で
も
自
己
完
結
の
神
話
に
同
執
し

よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
の
周
縁
部
に
は
、
完
結
を
浸
す
要
素
が
堆
積
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
囮
氏
国
家
は
常
に
そ
の
よ
う
な

一
‐
不
純
」
な
要
素
を
生
み
出
さ
ざ
る
を
え
な
い
し
、
ま
た
そ
の
「
不
純
」
な
要
素
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
、
国
民
国
家
の
自

己
完
結
の
神
話
は
保
持
で
き
な
い
。
国
民
国
家
形
成
期
以
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
は
し
ば
し
ば
人
体
に
取
り
つ
く
寄
生
虫

に
轡
え
ら
れ
た
。
し
か
し
こ
の
比
嶮
は
、
ほ
と
ん
ど
恵
激
さ
れ
ぬ
ま
ま
に
、
も
う
ひ
と
つ
の
比
噛
を
前
提
と
し
て
い
る
。
こ
の
言
及
さ

れ
ざ
る
比
嶮
ｌ
国
家
が
人
体
で
あ
る
と
い
う
Ｉ
が
、
購
黙
の
襖
に
識
か
ら
も
承
認
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
に
、
実
は
本
当
の

問
題
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
三
寄
生
虫
》
が
認
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
す
る
比
噛
表
現
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
豆
ダ
ャ
人
》
と
は
、
彼
が

（
３
）
 

そ
の
基
盤
と
弱
点
を
表
徴
す
る
体
制
の
比
嶮
表
現
で
あ
る
。
」

か
つ
て
ユ
ダ
ヤ
教
徒
は
、
キ
リ
ス
ト
教
会
に
と
っ
て
無
く
て
は
な
ら
ぬ
存
在
だ
っ
た
。
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
一
世
（
在
位
五
九
○
’
六
○
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一
見
、
主
た
る
社
会
と
は
相
容
れ
な
い
、
異
質
な
要
素
の
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
実
主
た
る
社
会
に
内
包
さ
れ
て
い
た
と
い
う

意
味
で
は
、
国
民
国
家
に
お
い
て
ユ
ダ
ヤ
人
に
与
え
ら
れ
た
役
回
り
も
、
共
通
点
を
持
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
国
民
国
家
に
お
い
て
も
、

ユ
ダ
ヤ
人
は
無
く
て
は
な
ら
な
い
存
在
だ
っ
た
。
そ
の
国
際
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
、
国
民
凹
家
の
日
ｕ
完
結
を
脅
か
し
つ
つ
補

完
す
る
存
在
と
し
て
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
利
用
し
つ
つ
も
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
民
国
家
の
純
粋
性
を
確
証
す

る
た
め
の
存
在
と
し
て
。
か
つ
て
ユ
ダ
ヤ
教
が
キ
リ
ス
ト
教
の
陰
画
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
近
代
以
降
ユ
ダ
ヤ
人
は
国
民
国
家
の
陰
画
と

な
っ
た
。
民
族
・
国
家
・
領
土
が
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
成
立
さ
せ
る
た
め
の
旗
要
素
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
ユ
ダ
ヤ
人
は
、

疑
似
的
な
い
し
戯
画
的
な
形
で
条
件
を
満
た
し
て
い
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
古
代
ユ
ダ
ヤ
王
国
の
崩
壊
以
後
一
度
た
り
と
も
国

家
を
形
成
し
た
こ
と
の
な
い
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
の
国
家
は
、
た
だ
彼
ら
を
一
致
団
結
し
た
国
際
的
謀
略
集
団
と
し
て
思
い
浮
か
べ
る

者
た
ち
の
頭
の
中
に
の
み
存
在
し
た
。
中
世
以
来
個
人
と
し
て
の
土
地
所
有
す
ら
、
い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
土
地
を
排
す
こ
と
す
ら
禁
じ

ら
れ
て
き
た
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
の
領
土
は
、
た
だ
旧
約
型
諏
の
約
束
の
中
に
の
み
存
在
し
た
。
そ
し
て
民
族
を
統
一
す
る
も
の
が
言

（
１
）
 

語
だ
と
す
れ
ば
、
住
む
地
域
に
よ
っ
て
日
常
の
生
活
用
語
す
ら
違
っ
て
し
ま
っ
た
ユ
ダ
ヤ
人
を
統
一
す
る
一
一
一
一
口
語
は
、
ラ
ビ
の
よ
う
な
ど

四
）
以
来
歴
代
の
ロ
ー
マ
教
皇
は
、
イ
エ
ス
の
真
実
の
教
え
を
拒
絶
し
た
罪
深
さ
を
身
を
も
っ
て
示
す
「
生
き
証
人
」
と
し
て
、
ユ
ダ

ヤ
人
を
保
護
す
る
必
要
性
を
繰
り
返
し
確
認
し
て
き
た
。
「
野
蛮
」
な
異
教
徒
を
教
化
す
る
た
め
に
も
、
キ
リ
ス
ト
教
会
の
教
義
を
受

け
入
れ
な
け
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
悲
惨
な
末
路
が
待
ち
構
え
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
示
す
、
い
わ
ば
「
実
物
教
材
一
が
必
要
だ
っ

た
。
だ
が
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
役
回
り
は
、
そ
れ
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
宗
教
が
ユ
ダ
ヤ
の
一
神
教
を
母
胎

と
し
て
生
ま
れ
、
そ
の
始
祖
と
見
な
さ
れ
る
イ
エ
ス
も
、
ユ
ダ
ヤ
人
社
会
の
中
で
活
動
し
た
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
新
宗
教

く
り
Ⅵ
〉

創
設
の
初
川
に
は
、
聖
典
と
し
て
ユ
ダ
ヤ
教
徒
た
ち
と
同
じ
「
旧
約
聖
汗
」
し
か
持
た
な
か
っ
た
の
で
あ
る
以
上
、
そ
の
正
当
性
お
よ

び
正
統
性
を
主
張
す
る
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
否
定
的
原
理
と
し
て
の
ユ
ダ
ヤ
教
の
存
在
を
前
提
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

キ
リ
ス
ト
教
に
と
っ
て
、
ユ
ダ
ヤ
教
は
陰
画
だ
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
を
根
幹
に
据
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
秩
序
づ
け
ら
れ
た
社
会
に
と
っ

て
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
は
必
要
不
可
欠
な
柵
成
要
素
だ
っ
た
。
ユ
ダ
ヤ
人
の
存
在
は
、
本
来
キ
リ
ス
ト
教
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
内
包
さ
れ
て
い
た

て
、
ユ
ダ
」

の
で
あ
る
。
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７ 
く
一
部
の
知
識
屑
が
研
究
の
た
め
に
使
用
す
る
場
合
を
除
け
ば
、
も
は
や
儀
式
用
に
か
ろ
う
じ
て
生
き
延
び
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
ヘ
ブ

ラ
イ
語
だ
け
だ
っ
た
。
ま
さ
に
彼
ら
は
影
の
ご
と
き
「
国
民
国
家
」
を
形
成
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
陽
画
と

し
て
の
国
民
国
家
を
く
っ
き
り
と
焼
き
付
け
る
役
目
に
ふ
さ
わ
し
か
っ
た
。

お
そ
ら
く
い
か
な
る
国
民
国
家
も
、
そ
の
陰
画
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
存
在
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
い
つ
も
ユ
ダ

ヤ
人
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
国
民
国
家
の
歴
史
や
社
会
条
件
に
よ
っ
て
、
そ
の
役
回
り
を
押
し
つ
け
ら
れ
る
存
在
は
様
々

で
あ
る
だ
ろ
う
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
そ
れ
が
ユ
ダ
ヤ
人
に
振
り
当
て
ら
れ
た
の
は
、
や
は
り
な
ん
と
言
っ
て
も
、
か
つ
て
の
キ
リ

ス
ト
教
の
陰
画
と
し
て
の
ユ
ダ
ヤ
教
の
役
割
の
記
憶
が
、
い
ま
だ
鮮
明
に
残
っ
て
い
た
こ
と
が
大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
陰
画
と
し

て
の
位
樹
づ
け
は
そ
の
ま
ま
保
持
し
な
が
ら
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
担
う
意
味
内
容
は
、
大
き
な
変
貌
を
遂
げ
て
い
く
。
「
ユ
ダ
ヤ
人
」
と
い

う
言
葉
は
、
そ
れ
ま
で
と
は
違
っ
た
文
脈
の
中
に
置
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
変
化
の
過
程
は
緩
慢
な
も
の
で
あ
っ
て
、
お
そ
ら
く

こ
の
言
葉
を
口
に
す
る
当
事
者
た
ち
の
意
識
に
の
ぼ
る
こ
と
も
な
く
移
行
し
て
い
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ド
イ
ツ
に
限
ら
ず
、
十
八

世
紀
中
葉
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
が
突
如
大
き
な
ト
ピ
ッ
ク
と
な
っ
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
第

一
義
的
に
は
、
自
然
法
理
論
の
浸
透
に
よ
る
人
権
意
識
の
高
ま
り
と
関
係
づ
け
る
べ
き
現
象
で
あ
る
。
ユ
ダ
ヤ
人
と
い
え
ど
も
人
間
で

あ
る
以
上
、
そ
れ
な
り
の
処
遇
を
し
な
け
れ
ば
、
論
理
に
首
尾
一
貫
を
欠
く
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
か
ら
。
だ
が
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、

ユ
ダ
ヤ
人
へ
の
新
た
な
意
味
付
与
を
要
求
す
る
よ
う
な
、
地
殻
変
動
が
起
き
て
い
た
と
捉
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
し
て
ユ
ダ
ヤ
人
解
放

に
菜
る
表
の
躯
態
の
進
行
に
は
、
術
に
そ
れ
に
ま
と
わ
り
つ
く
よ
う
に
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
意
味
の
組
み
替
え
が
、
裏
に
随
伴
し
た
よ
う
に

ユ
ダ
ヤ
人
は
、
次
第
に
宗
教
上
の
枠
組
を
離
れ
て
、
国
家
の
枠
組
の
中
で
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
も
ち
ろ
ん
、
元
来

一
ユ
ダ
ヤ
人
」
は
宗
教
上
の
概
念
な
の
だ
か
ら
、
そ
の
意
味
合
い
を
完
全
に
失
う
こ
と
は
な
い
。
だ
が
次
第
に
、
裏
側
に
貼
り
つ
い
た

意
味
が
重
さ
を
増
し
、
つ
い
に
は
表
の
意
味
を
圧
倒
す
る
。
一
見
宗
教
と
し
て
の
ユ
ダ
ヤ
教
を
、
あ
る
い
は
宗
教
集
団
と
し
て
の
ユ
ダ

ヤ
人
を
問
題
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
実
文
脈
は
国
家
の
構
成
員
と
し
て
の
資
格
如
何
と
い
っ
た
問
題
に
移
っ
て
い
く
。

晩
年
の
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
（
一
七
八
一
年
）
は
、
論
争
相
手
が
ユ
ダ
ヤ
人
の
対
立
項
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
持
ち
出
す
の
で
な
く
、

思
わ
れ
る
。
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ユ
ダ
ヤ
人
は
、
個
人
と
し
て
は
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
が
、
集
団
と
し
て
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
こ

の
発
言
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
を
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
捉
え
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
逆
に
、
そ
れ
が
ネ
ー

シ
ョ
ン
た
り
う
る
潜
在
的
可
能
性
を
持
つ
こ
と
を
一
旦
認
め
た
上
で
、
な
お
か
つ
そ
の
存
立
を
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
国
家
は
単

一
の
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
以
上
、
そ
の
内
部
に
他
の
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
存
在
は
許
さ
れ
な
い
、
も
し
そ
の
よ
う

な
も
の
の
発
生
が
予
想
さ
れ
る
な
ら
ば
、
速
や
か
に
解
体
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
が
不
可
能
な
ら
追
放
の
措
横
を
と
る
し
か
な
い
と
、

そ
う
主
張
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
ユ
ダ
ヤ
人
は
明
確
に
一
つ
の
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
、
た
だ
し
国
家
を
形
成
し

（
６
）
 

「
ド
イ
ツ
人
」
を
持
ち
出
す
こ
と
に
異
議
を
唱
え
ざ
る
を
え
な
い
事
態
に
直
面
す
る
が
、
つ
ま
胸
リ
こ
れ
は
、
す
で
に
相
当
数
の
人
々
の

意
識
の
中
で
、
ユ
ダ
ヤ
人
を
「
ド
イ
ツ
人
」
と
類
比
可
能
な
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
見
な
す
の
が
、
自
然
な
態
度
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を

意
味
す
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
こ
の
時
点
の
ド
イ
ツ
で
は
、
「
ド
イ
ツ
」
な
る
国
民
国
家
は
ま
だ
淋
在
的
な
形
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
が
ゆ

（
（
０
）
 

え
に
、
こ
の
問
題
が
そ
れ
以
上
に
つ
き
つ
め
ら
れ
先
鋭
化
す
る
一
」
と
は
な
か
っ
た
。

ユ
ダ
ヤ
人
に
対
す
る
意
味
付
与
を
、
宗
教
集
団
か
ら
（
潜
在
的
）
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
転
換
す
る
と
い
う
点
で
、
決
定
的
な
役
割
を
果
た

す
の
は
、
や
は
り
な
ん
と
言
っ
て
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
最
初
の
国
民
国
家
を
出
現
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
フ
ラ
ン
ス
革
命
だ
ろ
う
。
一
七

八
九
年
ト
ー
一
月
の
国
民
議
会
に
お
け
る
ク
レ
ル
モ
ン
ー
ト
ネ
ー
ル
伯
の
発
・
高
は
、
の
ち
に
「
個
人
と
し
て
の
ユ
ダ
ヤ
人
に
は
全
て
を
、

ネ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
ユ
ダ
ヤ
人
に
は
無
を
」
と
定
式
化
さ
れ
、
そ
の
後
成
立
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
民
国
家
の
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
に
関

す
る
基
本
方
針
と
な
っ
て
い
く
と
言
え
よ
う
が
、
彼
の
発
言
は
、
文
言
通
り
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
に
は
全
て
を
抓
ま
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
し
て
個
人
と
し
て
の
彼
ら
に
は
全
て
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
ら
は
国

家
内
で
政
治
剛
体
も
教
川
も
形
成
し
て
は
な
ら
な
い
。
彼
ら
は
個
人
と
し
て
市
民
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
ら
は
そ
れ
を
望

ん
で
い
な
い
の
だ
、
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
彼
ら
は
そ
れ
を
は
っ
き
り
と
言
え
ば
よ
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
時
に
は
、

（
５
）
 

彼
ら
を
追
放
す
る
が
よ
い
。
ネ
ー
、
ソ
ョ
ン
の
中
に
は
、
い
か
な
る
ネ
ー
シ
ョ
ン
も
存
在
し
て
は
な
ら
な
い
の
だ
。
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え
な
い
、
影
の
ご
と
き
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
、
定
義
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
の
議

論
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
解
放
に
賛
成
す
る
場
合
も
、
ま
た
そ
れ
に
反
対
す
る
場
合
も
、
基
本
的
に
、
ク
レ
ル
モ
ン
Ⅲ
ト
ネ
ー
ル
伯
の
こ
の
定

式
を
一
歩
も
抜
け
州
す
こ
と
は
な
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
解
放
に
反
対
す
る
者
た
ち
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
を
独
立
し
た
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
見
な

し
、
単
一
の
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
国
家
内
に
彼
ら
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
拒
否
す
る
。
解
放
に
賛
成
す
る
者
た
ち
は
、

ユ
ダ
ヤ
人
の
ネ
ー
シ
ョ
ン
た
る
可
能
性
を
影
の
ま
ま
に
と
ど
め
て
お
い
て
、
個
人
と
し
て
の
ユ
ダ
ヤ
人
を
国
民
国
家
内
に
統
合
し
同
化

す
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
。

ユ
ダ
ヤ
人
の
影
の
ネ
ー
シ
ョ
ン
は
、
さ
ら
に
そ
の
地
理
的
位
置
を
「
ア
ジ
ア
｜
に
特
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
す
ま
す
陰
画
的

性
格
を
強
め
る
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
「
ア
ジ
ア
」
は
、
さ
し
あ
た
り
現
実
の
地
理
的
空
間
で
あ
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
サ
イ
ー

（
９
）
 

ド
の
一
言
う
「
心
象
地
理
」
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
自
己
投
影
の
性
格
を
帯
び
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
陰
画
で
あ
る
以
ｆ
は
、
位
澗
づ
け
ら
れ
る
べ
き
場
所
は
「
ア
ジ
ア
」
に
し
か
な
か
っ
た
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
か
。
唯
一
の
人
格
神
と

い
う
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
根
粋
を
な
す
思
想
に
お
い
て
、
ま
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
物
語
の
原
型
を
な
す
岐
古
の
溌
物
（
聖
評
）
に
お
い
て
、

少
な
く
と
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
の
ｔ
台
の
一
部
を
形
成
し
た
で
あ
ろ
う
人
々
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
は
無
縁
の
民
と
し
て
位
満
づ
け
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
。
ヘ
ル
ダ
ー
は
、
一
般
的
に
は
、
ド
イ
ツ
の
文
化
史
化
で
最
も
断
固
と
し
て
ユ
ダ
ヤ
人
擁
捜
の
論
陣
を
張
っ
た
人
々

の
一
人
に
数
え
ら
れ
る
が
、
す
で
に
一
七
八
七
年
に
（
『
人
類
史
の
哲
学
の
た
め
の
諸
理
念
』
）
、
ユ
ダ
ヤ
人
を
「
他
の
諸
々
の
ネ
ー
シ
ョ

（
、
）

ン
の
幹
に
取
り
つ
い
た
寄
生
植
物
」
に
讐
え
て
い
る
。
そ
し
て
彼
は
一
八
○
一
一
年
に
は
（
『
ア
ド
ラ
ス
ー
ァ
ァ
』
）
、
彼
ら
を
「
我
々
の
火

、
、
、
、
、
、

（
Ⅲ
）
 

陸
に
と
っ
て
異
質
な
ア
ジ
ア
の
民
の
ヨ
冒
砂
の
『
目
】
三
の
一
言
。
一
一
ご
甸
言
貝
③
②
」
⑫
貫
冴
＆
③
画
く
。
一
六
」
と
規
定
す
る
。
ヘ
ル
ダ
ー
に
よ
れ
ば
、

ユ
ダ
ヤ
人
は
彼
ら
に
間
有
の
古
い
律
法
に
拘
束
さ
れ
、
し
か
も
自
ら
そ
れ
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
「
こ
の
律
法
と
そ
こ
か
ら
生

、
、
、
、
、
、

じ
る
思
考
や
生
活
の
流
儀
が
、
ど
の
程
度
ま
で
我
々
の
諸
国
家
に
適
合
す
る
か
は
、
も
は
や
見
解
や
信
仰
に
つ
い
て
議
論
を
交
わ
す
宗

、
、
、
、
、

（
⑫
）
 

教
論
争
で
は
な
く
、
単
純
な
国
家
Ⅱ
問
題
の
旨
・
厳
‐
、
》
貝
為
で
あ
る
。
」
ヘ
ル
ダ
ー
は
、
い
か
に
も
ロ
マ
ン
派
の
先
駆
者
ら
し
く
、
前
代

の
啓
蒙
主
義
の
普
遍
的
人
間
性
の
理
念
に
よ
っ
て
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
を
捉
え
る
こ
と
を
拒
否
す
る
。
こ
の
問
題
に
指
針
を
与
え
る
の
は
、

、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

「
普
遍
的
な
人
類
愛
の
原
理
で
は
な
く
、
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
が
そ
こ
で
彼
ら
の
生
業
を
営
む
国
家
（
ネ
ー
シ
ョ
ン
）
の
体
制
一
念
（
司
関
§
輯
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（
、
）

＆
⑩
ミ
ベ
ミ
ご
苫
な
の
で
あ
る
。
」

ユ
ダ
ヤ
人
概
念
の
ネ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
意
味
転
換
は
、
こ
の
よ
う
な
形
で
完
成
さ
れ
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ヘ
ル
ダ
ー
が
こ
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
時
、
彼
の
念
頭
に
あ
る
国
家
は
、
（
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
言
葉
は
使
っ
て
い
て
も
）
国
民
国
家
型
の
国
家
で
は
な
く
、

（
Ⅲ
〉

お
そ
ら
く
啓
蒙
絶
対
王
制
国
家
で
あ
っ
て
、
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
彼
は
、
こ
の
「
異
質
な
ア
ジ
ア
の
民
」
を
ア
ジ
ア
の
地
に
追
い
出
す

の
で
は
な
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
内
で
の
共
存
の
可
能
性
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
だ
が
過
渡
期
の
思
想
家
と
し

て
の
ヘ
ル
ダ
ー
の
想
念
の
中
で
は
、
ま
だ
な
ん
と
か
調
和
を
見
出
せ
る
場
所
に
、
後
の
世
代
は
た
だ
越
え
が
た
い
溝
を
見
出
す
こ
と
に

（
胴
）

な
る
。
レ
オ
ン
・
ポ
リ
ア
コ
フ
に
よ
れ
ば
、
ヘ
ル
ダ
ー
は
「
未
来
の
世
代
の
人
極
主
義
者
た
ち
の
発
一
一
一
両
を
先
取
り
し
て
」
い
る
。
「
国

家
の
体
制
」
が
変
化
す
れ
ば
、
ヘ
ル
ダ
ー
の
言
葉
は
、
そ
の
ま
ま
人
種
篭
別
主
義
者
の
一
一
一
一
口
葉
と
な
る
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ユ

ダ
ヤ
人
問
題
の
定
式
化
と
い
う
点
で
、
ヘ
ル
ダ
ー
が
果
た
す
役
割
は
大
き
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
ユ
ダ
ヤ
人
の
影
の

ネ
ー
シ
ョ
ン
は
、
百
四
十
年
余
り
の
ち
に
は
、
現
実
の
ア
ジ
ア
の
地
に
移
植
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
、
ナ
チ
ス
に
よ

る
ユ
ダ
ヤ
人
絶
滅
の
試
み
を
も
含
む
、
様
々
な
政
治
上
の
好
余
曲
折
を
経
た
末
の
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
ナ
チ
ス
に
し
て
も
、
最
初
か
ら

ユ
ダ
ヤ
人
の
地
上
か
ら
の
抹
殺
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
当
初
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
排
除
を
考
え
た
だ
け
だ
っ
た
。

だ
と
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
雑
木
柵
想
と
い
う
点
か
ら
見
れ
ば
、
十
八
世
紀
末
か
ら
十
九
阯
紀
初
頭
に
か
け
て
思
い
描
か
れ
た
想
念
か

ら
、
現
実
の
ユ
ダ
ヤ
「
国
民
図
家
」
の
設
撹
ま
で
は
、
一
直
線
の
道
が
通
っ
て
い
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
当

初
の
柵
想
ど
お
り
、
彫
と
し
て
の
性
格
を
い
ま
だ
に
引
き
ず
っ
て
い
る
。

（
３
）
Ｆ
三
口
こ
の
ご
く
Ｃ
一
醗
一
》
⑥
『
照
〕
巨
（
一
命
。
Ｃ
こ
の
『
産
の
□
『
趣
①
『
勺
元
の
一
侭
ず
い
の
巨
口
９
℃
○
一
三
ｍ
ロ
ゴ
の
ロ
の
【
の
ぎ
『
巨
口
、
す
の
一
西
の
『
。
⑦
『
・

の
①
の
。
ご
ｏ
三
の
一
』
『
】
〔
一
六
巨
一
Ｅ
『
・
『
『
『
緒
・
く
・
三
・
国
。
｜
｜
：
ゴ
の
『
・
ミ
ニ
『
号
巨
『
油
」
ｇ
』
・
印
・
瞠
３
．

（
４
）
田
川
建
三
『
神
物
と
し
て
の
新
約
璽
縛
」
。
勁
戦
縛
房
、
一
九
九
七
年
、
特
に
三
三
ペ
ー
ジ
以
下
参
照
。

《
注
》

（
１
）
 

（
２
）
 

（
３
）
 

］
ロ
一
一
臣
⑩
エ
．
⑫
○
一
］
Ｃ
Ｏ
つ
の
零
つ
の
こ
（
⑪
。
ゴ
ー
］
邑
昌
⑰
。
ゴ
③
の
『
【
『
】
三
。
⑰
の
Ｃ
Ｑ
①
円
Ｃ
】
の
ヨ
ー
毎
ｍ
三
。
穴
百
一
』
ヨ
回
。
Ｎ
一
己
昌
一
○
コ
・
一
〕
○
二
の
コ
ゴ
ュ
ヨ
一
つ
む
か
い
．
④
。

Ｏ
｛
。
②
○
三
○
⑦
□
い
め
．
｝
Ｃ
『
．

｛
弓
］
，
の
．
『
『
の
『
ｅ
の
『
”
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（
５
）
中
世
に
お
い
て
す
で
に
、
イ
ベ
リ
ア
半
島
に
性
む
ユ
ダ
ヤ
人
（
セ
フ
ァ
ル
デ
ィ
ム
）
は
、
ス
ペ
イ
ン
語
の
彩
辮
を
受
け
た
ラ
デ
ィ
ノ
譜
を
話

し
、
中
・
東
欧
の
ユ
ダ
ヤ
人
（
ア
シ
ュ
ケ
ナ
ジ
ム
）
は
、
ド
イ
ツ
識
の
影
辮
を
受
け
た
イ
デ
ィ
ッ
シ
ュ
譜
を
話
し
て
い
た
。

（
６
）
。
「
・
｝
〈
一
回
こ
め
Ｆ
・
庫
の
『
狛
面
、
ゴ
ロ
Ⅷ
。
『
の
『
〕
蔚
二
ロ
⑦
『
、
｛
。
○
一
の
『
煙
ロ
関
・
】
二
（
一
毎
．
巨
二
Ｑ
Ｃ
一
二
，
一
⑫
｛
の
回
『
曰
Ｎ
⑱
一
言
一
胃
『
□
の
閂
鈩
巨
『
六
一
壁
『
こ
。
漁
・
国
・
雪
一
四
巨
哺
Ｃ
Ｃ
Ｐ
⑰
．

グー、'－，〆､〆~、グー、〆■、

１５１４１３１２１１１０ 
、‐ﾉ、－〆、＿ゾＬ－ン、_ノ、_=

（
８
）
印
。
。
●
⑤
扇
と
・
暖
か
ら
引
川
。

（
９
）
エ
ド
ワ
ー
ド
。
Ｗ
・
サ
イ
ー
ド
「
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
』
。
板
肛
・
杉
旧
臘
修
、
今
沢
択
、
平
凡
社
、
一
九
九
三
年
。
上
巻
一
二
○
ペ
ー
ジ

（
７
）
た
だ
し
、
そ
の
後
も
長
く
ド
イ
ツ
人
が
潜
在
的
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
と
ど
ま
っ
た
が
ゆ
え
に
、
同
様
に
潜
在
的
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
見
な
さ
れ
た
ユ
ダ

ヤ
人
が
競
合
す
る
存
在
と
化
し
、
彼
ら
に
対
す
る
敵
視
が
一
層
強
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
だ
ろ
う
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
で
も
、
特
に
ド

イ
ツ
に
お
い
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
が
大
き
な
問
題
と
な
り
、
深
刻
な
形
を
と
る
に
至
っ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
事
情
と
関
係
し
て
い
る
か
も
し
れ
な

Ｃ
局
・
頤
の
引
頭
云
塵
コ
ゴ
。
ｍ
・
画
◎
一

Ｆ
の
。
ｐ
宅
○
一
重
宍
。
ご
恥
○
場
、
三
。
｝
］
（
の
□
の
『
シ
ョ
ー
砿
Ｃ
三
三
印
冒
巨
い
・
国
□
・
く
⑪
Ｃ
］
の
シ
臣
「
六
一
凶
『
Ｅ
〕
ぬ
Ｅ
ゴ
ロ
二
門
の
冒
二
⑤
。
呑
冒
二
一
一
○
弓
の
ロ
、
】
㎡
ゴ
ロ
の
ロ
恩
。
・

二
言
（
）
『
昌
一
酸
Ｐ
②
、
⑭
。
⑭
。
閂
睡
』
。

以
下
参
照
。

」
空
や
。

い
◎ 

］
○
雪
四
コ
。
。
・
エ
行
『
二
Ｃ
『
叩
②
酢
ロ
】
ヨ
ニ
】
○
ず
の
三
⑥
『
【
Ｃ
・
『
｛
『
配
鯖
・
く
・
国
の
『
ｐ
ご
画
『
二
⑫
こ
つ
。
芦
二
国
の
『
｜
ご
』
ヨ
ヨ
ー
』
垣
屋
（
元
の
つ
ユ
ヨ
Ｓ
ヨ
）
》
ロ
ロ
・
滉
閂
ご
】
⑫
．
ｓ
・

ン
・
Ｐ
○
・
・
切
巳
〆
〆
［
『
壱
⑫
．
＆
，

シ
・
掌
。
．
》
、
．
三
・

ン
・
夢
。
．

（
ド
イ
ツ
文
学
・
第
一
教
養
部
教
授
）
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