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な
ぜ
世
俗
的
為
政
者
に
従
う
の
か

（
二
）

世
俗
的
為
政
者
と
は
何
者
か

（
三
）

世
俗
的
為
政
者
を
必
要
と
す
る
の
は
誰
か

五

お
わ
り
に一

は
じ
め
に

宗
教
改
革
者
ジ
ャ
ン
=
カ
ル
ヴ
ァ
ン
（Je

a
n
C
alvin;

1
5
09
‐1
5
6
4

）
の
主
著
と
さ
れ
る

キ
リ
ス
ト
教
綱
要

（

‑

.

以
下
、

綱
要

と
略
記
す
る
）
は
、
一
五
三
六
年
に
初
版
が
世
に
問
わ
れ
て
以
来
、
数
回
に
わ
た
る
改
訂
が
な

さ
れ
、
そ
し
て
一
五
五
九
年
、
最
終
版
（
ラ
テ
ン
語
）
の
公
刊
を
み
た
。

ジ
ャ
ン
=
カ
ル
ヴ
ァ
ン
よ
り
読
者
へ
（Io

h
a
n
n
es
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C
alvin

u
s
L
ectori

）

と
題
さ
れ
た
序
文
で
著
者
は
、
完
成
度
を
高
め
る
べ
く
版
を
改
め
て
き
た
こ
と
に
触
れ
た
後
、

い
ま
皆
さ

ん
が
賛
同
さ
れ
る
も
の
を
差
し
出
し
た
と
信
じ
て
い
ま
す
（N

u
n
c
m
e
d
e
disse

co
nfid

o
q
u
o
d
v
estro

o
m
niu

m
iu
dicio

pro
b
e‑

tu
r.

）

と
の
文
言
を
記
し
て
い
る
。
本
版
の
出
来
に
彼
が
一
定
の
満
足
を
覚
え
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
健
康
を
害
し
て
ま

で
な
さ
れ
た
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
努
力
は
報
い
ら
れ
た
と
い
え
よ
う
。
本
書
は
た
だ
ち
に
フ
ラ
ン
ス
語
や
オ
ラ
ン
ダ
語
、
英
語
や
ス
ペ
イ

ン
語
等
に
訳
さ
れ
て
い
き
、
一
六
世
紀
が
終
わ
る
頃
ま
で
に
は
、
多
く
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
自
国
語
で

綱
要

を
読
む
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
宗
教
改
革
運
動
は
、
ひ
と
つ
の
神
学
的
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
ブ
ッ
ク
を
手
に
入
れ
た
こ
と
に

な
る
。

さ
て
、
こ
の
キ
リ
ス
ト
教
神
学
書
の
最
終
版
全
四
巻
が
政
治
学
徒
に
と
っ
て
も
無
視
で
き
な
い
の
は
、
そ
の
最
終
巻
最
終
章
全
体

が
政
治
思
想
を
取
り
扱
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
章
題

政
治
的
統
治
に
つ
い
て
（D

e
p
olitica

a
d
m
inistratio

n
e.

）
。
以
下

最
終

章

と
略
記
す
る
）。
全
三
二
節
か
ら
な
る
章
の
構
成
を
紹
介
し
て
お
く
な
ら
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
ま
ず
第
一
節
か
ら
第
三
節
に
お
い
て
、

世
俗
的
統
治
が
信
仰
者
に
と
っ
て
有
す
る
意
義
を
総
論
的
に
述
べ
る
。
第
四
節
か
ら
は

世
俗
的
為
政
者
（m

a
gistratu

s

）

が
論

じ
ら
れ
、
彼
ら
の
存
在
が
神
に
由
来
す
る
こ
と
・
彼
ら
が
心
す
べ
き
使
命
・
戦
争
・
課
税
権
等
の
ト
ピ
ッ
ク
が
第
一
三
節
ま
で
取
り

上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

法
律
（le

g
es

）

お
よ
び
法
律
と
信
仰
者
と
の
関
わ
り
方
に
つ
い
て
は
第
一
四
節
か
ら
第
二
一
節
で

論
じ
ら
れ
、
そ
こ
で
は
、
た
と
え
ば
世
俗
的
な
法
廷
を
信
仰
者
が
用
い
る
こ
と
の
是
非
と
い
う
論
点
に
少
な
か
ら
ぬ
頁
が
割
か
れ
る
。

こ
れ
は
、
司
法
制
度
を
否
定
す
る
こ
と
を
新
し
い
時
代
に
生
き
て
い
る
こ
と
の
証
左
に
し
よ
う
と
し
て
い
た
、
宗
教
改
革
急
進
派
の

動
き
（ra

dical
refor

m
atio

n

）
を
意
識
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
第
二
二
節
か
ら
最
終
節
ま
で
、
彼
は

人
民
（po

p
ulu

s

）

（
被
治
者
）
に
か
か
わ
る
問
題
を
取
り
上
げ
る
。
こ
の
個
所
で
の
中
心
的
論
点
は
世
俗
的
為
政
者
へ
の
服
従
で
あ
り
、
後
に
カ
ル
ヴ

ィ
ニ
ズ
ム
の
政
治
思
想
と
い
う
こ
と
で
大
き
な
議
論
を
引
き
起
こ
す
こ
と
と
な
る
抵
抗
に
つ
い
て
も
、
こ
こ
で
言
及
が
な
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
当
該
章
で
取
り
扱
わ
れ
る
事
項
は
、
確
か
に

政
治
的

と
い
っ
て
よ
い
そ
れ
で
は
あ
る
。
た
だ
し
、
本
章
の
内
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容
が
斬
新
で
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
が
政
治
思
想
史
研
究
に
と
っ
て
無
視
で
き
な
い
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
て
き
た
か
と
い
う
と
、
決
し

て
そ
う
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
近
代
政
治
思
想
に
お
け
る
最
重
要
課
題
の
ひ
と
つ
で
あ
る
抵
抗
権
理
論
に
し
て
も
、
そ
れ
へ
の
カ
ル

ヴ
ァ
ン
自
身
の
寄
与
に
つ
い
て
、
少
な
か
ら
ぬ
先
行
研
究
は
否
定
的
な
解
答
を
寄
せ
て
き
た
。
ま
た
、
予
定
論
や
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
論

な
ど
他
の
神
学
的
ト
ピ
ッ
ク
が
、
二
〇
年
以
上
に
わ
た
っ
た

綱
要

の
改
訂
を
経
る
中
で
、
特
殊
カ
ル
ヴ
ァ
ン
的
な
性
格
を
帯
び

て
い
っ
た
の
に
く
ら
べ
、
政
治
を
考
察
す
る
彼
の
原
理
原
則
に
つ
い
て
は
大
き
な
変
化
が
認
め
に
く
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
か

く
し
て
、
政
治
思
想
が
神
学
的
大
著

綱
要

の
最
後
を
飾
っ
て
い
る
こ
と
の
必
然
性
や
意
味
に
つ
い
て
、
様
々
な
解
釈
が
提
示
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

あ
ら
か
じ
め
述
べ
る
な
ら
ば
、
先
行
研
究
を
踏
ま
え
つ
つ
、
本
稿
は
次
の
よ
う
な
見
解
に
立
つ
。
す
な
わ
ち
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
政

治
思
想
は
そ
の
神
学
的
思
惟
と
切
り
離
せ
な
い
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
の
政
治
思
想
と
神
学
的
思
惟
と
の
接
合
の
仕
方
そ
れ
自
体
が

（
そ
こ
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
内
容
以
上
に
）
政
治
思
想
史
的
意
義
を
有
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
う
い
う
見
解
に
至
る

た
め
に
は
、
視
点
の
置
き
方
が
大
き
な
意
味
を
も
つ
こ
と
を
最
初
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

直
前
で
も
示
し
た
従
来
の
研
究
の
多
く
は
、
た
と
え
ば
彼
の
政
治
思
想
の
近
代
的
性
格
を
擁
護
す
る
か
・
そ
れ
と
も
中
世
的
性
格

を
問
題
視
す
る
か
は
と
も
か
く
、
い
ず
れ
も
論
者
が
採
用
し
て
い
る

政
治
的
な
る
も
の

の
概
念
を
前
提
に
し
て
、
そ
れ
と
カ
ル

ヴ
ァ
ン
神
学
と
が
ど
う
関
係
す
る
の
か
を
検
討
し
て
き
た
と
い
え
る
。
だ
が
、
こ
う
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
続
け
る
限
り
、

最
終
章

の
意
義
は
、
著
者
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
意
図
を
踏
ま
え
た
形
で
は
う
ま
く
説
明
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。
端
的
に
い
っ
て
、

カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
主
眼
は
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
な
い
し
信
仰
が
政
治
を
論
じ
得
る
か
否
か
、
と
い
う
問
題
に
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

最
終
章

の
冒
頭
で
彼
は
述
べ
る
。

こ
こ
で
論
じ
る
こ
と
は
、
信
仰
の
霊
的
教
理
か
ら
は
分
離
し
た
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
読
み
進
ん
で
い
け
ば
、
私
が
こ
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れ
を
結
び
つ
け
た
の
は
適
切
で
あ
り
、
否
、
必
然
的
に
こ
う
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
彼
も
彼
な
り
の

政
治
的
な
る
も
の

に
か
か
わ
る
イ
メ
ー
ジ
を
有
し
て
い
た
が
、
本
稿
が
吟
味
し
た
い
の
は
、
そ
の

イ
メ
ー
ジ
の
妥
当
性
と
い
う
よ
り
は
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
定
位
さ
せ
る
理
論
的
枠
組
み
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
特
定
の
神
学
に
と
っ

て
政
治
と
い
う
も
の
が
有
し
て
い
た
意
味
を
描
き
出
し
、

キ
リ
ス
ト
教
世
界

と
し
て
の
西
欧
が
大
き
な
変
化
を
迫
ら
れ
る
一
六

世
紀
に
あ
っ
て
、
そ
れ
が
ど
う
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
近
代
政
治
思
想
史
の
一
様
相
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。

そ
れ
が
本
稿
の
目
標
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

特
に
今
回
は
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
世
俗
的
為
政
者
論
に
注
目
し
た
。
本
稿
は
、
先
ほ
ど
示
し
た

最
終
章

に
対
す
る
コ
メ
ン
タ
リ

ー
の
一
部
と
な
る
こ
と
を
目
指
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
今
後
、
当
該
章
の
内
容
に
即
し
て
、
法
律
論
や
人
民
論
も
問
い
直
さ
れ

る
は
ず
で
あ
る
。
た
だ
、
常
識
的
に
考
え
て
も
世
俗
的
為
政
者
と
い
う
論
点
は
、
秩
序
論
や
人
間
論
そ
し
て
共
同
体
論
な
ど
が
集
約

さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
本
稿
は
、
世
俗
的
為
政
者
と
い
う
ト
ピ
ッ
ク
を
通
じ
て
、
や
や
広
い
視
野
か
ら
あ
ら
か
じ
め
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
政

治
観
の
特
徴
を
析
出
し
た
い
、
と
い
う
意
図
を
有
し
て
い
る
。
ま
た
そ
の
た
め
、
本
稿
は
主
た
る
検
討
対
象
を

最
終
章

の
特
に

第
四
節
か
ら
第
一
三
節
に
求
め
つ
つ
も
、
最
終
章
以
外
の
論
点
に
も
適
宜
目
配
り
す
る
こ
と
に
し
た
。
当
該
章
で
述
べ
ら
れ
て
い
る

世
俗
的
為
政
者
の
像
を
、
神
学
的
か
つ
立
体
的
に
再
構
成
し
て
み
た
い
か
ら
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
こ
で
検
討
を
加
え
る
世
俗
的
為
政
者
に
し
て
も
、
彼
ら
に
は
、
自
身
が
存
在
し
活
躍
す
る

舞
台

が
あ
っ
た
。
そ

の

舞
台

と
は
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
そ
の
人
が
考
え
る
政
治
観
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
政
治
観
は
、
そ
れ
こ
そ
為
政
者
論
や
法
律
論
等

の
モ
ノ
グ
ラ
フ
を
積
み
重
ね
て
初
め
て
、
そ
の
全
貌
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
無
前
提
で
世
俗
的
為

政
者
論
を
分
析
す
る
こ
と
の
妥
当
性
も
問
わ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
し
、
何
よ
り
後
述
す
る
よ
う
に
、
政
治
観
そ
の
も
の
が
為
政

者
を
め
ぐ
る
カ
ル
ヴ
ァ
ン
独
特
の
見
解
を
呼
び
起
こ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
最
初
に
こ
の
問
題
を
ラ
フ
ス
ケ
ッ
チ
し
て
お
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く
。
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
政
治
観
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
他
日
を
期
し
て
詳
述
を
行
い
た
い
。

二

統
治
と
し
て
の
政
治
と
聖
俗
両
領
域

現
代
の
政
治
現
象
の
重
要
な
特
質
を
指
示
す
る
も
の
と
し
て

ガ
バ
ナ
ン
ス
（go

v
er
n
a
n
ce

）

と
い
う
語
が
近
年
、
人
口
に
膾

炙
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
時
に

協
治

と
い
う
訳
語
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
に

）
、
こ
の
語
は
、
政
治
共
同
体
に
お
け
る
秩
序
形

成
に
際
し
て
、
こ
れ
ま
で
下
位
に
位
置
す
る
と
見
な
さ
れ
て
き
た

N
G
O

等
の
ア
ク
タ
ー
が

下
か
ら

、
政
府
な
ど
と
共
に
秩
序

形
成
に
寄
与
す
る
よ
う
に
な
っ
た
近
年
の
政
治
動
態
を
重
ん
じ
よ
う
と
す
る
立
場
か
ら
要
請
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。
逆
に
い

う
と
、
エ
リ
ー
ト
が

上
か
ら

支
配
を
行
っ
て
秩
序
を
生
み
出
そ
う
と
す
る

統
治
（go

v
er
n
m
e
nt

）

概
念
を
軸
に
し
て
政
治

を
考
察
す
る
こ
と
へ
の
、
限
界
が
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、

ガ
バ
ナ
ン
ス

概
念
が
求
め
ら
れ
た
背
景
に
は
、
そ
れ
ま
で
権
力
行
使
の
客
体
と
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
た

人
々
が

市
民

と
し
て
政
治
意
識
を
高
め
て
き
た
事
実
が
関
係
し
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
意
識
が
い
ま
だ
未
発
達
だ
っ
た
一
六
世

紀
西
欧
に
生
き
る
カ
ル
ヴ
ァ
ン
に
と
っ
て
、
政
治
と
い
う
も
の
は

統
治

に
他
な
ら
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で

は

下
か
ら

の
政
治
へ
の
か
か
わ
り
は
二
義
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
公
的
問
題
を
論
じ
て
よ
い
人
間

と
そ
う
で
な
い
人
間
と
は
、
そ
も
そ
も
ふ
る
い
分
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

公
的
問
題
に
つ
い
て
吟
味
す
る
立
場
に
な
い
私
人
に
よ
っ
て
（a

priv
ates

h
o
m
inib

u
s

）、
自
分
の
住
む
地
に
お
い
て
最
も
す
ぐ
れ
た
政

治
体
（politia

）
が
何
で
あ
る
の
か
議
論
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
が
全
く
無
益
（vald

e
otios

u
m

）
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る）
。
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権
威
主
義
的
な
ト
ー
ン
の
強
い
引
用
文
だ
が
、
こ
う
し
た
発
言
が
示
唆
す
る
の
は
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
世
界
観
の
中
世
的
な
性
格
で

あ
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
（A

u
reliu

s
A
u
g
u
stin

u
s;
35
4
‐
4
30

）
や
偽
デ
ィ
オ
ニ
シ
ウ
ス
=
ア
レ
オ
パ
ギ
テ
ス
（Pse

u
d
o‐

D
y‑

o
nisiu

s
A
re
o
p
a
gites;

六
世
紀
?
）
の
影
響
の
も
と
西
欧
中
世
で
は
、
人
間
が
す
べ
て
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
職
分
を
割
り
当
て
ら
れ
て

い
る
と
さ
れ
て
お
り

）
、
結
果
そ
こ
で
は
、
政
治
に
参
与
す
る
有
資
格
者
と
そ
う
で
な
い
者
と
が
区
分
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
六

世
紀
の
宗
教
改
革
者
は
、
神
の
定
め
た
宇
宙
秩
序
を
前
提
と
し
た
、
こ
う
し
た
世
界
の
見
方
を
比
較
的
素
直
に
継
承
し
て
い
た
の
で

あ
る
。

さ
て
、
世
界
と
い
う
も
の
が
こ
の
よ
う
に
目
さ
れ
る
中
で
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
に
よ
っ
て
秩
序
と
い
う
も
の
が
語
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
、
各
職
分
に
課
せ
ら
れ
た
義
務officiu

m

が
義
務
と
し
て
、
し
か
る
べ
き
対
象
に
対
し
て
適
切
に
果
た
さ
れ
て
い
る
状
態

に
他
な
ら
な
い

）
。
そ
し
て
こ
の
と
き
統
治
は
、

上
か
ら

な
さ
れ
る
諸
義
務
の
整
序
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
た
だ

し
、
こ
こ
で
興
味
深
い
論
点
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
、
そ
う
い
う
意
味
で
の
統
治
が
な
さ
れ
る
領
域

と
し
て
、
政
治
共
同
体
だ
け
で
な
く
、
信
仰
共
同
体
す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
教
会
も
想
定
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
教
会
制

度
の
必
要
性
と
そ
の
準
拠
原
則
を
説
明
す
る
文
脈
で
、
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

秩
序
と
い
う
こ
と
で
い
う
べ
き
は
、
第
一
に
、
指
導
す
る
者
た
ち
が
正
し
く
治
め
る
た
め
の
規
範
と
法
規
を
知
り
、
ま
た
治
め
ら
れ
る
信
徒

（ple
bs

）
が
神
に
対
す
る
従
順
と
正
し
い
規
律
に
慣
ら
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
第
二
に
、
教
会
が
正
し
く
整
え
ら
れ
、
平
和
と
静
穏
の
た
め

の
顧
慮
が
な
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る）
。

法
に
よ
る
統
治
や
被
治
者
の
服
従
等
、
教
会
を
語
る
場
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
の
一
節
を
構
成
し
て
い
る
の
は
、
お
よ
そ
政
治
的
な

諸
論
点
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
い
え
る
の
は
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
に
と
っ
て
、
制
度
と
い
う
観
点
か
ら
観
察
さ
れ
る
と
き
、
信
仰
共
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同
体
と
政
治
共
同
体
と
の
間
に
は
大
き
な
違
い
が
認
め
ら
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
共
同
体
内
の
秩
序
形
成
と

い
う
点
で
は
、
政
治
の
用
語
は
そ
の
ま
ま
宗
教
の
領
域
に
適
用
可
能
だ
っ
た
。

こ
の
こ
と
を
裏
づ
け
る
も
う
ひ
と
つ
の
論
点
は
、
彼
が
、
政
治
共
同
体
で
も
信
仰
共
同
体
で
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
統
治
主
体
が
担
っ

て
い
る
務
め
を
、
共
に

統
治
（ad

m
inistratio

）

と
呼
ぶ
の
と
並
ん
で

奉
仕
（m

inisteriu
m

）

と
も
呼
ん
で
い
る
こ
と
で
あ

る
。

奉
仕

な
る
語
は
奉
仕
対
象
の
存
在
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
カ
ル
ヴ
ァ
ン
に
あ
っ
て
は
神
と
考
え
ら
れ
て
い

る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
要
す
る
に
信
仰
共
同
体
の
統
治
主
体
も
政
治
共
同
体
の
そ
れ
も
、
彼
ら
は
神
奉
仕
を
果
た
し
て
い

る
と
い
う
点
で
は
変
わ
り
な
い
。
事
実
、

最
終
章

で
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
、
政
治
共
同
体
の
統
治
主
体
を
次
の
よ
う
に
擁
護
す
る
こ

と
と
な
る
。

聖
書
の
こ
の
よ
う
に
多
く
の
証
言
に
も
心
を
動
か
さ
れ
な
い
で
、
こ
の
聖
な
る
奉
仕
（sacr

u
m
h
oc

m
inisteriu

m

）
が
キ
リ
ス
ト
教
や

キ
リ
ス
ト
教
的
敬
虔
と
相
容
れ
ぬ
も
の
で
あ
る
よ
う
に
侮
辱
を
あ
え
て
加
え
る
者
ら
は
、
神
そ
の
も
の
を
あ
な
ど
る
者
で
な
く
て
何
で
あ
ろ

う
か）
。

政
治
共
同
体
の
統
治
は
信
仰
共
同
体
の
統
治
と
同
様
に
聖
化
さ
れ
る
。
逆
に
い
う
と
、
聖
職
者
た
る
牧
師
と
は
カ
ル
ヴ
ァ
ン
に
と

っ
て
、

宗
教
的
為
政
者

と
も
呼
べ
る
存
在
で
あ
っ
た
。
本
稿
がm

a
gistratus

に

世
俗
的

為
政
者

と
い
う
訳
語
を
充

て
て
い
る
所
以
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
れ
ら
聖
俗
両
為
政
者
は
共
に
、
期
待
さ
れ
る
働
き
を
多
分
に
共
有
す
る
者
と
し

て
、
神
が
最
終
的
に
統
治
す
る
世
界
秩
序
の
中
で

聖
な
る
務
め

を
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
る

）
。
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
の

神
政
政
治

に
つ
い
て
は
分
析
と
評
価
が
い
ろ
い
ろ
な
さ
れ
て
は
い
る
が
、
少
な
く
と
も
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
考
え
る
政
治
共
同
体
と
信
仰
共
同
体
と

の
間
に
あ
っ
た
一
定
の
親
和
性
が
、
か
の
レ
ジ
ー
ム
の
確
立
に
少
な
か
ら
ず
貢
献
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
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こ
う
し
て
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
の
宗
教
改
革
者
に
と
っ
て
、
秩
序
形
成
が

統
治

と
し
て
の
性
格
を
強
く
帯
び
る
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
、
し
か
も
こ
の

統
治

に
つ
い
て
は
聖
俗
両
為
政
者
が
同
じ
重
要
さ
を
帯
び
て
参
与
す
る
も
の
だ
っ
た
こ
と
、
こ
れ
ら
の
こ
と

が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
す
る
と
問
題
は
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
が
両
為
政
者
を
な
ぜ
区
別
し
よ
う
と
し
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
従
来
の
研
究
の
多
く
は
、
な
ぜ
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は

二

と
す
べ
き
も
の
を
（
神
政
政
治
と
い
う
形
で
）

一

と
し
よ
う
と
し
た

の
か
を
問
う
て
き
た
。
け
れ
ど
も
問
題
は
、

一

と
し
て
も
よ
い
も
の
を
な
ぜ
彼
が

二

と
し
た
の
か
、
な
の
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
常
識
的
に
考
え
て
も
、
政
治
家
と
聖
職
者
は
別
の
範
疇
に
属
す
る
人
間
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
両
者
を
区
別
す

る
場
合
、
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
こ
と
か
ら
し
て
も
、
今
日
的
な
常
識
と
は
異
な
る
着
想
が
そ
こ
に
は
働
い
て
い
た
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
そ
の
解
明
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三

政
治
の
消
極
的
要
請

な
る
ほ
ど
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は

綱
要

の
中
で
も
何
度
と
な
く
、
世
俗
的
統
治
と
宗
教
的
統
治
と
が
異
質
で
あ
る
と
訴
え
る
。

最

終
章

で
も
両
者
の
違
い
は
、
こ
の
問
題
に
か
か
わ
る
大
前
提
に
な
っ
て
い
る
か
の
よ
う
で
、
こ
れ
ら
を
混
同
し
て
考
え
る
人
が
い

る
こ
と
を
彼
は
不
可
思
議
に
思
っ
て
い
る
節
さ
え
あ
る
。

肉
体
と
魂
の
区
別
、
ま
た
現
世
の
移
り
ゆ
く
命
と
来
る
べ
き
永
遠
の
命
と
の
区
別
を
知
る
者
な
ら
ば
、
キ
リ
ス
ト
の
霊
的
王
的
支
配
と
世
俗

的
秩
序
と
が
最
大
限
に
隔
た
っ
て
い
る
こ
と
を
（spiritu

ale
C
h
risti

re
g
n
u
m
et

civile
m
ordin

atio
n
e
m
res

esse
plu

ri
m
u
m
se‑

p
ositas

）
理
解
す
る
の
は
困
難
で
は
な
い）
。
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ま
た
彼
は
、
宗
教
改
革
期
の
最
重
要
論
点
の
ひ
と
つ
で
あ
る

キ
リ
ス
ト
者
の
自
由

を
扱
う
個
所
で
も
、
次
の
よ
う
に
説
明
す

る
。人

間
の
う
ち
に
二
重
の
統
治
（re

gi
m
e
n

）
が
あ
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
一
つ
は
霊
的
（spiritu

ale

）
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
よ

っ
て
良
心
は
敬
虔
と
神
礼
拝
に
向
け
て
整
え
ら
れ
る
。
も
う
一
つ
は
政
治
的
（politic

u
m

）
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
人
々
の
間
に
保
た
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
人
間
的
お
よ
び
世
俗
的
義
務
へ
と
教
育
さ
れ
る）
。

文
言
と
し
て
は
明
快
で
あ
る
。
し
か
し
疑
問
は
残
る
。
本
当
に
一
六
世
紀
人
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
、
敬
虔
や
礼
拝
に
結
び
つ
か
な
い
人

間
的
義
務
な
る
も
の
を
想
定
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
世
俗
的
義
務
の
確
立
と
切
り
離
さ
れ
た
神
礼
拝
と
い
う
も
の
を
思
い
描
け
た
の

だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
実
は
説
明
の
つ
き
に
く
い
議
論
を
、
彼
自
身
が
行
っ
て
い
る
。
件
の

最
終
章

に
は
、
世
俗

的
統
治
が
目
指
す
目
的
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
一
文
が
あ
る
。
世
俗
的
統
治
の
目
的
、
そ
れ
は
、

要
す
る
に
、
キ
リ
ス
ト
者
た
ち
の
間
で
宗
教
の
形
態
が
公
的
に
維
持
さ
れ
、
人
び
と
の
間
で
人
間
ら
し
い
生
き
方
が
確
立
す
る
こ
と
で
あ
る

（D
e
niq

u
e,

ut
inter

C
h
ristia

n
os

p
u
blica

religio
nis

facies
e
xistat,

inter
h
o
m
in
es

co
n
stet

h

）

u
m
a
nitas.

）。

世
俗
的
統
治
に
宗
教
活
動
の
ア
シ
ス
ト
が
期
待
さ
れ
て
い
る
と
し
か
読
め
な
い
一
節
で
あ
る
。
こ
の
直
後
で
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
、
世

俗
的
統
治
と
い
う
（
恣
意
さ
え
も
予
想
で
き
る
）
人
間
の
営
為
に
宗
教
を
委
ね
て
よ
い
の
か
と
い
う
反
論
を
想
定
し
て
い
る
が
、
そ

こ
で
の
回
答
は
、
世
俗
的
統
治
が
首
尾
よ
く
な
さ
れ
て
い
て
も
宗
教
的
冒
瀆
が
放
置
さ
れ
て
い
る
状
態
は
好
ま
し
く
な
い
は
ず
だ
、

と
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
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前
節
で
の
検
討
も
加
味
す
る
な
ら
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
念
頭
に
あ
っ
た
秩
序
と
は
、
こ
ん
に
ち
宗
教
と
呼
ば
れ
る
も
の
と
政
治
と
呼

ば
れ
る
も
の
が
協
働
し
て
作
り
上
げ
る
そ
れ
だ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
少
な
く
と
も

綱
要

最
終
版
で
一
定
の
完
結
を
み

た
彼
の
神
学
に
、
政
治
と
宗
教
の
分
離
と
い
っ
た
近
現
代
的
な
理
念
を
あ
ま
り
読
み
込
む
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る

）
。
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
彼
自
身
の
理
解
の
中
で
は
世
俗
的
統
治
と
宗
教
的
統
治
と
は
区
別
さ
れ
、
そ
れ
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
統
治
主
体
す
な

わ
ち
為
政
者
も
別
個
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
矛
盾
と
も
思
え
る
こ
の
問
題
に
そ
れ
で
も
説
明
を
試
み
よ
う
と
す
る
と
き
、
決
し
て
軽

視
す
べ
き
で
な
い
の
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
は

消
極
的

と
し
か
い
え
な
い
外
在
的
理
由
で
あ
る
。

宗
教
改
革
運
動
の
第
二
世
代
に
属
す
る
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
、
第
一
世
代
の
改
革
者
た
ち
が
開
拓
し
た
神
学
的
地
平
か
ら
知
的
営
為
を

ス
タ
ー
ト
で
き
る
有
利
な
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
あ
っ
た
と
同
時
に
、
彼
ら
が
残
し
た
問
題
を
引
き
継
が
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
と
く

に
重
要
な
の
は
、
ル
タ
ー
（M

artin
L
uth

er;
1
4
83
‐
1
5
46

）
ら
第
一
世
代
の
宗
教
改
革
者
た
ち
が
信
仰
義
認
論
を
神
学
の
支
柱
に

据
え
て
い
た
た
め
に
信
仰
の
内
面
化
が
進
み
、
個
々
人
を
外
的
に
規
制
す
る
倫
理
基
準
の
設
定
に
困
難
が
生
じ
た
こ
と
、
ま
た
教
皇

と
い
っ
た
聖
書
解
釈
の
唯
一
の
権
威
を
否
定
し
た
た
め
に
、
倫
理
的
問
題
の
判
定
基
準
が
拡
散
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る

）
。
古
典

研
究
家
と
し
て
の
人
文
主
義
者
か
ら
宗
教
改
革
運
動
に
身
を
投
じ
た
ば
か
り
の
青
年
カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
強
く
意
識
し
た
の
は
、
一
五
三

四
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
震
撼
さ
せ
た
、
宗
教
改
革
急
進
派
に
よ
る
ド
イ
ツ
・
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
の
都
市
掌
握
と
そ

こ
で
の
倒
錯
を
極
め
た
混
乱
沙
汰
で
あ
り
、
そ
の
悲
劇
的
な
崩
壊
で
あ
っ
た

）
。
こ
う
し
た
初
期
宗
教
改
革
運
動
の

鬼
っ
子

た
ち

と
距
離
を
置
く
こ
と
は
、
若
き
カ
ル
ヴ
ァ
ン
に
と
っ
て
最
重
要
課
題
の
ひ
と
つ
に
な
っ
た
と
い
っ
て
よ
く
、

綱
要

初
版
に
お
い

て
彼
は
、
序
文
を
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
（Fra

nç
ois

I
e
r

;
14
9
4‐
1
5
4
7

）
へ
の
献
辞
と
し
つ
つ
、
こ
の
フ
ラ
ン
ス
国
王
に
次
の
よ
う
に
訴

え
る
。

も
し
あ
る
人
々
が
福
音
を
口
実
に
騒
動
を
起
こ
す
な
ら
ば
│
│
ま
た
、
も
し
あ
る
人
々
が
神
の
恩
寵
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
自
由
に
か
こ
つ
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け
て
、
恣
に
罪
を
犯
す
と
す
れ
ば
│
│
そ
の
場
合
に
は
、
法
律
と
そ
れ
が
定
め
る
刑
罰
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
ら
は
罪
に
応
じ
て
厳
し

く
圧
せ
ら
れ
ま
す）
。

版
を
数
回
改
め
る
こ
と
と
な
る

綱
要

で
は
あ
っ
た
が
、
初
版
の
序
文
は
変
わ
る
こ
と
な
く
、
す
べ
て
の
版
の
冒
頭
を
飾
る
こ

と
に
な
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
新
版
を
繙
く
ご
と
に
読
者
は
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
手
に
よ
っ
て
否
定
的
に
描
か
れ
た
急
進
派
の
狂
気
を

想
起
し
直
し
た
に
ち
が
い
な
い
。
カ
ル
ヴ
ァ
ン
を
し
て
、
世
俗
的
統
治
の
擁
護
お
よ
び
聖
俗
両
統
治
の
区
分
を
主
張
せ
し
め
た
の
は
、

ま
ず
第
一
に
、
世
俗
的
統
治
を
蔑
ろ
に
し
て
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
を
ま
き
散
ら
す
急
進
派
に
対
す
る
嫌
悪
感
だ
っ
た
と
い
え
よ
う

）
。

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
の
宗
教
改
革
者
に
聖
俗
両
統
治
の
区
分
を
要
請
さ
せ
た
第
二
の
要
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
過
度
に
世
俗
的
な

政
治
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
宗
教
の
あ
り
方
で
あ
る
。

司
教
が
務
め
の
重
荷
も
心
遣
い
も
負
う
こ
と
な
し
に
称
号
と
栄
誉
と
富
を
受
け
る
方
式
が
案
出
さ
れ
た
後
、
彼
ら
が
手
持
ち
無
沙
汰
の
ま
ま

放
っ
て
お
か
れ
ぬ
よ
う
、
剣
（
の
権
能
…
…
引
用
者
に
よ
る
補
足
）
が
与
え
ら
れ
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
彼
ら
が
こ
れ
を
己
の
も
の
と
し
て
占

有
し
た
。
こ
の
恥
知
ら
ず
を
ど
ん
な
口
実
で
言
い
繕
う
と
い
う
の
だ
ろ
う
か）
。

こ
れ
は
、

綱
要

最
終
版
最
終
巻
一
一
章
（
章
題

教
会
の
裁
治
権
と
教
皇
制
に
み
ら
れ
る
そ
の
濫
用
に
つ
い
て
（D

e
E
cclesiae

iu‑

risdictio
n
e,

eiu
sq

u
e
a
b
u
s
u,

q
u
ails

cer
nitu

r
in

P
a
p
atu.

）
）
か
ら
の
引
用
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
き
び
し
く
非
難
さ
れ
て
い
る
の

は
、
教
皇
を
代
表
と
す
る
中
世
ロ
ー
マ
=
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
高
位
聖
職
者
た
ち
の
、
世
俗
的
裁
治
権
に
対
す
る
貪
欲
さ
に
他
な
ら

な
い
。
し
か
も
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
、
世
俗
的
権
能
に
対
す
る
聖
職
者
の
執
着
が
、
彼
ら
の
本
来
の
職
務
を
放
棄
す
る
こ
と
と
軌
を
一
に

し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
信
仰
の
刷
新
を
願
う
宗
教
改
革
者
が
こ
こ
で
の
問
題
を
重
要
視
し
た
こ
と
は
、
想
像
に
難
く
な
い
。

カルヴァンの為政者観

317



中
世
ロ
ー
マ
=
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
堕
落
と
称
さ
れ
る
も
の
か
ら
彼
が
学
び
取
っ
た
の
は
、
宗
教
の
純
粋
性
を
薄
め
る
こ
と
で
し
か
、

世
俗
的
政
治
に
対
す
る
教
会
の
関
与
は
あ
り
え
な
い
と
の
認
識
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
に

一

を

二

と
す
る
必
要
を
覚
え
さ
せ
た
と
思
わ
れ
る
要
因
と
し
て
、
彼
の
宗
教
改
革
急
進
派
観
お

よ
び
ロ
ー
マ
教
会
観
を
と
り
あ
げ
た
。
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
い
わ
ば
、
前
者
か
ら
は

反
政
治

と
い
う
問
題
を
・
ま
た
後
者
か
ら
は

過
政
治

と
い
う
そ
れ
を
確
認
し
た
と
い
え
よ
う
。
そ
う
な
る
と
、
妥
当
と
見
な
さ
れ
る
政
治
と
の
か
か
わ
り
方
を
彼
が
ど
う
論

じ
て
い
た
の
か
、そ
の
こ
と
が
改
め
て
問
題
に
な
っ
て
く
る
が
、そ
れ
を
論
じ
る
前
に
い
ま
ひ
と
つ
確
認
し
て
お
く
べ
き
こ
と
が
あ
る
。

そ
れ
が
急
進
派
を
意
識
し
て
惹
起
さ
れ
た
に
せ
よ
・
あ
る
い
は
ロ
ー
マ
教
会
を
意
識
し
て
惹
起
さ
れ
た
に
せ
よ
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の

問
題
意
識
を
貫
い
て
い
た
の
は
、
宗
教
の
側
が
政
治
と
ど
う
距
離
を
取
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
逆
に
い
う
と
、
政
治
の
側

が
宗
教
と
ど
う
か
か
わ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、

綱
要

の
本
論
に
関
す
る
限
り
、
あ
ま
り
詳
述
さ
れ
て
い
な
い
。

最
終
章

の

冒
頭
で
は
、
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
（N

iccolo
M
ac

hia
v
elli;1

4
6
9‐
15
2
7

）
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
当
時

君
主
に
媚
び
へ
つ
ら
う
者
た

ち
（prin

cip
u
m
a
d
ulatores

）

が
増
え
て
き
た
こ
と
へ
の
危
惧
が
述
べ
ら
れ
る
が
、
権
力
に
迎
合
す
る
輩
が
理
論
武
装
す
る
中
、

世
俗
権
力
の
肥
大
化
と
い
う
問
題
を
詳
し
く
述
べ
る
個
所
は
、

綱
要

中
に
は
存
在
し
な
い

）
。
教
会
を
論
じ
る
中
で
聖
俗
両
権
能

の
範
囲
に
言
及
す
る

綱
要

最
終
版
第
四
巻
一
一
章
に
し
て
も
、
全
一
六
節
中
、
宗
教
に
対
す
る
政
治
の
関
与
が
論
点
に
な
っ
て

い
る
の
は
一
節
だ
け
で
、
そ
れ
も

皇
帝
や
世
俗
的
為
政
者
が
キ
リ
ス
ト
に
従
う
こ
と
を
申
し
出
は
じ
め
た
と
き
、
そ
れ
を
も
っ
て

霊
的
な
裁
治
権
が
た
だ
ち
に
廃
止
さ
れ
る
こ
と
は
起
こ
ら
ず
、
ま
た
そ
れ
は
現
世
の
政
治
的
裁
治
権
を
撤
廃
す
る
こ
と
も
な
く
、
そ

れ
と
混
同
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
秩
序
づ
け
ら
れ
た
だ
け
な
の
で
あ
る

）

と
記
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
。
世
俗
的
権
能
の
行
使
主
体
を

聖
職
者
が
尊
重
す
る
よ
う
訴
え
る
こ
と
に
、
こ
こ
で
も
議
論
は
収
斂
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、

綱
要

最
終
版
で
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
、
政
治
が
宗
教
と
ど
う
か
か
わ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
論
じ
て
は

い
な
い
。
彼
の
神
学
は
、
中
世
ロ
ー
マ
教
会
を
反
面
教
師
に
し
た
せ
い
か
、
政
治
概
念
の
規
定
に
対
し
て
禁
欲
を
行
っ
て
い
る
よ
う
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で
も
あ
り
、
そ
の
結
果
、
宗
教
に
対
し
て
政
治
は
何
が
で
き
何
が
で
き
な
い
の
か
、
と
い
っ
た
論
点
は
ど
う
し
て
も
曖
昧
に
な
り
が

ち
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

最
終
章

が
前
提
と
し
て
い
る
政
治
概
念
は
確
た
る
内
容
を
伴
っ
て
い
る
と
想
定
し
、
そ
れ
ら
を
分
析

し
て
、
彼
の
政
治
思
想
を
明
確
化
さ
せ
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
難
し
い
議
論
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。

か
く
し
て
本
稿
は
、
神
学
者
カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
政
治
と
ど
う
向
か
い
合
お
う
と
し
て
い
た
の
か
・
こ
の
問
い
の
解
明
に
そ
の
世
俗
的

為
政
者
論
は
ど
う
関
係
し
て
く
る
の
か
、
こ
う
し
た
問
題
意
識
に
立
ち
返
る
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
見
え
て
く
る
の
は
、

宗
教
改
革
と
い
う
神
学
の
一
大
転
換
期
に
な
さ
れ
た
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
よ
る
政
治
の
処
理
の
仕
方
の
特
質
で
あ
り
、
そ

し
て
そ
の
西
欧
政
治
思
想
史
に
お
け
る
意
義
に
他
な
ら
な
い
。

四

世
俗
的
為
政
者
の
終
末
論
的
存
在
理
由

キ
リ
ス
ト
教
神
学
史
に
お
け
る
宗
教
改
革
の
意
義
と
そ
の
政
治
思
想
へ
の
影
響
に
つ
い
て
は
膨
大
な
研
究
の
蓄
積
が
存
在
す
る
。

そ
れ
ら
を
踏
ま
え
つ
つ
筆
者
は
、
か
ね
て
よ
り
終
末
論
な
い
し
終
末
意
識
を
重
視
し
て
、
そ
れ
と
政
治
思
想
と
の
連
関
を
図
る
手
法

を
提
唱
し
て
き
た
。
理
由
の
第
一
は
、
形
而
上
学
的
思
惟
に
支
配
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
中
世
神
学
に
対
し
て
、
宗
教
改
革
の
神
学

は
そ
も
そ
も
時
間
内
に
生
じ
る
存
在
の
変
化
と
そ
の
解
消
に
関
心
を
向
け
る
も
の
だ
っ
た
た
め
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
第
二
は
、

終
末
論
は
宗
教
改
革
の
成
果
と
し
て
生
み
出
さ
れ
た
神
学
各
論
の
ひ
と
つ
と
い
う
よ
り
は
、
そ
れ
ら
を
作
動
さ
せ
る

オ
ペ
レ
ー
シ

ョ
ン
=
ソ
フ
ト

と
し
て
の
性
格
を
帯
び
て
お
り
、
特
定
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
の
総
体
的
な
性
格
も
そ
こ
か
ら
解
明
可
能
だ
か

ら
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
第
三
に
、
終
末
論
と
は
聖
書
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
現
世
の
終
わ
り
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
以

上
、
現
世
と
そ
こ
で
の
秩
序
形
成
と
は
本
質
的
に
緊
張
関
係
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

ト
神
学
の
分
析
に
際
し
て
、
終
末
論
を
座
標
軸
に
す
る
作
業
は
無
視
で
き
な
い
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
な
か
で
も
カ
ル
ヴ
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ァ
ン
の
神
学
は
、
別
稿
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
終
末
論
的
ト
ー
ン
に
支
配
さ
れ
た
そ
れ
だ
っ
た
の
で
あ
る

）
。

さ
て
、
で
は
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
神
学
が
終
末
論
的
だ
と
し
て
、
そ
の
こ
と
は
神
学
の
政
治
把
握
に
、
い
か
な
る
特
徴
を
付
与
す
る
こ

と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
、
現
世
に
お
い
て
秩
序
形
成
を
担
当
す
る
世
俗
的
為
政
者
に
即
し
て
考
え
る
と
き
、
彼
は

三
つ
の
問
い
に
回
答
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
一
）

な
ぜ
世
俗
的
為
政
者
に
従
う
の
か

カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
服
従
を
説
く
の
は
、
世
俗
的
為
政
者
の
職
務
に
対
し
て
で
あ
っ
て
人
格
に
対
し
て
で
は
な
か
っ
た
。
こ
う
い
う
説

明
が
よ
く
な
さ
れ
る

）
。
事
実
、

綱
要

で
彼
は
、

お
よ
そ
上
に
立
つ
者
は
そ
の
支
配
す
る
務
め
と
い
う
観
点
か
ら
（praefec‑

tu
ra
e
s
u
ae

resp
ectu

）、
わ
れ
わ
れ
の
間
で
価
値
を
認
め
ら
れ
尊
敬
さ
れ
る

と
述
べ
る

）
。
そ
し
て
、
こ
の
議
論
の
延
長
線
上
に
、

務
め
を
果
た
し
得
ぬ
世
俗
的
為
政
者
へ
の
異
議
申
し
立
て
が
出
て
く
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
世
俗
的
為
政
者
の
人
格
で
は
な
く
職
務
を

強
調
す
る
カ
ル
ヴ
ァ
ン
を
重
視
す
る
こ
と
の
含
意
は
、
彼
の
議
論
に
後
の
抵
抗
権
論
の
萌
芽
を
認
め
よ
う
と
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。

し
か
し
、
人
格
と
し
て
の
世
俗
的
為
政
者
に
カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
関
心
を
払
わ
な
か
っ
た
か
と
い
う
と
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
。
た
だ

し
そ
の
場
合
、
彼
の
筆
に
か
か
る
と
、
人
格
と
し
て
の
世
俗
的
為
政
者
は
往
々
に
し
て
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
に
描
か
れ
る
。
世
俗
的
為
政
者

の
職
務
を
尊
し
と
す
る
こ
と
は
、
転
じ
て
、
彼
ら
の
人
格
の
下
劣
さ
を
炙
り
出
す
た
め
の
論
法
で
あ
る
か
の
ご
と
く
で
あ
る
。

し
か
し
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
時
代
に
実
例
が
あ
る
が
（A

c
q
u
u
m
o
m
niu

m
pro

p
e
sec

ulor
u
m
h
oc

e
x
e
m
plu

m
sit

）、
君
主
の
あ

る
者
は
心
し
て
守
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
す
べ
て
の
こ
と
に
無
頓
着
で
あ
っ
て
、
配
慮
す
べ
き
こ
と
か
ら
離
れ
て
贅
沢
に
ふ
け
り
、
あ
る
君
主
ら
は

自
分
の
用
件
に
熱
中
し
て
、
す
べ
て
の
法
・
特
権
・
裁
判
・
公
文
書
を
賄
賂
で
汚
し
、
あ
る
君
主
ら
は
民
衆
か
ら
カ
ネ
を
絞
り
上
げ
た
挙
げ

句
、
狂
っ
た
よ
う
な
気
前
よ
さ
で
こ
れ
を
浪
費
し
、
あ
る
君
主
ら
は
家
々
を
掠
奪
し
て
処
女
た
ち
や
人
妻
た
ち
を
犯
し
、
罪
な
き
者
を
虐
殺
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し
、
た
だ
盗
賊
の
よ
う
な
行
為
し
か
働
か
な
い）
。

こ
こ
に
人
は
、
デ
=
ユ
ー
レ
に
見
れ
ば
そ
の
職
務
は
尊
い
が
、
デ
=
フ
ァ
ク
ト
に
は
軽
蔑
に
値
す
る
世
俗
的
為
政
者
た
ち
の
姿
を

見
出
す
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
ら
へ
の
服
従
が
説
か
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
と
き
考
え
ら
れ
る
の
は
、
後
者
に
目
を
つ
む
り
前
者

の
み
を
心
に
留
め
よ
、
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
世
俗
的
為
政
者
に
対
す
る
服
従
は
本
来
、
被
統
治
者
に
心
理
的
に
大

き
な
負
荷
を
か
け
る
こ
と
で
、
初
め
て
主
張
可
能
な
議
論
な
の
で
あ
る
。

だ
が
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
説
く
世
俗
的
為
政
者
は
決
し
て
、
こ
う
し
た
脆
弱
な
存
立
基
盤
の
上
に
立
っ
て
、
人
々
か
ら
服
従
を
調
達

し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
終
末
論
的
神
学
で
は
、
邪
悪
な
人
格
を
有
す
る
世
俗
的
為
政
者
た
ち
で
あ
っ
て
も
、
彼

ら
は
彼
ら
な
り
に
、
信
仰
者
た
ち
に
と
っ
て

益

を
も
た
ら
す
存
在
と
な
り
得
た
。
そ
こ
で
は
、
あ
る
世
俗
的
為
政
者
が
人
格
的

に
評
判
を
失
す
れ
ば
失
す
る
ほ
ど
、
そ
の
存
在
意
義
が
神
学
的
に
高
ま
っ
て
く
る
理
路
が
用
意
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
い
う
の

も
、
お
よ
そ
あ
る
べ
き
姿
か
ら
世
俗
的
為
政
者
が
離
れ
て
い
れ
ば
離
れ
て
い
る
ほ
ど
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
信
仰
者
が
彼
ら
に
従
う
、

否
、
愛
し
さ
え
す
る

）
と
い
う
こ
と
の
意
味
は
増
す
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
名
に
値
し
な
い
世
俗
的
為
政
者
が
信
仰
者
に
と

っ
て
政
治
生
活
上
の
障
害
と
な
る
と
き
、
そ
れ
を
甘
受
す
る
こ
と
が
カ
ル
ヴ
ァ
ン
に
と
っ
て
は
訓
練
と
み
な
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ

の
訓
練
を
受
け
る
こ
と
は
、
終
末
時
に
出
現
す
る
完
成
さ
れ
た
世
界
の
あ
り
方
に
よ
り
相
応
し
い
姿
へ
と
信
仰
者
を
高
め
る
の
で
あ

る
。も

し
わ
れ
わ
れ
が
、
荒
々
し
い
君
主
に
よ
っ
て
過
酷
に
苦
し
め
ら
れ
、
貪
欲
で
贅
沢
な
君
主
に
よ
っ
て
強
欲
に
掠
奪
さ
れ
、
怠
惰
な
君
主
に

よ
っ
て
放
っ
て
お
か
れ
、
不
敬
虔
で
瀆
神
的
な
君
主
に
よ
っ
て
敬
虔
さ
の
ゆ
え
に
迫
害
さ
れ
る
の
な
ら
ば
、
第
一
に
主
が
こ
の
よ
う
な
鞭
に

よ
っ
て
懲
ら
し
め
る
自
分
の
罪
に
つ
い
て
思
い
巡
ら
す
べ
き
で
あ
る
…
…
こ
う
し
て
わ
れ
わ
れ
の
忍
耐
の
欠
如
を
謙
遜
が
修
正
す
る
こ
と
に
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な
る）
。

不
当
な
政
治
的
苦
難
の
中
に
意
味
を
見
出
す
こ
と
に
、
人
は
あ
る
い
は
典
型
的
な
宗
教
的
倒
錯
を
感
じ
と
る
か
も
し
れ
な
い
。
事

実
、
彼
は
一
五
五
九
年
に
な
さ
れ
た
説
教
で
、
迫
害
を
被
っ
て
い
る
母
国
フ
ラ
ン
ス
の
改
革
派
信
徒
を
、
キ
リ
ス
ト
の
苦
難
と
結
び

つ
い
て
い
る
例
証
だ
と
し
て
称
え
さ
え
も
し
て
い
る

）
。
し
か
し
、
訓
練
課
題
と
し
て
の
世
俗
的
為
政
者
が
加
え
る
迫
害
に
耐
え
続
け

る
と
き
、
十
字
架
に
象
徴
さ
れ
る
弱
さ
や
矛
盾
を
直
視
し
つ
つ
な
さ
れ
る
共
同
体
形
成
が
意
識
さ
れ
る
こ
と
も
ま
た
確
か
で
は
あ
ろ

う
）

。
カ
ル
ヴ
ァ
ン
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
名
に
値
し
な
い
世
俗
的
為
政
者
と
そ
れ
が
行
う
統
治
は
、
こ
れ
を
根
本
的
に
問
い
直
し
う
る

統
治
と
共
同
体
の
あ
り
方
を
思
い
描
く
契
機
と
も
な
る
。

こ
こ
で
い
う
、
世
俗
的
な
統
治
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
政
治
共
同
体
と
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
描
い
て
い
る
の
が
、
教
会
と
呼
ば
れ
る

信
仰
共
同
体
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
な
る
ほ
ど
、
そ
こ
で
も
統
治
は
な
さ
れ
る
。
だ
が
、
政
治
共
同
体
と
同
種
の
秩
序

形
成
力
が
信
仰
共
同
体
に
も
働
い
て
い
る
こ
と
を
自
覚
す
る
と
き
、
か
え
っ
て
後
者
は
前
者
と
緊
張
関
係
に
置
か
れ
、
前
者
と
の
差

違
に
留
意
す
る
チ
ャ
ン
ス
が
増
す
こ
と
も
あ
り
得
よ
う
。
さ
し
あ
た
っ
て
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
信
仰
共
同
体
は
、
政
治
共
同
体
と
は
異
な

る
目
的
│
│
来
世
に
お
い
て
完
成
す
る
聖
徒
の
群
れ
の
秩
序
維
持
│
│
を
強
調
す
る
こ
と
で
、
こ
の
緊
張
関
係
を
持
続
さ
せ
よ
う
と

す
る
。
こ
の
と
き
、
少
な
く
と
も
、
自
身
の
信
仰
共
同
体
を
世
俗
的
な
共
同
体
か
ら
切
り
離
し
、
世
俗
的
統
治
と
の
接
点
を
見
失
っ

た
急
進
派
と
は
異
な
る
ス
タ
ン
ス
が
築
か
れ
て
は
い
る
。
終
末
論
の
理
路
は
一
方
で
、
不
当
な
世
俗
的
為
政
者
へ
の
服
従
を
用
意
す

る
と
共
に
、
他
方
で
そ
れ
は
、
こ
の
服
従
を
バ
ネ
に
し
た
信
仰
共
同
体
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
自
覚
を
促
し
て
も
い
た
の
で
あ
る
。

（
二
）

世
俗
的
為
政
者
と
は
何
者
か

特
に
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
以
来
、
キ
リ
ス
ト
教
の
終
末
論
は
、
終
局
を
目
指
し
て
積
み
重
ね
ら
れ
る
人
間
の
現
世
の
営
み
に
対
す
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る
神
の
介
入
を
重
視
し
、
そ
れ
を
記
述
す
る
た
め
の
下
位
概
念
を
用
意
し
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
救
済
史H

eilsg
esc

hic
hte

で
あ
る
。

そ
し
て
、
世
俗
的
為
政
者
が
文
字
通
り
現
世
を
舞
台
と
し
て
い
る
以
上
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
に
と
っ
て
の
世
俗
的
為
政
者
と
は
換
言
す
れ

ば
、
救
済
史
的
存
在
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
も
そ
も
救
済
史
と
い
う
特
殊
キ
リ
ス
ト
教
的
な
存
立
基
盤
を
前
提
と
す

る
以
上
、
彼
ら
世
俗
的
為
政
者
は
究
極
的
に
は
自
律
性
を
僭
称
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
存
在
で
あ
り
、
そ
の
言
動
は
す
べ
て
神
に
対

し
て
説
明
責
任
を
負
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

綱
要

全
体
の
序
文
と
な
る

王
へ
の
書
簡

に
お
い
て
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
フ
ラ

ン
ソ
ワ
一
世
に
宛
て
て
、
こ
う
諭
す
。

王
国
を
統
治
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
自
分
が
神
の
仕
え
人
で
あ
る
と
知
る
認
識
こ
そ
、
本
当
の
王
を
作
り
ま
す
。
こ
れ
に
反
し
、
神
の
栄
光

に
仕
え
る
た
め
の
支
配
を
行
わ
な
い
者
は
、
も
は
や
王
権
を
行
使
す
る
者
で
は
な
く
、
掠
奪
を
恣
に
す
る
者
で
す）
。

要
す
る
に
、
現
世
と
い
う
終
末
論
的
な
い
し
救
済
史
的
な
枠
内
で
し
か
活
動
で
き
な
い
以
上
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
世
俗
的
為
政
者
た

ち
は
お
の
ず
と
、
神
か
ら
の
委
託
に
奉
仕
す
る
諸
制
約
を
課
せ
ら
れ
る
存
在
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る

）
。

い
か
に
も
神
学
者
ら
し
い
世
俗
的
為
政
者
観
で
は
あ
る
が
、
実
は
、
こ
の
点
で
ル
タ
ー
と
の
ひ
と
つ
の
相
違
が
生
じ
る
。
ド
イ
ツ

の
宗
教
改
革
者
も
、
特
に
一
五
二
〇
年
代
、
彼
な
り
の
終
末
意
識
か
ら
現
世
を
検
討
し
、
そ
れ
が
罪
の
力
の
ゆ
え
に
常
に
神
の
裁
き

の
も
と
に
あ
る
と
い
う
見
解
に
立
っ
て
は
い
た
。
た
だ
し
そ
の
際
、
彼
の
世
俗
的
為
政
者
た
ち
は
主
と
し
て
、
神
の
怒
り
の
執
行
者

と
し
て
出
現
し
、
そ
の
こ
と
は
結
果
と
し
て
彼
ら
に
道
徳
的
フ
リ
ー
ハ
ン
ド
を
認
め
る
こ
と
と
な
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

ル
タ
ー
は
い
う
。

血
を
流
す
こ
と
な
し
に
現
世
が
支
配
で
き
る
な
ど
と
誰
も
考
え
ぬ
よ
う
に
。
支
配
者
の
剣
は
、
赤
く
血
塗
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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な
ぜ
な
ら
、
現
世
は
こ
れ
か
ら
も
邪
悪
で
あ
ろ
う
し
、
邪
悪
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
剣
と
は
、
そ
の
こ
と
に
対
す
る

神
の
鞭
で
あ
り
、
ま
た
報
復
な
の
で
あ
る）
。

こ
れ
に
対
し
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
考
え
る
世
俗
的
為
政
者
は
性
格
を
異
に
す
る
。
彼
は
、
現
世
が
い
ま
だ
世
界
の
完
成
を
見
て
お
ら

ず
・
そ
こ
で
の
罪
の
力
が
無
視
で
き
な
い
と
す
る
点
で
は
、
ル
タ
ー
と
同
じ
見
解
に
立
っ
て
い
た
。
罪
の
矯
正
主
体
と
し
て
世
俗
的

為
政
者
を
期
待
す
る
認
識
も
、
両
宗
教
改
革
者
は
こ
れ
を
共
有
で
き
た
で
あ
ろ
う

）
。
た
だ
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
、
当
の
罪
が
世
俗
的
為
政

者
を
も
蝕
む
こ
と
に
、
ル
タ
ー
以
上
に
敏
感
だ
っ
た
と
い
え
る
。
特
に
単
独
の
為
政
者
に
よ
る
権
力
の
占
有
を
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
、
教

皇
を
擁
す
る
ロ
ー
マ
=
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
へ
の
批
判
と
も
相
ま
っ
て
、
未
だ
完
成
を
見
な
い
世
界
で
働
く
罪
の
誘
惑
に
対
し
て
楽
観

的
に
す
ぎ
る
と
し
た

）
。
そ
の
結
果
、
一
定
の
枠
内
に
制
限
さ
れ
た
責
務
を
世
俗
的
為
政
者
に
認
め
つ
つ
、
彼
は
、
あ
る
枠
内
に
制
限

さ
れ
た
責
務
を
負
う
他
の
統
治
参
与
者
を
正
当
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
古
代
ロ
ー
マ
の
護
民
官
が
例
と
し
て
挙
げ

ら
れ
る
、
次
位
の
為
政
者
や
身
分
制
議
会
を
彼
は
、
世
俗
的
為
政
者
の
任
務
遂
行
の
現
実
を
問
い
質
す
主
体
と
し
て
認
め
る
の
で
あ

る
。
最
高
位
に
位
置
す
る
者
に
も
次
位
に
位
置
す
る
者
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
制
限
さ
れ
た
権
威
を
授
け
た
の
は
他
な
ら
ぬ
唯

一
の
神
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
想
定
し
て
い
た
の
は
、
限
定
さ
れ
た
義
務
を
相
互
に
果
た
し
合
う
中
で
の

（m
utu

a
o
blig

atio

）
秩
序
形
成
だ
っ
た
と
い
え
よ
う

）
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
う
か
が
え
る
の
は
、
王
を
制
す
る
た
め
に
神
に
よ
っ
て

呼
び
出
さ
れ
た
次
位
の
世
俗
的
為
政
者
の
務
め
が
、
終
末
論
な
い
し
救
済
史
と
い
う
神
学
的
枠
組
み
の
中
で
宗
教
的
義
務
に
高
め
ら

れ
、
一
六
世
紀
後
半
か
ら
台
頭
す
る
モ
ナ
ル
コ
マ
キ
を
誘
発
し
て
い
く
消
息
で
あ
る
。

（
三
）

世
俗
的
為
政
者
を
必
要
と
す
る
の
は
誰
か

世
俗
的
為
政
者
が
重
要
だ
と
し
て
も
、
誰
に
と
っ
て
そ
う
な
の
か
と
い
う
興
味
深
い
問
題
が
、
宗
教
改
革
期
に
は
存
在
し
た
。
簡
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潔
に
い
え
ば
、
ル
タ
ー
は

非
キ
リ
ス
ト
者
に
と
っ
て

と
答
え
る
。
宗
教
改
革
運
動
の
口
火
を
切
っ
た
ド
イ
ツ
の
宗
教
改
革
者
は
、

新
し
い
信
仰
に
目
覚
め
た
キ
リ
ス
ト
者
た
ち
の
共
同
体
形
成
に
期
待
を
寄
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
現
世
が
真
の
信
仰
者
た

ち
だ
け
で
構
成
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
世
俗
的
統
治
と
そ
の
主
体
は
必
要
な
い
。
彼
ら
彼
女
ら
は
キ
リ
ス
ト
教
的
愛
だ
け
で
結
び
合

い
、
秩
序
を
形
成
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
罪
ゆ
え
に
、
こ
う
し
た
結
合
を
実
現
し
得
な
い
非
キ
リ
ス
ト
者
の
た
め
に
こ
そ
、
世
俗
的

為
政
者
た
ち
は
恐
ろ
し
い
剣
を
行
使
す
る
の
で
あ
り
、
真
の
キ
リ
ス
ト
者
が
彼
ら
を
尊
ぶ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
哀
れ
む
べ
き
非
キ
リ

ス
ト
者
た
ち
に
愛
を
向
け
、
彼
ら
彼
女
ら
と
連
帯
す
る
た
め
な
の
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
者
が
権
威
に
仕
え
る
の
も
、
自
分
で
そ
れ
を
必
要
と
す
る
か
ら
で
は
な
く
て
、
保
護
の
た
め
、
ま
た
、
悪
人
が
悪
く
な
ら
な
い
た

め
に
、
他
人
が
そ
れ
を
必
要
と
す
る
か
ら
で
あ
る）
。

し
か
る
に
、
第
二
世
代
の
宗
教
改
革
者
は
ま
ず
経
験
か
ら
、
真
の
キ
リ
ス
ト
者
た
ち
が
共
同
体
形
成
に
お
い
て
必
ず
し
も
卓
越
し

た
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
発
揮
す
る
わ
け
で
な
い
こ
と
を
認
め
て
い
た
。
そ
も
そ
も
、
秩
序
あ
る
共
同
体
形
成
能
力
へ
の
ナ
イ
ー
ブ
な

過
信
が
、
宗
教
改
革
急
進
派
の
台
頭
を
招
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
何
よ
り
急
進
派
の
世
俗
的
為
政
者
不
要
論
の
中
に
カ
ル
ヴ
ァ

ン
は
、
将
来
に
お
い
て
完
成
を
見
る
世
界
を
過
度
に
先
取
り
し
て
受
け
と
め
る
、
終
末
論
的
誤
謬
を
見
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。

も
し
、
わ
た
し
た
ち
が
真
の
祖
国
を
あ
こ
が
れ
て
い
る
間
は
地
上
に
あ
っ
て
異
邦
人
（pere

g
rin

ari
s
u
p
er

terra
m

）
な
の
で
あ
り
、
異

邦
人
で
あ
る
に
は
そ
の
よ
う
な
助
け
（
政
治
の
こ
と
…
…
引
用
者
に
よ
る
補
足
）
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
が
神
の
意
志
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ

の
助
け
そ
の
も
の
を
人
か
ら
取
り
上
げ
る
者
は
、
そ
の
人
か
ら
人
間
性
を
奪
い
去
る
の
で
あ
る
。
神
の
教
会
に
は
法
律
の
代
わ
り
に
こ
れ
を

整
え
る
の
に
十
分
な
完
全
性
が
あ
る
と
主
張
す
る
者
が
い
る
が
、
彼
ら
は
人
間
社
会
の
中
に
決
し
て
見
出
せ
な
い
も
の
を
愚
か
に
も
空
想
し
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て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る）
。

い
ま
カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
関
心
を
向
け
て
い
る
の
は
、
信
仰
者
が
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
巡
礼
に
対
す
る
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
で
あ
る

）
。
そ

の
と
き
世
俗
的
為
政
者
は
彼
に
と
っ
て
、
直
前
の
引
用
文
で
明
示
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
い
わ
ば

人
間
の
条
件

と
し
て
高
く
評

価
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
、
統
治
と
そ
の
主
体
の
宗
教
的
正
当
化
な
い
し
は
神
聖
化
と
呼
ぶ
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
、
信
仰
者
だ
か
ら
こ
そ
、
す
な
わ
ち
現
世
に
あ
っ
て
は
巡
礼
者
だ
か
ら
こ
そ
、
世
俗
的
為
政
者
の
助
け
を
必
要
と
す

る
と
い
う
見
解
は
、
こ
の
時
代
、
少
な
か
ら
ぬ
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

宗
教
改
革
と
は
あ
る
意
味
で
、
キ
リ
ス
ト
教
世
界
（C

orp
u
s
C
h
ristia

n
u
m

）
と
し
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
経
験
し
た
政
治
の
危
機

だ
っ
た
と
も
い
え
る
。
改
革
運
動
の
過
程
で
│
│
特
に
信
仰
義
認
説
が
強
調
さ
れ
る
過
程
で
│
│
信
仰
す
る
個
々
の
主
体
の
内
面
が

自
己
完
結
し
た
結
果
、
次
の
よ
う
な
認
識
が
否
定
さ
れ
か
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
主
体
同
士
が
異
な
る
理
念
や
利

害
を
有
し
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
必
然
的
に
フ
リ
ク
シ
ョ
ン
が
生
じ
、
そ
し
て
そ
の
（
場
合
に
よ
っ
て
は
）
強
制
的
な
統
合
が
要
請
さ

れ
る
、
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
、
現
世
に
あ
っ
て
は
政
治
的
解
決
が
求
め
ら
れ
ざ
る
を
得
な
い
フ
リ

ク
シ
ョ
ン
が
、
信
仰
者
の
間
で
さ
え
も
生
じ
る
こ
と
を
直
視
し
た
。
よ
り
正
確
に
は
、
こ
う
し
た
フ
リ
ク
シ
ョ
ン
の
止
揚
は
世
界
が

完
成
す
る
ま
で
あ
り
得
な
い
、
と
の
終
末
論
的
な
神
学
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
、
こ
の
問
題
を
直
視
で
き
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
現
世
に
お

け
る
現
世
的
な
問
題
の
解
決
に
、
彼
は
真
摯
に
取
り
組
も
う
と
し
た
し
、
ま
た
真
摯
に
取
り
組
む
こ
と
を
、
神
学
的
主
張
と
し
て

人
々
に
説
き
得
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
真
摯
さ
は
カ
ル
ヴ
ァ
ン
に
、
現
世
的
問
題
の
解
決
主
体
で
あ
る
世
俗
的
為
政
者
が
そ
の
威

厳
を
保
つ
た
め
の
方
策
を
、
詳
細
に
論
じ
る
必
要
さ
え
自
覚
さ
せ
た
。
彼
は
君
主
が
保
有
す
べ
き
抑
止
力
と
し
て
の
軍
備
を
論
じ

（

最
終
章

一
一
節
・
一
二
節
）、
ま
た
君
主
が
見
ば
え
の
す
る
生
活
を
維
持
で
き
る
だ
け
の
徴
税
を
正
当
化
す
る
（

最
終
章

一
三

節
）。
こ
の
よ
う
に
、
世
俗
的
為
政
者
の
あ
り
方
を
具
体
的
に
問
題
に
す
る
の
が
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
と
そ
の
神
学
な
の
で
あ
っ
た
。
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以
上
、
改
革
者
の
終
末
意
識
の
中
で
浮
上
し
て
き
た
存
在
と
し
て
の
世
俗
的
為
政
者
を
検
討
し
て
き
た
。
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
議
論
の

あ
る
部
分
は
、
世
俗
的
為
政
者
へ
の
服
従
を
徹
底
的
に
正
当
化
す
る
も
の
で
あ
り
、
他
の
部
分
は
そ
れ
を
問
い
直
す
契
機
を
秘
め
て

い
る
。
た
だ
し
こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
現
世
に
あ
っ
て

す
で
に

決
定
的
な
形
で
始
ま
っ
た
が
・

い
ま
だ

完
成
し
て
い
な
い
神

の
国
の
あ
り
よ
う
を
教
え
ら
れ
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
信
仰
者
に
と
っ
て
、
直
視
し
考
え
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
に
他
な
ら

な
い
。
政
治
の
不
可
避
性
と
い
う
も
の
が
、
信
仰
の
論
理
の
中
で
、
あ
ら
た
め
て
ト
ポ
ス
を
得
た
の
で
あ
る

）
。

五

お
わ
り
に

文
化
や
経
済
活
動
そ
し
て
政
治
と
い
っ
た
営
み
は
そ
も
そ
も
、
持
続
す
る
現
世
世
界
を
前
提
と
し
て
展
開
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
終
末
論
と
は
次
の
瞬
間
に
も
生
じ
う
る
現
世
の
断
絶
を
予
想
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
神
学
的
教
説
は
本
質

的
に
文
化
や
政
治
と
の
整
合
性
確
保
に
困
難
を
き
た
す
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
が
政
治
と
い
う
問
題
を

処
理
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
そ
こ
に
は
往
々
に
し
て
終
末
論
の
後
退
が
目
撃
さ
れ
る
。

マ
ラ
ナ
・
タ
（M

ara
n
a
ta;

主
よ
、
来
た
り

ま
せ
）

と
カ
タ
コ
ン
ベ
で
信
仰
者
た
ち
が
祈
り
続
け
た
迫
害
期
が
終
わ
る
と
、
カ
エ
サ
リ
ア
の
エ
ウ
セ
ビ
オ
ス
（E

u
se
bios;

2
6
0‐
3
3
9

）
は
た
だ
ち
に
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
帝
（C

o
n
sta

ntin
u
s;
27
4
‐
3
37

）
を
メ
シ
ヤ
と
見
な
し
称
え
る
皇
帝
教
皇
主
義

（Ca
esaro

p
a
pis

m

）
を
提
示
し
た
。
そ
の
の
ち
中
世
に
お
い
て
世
俗
的
な
る
も
の
は
、
終
末
論
と
の
関
連
を
喪
失
し
て
い
く
代
わ
り

に
、
す
な
わ
ち
過
ぎ
ゆ
く
も
の
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
失
っ
て
い
く
代
わ
り
に
、
本
質
的
に
霊
的
な
も
の
と
切
り
離
さ
れ
た

空

間

と
し
て
再
定
義
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
こ
の
と
き
、
世
俗
的
な
る
も
の
と
霊
的
な
る
も
の
は
互
い
に
異
な
る
場
所
を
占
め

る
よ
う
に
な
り
、
前
者
は
後
者
と
没
交
渉
的
に
、
自
身
を
固
有
の
言
葉
で
神
聖
化
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る

）
。

以
上
の
診
断
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
中
世
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
政
治
の
自
律
化
と
そ
れ
を
本
質
的
に
追
認
す
る
し
か
な
い
神
学
の
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あ
り
方
に
対
し
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
と
い
う
人
は
、
政
治
が
キ
リ
ス
ト
教
世
界
と
い
う
重
力
圏
か
ら
脱
す
る
の
を
と
ど
め
よ
う
と
す
る
、

中
世
最
後
の
／
近
代
最
初
の
試
み
を
行
っ
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

け
れ
ど
も
、
持
続
す
る

空
間

と
そ
こ
で
継
続
さ
れ
る
文
化
的
営
為
の
圧
力
が
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
と
そ
の
継
承
者
に
た
だ
ち
に
加

え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
カ
ル
ヴ
ァ
ン
没
後
ま
も
な
く
し
て
、
彼
の
高
弟
テ
オ
ド
ー
ル
=
ド
=
ベ
ー
ズ
（T

h
e
´

o
d
ore

d
e
B
e
｀
ze;

1
5
19
‐
1
6
05

）
は
、
当
時
北
イ
タ
リ
ア
で
再
評
価
さ
れ
て
い
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
論
理
学
を
採
用
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
も
ル
タ
ー
派

と
も
異
な
る
、
体
系
的
な
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
の
神
学
を
構
想
し
た

）
。
こ
う
し
て
、
複
数
の

真
の
宗
教

が
並
立
す
る
近
代
世
界
の
中

で
各
派
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
は
命
脈
を
保
と
う
と
す
る
の
だ
が
、
こ
の
と
き
、
世
界
の
時
間
的
断
絶
を
神
学
的
に
必
ず
し
も
予

定
し
な
く
な
っ
て
い
た
神
学
は
、
形
而
上
学
的
に
、
と
い
え
ば
誤
解
を
招
く
だ
ろ
う
が
、
少
な
く
と
も
、
世
俗
的

空
間

と
い
う

そ
の
存
立
基
盤
が
疑
わ
れ
得
な
く
な
っ
た
世
俗
的
為
政
者
に
直
面
し
、
あ
る
い
は
彼
ら
を
擁
護
し
・
あ
る
い
は
彼
ら
を
問
い
質
す
議

論
を
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

以
後
、
世
俗
的
領
域
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
が
高
ま
る
中
、
西
欧
の
宗
教
は
人
々
の
内
面
と
い
う

空
間

に
後
退
し
て
こ
こ
に
籠
城
し
、

そ
れ
を
死
守
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
政
治
的
な
存
在
証
明
を
訴
え
て
い
く
。
神
聖
不
可
侵
な
内
面
性
に
対
す
る
権
力
の
介
入
を
不
当

と
見
な
し
、
近
代
自
由
主
義
を
確
立
し
た
と
い
う
点
で
は
、
こ
こ
で
の
戦
略
は
大
き
な
貢
献
を
人
類
に
果
た
し
た
と
い
え
る
。
そ
の

意
義
は
い
く
ら
強
調
し
て
も
強
調
し
す
ぎ
る
こ
と
は
な
い
。

た
だ
し
、
政
治
と
い
う
人
間
の
営
み
を
相
対
的
に
で
は
あ
る
が
真
摯
に
受
け
と
め
る
、
ひ
と
つ
の
見
方
を
私
た
ち
が
失
っ
て
久
し

い
こ
と
は
、
あ
ら
た
め
て
自
覚
し
て
お
き
た
い
。
近
代
以
降
、
政
治
は
そ
の
絶
対
化
が
警
戒
さ
れ
る
問
題
と
し
て
考
え
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
当
然
と
い
え
ば
当
然
で
あ
る
。
そ
れ
が
自
律
性
を
主
張
す
る

空
間

で
は
、
他
に
対
抗
す
る
も
の
が
な
い
か
ら
で
あ

る
。
（
そ
の
終
わ
り
を
予
定
し
た
）
時
間

と
い
う
枠
組
み
の
中
で
、
政
治
を
改
め
て
飼
い
慣
ら
す
こ
と
が
果
た
し
て
で
き
る
の
か

で
き
な
い
の
か
。

持
続
可
能
性
（su

stain
a
bility

）

と
い
う
こ
と
が
政
治
的
イ
シ
ュ
ー
に
な
っ
た
今
日
、
失
わ
れ
た
西
欧
の
姿
と
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そ
こ
で
の
政
治
の
あ
り
方
か
ら
示
唆
を
得
よ
う
と
す
る
の
は
、
あ
ま
り
に
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
あ
ろ
う
か
。

（
1
）

綱
要

最
終
版
（
ラ
テ
ン
語
）
か
ら
の
引
用
は
、Peter

B
arth＆

W
illh

el
m

N
iesel(

e
ds.),

‑

（
以
下

と
略
す
）

(
M
u
¨

n
c
h
e
n,
1
9
5
1)

に
よ
る
。
な
お
本
書
に
つ
い
て
は
渡
辺
信
夫
氏
に
よ
る
邦
訳
（
カ
ル
ヴ
ァ
ン

キ
リ
ス
ト
教
綱
要

改
訳
版
、
全
三
巻
、
新
教
出
版
社
、
二
〇
〇
七
│
二
〇
〇
九
年
）
が
あ
り
、
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、

綱
要

の
引
用
に
際
し
て
は
、

の
巻
と
頁
を
示
す
他
、
慣
例
に
従
っ
た
巻
・
章
・
節
の
明
記
を
行
う
。
た
と
え
ば

綱
要

I
V.2
0.8

と
は

綱
要

最
終
版
第
四
巻
二
〇
章
八
節
を
意
味
す
る
。

（
2
）

,
p.5.

（
3
）

綱
要

各
版
の
評
価
と
そ
の
翻
訳
お
よ
び
流
通
の
事
情
に
つ
い
て
は
、A

lister.
E.

M
c
G
rath;

(
Blac

k
w
ell,

O
xford,

19
90),

p
p.1
36
‐1
4
4

、
邦
訳
ア
リ
ス
タ
ー
・

E・
マ
ク
グ
ラ
ス

ジ
ャ
ン
・
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
生
涯

下

（
芳

賀
力
訳
、
キ
リ
ス
ト
新
聞
社
、
二
〇
一
〇
年
）
二
一
│
三
一
頁
を
参
照
。

（
4
）

こ
の
立
場
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
、
近
代
初
期
政
治
思
想
の
研
究
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
た
ス
キ
ナ
ー
の
著
作
が
挙
げ
ら
れ

る
。Q

u
e
ntin

S
kin

n
er;

(
C
a
m‑

brid
g
e
U
niv

ersity
P
ress,

1
97
8)

の
特
にp

p.19
1
‐1
9
3

を
参
照
。

（
5
）A

lister.
E.

M
c
G
rath;

(
Blac

k
w
ell,

O
xford,

19
9
3),

p.1
2
6

で
は
、
た
と
え
ば
予
定
論
が
教
理
教
育
の
た
め
の
配
慮
か
ら
、
そ
の
力
点
を
変
化
さ
せ
て
き
た
経
緯
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
ま
た

カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
論
の
変
化
に
つ
い
て
簡
潔
に
ま
と
め
た
も
の
と
し
て
は
、
ヴ
ィ
ム
=
ヤ
ン
セ

カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
聖
餐
論

（
野
村
信
・
鈴
木
昇
司
・
曽
田
長
人
・
田
上
雅
徳
訳
）
ア
ジ
ア
=
カ
ル
ヴ
ァ
ン
学
会
日
本
支
部
編
・
久
米
あ
つ
み
監
修

新
た
な
一
歩
を

│
│
カ
ル
ヴ
ァ
ン
生
誕
5
0
0
年
記
念
論
集

（
キ
リ
ス
ト
新
聞
社
、
二
〇
〇
九
年
）
六
九
│
九
八
頁
を
参
照
。
こ
れ
に
対
しH

arro

H
o
¨

pfl;
(
C
a
m
brid

g
e
U
niv

ersity
P
ress,

19
8
2),

p.1

お
よ
びp.1

5
3

で
は
、
政
治
に
か

か
わ
る
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の

公
式
的
な
教
説
（official

d
octrin

e

）

が
初
版
以
来

綱
要

で
は
変
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、

こ
の
宗
教
改
革
者
の
政
治
的
実
践
は
神
学
か
ら
の
演
繹
で
は
な
い
こ
と
が
論
じ
ら
れ
る
。Q.

S
kin

n
er;

.,
p.1
93

で
も
同
様
の

見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
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（
6
）

神
学
書
と
し
て
の

綱
要

最
終
版
の
体
系
性
を
重
視
し
つ
つ
、
そ
の
最
終
章
に
言
及
し
よ
う
と
す
る
と
、
た
と
え
ばC

h
arles

P
arte

e;
(

W
est

m
in
ster

Jo
h
n
K
n
o
x
P
ress,

L
o
uisville,

K
e
n.,
2
00
8),

p.2
9
3

で
い
わ
れ
て
い

る
よ
う
に
、
当
該
章
は
、

神
学
的
・
理
論
的
に
は
正
し
い
が
、
政
治
的
・
実
践
的
に
は
間
違
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る

テ
キ
ス
ト
と
し

て
処
理
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。
ま
た
、
マ
ッ
ク
ス
=
ウ
ェ
ー
バ
ー
か
ら
示
唆
を
得
て
、

綱
要

最
終
版
を
貫
い
て
い
る
と
さ
れ
る
徹

底
的
な
物
神
化
拒
否
の
論
理
が
政
治
に
か
か
わ
る
即
事
的
な
理
性
を
培
っ
た
とR

alp
h
H
a
n
coc

k;

(
H
arv

ard
U
niv

ersity
P
ress,

1
9
89)

は
主
張
す
る
が
、
議
論
そ
れ
自
体
は
や
や
図
式
的
に
過
ぎ
る
と
の
印
象
を

否
め
な
い
。

（
7
）

神
学
者
の
手
に
よ
る
研
究
が
カ
ル
ヴ
ァ
ン
政
治
思
想
の

近
代
性

を
弁
証
す
る
傾
向
を
帯
び
が
ち
だ
っ
た
の
に
対
し
、
そ
の
中
世

的
性
格
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
古
典
的
研
究
と
し
て
は
、
宗
教
改
革
者
の
神
政
政
治
志
向
を
強
調
し
たE

r
n
st

T
ro
eltsc

h;
‑

(
A
ale

n,
re
pr.

1
9
7
7)

が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
8
）

,
p.4
7
1.

綱
要

I
V.2
0.1.

（
9
）

こ
こ
で
の
問
題
設
定
に
際
し
て
は
、Pa

ul
M
ars

h
all;

C
alvin,

P
olitics,

a
n
d
P
olitical

S
cie

n
ce",

in
D
a
vid

W.
H
all＆

M
arvin

P
a
d
g
ett;

(
P&

R
P
u
blis

hin
g,

P
hillipsb

u
r
g,

N
J,
2
0
10),

p.14
6

か
ら
大
き
な
示
唆
を
受
け
た
。

（
10
）

協
治

と
い
う
訳
語
を
あ
て
て

ガ
バ
ナ
ン
ス

を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
は
、
小
渕
恵
三
前
首
相
に
提
出
さ
れ
た
報
告
書
で
あ

る

21
世
紀
日
本
の
構
想

懇
談
会
（
河
合
隼
雄
監
修
）

日
本
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
は
日
本
の
中
に
あ
る

（
講
談
社
、
二
〇
〇
〇
年
）、

特
に
そ
の
三
六
│
三
七
頁
、
お
よ
び
五
〇
│
五
五
頁
を
参
照
。

（
11
）

,
p.4
7
8.

綱
要

I
V.2
0.8.

（
12
）

甚
野
尚
志

中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
社
会
観

（
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
〇
七
年
）
九
│
一
二
頁
を
参
照
。

（
13
）

和
田
光
司

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
宗
教
改
革
の
基
本
的
性
格
に
つ
い
て

西
洋
史
論
叢

第
九
号
（
一
九
八
七
年
）
五
八
│
五
九
頁
を
参

照
。
な
おC

h
arles

T
a
ylor;

(
H
arv

ard
U
niv

ersity
P
ress,

19
8
9),

p
p.22

7
‐
2
29

、
邦
訳
チ
ャ
ー
ル
ズ
=
テ

イ
ラ
ー

自
我
の
源
泉

（
下
川
潔
・
桜
井
徹
・
田
中
智
彦
訳
、
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
）
二
六
〇
│
二
六
一
頁
は
、
カ
ル

ヴ
ァ
ン
に
と
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
混
沌
と
闘
い
、
秩
序
を
構
築
す
る
こ
と
が
、
そ
も
そ
も
信
仰
者
の
生
の
目
的
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
た
こ

と
を
指
摘
す
る
。
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（
14
）

,
p.1
9
1.

綱
要

I
V.1
0.2

8.
（
15
）

,
p.4
7
7.

綱
要

I
V.2
0.7.

（
16
）

W
ille

m
v
a
n

t
S
pijk

er;
T
h
e
K
in

g
d
o
m
of

C
h
rist

A
ccordin

g
to

B
u
cer

a
n
d
C
alvin",

in
P
eter

D
e
K
ler

k(
e
d.);

(
C
alvin

Stu
dies

S
ociety,

G
ra

n
d
R
a
pids,

M
ic
h.,
1
9
9
3),

p.1
21

に
よ
る
と
、
こ
こ
で
の
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の

着
想
は
、

ひ
と
り
の
羊
飼
い
の
下
に
お
け
る
、
ふ
た
り
の
異
な
っ
た
羊
飼
い

と
い
う
表
現
を
採
用
し
た
ブ
ー
ツ
ァ
ー
（M

artin

B
u
cer;

1
4
9
1
‐1
5
51

）
の
そ
れ
が
影
響
し
て
い
る
。

（
17
）

,
p.4
7
2.

綱
要

I
V.2
0.1.

（
18
）

,
p.29

4.

綱
要

III.1
9.1

5.

（
19
）

,
p.4
7
4.

綱
要

I
V.2
0.3.

（
20
）

念
の
た
め
に
述
べ
て
お
く
が
、
こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
そ
の
神
学
を
組
織
的
に
ま
と
め
た

綱
要

と
い

う
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
、
彼
が
、
宗
教
的
営
為
と
政
治
的
営
為
と
の
区
分
を
明
瞭
か
つ
積
極
的
に
論
じ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

換
言
す
れ
ば
こ
の
こ
と
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
に
お
け
る
実
践
と
し
て
の
宗
教
改
革
運
動
が
、
そ
こ
で
の
市
政
府
に
対
し
て
教
会
が
自
律
性
を

確
保
し
よ
う
と
す
る
闘
い
だ
っ
た
の
を
認
め
る
こ
と
と
、
決
し
て
矛
盾
は
し
な
い
。
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
に
お
け
る
世
俗
的
権
力
か
ら
教
会
の
自

律
が
ど
う
図
ら
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、
拙
著

初
期
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
政
治
思
想

（
新
教
出
版
社
、
一
九
九
九
年
）
の
特
に
第
五
章
で
も

論
じ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
本
稿
が
取
り
組
ん
で
い
る
の
は
、
な
ぜ
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
に
お
け
る
現
実
的
な
問
題
が
宗
教
改
革
者
の

神
学
書
の
中
で
あ
ま
り
前
面
に
出
て
こ
な
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
政
治
思
想
の
意

義
が
弱
ま
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
を
解
明
す
る
た
め
に
も
、
今
日
的
な
政
治
思
想
研
究
で
培
わ
れ
た
問
題
意
識
と
そ
れ

が
設
定
す
る
視
座
か
ら
神
学
を
評
価
す
る
の
で
は
な
く
、
特
定
の
神
学
が
そ
も
そ
も
政
治
と
い
う
も
の
を
ど
う
見
た
の
か
と
い
う
こ
と
に

留
意
す
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
い
う
視
点
を
提
唱
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
21
）

ル
タ
ー
の
信
仰
義
認
論
が
現
実
的
に
社
会
的
政
治
的
混
乱
を
誘
発
す
る
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
簡
潔
に
ま

と
め
た
も
の
と
し
て
は
、
有
賀
弘

ド
イ
ツ
宗
教
改
革

岩
波
講
座

世
界
歴
史

一
四

（
岩
波
書
店
、
一
九
六
九
年
）
三
五
七
│
三

六
〇
頁
を
参
照
。
ま
た
、
宗
教
改
革
期
に
お
け
る
聖
書
解
釈
の
多
元
化
と
急
進
派
の
台
頭
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、A

lister
M
c‑

G
rath;

(
S
P
C
K,

L
o
n
d
o
n,
20
0
7),

p
p.79

‐
8
0

を
参
照
。
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（
22
）

急
進
派
に
よ
る
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
占
拠
の
実
情
と
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
の
貴
重
な
証
言
は
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
=
グ
レ
シ
ュ
ベ
ッ
ク

千
年

王
国
の
惨
劇
│
│
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
再
洗
礼
派
王
国
目
撃
録

（

C・

A・
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
編
、
倉
塚
平
訳
、
平
凡
社
、
二
〇
〇
二
年
）
に

ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

（
23
）

,
p.29.

（
24
）

世
俗
的
為
政
者
を
尊
重
し
よ
う
と
し
な
い
急
進
派
を
教
会
の
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
か
ら
排
除
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
見
ら
れ
る
、
急
進
派

に
対
す
る
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
嫌
悪
感
に
つ
い
て
は
、W

i
m

B
alk

e;
C
alvin

u
n
d
die

T
a
¨

ufer",
in

H
er

m
a
n
J.

S
eld

er
h
uis

(
H
rs
g.);

(
M
o
h
r
Sie

b
ec

k,
T
u
¨

bin
g
e
n,
2
00
8),

S.1
5
4

を
参
照
。
た
だ
し
一
方
で
、
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ

（H
uldr

y
c
h
Z
w
in

gli;1
48
4
‐
1
53
1

）
が
急
進
派
を
全
否
定
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
た
と
え
ば
後
者
の
信

仰
の

素
朴
さsi

m
plicite

´

を
評
価
す
る
視
点
を
有
し
て
い
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。
出
村
彰

出
村
彰
宗
教
改
革
論
集
1

カ
ル
ヴ
ァ
ン

霊
も
魂
も
体
も

（
新
教
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
）
一
七
五
│
一
七
六
頁
を
参
照
。

（
25
）

,
p.2
0
4.

綱
要

I
V.1
1.9.

（
26
）

,
p.47

1.

綱
要

I
V.20.1.

最
終
章

の
最
後
の
二
節
で
語
ら
れ
る
、
次
位
の
世
俗
為
政
者
や
三
部
会
に
よ
る
君
主

に
対
す
る
抵
抗
が
、
権
力
追
従
者
を
牽
制
す
る
議
論
を
兼
ね
て
い
る
と
言
え
な
く
も
な
い
。
た
だ
し
、
暴
君
た
ち
に
抵
抗
す
る
こ
と
と
、

彼
ら
に
追
従
す
る
者
た
ち
を
批
判
す
る
こ
と
と
の
間
に
は
、
や
は
り
無
視
で
き
な
い
問
題
の
位
相
の
差
が
存
在
す
る
。
何
よ
り
、

最
終

章

の
最
後
の
二
節
に
割
か
れ
た
紙
幅
は
、
や
は
り
狭
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

（
27
）

,
p.2
0
0.

綱
要

I
V.1
1.4.

（
28
）

本
段
落
に
か
か
わ
る
、
よ
り
詳
し
い
説
明
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

カ
ル
ヴ
ァ
ン
に
お
け
る

終
末
論

と
政
治

鷲
見
誠
一
・
千
葉

眞
編
著

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
政
治
思
想
史
と
精
神
史
の
交
叉

（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
八
年
）
を
参
照
。
本
稿
は
、

カ

ル
ヴ
ァ
ン
に
お
け
る

終
末
論

と
政
治

論
文
の
応
用
と
い
う
性
格
を
有
す
る
。

（
29
）I.
Jo

h
n

H
esselin

k;
(

W
est

m
in
ster

Jo
h
n

K
n
o
x

P
ress,

L
o
uisville,

K
e
n.,
19
9
7),

p.17
4

を
参
照
。

（
30
）

,
p.4
9
4.

綱
要

I
V.2
0.2

2.

（
31
）

,
p.4
9
5.

綱
要

I
V.2
0.2

4.
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（
32
）

カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
新
約
聖
書

ロ
ー
マ
書

一
三
章
を
注
解
す
る
中
で
、
世
俗
的
為
政
者
に
対
す
る
服
従
が
愛
を
伴
っ
て
い
る
べ
き
こ

と
を
説
く
。
こ
の
点
を
重
視
し
た
議
論
と
し
て
はR

ic
h
ard

A.
M
uller;

C
alvin,

B
eza,

a
n
d
th

e
E
x
e
g
etical

H
istor

y
of

R
o‑

m
a
n
s1
3:1

‐7
",

in
P
eter

D
e
K
ler

k(
e
d.);

(
C
alvin

Stu
dies

S
ociety,

1
9
9
3),

p.1
46

を
参
照
。

（
33
）

,
p.5
00.

綱
要

I
V.2
0.29.

完
成
さ
れ
た
世
界
に
相
応
し
く
自
己
を
訓
練
さ
せ
る
こ
と
が
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
終
末
論
の

ひ
と
つ
の
含
意
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

カ
ル
ヴ
ァ
ン
に
お
け
る

終
末
論

と
政
治

を
参
照
。
な
お
、
職
務
に
相
応
し

く
な
い
人
格
を
尊
重
す
る
の
が
訓
練
と
し
て
の
意
味
を
帯
び
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
同
様
の
問
題
を
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
、
牧
師
論

を
展
開
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
言
及
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
資
質
が
お
よ
そ
疑
問
に
付
さ
れ
る
よ
う
な
聖
職
者
を
人
々
に
あ
て
が
う

こ
と
で
、
彼
ら
彼
女
ら
の
服
従
を
、
神
は
試
す
と
い
う
の
で
あ
る
。

神
は
わ
た
し
た
ち
を
自
身
の
言
葉
へ
の
聴
従
に
慣
れ
さ
せ
る
の
で

あ
る
が
、
そ
の
言
葉
が
た
と
え
わ
た
し
た
ち
と
同
列
の
人
間
を
通
じ
て
伝
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
れ
、
否
、
時
と
し
て
し
ば
し
ば
、

わ
た
し
た
ち
よ
り
も
威
厳
の
劣
る
人
間
を
通
じ
て
伝
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
れ
、
そ
れ
に
従
う
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
…
…
塵
か

ら
起
こ
さ
れ
た
、
ど
こ
ぞ
や
の
小
さ
な
人
間
が
神
の
名
に
よ
っ
て
語
る
時
、
そ
の
人
が
わ
た
し
た
ち
に
何
ら
か
の
点
に
お
い
て
ま
さ
っ
て

い
な
く
と
も
、
そ
の
務
め
の
前
に
自
分
自
身
を
素
直
に
示
す
な
ら
ば
、
神
自
身
に
対
す
る
わ
た
し
た
ち
の
敬
虔
と
服
従
を
、
最
高
の
証
拠

に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
神
は
ま
た
こ
の
理
由
に
よ
っ
て
、
自
身
の
天
上
の
知
恵
の
宝
を
、
も
ろ
い

土

の
器

に
隠
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
が
そ
の
宝
を
い
か
に
重
ん
じ
る
か
を
試
す
の
で
あ
る
。

,
p.43.

綱
要

I
V.3.1.

（
34
）

た
だ
し
、
最
晩
年
の
カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
説
教
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
迫
害
に
言
及
し
て
、
か
の
地
で
の

政
治
体
制
に
対
す
る
批
判
を
徐
々
に
強
め
て
い
っ
た
こ
と
も
事
実
で
は
あ
る
。W

ille
m

N
ije

n
h
uis;

(
E.

J.
B
rill,

L
eid

e
n,

T
h
e
N
eth

erla
n
ds,

1
99
4),

p.8
1

を
参
照
。

（
35
）

W
illia

m
T.

C
a
v
a
n
o
u
g
h;

C
h
u
rc
h",

in
P
eter

S
cott＆

W
illia

m
T.

C
a
v
a
n
o
u
g
h(

e
ds.);

‑

(
Blac

k
w
ell

P
u
blis

hin
g
L
td.,

O
xford,

2
0
04),

p.4
0
4

を
参
照
。

（
36
）

,
p.11.

（
37
）

W
illia

m
R.

Ste
v
e
n
so

n,
Jr.;

C
alvin

a
n
d
P
olitical

Iss
u
es",

in
D
o
n
ald

K.
M
c
K
i
m(

e
d.);

‑

(
C
a
m
brid

g
e
U
niv

ersity
P
ress,

2
0
0
4),

p.1
74

、
お
よ
び
渡
辺
信
夫

カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
教
会
論

（
改
革
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社
、
一
九
七
六
年
）
三
三
四
頁
を
参
照
。

（
38
）

M
artin

L
uth

er;
V
o
n
K
a
ufs

h
a
n
dlu

n
g
u
n
d

W
u
c
h
er(1

5
2
4)",

in
O
tto

Cle
m
e
n(

H
rs
g.),

‑

(
D
e
G
r
u
yter,

B
erlin,

1
9
6
7),

S.1
0.

（
39
）

カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
、
政
治
の
必
要
性
を
罪
認
識
と
結
び
つ
け
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、A.

N
o
ord

e
g
ra
af;

C
alvijn

e
n
d
e

m
a
atsc

h
a
p
p
elijk

e
vra

g
e
n",

in
W.

d
e

G
re
ef

e
n

M.
v
a
n

C
a
m
p
e
n(

re
d.);

(
B
o
e
k
ce

ntr
u
m,

Z
o
eter

m
eer,

T
h
e
N
eth

erla
n
ds,

2
0
0
9),

p.26
1

を
参
照
。

（
40
）E

rik
W
olf;

T
h
e
olo

gie
u
n
d
S
ozialord

n
u
n
g
b
ei

C
alvin",

in
H
er

m
a
n
J.

S
eld

er
h
uis(

H
rs
g.);

(
W
B
G,

D
ar

m
sta

dt,
2
0
10),

S.2
37,

2
4
1

を
参
照
。
ま
た

単
独
者

な
る
も
の
を
批
判
し
、
複
数

性
の
契
機
を
カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
神
学
に
お
い
て
も
重
ん
じ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

カ
ル
ヴ
ァ
ン
の

契
約

論
、
そ
の
政
治
思
想
的

含
意

法
学
研
究

第
七
六
巻
第
一
二
号
（
慶
應
義
塾
大
学
法
学
研
究
会
編
、
二
〇
〇
三
年
）
九
三
頁
を
参
照
。

（
41
）

W
ille

m
B
alk

e;
(

K
o
k,

K
a
m
p
e
n,

T
h
e
N
eth

erla
n
ds,

2
0
03),

p.3
0
4.

な
お
こ
の
発
想
に
は
、
ニ
ュ

ル
ン
ベ
ル
ク
で
宗
教
改
革
運
動
を
指
導
し
た
オ
ジ
ア
ン
ダ
ー
（A

n
dre

as
O
sia

n
d
er;

1
4
98
‐
15
52

）
や
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
の
改
革
者
ブ

ー
ツ
ァ
ー
の
影
響
が
あ
る
と
い
う
。Y

v
es

K
r
u
m
e
n
ac

k
er;

(
B
a
y
ard,

M
o
ntro

u
g
e
C
e
d
e
x,

20
09),

p.54
0

を
参
照
。

（
42
）

M
artin

L
uth

er;
V
o
n

w
eltlic

h
er

O
brig

k
eit,

w
ie

w
eit

m
a
n
ih
r

G
e
h
orsa

m
sc
h
uldig

sei(1
5
23)",

in
O
tto

Cle
m
e
n(

H
rs
g.),

(
D
e
G
r
u
yter,

B
erlin,

1
96
7),

S.36
9.

邦
訳
ル
タ
ー

こ
の
世

の
権
威
に
つ
い
て
、
人
は
ど
の
程
度
ま
で
こ
れ
に
対
し
服
従
の
義
務
が
あ
る
の
か

（
徳
善
義
和
訳
）
ル
タ
ー
研
究
所
編

ル
タ
ー
著
作

選
集

（
教
文
館
、
二
〇
〇
五
年
）
三
九
四
頁
。

（
43
）

,
p.4
7
3.

綱
要

I
V.2
0.2.

（
44
）

W
ille

m
v
a
n
t
S
pijk

er;
(

D
e
n
H
erto

g
B.

V.,
H
o
ute

n,
T
h
e

N
eth

erla
n
ds,

2
0
04),

p.1
9
9

を
参
照
。

（
45
）

終
末
論
的
意
識
の
他
に
も
、M

a
x
E
n
g
a
m
m
are;

C
alvin,

A
P
ro

p
h
et

W
ith

o
ut

A
P
ro

p
h
ec

y",
in

A
n
dre

w
P
ette

g
ree

(
e
d.);

(
R
o
utle

d
g
e,

L
o
n
d
o
n,
2
0
0
4),

p.2

お
よ
び
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オ
リ
ヴ
ィ
エ
=
ミ
エ

カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
作
品
と
思
想
に
お
け
る
公
的
空
間
と
私
的
空
間

（
望
月
ゆ
か
・
森
川
甫
共
訳
）

関
西
学
院
大
学

社
会
学
部
紀
要

（
第
八
九
号
、
二
〇
〇
一
年
）
五
八
│
五
九
頁
で
は
、
神
の
名
に
お
い
て
、
善
政
の
あ
り
方
を
世
俗
的
為
政
者
に
助
言

し
う
る
と
い
う
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
そ
の
人
の

預
言
者
的

自
負
が
、
彼
を
政
治
に
立
ち
向
か
わ
せ
た
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
稿
を

改
め
て
検
討
し
て
み
た
い
課
題
で
あ
る
。

（
46
）

本
段
落
の
記
述
は
、W

illia
m

T.
C
a
v
a
n
o
u
g
h;

.,
p
p.3
9
8‐
39
9

に
大
き
く
依
拠
し
て
い
る
。

（
47
）A.

E.
M
c
G
rath;

,
p.2
1
2
‐
21
4,

邦
訳
マ
ク
グ
ラ
ス

ジ
ャ
ン
・
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
生
涯

下

一
六
八
│

一
八
〇
頁
を
参
照
。

カルヴァンの為政者観
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