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一
　
は
じ
め
に

　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
（Augustinus

）
は
晩
年
、『
神
の
国
』（D

e civitate D
ei

）
を
書
く
に
あ
た
っ
て
、
十
五
年
以
上
の
歳
月
を
要
し
た
。

あ
る
手
紙
で
は
計
二
十
二
巻
に
な
っ
た
と
記
し
て
お
り
、
こ
れ
が
四
二
七
年
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
お
そ
ら
く
こ
の
こ
ろ
ま
で
に
は
書
き

終
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
十
五
年
の
長
き
に
わ
た
っ
た
と
は
い
え
、
完
成
し
て
は
じ
め
て
人
の
目
に
ふ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、

方
々
の
求
め
に
応
じ
て
随
時
写
し
を
送
っ
て
い
た
と
い（
1
）う。

　
た
だ
、
切
れ
切
れ
に
送
る
も
の
は
ま
と
ま
り
を
欠
い
て
い
る
。
一
つ
一
つ
が
離
散
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
彼
も
そ
れ
を
案
じ
た
の
か
、

写
し
を
渡
し
た
者
に
手
紙
を
送
り
、
人
に
貸
す
こ
と
が
あ
れ
ば
、
わ
た
し
自
身
が
送
っ
た
完
本
の
写
し
を
貸
す
よ
う
に
頼
ん
で
い
る
。
こ

ま
切
れ
に
渡
し
た
写
し
で
は
な
く
、
稿
成
っ
て
渡
し
た
全
文
の
写
し
を
貸
す
よ
う
に
と
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
分
冊
の
組
み
か
た
に
も

気
を
配
り
、
先
と
同
じ
者
に
手
紙
を
送
っ
て
、
二
十
二
巻
を
二
分
割
（
十
巻
と
十
二
巻
）
に
す
る
か
、
も
し
く
は
五
分
割
（
五
巻
二
つ
と
四

巻
三
つ
）
に
す
る
か
し
て
ほ
し
い
、
と
こ
ま
ご
ま
指
示
を
与
え
て
い（
2
）る。

欠
本
が
生
じ
、
そ
れ
が
後
世
に
伝
わ
る
こ
と
を
恐
れ
た
の
で

あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
甲
斐
も
あ
っ
て
か
、
い
く
ら
か
の
写
本
は
ひ
と
そ
ろ
い
で
伝
わ
り
、
散
佚
を
ま
ぬ
か
れ
た
。
そ
し
て
時
を
経
て
八
世
紀
、
す

な
わ
ち
カ
ロ
リ
ン
グ
期
に
な
る
と
、
彼
は
権
威
（auctoritates
）
の
一
人
に
数
え
ら
れ
、
写
本
の
数
も
増
し
て
い
っ
た
。『
神
の
国
』
は
カ

ロ
リ
ン
グ
期
の
知
識
人
に
と
っ
て
、
名
の
知
れ
た
著
に
な
っ
た
。
あ
の
カ
ー
ル
大
帝
も
、
食
事
の
時
分
こ
れ
を
朗
誦
さ
せ
、
耳
で
聞
く
の

を
楽
し
ん
だ
と
い（
3
）う。

　
し
か
し
、
写
本
の
伝
播
が
安
定
し
て
い
た
と
は
い
え
、
思
想
の
解
釈
ま
で
安
定
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
読
み
手
は
い
つ
も
、
著
者

の
真
意
を
汲
ん
で
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
言
葉
を
拾
い
、
巧
み
に
そ
れ
を
組
み
あ
わ
せ
、
自
説
に
沿
う
よ
う
曲
げ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
解
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釈
は
、
そ
の
と
き
ど
き
の
政
情
に
左
右
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
た
と
え
政
争
の
具
に
さ
れ
な
く
と
も
、
解
釈
に
揺
れ
が
生
じ
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
時
代
下
っ
て
、
ペ
ト

ル
ス
・
ロ
ン
バ
ル
ド
ゥ
ス
（Petrus Lom

bardus

）
の
『
命
題
集
』（Sententiae

）
や
グ
ラ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
（G

ratianus

）
の
『
教
令
集
』

（D
ecretum

）
の
よ
う
に
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
言
葉
を
縦
横
に
引
く
著
作
が
現
れ
る
と
、
後
代
の
神
学
者
た
ち
は
、
原
典
よ
り
も
こ

ち
ら
を
珍
重
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
も
と
あ
っ
た
文
脈
を
顧
み
る
こ
と
な
く
、『
命
題
集
』
や
『
教
令
集
』
か
ら
、
必
要
な
言

葉
を
抜
き
だ
す
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
言
葉
が
独
り
歩
き
し
た
も
の
だ
か
ら
、
原
書
の
意
図
を
外
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
十
二
世
紀
、

十
三
世
紀
に
は
、
こ
う
し
た
学
風
が
つ
づ
く
。
こ
の
弊
を
改
め
て
原
典
に
立
ち
か
え
り
、
文
脈
を
踏
ま
え
る
よ
う
に
な
る
に
は
、
つ
ぎ
の

十
四
世
紀
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ（
4
）た。

　
こ
う
し
た
思
想
の
変
容
は
、
中
世
政
治
思
想
史
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
十
分
に
あ
つ
か
わ
れ
て
こ
な
か
っ（
5
）た。
と
り
わ
け
、
こ
の
世
の

統
治
の
捉
え
か
た
に
つ
い
て
は
、
こ
う
し
た
変
容
が
な
お
ざ
り
に
さ
れ
て
き
た
感
が
深
い
。『
神
の
国
』
は
こ
の
世
の
統
治
に
否
定
的
な

見
解
を
下
し
て
い
る
か
ら
、
し
た
が
っ
て
こ
れ
を
奉
じ
た
思
想
家
の
多
く
も
、
同
じ
思
い
で
あ
っ
た
と
考
え
る
向
き
が
あ
る
。
ま
た
、
そ

う
し
た
政
治
観
が
数
世
紀
に
わ
た
っ
て
固
く
守
ら
れ
、
十
三
世
紀
に
な
っ
て
、
よ
う
や
く
旧
習
を
脱
す
る
に
い
た
っ
た
と
い
う
物
語
は
、

い
ま
な
お
政
治
思
想
史
の
概
論
に
深
い
根
を
張
っ
て
い
る
。
こ
の
立
論
に
か
ん
し
て
は
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ウ
ル
マ
ン
に
よ
る
も
の
が
よ
く

知
ら
れ
て
お（
6
）り、『
中
世
に
お
け
る
統
治
と
政
治
の
原
理
』（Principles of G

overnm
ent and Politics in the M

iddle A
ges

）
は
、
こ
の
枠
組

み
を
強
く
押
し
だ
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
ウ
ル
マ
ン
は
言
う
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
と
っ
て
自
然
本
性
と
は
、
人
が
罪
に
堕
ち
る
前
に
も
っ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
罪
に
落
ち

て
か
ら
は
、
自
然
本
性
と
呼
べ
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
し
て
自
然
法
も
ま
た
し
か
り
で
あ
る
。
こ
れ
も
原
初
の
こ
ろ
の
本
性
に
根

ざ
す
も
の
で
あ
っ
て
、
罪
に
堕
ち
た
あ
と
の
性
向
、
す
な
わ
ち
悪
に
傾
く
性
向
は
、
こ
れ
と
一
切
か
か
わ
り
が
な
い
。
政
治
権
力
に
求
め

ら
れ
る
の
は
、
た
だ
こ
う
し
た
悪
習
を
抑
え
る
務
め
で
、
そ
こ
に
は
な
ん
ら
肯
定
的
な
意
味
あ
い
は
な
い
。
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ま
た
曰
く
、
こ
の
考
え
は
時
を
経
て
受
け
つ
が
れ
、
数
世
紀
を
経
て
も
変
わ
ら
な
か
っ
た
。「
十
二
世
紀
の
神
学
者
が
自
然
法
を
テ
ー

マ
に
し
て
、
ど
ん
な
形
式
や
ど
ん
な
種
類
で
論
じ
よ
う
と
も
、
ま
た
ど
れ
だ
け
多
様
な
形
で
論
じ
よ
う
と
も
、
結
局
そ
れ
は
、
ア
ウ
グ
ス

テ
ィ
ヌ
ス
の
言
う
人
間
の
自
然
本
性
に
か
ん
す
る
考
え
に
行
き
つ
く
こ
と
に
な（
7
）る」。

　
と
こ
ろ
が
十
三
世
紀
に
入
る
と
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
（Thom
as Aquinas

）
が
こ
れ
を
改
め
た
。
ト
マ
ス
は
新
来
の
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
に
心
を
寄
せ
、
政
治
の
営
み
が
人
間
の
自
然
本
性
に
も
と
づ
く
と
い
う
感
を
強
め
て
い
た
。
こ
こ
に
い
た
っ
て
、「
世
俗
の
支
配
者

は
神
が
特
定
の
目
的
の
た
め
に
創
ら
れ
た
と
す
る
、
古
い
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
的
考
え
は
、
も
は
や
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
説
得
力
を
も
た

な
く
な
っ
て
し
ま
っ（
8
）た」。

つ
ま
り
ウ
ル
マ
ン
に
と
っ
て
、『
神
の
国
』
は
固
定
さ
れ
た
書
物
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
読
み
手
も
ま
た
、
固
定

さ
れ
た
人
び
と
で
あ
っ
た
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
言
葉
は
素
直
に
受
け
と
ら
れ
、
そ
こ
に
ず
れ
が
生
ま
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
見
て

い
る
。

　
む
ろ
ん
、
こ
う
し
た
了
見
に
誤
り
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
ア
ン
ト
ニ
ー
・
ブ
ラ
ッ
ク
（Antony Black

）
や

ケ
ア
リ
ー
・
ネ
ー
ダ
ー
マ
ン
（Cary N
ederm

an
）
と
い
っ
た
面
々
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
の
批
判
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
ブ
ラ
ッ
ク
は
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
の
使
わ
れ
か
た
に
注
目
し
、
ネ
ー
ダ
ー
マ
ン
は
十
三
世
紀
以
前
の
思
想
家
に
注
目
し
て
い
る
。

　
ブ
ラ
ッ
ク
が
言
う
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
使
う
者
は
、
か
な
ら
ず
し
も
革
新
派
に
限
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
た
と
え
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
の
言
葉
を
借
り
て
い
て
も
、
内
実
は
古
い
思
想
に
寄
っ
て
い
た
者
が
少
な
く
な（
9
）い。
ま
た
ネ
ー
ダ
ー
マ
ン
が
言
う
に
、
政
治
を
自
然

本
性
と
結
び
つ
け
る
発
想
は
、
な
に
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
頼
ら
ず
と
も
、
キ
ケ
ロ
や
ラ
ク
タ
ン
テ
ィ
ウ
ス
の
断
片
か
ら
学
び
え
た
。
そ

の
た
め
『
政
治
学
』
の
翻
訳
は
そ
う
し
た
考
え
を
く
り
か
え
す
も
の
で
あ
っ
て
、
さ
し
て
驚
く
に
あ
た
い
し
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
）
10
（

い
。

　
と
は
い
え
、
こ
れ
ら
ウ
ル
マ
ン
に
対
す
る
批
判
も
ま
た
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
思
想
に
は
目
を
向
け
て
い
な
い
。
彼
ら
に
と
っ
て
も

等
し
く
、『
神
の
国
』
は
固
定
さ
れ
た
書
物
で
あ
っ
た
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
翻
訳
は
、
神
学
者
に
と
っ
て
ど
れ
ほ
ど
驚
く
べ
き
こ
と
で

あ
っ
た
の
か
、
そ
の
衝
撃
の
如
何
を
論
じ
る
に
は
、
ま
ず
旧
来
の
思
想
が
い
か
な
る
形
を
な
し
て
い
た
の
か
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
い
か
に
読
ま
れ
、
い
か
に
使
わ
れ
た
の
か
。
そ
れ
を
探
る
こ
と
で
は
じ
め
て
、
ウ
ル
マ
ン
の
可
否
を
論
じ
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。

　
そ
の
た
め
本
稿
で
は
、
ま
ず
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
思
想
と
、
解
釈
と
の
あ
い
だ
に
生
じ
る
ず
れ
に
つ
い
て
、
要
因
を
一
般
に
論
じ
て

い
く
。
ず
れ
を
生
む
要
因
を
分
類
す
る
こ
と
で
、
の
ち
の
議
論
の
見
通
し
を
よ
く
す
る
た
め
で
あ
る
。
そ
の
あ
と
で
、
十
三
世
紀
の
思
想

家
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
（Bonaventura

）
を
と
り
あ
げ
る
。
初
期
の
著
作
に
見
え
る
『
神
の
国
』
の
解
釈
を
大
観
し
、
中
世
盛
期
に
い

た
っ
て
も
な
お
、
解
釈
が
固
定
す
る
こ
と
な
く
揺
れ
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
た
）
11
（
い
。
ま
た
そ
の
発
想
の
源
を
『
兄
弟
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル
の

大
全
』（Sum

m
a Fratris A

lexandri

）
に
求
め
、
彼
が
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
の
伝
統
を
継
い
で
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
く
。
こ
こ
に
お
い
て

単
線
的
な
図
式
は
退
け
ら
れ
、
新
た
に
思
想
史
に
お
け
る
複
層
的
な
面
が
顔
を
見
せ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

二
　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
解
釈
の
変
転

　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
地
上
の
統
治
に
冷
淡
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
じ
っ
さ
い
『
神
の
国
』
の
十
九
巻
を
読
め
ば
、
こ
の
寸
評
は

も
っ
と
も
で
あ
る
と
う
な
ず
け
る
。
そ
こ
に
お
い
て
、
支
配
や
従
属
は
罪
の
結
果
と
断
じ
ら
れ
、
忌
む
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
。
同
巻
十
五

章
に
曰
く
「
神
は
、
み
ず
か
ら
に
か
た
ど
っ
て
創
ら
れ
た
理
性
的
な
も
の
が
、
た
ん
に
非
理
性
的
な
も
の
を
支
配
す
る
よ
う
に
望
ま
れ
た
。

人
間
が
人
間
を
支
配
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
人
間
が
動
物
を
支
配
す
る
こ
と
を
望
ま
れ
）
12
（
た
」。
し
た
が
っ
て
奴
隷
制
に
し
ろ
、
政
治
に
し

ろ
、
支
配
や
従
属
に
か
か
わ
る
も
の
に
相
違
は
な
く
、
み
な
お
し
な
べ
て
罪
を
想
起
さ
せ
る
も
の
だ
と
い
う
。

　
も
ち
ろ
ん
統
治
は
地
上
の
平
和
を
保
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
も
承
知
し
て
い
る
。
し
か
し
結
局
の
と
こ

ろ
、
そ
こ
で
言
う
平
和
な
る
も
の
も
、
し
ょ
せ
ん
地
上
の
平
和
に
す
ぎ
な
い
。
同
巻
二
十
七
章
に
曰
く
「
し
か
し
こ
こ
〔
地
上
〕
に
お
い

て
は
、
そ
れ
が
一
般
的
な
も
の
で
あ
れ
、
わ
た
し
た
ち
に
固
有
の
も
の
で
あ
れ
、
幸
福
の
喜
び
に
な
る
よ
う
な
平
和
は
な
く
、
む
し
ろ
、
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悲
惨
に
対
す
る
慰
め
と
な
る
よ
う
な
平
和
が
あ
）
13
（
る
」。
こ
う
し
た
言
葉
を
見
れ
ば
、
地
上
の
統
治
に
否
定
的
な
見
解
を
も
っ
て
い
た
こ
と

は
、
い
さ
さ
か
も
疑
い
え
な
い
だ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
が
全
編
を
通
し
て
こ
う
い
う
記
述
が
並
ぶ
か
と
い
う
と
、
か
な
ら
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
巻
次
は
前
後
す
る
が
、
五
巻
末
尾

に
は
こ
れ
と
違
う
言
葉
が
書
か
れ
て
い
る
。
五
巻
に
は
、
ロ
ー
マ
帝
国
の
歴
史
が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
末
尾
、
二
十
五
章
と
二
十
六
章

で
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
帝
と
テ
オ
ド
シ
ウ
ス
帝
に
書
き
お
よ
ぶ
。
曰
く
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
帝
も
テ
オ

ド
シ
ウ
ス
帝
も
、
神
か
ら
多
く
の
も
の
を
授
か
っ
た
。
ま
た
、
二
人
と
も
治
世
に
す
ぐ
れ
、
テ
オ
ド
シ
ウ
ス
帝
に
い
た
っ
て
は
真
に
敬
虔

で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
神
は
永
遠
の
幸
福
（aeterna felicitas

）
で
も
っ
て
、
そ
の
善
行
に
報
い
）
14
（

た
。

　
治
世
を
指
し
て
善
行
（bona opera

）
と
呼
ん
で
い
る
よ
う
に
、
こ
こ
か
ら
は
、
統
治
に
対
し
て
肯
定
的
な
姿
勢
が
読
み
と
れ
る
。
な

お
か
つ
、
こ
こ
に
お
い
て
統
治
者
は
、
た
ん
に
領
民
の
安
全
を
守
る
た
め
に
良
し
と
さ
れ
る
の
で
な
い
。
慈
悲
深
さ
や
謙
虚
さ
と
い
っ
た

徳
を
そ
な
え
、
そ
れ
に
従
っ
て
治
世
を
お
こ
な
う
が
ゆ
え
に
称
揚
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
地
上
の
統
治
を
冷
め
た
目
で
語
る
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
、
熱
を
こ
め
て
語
る
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
。
ど
ち
ら
が
真
実
で
あ
る
か
判
じ

か
ね
る
が
、
こ
の
撞
着
は
い
ろ
い
ろ
な
形
で
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
た
と
え
ば
、
彼
の
真
の
意
図
は
十
九
巻
に
あ
っ
て
、
や
は
り

地
上
の
統
治
を
諦
観
し
て
い
た
と
見
る
の
が
一
つ
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
五
巻
の
内
容
が
問
題
に
な
る
わ
け
だ
が
、
こ
れ
も
ま
た
、「
悲

惨
に
対
す
る
慰
め
と
な
る
よ
う
な
平
和
」
で
あ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
、
と
見
れ
ば
理
に
適
う
。
つ
ま
り
、
彼
に
と
っ
て
地
上
の
統
治
は
、
や

は
り
ど
こ
ま
で
も
否
定
的
な
の
で
あ
る
が
、
そ
の
否
定
的
な
領
域
に
も
良
し
悪
し
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
五
巻
は
、
あ
く
ま
で
そ
う
い
う

視
点
で
良
い
治
世
が
称
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
統
治
そ
の
も
の
が
良
い
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
見
る
の
で
あ
る
。

　
も
し
く
は
、
し
い
て
一
貫
性
を
求
め
ず
、
齟
齬
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
こ
と
も
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
、
基
本
的
に
は
統
治
に
期
待
を

か
け
て
い
な
い
の
だ
が
、
や
は
り
キ
リ
ス
ト
教
を
公
認
し
た
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
帝
や
、
国
教
に
し
た
テ
オ
ド
シ
ウ
ス
帝
を
語
る
と
き

に
は
、
思
わ
ず
祝
意
を
禁
じ
え
な
か
っ
た
、
と
見
る
の
で
あ
る
。
ま
た
も
っ
と
単
純
に
、
著
述
が
十
五
年
も
の
長
き
に
わ
た
っ
た
た
め
に
、
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途
中
で
考
え
が
変
わ
っ
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　
こ
う
し
た
推
測
は
い
ろ
い
ろ
成
り
立
と
う
が
、
こ
れ
を
進
め
て
い
く
こ
と
は
本
稿
の
関
心
事
で
な
い
た
め
、
こ
こ
で
や
め
に
す
る
。
さ

し
あ
た
り
こ
こ
に
お
い
て
重
要
に
な
る
の
は
、
あ
く
ま
で
『
神
の
国
』
が
、
一
見
し
て
矛
盾
す
る
言
葉
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
事
実
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
が
、
の
ち
の
解
釈
に
錯
綜
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。

　
た
と
え
ば
仮
に
十
九
巻
を
捨
て
置
い
て
、
五
巻
を
中
心
に
据
え
て
み
る
。
す
る
と
『
神
の
国
』
は
、
神
学
書
と
い
う
よ
り
も
統
治
の
指

南
書
に
な
る
。
こ
こ
に
あ
っ
て
統
治
の
模
範
と
は
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
帝
や
テ
オ
ド
シ
ウ
ス
帝
の
ご
と
き
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

君
主
は
、
キ
リ
ス
ト
の
教
え
を
守
り
、
慈
悲
深
く
謙
虚
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
実
践
で
き
る
君
主
こ
そ
が
、
神
に

嘉
さ
れ
、
永
遠
の
幸
福
に
あ
ず
か
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
さ
き
に
、
カ
ー
ル
大
帝
が
『
神
の
国
』
を
好
ん
で
い
た
こ
と
に
ふ
れ
た
が
、
こ
の
話
も
、
王
の
素
朴
な
愛
好
を
示
す
も
の
と
受
け
と
っ

て
は
な
ら
な
い
。
統
治
の
む
な
し
さ
を
説
く
章
節
が
、
王
の
意
に
適
う
は
ず
が
な
い
か
ら
、『
神
の
国
』
へ
の
愛
と
い
う
の
も
、
特
定
の

巻
に
偏
っ
て
い
た
に
相
違
な
い
。
し
た
が
っ
て
王
の
愛
好
も
、
い
く
ら
か
屈
折
を
含
ん
だ
も
の
と
し
て
受
け
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
事
実
、
カ
ー
ル
大
帝
の
そ
ば
近
く
に
い
た
ア
ル
ク
ィ
ン
（Alcuin

）
は
、
こ
う
し
た
考
え
を
も
っ
て
い
た
ふ
し
が
あ
る
。
ア
ル
ク
ィ
ン

の
生
き
た
時
代
、
す
で
に
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
権
威
と
し
て
あ
つ
か
わ
れ
、
多
く
の
写
本
が
作
ら
れ
て
い
た
。『
神
の
国
』
に
か
ん
し

て
も
、
十
世
紀
以
前
の
も
の
で
は
、
伝
存
す
る
写
本
が
五
十
六
冊
ほ
ど
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
の
四
十
三
部
は
、
カ
ロ
リ
ン
グ
期
に
書
か
れ

た
も
の
だ
と
い
）
15
（

う
。
ア
ル
ク
ィ
ン
も
む
ろ
ん
、『
神
の
国
』
に
親
し
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
解
釈
に
は
彼
の
理
念
の
よ
う
な

も
の
が
混
在
し
て
い
た
。

　
ゾ
フ
ィ
ア
・
メ
ッ
シ
ュ
（Sophia M

ösch

）
に
よ
れ
ば
、
そ
う
し
た
ア
ル
ク
ィ
ン
の
考
え
は
、
書
簡
の
う
ち
か
ら
見
い
だ
せ
る
と
い
う
。

た
と
え
ば
あ
る
手
紙
（Epistolae, 198

）
で
は
、
王
国
を
「
永
遠
の
平
和
を
も
つ
国
」（perpetuae pacis civitas

）
と
呼
び
、
地
上
の
平
和

を
神
の
平
和
に
喩
え
て
い
）
16
（
る
。
ま
た
べ
つ
の
手
紙
（Epistolae, 139

）
で
は
も
っ
と
大
胆
に
、
王
国
を
指
し
て
、
神
の
国
（civitas D

ei

）
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と
ま
で
呼
ん
で
し
ま
っ
て
い
）
17
（
る
。

　
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
地
上
の
統
治
を
過
大
に
も
ち
あ
げ
る
も
の
で
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
意
図
か
ら
だ
い
ぶ
外
れ
て
い
る
。
な
ぜ
と
い

う
に
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
よ
れ
ば
、
こ
の
世
は
神
の
国
と
地
の
国
が
混
淆
す
る
場
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
地
上
の
平
和
は
、
せ
い

ぜ
い
当
座
の
平
安
に
す
ぎ
な
い
た
め
で
あ
）
18
（
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
か
ら
見
れ
ば
、
神
の
平
和
が
け
っ
し
て
地
上
に
実
現
す
る
こ
と
は

な
）
19
（

い
。

　
そ
の
た
め
、
ア
ル
ク
ィ
ン
は
王
国
の
繁
栄
を
正
当
化
す
る
た
め
に
、『
神
の
国
』
の
記
述
を
ず
い
ぶ
ん
曲
げ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
思
え

る
。
と
は
い
え
、
こ
れ
を
歪
曲
と
見
る
の
は
正
し
く
な
い
。
た
し
か
に
、
十
九
巻
を
含
む
後
部
の
記
述
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
な
い
が
、
そ

も
そ
も
ア
ル
ク
ィ
ン
の
時
代
、
後
半
の
書
巻
は
目
に
す
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

　
メ
ッ
シ
ュ
は
、
現
存
す
る
カ
ロ
リ
ン
グ
期
の
写
本
を
比
較
し
、
そ
の
巻
数
に
目
を
つ
け
る
。
す
べ
て
の
写
本
が
、
か
な
ら
ず
し
も
二
十

二
巻
を
そ
な
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
。
と
り
わ
け
古
い
写
本
は
、
五
巻
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
も
の
が
多
く
、
長
く
と
も
十

巻
に
達
し
な
い
も
の
が
多
い
。
つ
ま
り
カ
ロ
リ
ン
グ
期
に
お
い
て
、『
神
の
国
』
は
五
巻
ま
で
が
よ
く
読
ま
れ
、
五
巻
よ
り
先
、
さ
ら
に

は
十
巻
よ
り
先
が
記
さ
れ
た
写
本
を
見
つ
け
る
の
は
、
容
易
で
な
か
っ
た
と
推
せ
ら
れ
）
20
（
る
。
も
ち
ろ
ん
現
実
に
は
た
し
ょ
う
完
本
も
伝

わ
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
考
え
は
一
つ
の
仮
説
で
し
か
な
い
。
し
か
し
、
参
照
で
き
る
書
が
限
ら
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
は
、
思
想
の
受

容
を
見
る
に
あ
た
っ
て
重
大
な
点
を
示
唆
し
て
い
る
。

　
一
般
に
思
想
史
と
し
て
一
冊
の
書
を
あ
つ
か
う
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
と
も
す
る
と
完
本
を
想
定
し
が
ち
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
古
い
時
代

で
あ
れ
ば
、
完
本
が
残
っ
て
い
る
こ
と
は
ま
れ
で
、
一
部
し
か
伝
わ
ら
な
い
こ
と
も
多
い
。
欠
文
が
あ
る
の
は
ま
だ
ま
し
で
、
悪
く
す
る

と
断
片
し
か
伝
わ
ら
な
い
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
と
き
読
み
手
は
断
片
を
よ
く
読
み
、
断
片
の
範
囲
で
一
個
の
結
論
を
導
く
。
む
ろ
ん
、
そ

れ
は
著
者
の
真
意
を
外
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
が
、
読
み
手
は
こ
の
こ
と
に
気
づ
か
な
い
。
こ
こ
に
お
い
て
、
思
想
の
継
受
に
ず
れ
が

生
じ
る
の
で
あ
る
。
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こ
う
し
た
ず
れ
は
、
つ
づ
く
中
世
盛
期
に
い
た
っ
て
も
生
じ
た
。
も
ち
ろ
ん
カ
ロ
リ
ン
グ
期
に
く
ら
べ
て
写
字
生
は
増
え
、
筆
写
の
能

率
も
上
が
っ
た
た
め
、
写
本
の
数
が
増
え
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
写
本
の
多
く
は
個
々
の
修
道
院
に
保
管
さ
れ
、
外
来

の
者
に
貸
す
こ
と
は
そ
う
多
く
な
か
っ
た
。『
聖
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ゥ
ス
の
戒
律
』
は
、
読
書
の
時
間
を
季
節
ご
と
に
細
か
く
定
め
て
い
る
。

ま
た
『
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
戒
律
』
も
、
書
庫
の
本
は
決
め
ら
れ
た
時
間
に
出
す
よ
う
に
定
め
て
い
）
21
（
る
。
そ
の
た
め
司
書
に
つ
い
た

修
道
士
は
、
時
間
外
に
書
籍
を
出
す
こ
と
を
渋
っ
た
。
ま
た
む
や
み
に
貸
し
だ
せ
ば
、
損
壊
す
る
お
そ
れ
も
あ
っ
た
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ

ス
の
著
作
は
各
地
に
保
管
さ
れ
て
い
な
が
ら
も
、
そ
れ
ら
を
一
手
に
総
覧
で
き
る
者
は
少
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
事
情
も
あ
っ
て
か
、
神
学
者
た
ち
は
原
典
に
あ
た
る
こ
と
な
く
、
べ
つ
の
書
に
引
か
れ
て
い
る
言
葉
を
、
ま
た
写
し
に
す
る

こ
と
が
あ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
孫
引
き
で
あ
る
。
た
と
え
ば
十
二
世
紀
の
神
学
者
ペ
ト
ル
ス
・
ロ
ン
バ
ル
ド
ゥ
ス
は
、
主
著
『
命
題
集
』
の

な
か
で
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
言
葉
を
六
八
〇
回
引
用
し
て
お
り
、
そ
の
出
典
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
じ
っ
さ
い
の
と
こ
ろ
彼
が
通
し

て
読
む
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
た
っ
た
四
作
で
あ
っ
た
と
い
）
22
（
う
。
残
り
の
諸
作
は
み
な
、『
グ
ロ
ッ
サ
・
オ
ル
デ
ィ
ナ
リ
ア
』（G

lossa 

O
rdinaria

）
か
リ
ヨ
ン
の
フ
ロ
ル
ス
（Florus
）
の
『
注
解
』（Expositio

）
か
ら
の
孫
引
き
で
あ
っ
た
。

　
そ
し
て
こ
の
『
命
題
集
』
自
体
も
、
後
代
に
い
た
っ
て
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
言
葉
を
引
く
た
め
に
使
わ
れ
た
。『
命
題
集
』
は
神

学
の
教
科
書
と
し
て
使
わ
れ
た
た
め
、
こ
こ
に
引
か
れ
た
言
葉
は
、
後
世
に
も
よ
く
引
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
こ
れ
に
か
ん
し

て
言
う
と
、
グ
ラ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
の
『
教
令
集
』
が
果
た
し
た
役
割
も
大
き
い
。『
教
令
集
』
に
引
か
れ
た
言
葉
の
う
ち
、
お
よ
そ
四
割
は

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
を
出
典
と
し
て
い
る
た
）
23
（

め
、
こ
の
著
も
ま
た
、
教
父
の
言
葉
を
探
す
に
あ
た
っ
て
重
宝
さ
れ
た
。
ほ
か
に
も
、『
抜

粋
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
』（Tabulae in A

ugustinum

）
や
『
兄
弟
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル
の
大
全
』
な
ど
も
、
簡
便
な
手
引
き
と
し
て
よ
く
参

照
さ
れ
た
。

　
そ
し
て
こ
こ
に
お
い
て
も
、
む
ろ
ん
齟
齬
が
生
じ
た
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
言
葉
を
引
く
者
は
、『
命
題
集
』
や
『
教
令
集
』
と

い
っ
た
書
を
読
み
、
そ
こ
か
ら
こ
れ
と
思
う
も
の
を
適
宜
拾
っ
た
。
原
典
に
返
る
こ
と
な
く
言
葉
を
拾
う
た
め
、
文
脈
を
考
慮
す
る
こ
と
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は
な
い
。
あ
い
ま
い
な
言
葉
は
、
二
様
に
も
三
様
に
も
解
さ
れ
て
い
く
。
こ
う
し
た
学
風
が
終
わ
る
の
は
、
よ
う
や
く
十
四
世
紀
に
な
っ

て
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
こ
ろ
に
い
た
っ
て
は
じ
め
て
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
諸
作
は
一
か
ら
読
み
直
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
）
24
（

た
。

　
さ
て
、
こ
こ
ま
で
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
思
想
が
変
転
を
た
ど
っ
た
要
因
に
つ
い
て
見
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
を
整
理
す
れ
ば
、
大
き
く

三
つ
の
点
で
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
一
つ
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
著
作
自
体
が
、
一
見
し
て
矛
盾
す
る
言
葉
を
含
む
こ
と
で

あ
る
。
こ
こ
で
は
、『
神
の
国
』
の
五
巻
と
十
九
巻
に
つ
い
て
と
り
あ
げ
た
が
、
問
題
を
含
む
と
こ
ろ
は
そ
れ
に
限
ら
な
い
。
次
章
に
見

る
よ
う
に
、
同
じ
十
九
巻
の
な
か
に
も
検
討
を
要
す
る
も
の
が
あ
る
。

　
ま
た
二
つ
目
は
、
解
釈
者
の
意
図
で
あ
る
。
ア
ル
ク
ィ
ン
が
『
神
の
国
』
を
用
い
て
王
国
を
讃
美
し
た
よ
う
に
、
読
み
手
が
一
定
の
考

え
に
偏
し
て
い
れ
ば
、
解
釈
も
そ
ち
ら
に
靡
く
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
こ
れ
は
政
治
思
想
史
に
お
お
む
ね
通
有
す
る
話
で
あ
る
か
ら
、
あ

ま
り
強
調
す
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。

　
そ
し
て
三
つ
め
は
、
も
の
と
し
て
の
書
物
で
あ
る
。
写
本
の
時
代
、
あ
る
書
物
を
目
に
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
わ
が
身
の
い
る
場
に
左

右
さ
れ
た
。
手
に
し
た
も
の
が
中
途
の
本
で
あ
れ
ば
、
そ
の
な
か
で
思
索
を
め
ぐ
ら
す
こ
と
に
な
ろ
う
し
、
あ
る
書
物
が
得
が
た
い
も
の

で
あ
れ
ば
、
べ
つ
の
書
の
引
用
か
ら
中
身
を
の
ぞ
き
見
る
ほ
か
な
い
。
つ
ま
り
、
資
料
に
不
足
が
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
が
、
こ
の
資

料
的
制
約
が
、
読
み
手
に
想
像
を
た
く
ま
し
く
さ
せ
、
図
ら
ず
も
教
父
の
思
想
に
多
様
な
解
釈
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。

　
つ
づ
く
三
章
で
は
、
こ
う
し
た
諸
点
を
踏
ま
え
て
ま
ず
、
十
三
世
紀
の
思
想
家
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
を
見
て
い
き
た
い
。

三
　
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
の
『
命
題
集
注
解
』

　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
思
想
が
政
治
論
に
も
ち
こ
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
十
三
世
紀
で
あ
っ
た
。
ウ
ル
マ
ン
の
示
し
た
構
図
で
は
、

こ
の
移
入
が
果
た
さ
れ
る
前
、『
神
の
国
』
の
政
治
観
が
広
く
受
け
い
れ
ら
れ
て
お
り
、
な
お
か
つ
そ
れ
は
地
上
の
統
治
を
過
小
に
見
る
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も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
お
い
て
統
治
は
、
人
間
の
自
然
本
性
と
は
か
か
わ
り
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
考
え
が
大
勢
を
占

め
て
い
た
と
仮
定
す
る
か
ら
、
そ
れ
だ
け
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
思
想
は
異
様
で
あ
り
、
衝
撃
が
大
き
か
っ
た
と
論
じ
ら
れ
る
。

　
こ
の
立
論
の
眼
目
は
、『
神
の
国
』
の
解
釈
が
一
定
で
あ
っ
た
と
み
な
す
と
こ
ろ
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
同
じ
十
三
世
紀
を
見
て
い
き
、

仮
に
ウ
ル
マ
ン
が
言
う
も
の
と
違
う
解
釈
が
見
つ
か
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
構
図
は
十
分
怪
し
む
に
足
り
る
。

　
す
る
と
こ
こ
に
お
い
て
重
要
に
な
る
の
は
、
こ
う
し
た
反
例
を
見
い
だ
す
対
象
で
あ
る
。
た
と
え
反
例
が
、
あ
ま
り
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ

ス
の
思
想
を
支
え
と
し
な
い
者
の
う
ち
か
ら
見
つ
け
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
で
も
っ
て
ウ
ル
マ
ン
の

説
を
棄
却
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
反
例
を
探
る
べ
き
は
、
む
し
ろ
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
を
奉
じ
て
い
た
思
想
家
の
う
ち
で
あ
る
。
ア

ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
を
奉
じ
て
い
た
思
想
家
で
さ
え
、
解
釈
を
変
容
さ
せ
て
い
た
と
な
れ
ば
、
一
定
の
解
釈
が
広
範
に
わ
た
っ
て
い
た
と
い

う
論
説
は
危
う
く
な
る
。
こ
こ
で
は
じ
め
て
、
ウ
ル
マ
ン
の
構
図
も
棄
却
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
し
た
が
っ
て
本
稿
に
お
い
て
は
、
ま
ず
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
を
重
ん
じ
た
学
者
が
考
察
さ
れ
る
。
な
か
で
も
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
を

よ
く
引
き
、
論
の
助
け
に
し
た
思
想
家
と
し
て
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
を
と
り
あ
げ
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
を
「
ラ
テ
ン
教
父
の
中

心
」
と
呼
）
25
（
び
、
聖
書
を
解
す
る
に
か
け
て
余
人
を
も
っ
て
代
え
が
た
い
と
評
し
た
彼
で
あ
れ
）
26
（
ば
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
を
重
ん
じ
た
思
想

家
の
代
表
と
し
て
、
と
り
あ
げ
る
に
異
存
は
な
い
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
言
葉
は
、
と
き
に
神
学
書
に
見
ら
れ
る
世
辞
と
も
と
れ

る
が
、
彼
は
著
述
の
な
か
で
延
べ
三
〇
五
〇
回
以
上
に
わ
た
り
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
を
引
い
て
い
る
た
）
27
（
め
、
じ
っ
さ
い
に
傾
倒
ぶ
り
は
た

い
て
い
で
な
か
っ
た
と
察
せ
ら
れ
る
。

　
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
は
一
二
五
〇
年
代
の
は
じ
め
、『
命
題
集
注
解
』（Com

m
entaria in Q

uatuor Libros Sententiarum

）
を
記
し
た
。

す
で
に
数
年
前
、
命
題
集
講
師
（baccalaureus sententiarius

）
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
講
師
と
し
て
教
え
て
い
た
こ
と
を
ま
と
め
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。『
命
題
集
注
解
』
は
、
む
ろ
ん
ペ
ト
ル
ス
・
ロ
ン
バ
ル
ド
ゥ
ス
の
『
命
題
集
』
に
注
解
を
ほ
ど
こ
し
た
も
の
だ
が
、
そ

の
当
の
『
命
題
集
』
は
、
大
き
く
四
巻
に
分
か
れ
て
い
る
。
構
成
は
、
一
巻
が
神
論
と
三
位
一
体
論
、
二
巻
が
創
造
論
と
人
間
論
、
三
巻
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が
キ
リ
ス
ト
論
と
聖
霊
論
、
つ
い
で
四
巻
が
聖
餐
論
と
終
末
論
で
あ
る
。

　
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
は
そ
の
二
巻
、
す
な
わ
ち
創
造
論
と
人
間
論
を
あ
つ
か
っ
た
部
に
注
解
を
つ
け
る
に
あ
た
り
、
末
尾
四
十
四
区
分

で
、
統
治
に
か
ん
す
る
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
じ
つ
は
も
と
に
な
っ
た
『
命
題
集
』
で
は
、
と
り
た
て
て
統
治
の
話
は
な
さ
れ
て
い
な

い
。
ペ
ト
ル
ス
は
あ
く
ま
で
、「
罪
を
犯
す
能
力
に
つ
い
て
。
そ
れ
は
神
か
ら
人
間
や
悪
魔
に
与
え
ら
れ
た
の
）
28
（
か
」
と
問
い
、
諸
説
を
か

か
げ
た
う
え
で
、「
こ
う
し
た
権
威
や
、
そ
の
他
多
く
の
人
び
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
善
を
な
す
能
力
に
し
ろ
、
悪
を
な
す
能
力
に

し
ろ
、
公
平
な
る
神
に
由
来
し
な
け
れ
ば
、
な
ん
人
も
こ
う
し
た
能
力
を
も
た
な
い
。
た
と
え
、
そ
の
公
平
さ
が
わ
れ
わ
れ
に
見
え
な
い

も
の
で
あ
る
と
し
て
も
そ
う
な
の
で
あ
）
29
（

る
」
と
語
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
は
こ
の
悪
を
な
す
能
力
を
大
き
く
権
力
の
問
題
に
ま
で
広
げ
、「
す
べ
て
の
支
配
す
る
権
力
は
、
神
に
由
来
す
る

の
）
30
（
か
」
と
い
う
問
い
や
「
統
治
す
る
権
力
を
人
が
も
つ
の
は
、
自
然
本
性
の
定
め
に
も
と
づ
く
の
か
、
そ
れ
と
も
罪
に
対
す
る
罰
に
も
と

づ
く
の
）
31
（
か
」
と
い
う
問
い
を
加
え
て
い
る
。
そ
も
そ
も
命
題
集
の
注
解
は
、
注
解
の
名
の
も
と
に
自
説
を
開
陳
す
る
場
に
な
っ
て
い
た
た

め
、
こ
の
よ
う
に
と
き
と
し
て
、
原
書
の
部
立
て
か
ら
外
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
も
、
悪
論
に
こ
と
寄
せ

て
統
治
の
話
題
に
踏
み
こ
ん
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
に
彼
の
創
意
を
見
る
の
は
難
し
い
。
友
人
の
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
も
、『
命
題

集
注
解
』
を
書
く
に
あ
た
っ
て
、
同
じ
四
十
四
区
分
に
統
治
の
話
を
足
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
二
部
の
末
尾
に
統
治
の
話
を
は
さ
む
の
は
、

当
時
の
慣
例
で
あ
っ
た
と
見
る
の
が
穏
当
か
も
し
れ
な
い
。

　
と
も
か
く
こ
れ
か
ら
見
る
論
に
お
い
て
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
比
べ
る
う
え
で
重
要
に
な
っ
て
く
る
の
は
、
先
に
あ
げ
た
二
つ
の
問

い
の
う
ち
、
後
者
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
統
治
す
る
権
力
を
人
が
も
つ
の
は
、
自
然
本
性
の
定
め
に
も
と
づ
く
の
か
、
そ
れ
と
も
罪
に

対
す
る
罰
に
も
と
づ
く
の
か
」
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
こ
の
提
題
に
対
し
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
は
肯
定
論
拠
を
四
つ
、
ま
た
否
定
論
拠

を
六
つ
あ
げ
て
い
）
32
（

る
。
た
だ
、
こ
こ
で
す
べ
て
を
さ
ら
う
の
は
煩
雑
に
す
ぎ
る
た
め
、
以
下
、
本
文
で
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
ふ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
に
限
っ
て
要
点
を
記
し
て
い
く
。
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ま
ず
否
定
論
拠
か
ら
見
て
い
く
が
、
こ
こ
に
言
う
否
定
論
拠
と
は
、
統
治
す
る
権
力
が
罪
に
対
す
る
罰
に
も
と
づ
く
、
と
い
う
主
張
を

支
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
見
解
は
『
神
の
国
』
の
主
論
で
あ
る
か
ら
、
論
拠
を
探
し
だ
す
の
は
難
し
く
な
い
。
事
実
、
ボ
ナ

ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
は
否
定
論
拠
の
五
つ
目
に
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
言
葉
を
示
し
て
い
る
。

　
奴
隷
が
い
な
け
れ
ば
支
配
者
は
い
な
い
。
そ
し
て
、
隷
属
が
な
け
れ
ば
支
配
も
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
さ
ま
ざ
ま
な
と
こ
ろ
で

言
う
よ
う
に
、「
隷
属
は
罪
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
」。
し
た
が
っ
て
人
間
に
お
け
る
支
配
の
権
力
は
、
罪
の
状
態
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
、
自

然
本
性
の
規
定
に
も
と
づ
く
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
）
33
（

る
。

　
こ
こ
に
お
い
て
典
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
は
た
ん
に
「
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
さ
ま
ざ
ま
な
と
こ
ろ
で
言
う
よ

う
に
」
と
言
う
の
み
で
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
を
語
っ
て
い
な
い
。
た
だ
こ
の
言
葉
が
、
諸
作
の
な
か
で
も
と
り
わ
け
、『
神
の
国
』
と
か

か
わ
り
が
深
い
こ
と
は
疑
い
え
な
い
。
十
九
巻
十
五
章
で
「
奴
隷
制
の
第
一
の
原
因
は
罪
で
あ
）
34
（

る
」
と
語
ら
れ
て
お
り
、
隷
属
が
罪
に

よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
は
、
ま
さ
に
こ
の
言
葉
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
。

　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
よ
れ
ば
、
隷
属
は
罪
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
隷
属
と
支
配
は
表
と
裏
の
関
係
で
あ
る
か
ら
、
こ

こ
に
言
う
隷
属
は
支
配
と
言
い
か
え
て
よ
い
。
つ
ま
り
、
支
配
も
ま
た
、
罪
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
。
罪
が
自
然
本
性
に
反
す
る
こ
と

は
周
知
の
ご
と
く
で
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
支
配
す
る
権
力
は
自
然
本
性
に
反
す
る
と
言
え
る
。
こ
こ
に
書
か
れ
た
否
定
論
拠
は
、
推
論

も
順
当
で
あ
っ
て
、
こ
れ
以
上
の
言
は
要
さ
な
い
だ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
肯
定
論
拠
に
移
る
が
、
奇
妙
な
こ
と
に
こ
こ
で
も
ま
た
、『
神
の
国
』
が
引
か
れ
て
い
る
。
な
お
か
つ
、
そ
れ
は
十
九
巻
十
五

章
で
あ
っ
て
、
い
ま
見
た
章
と
同
じ
で
あ
る
。
先
ほ
ど
は
こ
の
章
を
支
え
に
し
て
、
支
配
が
自
然
本
性
に
由
ら
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
た
。

と
こ
ろ
が
今
度
は
同
じ
章
を
支
え
に
し
て
、
支
配
が
自
然
本
性
に
適
う
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
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自
然
の
秩
序
を
保
つ
も
の
は
す
べ
て
、
自
然
本
性
の
規
定
に
属
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
統
治
す
る
権
力
は
自
然
の
秩
序
を
保
つ
も
の
で
あ
る
。
ゆ
え

に
、
統
治
す
る
権
力
は
自
然
本
性
の
規
定
に
従
っ
て
、
神
か
ら
人
間
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
大
前
提
は
自
明
で
あ
る
。
小
前

提
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
『
神
の
国
』
の
十
九
巻
で
語
る
言
葉
に
よ
っ
て
証
さ
れ
る
。「
罰
と
し
て
の
奴
隷
の
状
態
は
、
自
然
の
秩
序
を
保
つ
こ

と
を
命
じ
、
乱
す
こ
と
を
禁
じ
る
法
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
）
35
（

る
」。

　
こ
の
肯
定
論
拠
が
言
う
に
、
統
治
す
る
権
力
は
自
然
の
秩
序
を
保
つ
。
こ
れ
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
言
葉
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
そ

し
て
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
が
言
う
に
、
自
然
の
秩
序
を
保
つ
も
の
は
す
べ
て
、
自
然
本
性
に
由
来
す
る
。
あ
と
は
単
純
な
三
段
論
法
で
あ

る
。
統
治
す
る
権
力
が
自
然
の
秩
序
を
保
ち
、
自
然
の
秩
序
を
保
つ
も
の
が
み
な
、
自
然
本
性
に
由
来
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
と
う
ぜ
ん
統

治
す
る
権
力
も
ま
た
、
自
然
本
性
に
由
来
す
る
と
言
っ
て
さ
し
つ
か
え
な
い
。

　
も
ち
ろ
ん
こ
の
結
論
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
考
え
か
ら
だ
い
ぶ
離
れ
て
い
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
こ
の
言
葉
で
言
わ
ん
と
し

て
い
た
の
は
、
罰
と
し
て
の
隷
従
で
あ
る
。
罪
に
堕
ち
た
人
間
は
勝
手
気
ま
ま
な
性
情
を
も
っ
て
い
る
か
ら
、
ま
っ
た
く
も
っ
て
規
律
に

欠
く
。
こ
れ
に
対
し
て
神
は
、
一
定
の
規
律
を
与
え
る
た
め
に
、
配
慮
と
し
て
、
ま
た
罰
と
し
て
隷
従
を
強
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

こ
う
し
た
枠
組
み
に
沿
っ
て
考
え
れ
ば
、
支
配
、
服
従
は
神
の
配
慮
と
罰
で
あ
っ
て
、
あ
る
が
ま
ま
の
自
然
本
性
に
適
う
は
ず
が
な
い
。

こ
こ
に
言
う
法
（lex

）
も
、
お
そ
ら
く
自
然
法
で
は
な
く
し
て
、
そ
う
し
た
神
の
意
向
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
。

　
と
は
い
え
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
じ
っ
さ
い
に
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
ど
う
考
え
て
い
た
か
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン

ト
ゥ
ラ
が
ど
う
受
け
と
っ
た
か
で
あ
る
。
彼
が
思
う
に
、
こ
の
章
句
に
も
と
づ
い
て
推
論
す
れ
ば
、
統
治
の
権
力
は
自
然
の
秩
序
を
保
つ

も
の
と
言
え
る
。
秩
序
を
保
と
う
と
す
る
働
き
は
、
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
自
然
本
性
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
統
治
の
権
力
も
ま
た
、
自

然
本
性
に
由
来
す
る
と
言
え
る
。

　
要
す
る
に
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
は
、
同
じ
問
い
に
答
え
る
に
さ
い
し
て
、
是
非
両
論
に
同
一
の
出
典
を
あ
げ
、
そ
こ
か
ら
背
反
す
る
答
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え
を
引
き
だ
し
て
い
る
。
か
た
や
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
よ
れ
ば
、
統
治
は
罪
に
由
来
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
は
っ
き
り
と
記

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
一
方
で
、
統
治
が
な
に
か
し
ら
の
形
で
自
然
本
性
に
由
来
す
る
と
い
う
考
え
も
捨
て
が
た
い
。
こ
れ
も
ま
た
、
ア

ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
言
葉
か
ら
導
け
る
よ
う
に
思
え
る
。
二
つ
な
が
ら
権
威
の
言
葉
で
あ
る
か
ら
、
ど
ち
ら
か
一
方
に
背
を
向
け
る
わ
け

に
は
い
か
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
は
こ
こ
で
、
言
葉
づ
か
い
に
工
夫
を
こ
ら
す
こ
と
で
、
こ
の
衝
突
を
避
け
よ
う
と
す
る
。

彼
は
ま
ず
、
支
配
す
る
権
力
と
い
う
言
葉
に
目
を
つ
け
、
こ
れ
を
三
つ
に
分
け
る
こ
と
か
ら
始
め
る
。

　
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
支
配
す
る
権
力
や
統
治
す
る
権
力
に
は
、
三
つ
の
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
も
っ
と
も
広
い

意
味
で
そ
う
で
あ
る
も
の
、
ま
た
一
般
に
そ
う
で
あ
る
も
の
、
そ
し
て
特
定
の
状
況
で
そ
う
で
あ
る
も
の
、
の
三
つ
で
あ
）
36
（
る
。

　
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
力
（potestas
）
の
内
実
に
つ
い
て
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
は
先
を
つ
づ
け
て
い
く
。
ま
ず
一
つ
目
の
、
も
っ
と

も
広
い
意
味
で
（largissim

e

）
そ
う
で
あ
る
も
の
と
は
、
人
間
が
み
ず
か
ら
の
意
思
に
よ
っ
て
、
も
の
を
使
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ

れ
は
人
に
対
す
る
支
配
権
で
は
な
く
、
動
産
や
不
動
産
と
い
っ
た
（sive m

obilium
, sive im

m
obilium

）、
も
の
に
対
す
る
支
配
権
で
あ
る
。

ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
曰
く
、
こ
の
力
は
創
ら
れ
た
自
然
本
性
の
状
態
（status naturae institutae

）
に
一
致
す
る
。
ま
た
堕
落
し
た
自
然

本
性
の
状
態
（status naturae lapsae

）
に
も
一
致
す
る
。
さ
ら
に
、
栄
化
さ
れ
た
自
然
本
性
の
状
態
（status naturae glorificatae

）、
す

な
わ
ち
救
済
後
の
自
然
本
性
の
状
態
に
も
一
致
す
る
と
い
）
37
（

う
。

　
二
つ
目
の
、
一
般
に
（com

m
uniter

）
そ
う
で
あ
る
も
の
と
は
、
理
性
を
も
ち
、
従
順
さ
を
そ
な
え
た
人
間
に
対
し
て
、
命
令
を
下
す

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
が
言
う
に
、
夫
が
妻
に
命
令
し
た
り
、
父
が
息
子
に
命
令
し
た
り
す
る
よ
う
な
も
の
が
含
ま

れ
る
。
ま
た
諸
天
使
に
お
け
る
上
下
の
区
別
も
こ
れ
に
含
ま
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
力
は
、
創
ら
れ
た
自
然
本
性
に
も
一
致
し
、
堕
落
し
た

自
然
本
性
に
も
一
致
す
る
。
た
だ
、
救
済
後
の
自
然
本
性
に
は
適
わ
な
い
と
い
）
38
（
う
。
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最
後
に
三
つ
目
の
、
特
定
の
状
況
で
（proprie

）
そ
う
で
あ
る
も
の
と
は
、
民
衆
や
家
来
を
統
制
し
、
自
由
を
奪
う
こ
と
で
あ
る
。
奴

隷
制
が
最
た
る
も
の
だ
が
、
こ
れ
は
創
ら
れ
た
自
然
本
性
に
は
適
わ
ず
、
救
済
後
の
自
然
本
性
に
も
適
わ
な
い
。
た
だ
一
つ
、
堕
落
し
た

自
然
本
性
に
の
み
一
致
す
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
聖
人
た
ち
が
口
を
そ
ろ
え
て
言
う
よ
う
に
、
隷
属
や
支
配
は
罪
に
対
す
る
罰
だ
か
ら

で
あ
）
39
（
る
。

　
こ
う
し
て
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
は
支
配
す
る
権
力
を
三
つ
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
が
あ
る
種
の
自
然
本
性
に
適
う
か
ど
う
か
ふ
る
い
に
か

け
て
い
る
が
、
こ
こ
で
興
味
を
引
く
の
は
、
彼
が
な
ん
の
こ
と
わ
り
も
な
く
、
自
然
本
性
の
状
態
（status naturae

）
を
歴
史
に
従
っ
て

三
つ
に
類
別
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
古
い
ほ
う
か
ら
順
に
、
堕
落
前
の
本
性
、
堕
落
後
の
本
性
、
救
済
後
の
本
性
の
三
つ
で
あ
る
。

　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
言
う
本
性
は
、
こ
の
よ
う
に
分
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
彼
に
と
っ
て
自
然
本
性
と
は
、
神
か
ら
授
け

ら
れ
た
も
の
を
指
し
て
い
る
か
ら
、
堕
落
し
た
自
然
本
性
と
い
う
言
葉
に
は
、
か
な
り
抵
抗
を
感
じ
る
に
相
違
な
い
。
と
い
う
の
も
、
堕

落
は
自
然
本
性
の
欠
落
に
ほ
か
な
ら
な
い
た
め
で
あ
る
。
彼
は
言
う
。「
悪
い
意
志
は
、
自
然
本
性
に
従
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し

ろ
こ
れ
に
反
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
悪
い
意
志
が
欠
陥
で
あ
る
た
め
で
あ
）
40
（

る
」。
ま
た
言
う
。「
じ
っ
さ
い
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
十
四
巻

（
一
章
や
十
一
章
）
で
も
論
じ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
弱
さ
、
す
な
わ
ち
こ
の
不
従
順
は
最
初
の
不
従
順
に
対
す
る
罰
な
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
そ
れ
は
自
然
本
性
で
は
な
く
、
欠
陥
で
あ
）
41
（

る
」。

　
つ
ま
り
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
罪
に
堕
ち
た
あ
と
の
人
間
の
高
慢
さ
や
弱
さ
を
、
け
っ
し
て
自
然
本
性
と
は
呼
ば
な
い
。
こ
れ
を
指

し
て
、
欠
陥
（vitium

）
と
呼
ぶ
。
自
然
本
性
は
大
部
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
か
ら
、
堕
落
し
た
あ
と
の
人
間
は
欠
落
を
負
っ
た
存
在
で

あ
る
。
自
然
本
性
は
減
じ
る
こ
と
は
あ
れ
、
質
を
変
え
る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
罪
に
も
と
づ
く
も
の
は
本
性
で
は
な
く
、
欠
陥
に
も
と
づ

く
。
そ
れ
ゆ
え
察
す
る
に
、
堕
落
し
た
自
然
本
性
と
い
う
言
葉
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
目
に
は
形
容
矛
盾
と
映
る
こ
と
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
は
、
罪
に
堕
ち
た
状
態
を
指
し
て
、
堕
落
し
た
自
然
本
性
と
呼
ん
で
憚
ら
な
い
。
し
か
も
そ
れ
で
い
て
彼

は
、
こ
う
呼
ぶ
こ
と
で
む
し
ろ
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
意
を
汲
ん
だ
と
思
っ
た
に
違
い
な
い
。
な
ぜ
と
い
う
に
、
こ
う
し
た
言
葉
づ
か
い
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に
よ
っ
て
、
否
定
論
拠
も
肯
定
論
拠
も
、
と
も
に
真
実
と
し
て
認
め
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。

　
隷
属
は
罪
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
を
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
は
否
定
し
な
い
。
も
ち
ろ
ん
堕
落
の
前
に
も
、
あ
る
種
の

支
配
関
係
が
あ
っ
た
の
だ
が
、
奴
隷
制
や
統
治
の
よ
う
な
支
配
関
係
は
、
堕
落
の
あ
と
に
生
じ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
否
定
論
拠

は
正
し
い
と
言
え
る
。
ま
た
い
っ
ぽ
う
で
、
統
治
の
権
力
が
自
然
本
性
の
規
定
に
従
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
も
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
は

否
定
し
な
い
。
た
だ
こ
こ
に
お
い
て
、
語
り
か
た
に
は
慎
重
さ
が
求
め
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
統
治
の
権
力
が
創
ら
れ
た
自
然
本
性
の
規

定
に
従
っ
て
い
る
、
と
言
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
間
違
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
統
治
の
権
力
が
堕
落
し
た
自
然
本
性
の
規
定
に
従
っ
て

い
る
、
と
言
う
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
正
し
い
。
要
す
る
に
、
地
上
の
統
治
は
あ
る
種
の
自
然
本
性
に
も
と
づ
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
ゆ
え
に
肯
定
論
拠
も
ま
た
、
真
と
言
い
う
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
べ
て
の
状
態
に
応
じ
て
、
自
然
本
性
を
思
い
や
る
秩
序
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
創
ら
れ
た
状
態
に
応
じ
て
、
自
然

本
性
を
思
い
や
る
秩
序
が
あ
り
、
堕
落
し
た
状
態
に
応
じ
て
も
、
自
然
本
性
を
思
い
や
る
秩
序
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
従
っ
て
自
然
が
命
じ
る
こ
と

に
は
、
い
く
つ
か
の
種
類
が
あ
る
。﹇
中
略
﹈
ま
ず
自
然
は
、
い
か
な
る
状
態
に
お
い
て
も
神
を
拝
す
る
べ
き
だ
と
命
じ
る
。
ま
た
創
ら
れ
た
自
然
本

性
に
従
っ
て
、
す
べ
て
の
も
の
が
等
し
く
あ
る
よ
う
に
と
命
じ
る
。
い
っ
ぽ
う
堕
落
し
た
自
然
本
性
に
従
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
適
切
な
位
置
に
お

さ
ま
る
よ
う
に
と
命
じ
る
。
こ
れ
は
、
争
い
や
戦
い
を
除
く
た
め
で
あ
）
42
（
る
。

　
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
を
敬
愛
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
を
読
ん
で
い
く
う
え
で
、
一
見
し
て

矛
盾
す
る
よ
う
な
言
葉
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
け
っ
し
て
矛
盾
と
は
み
な
さ
な
か
っ
た
。
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
は
、
理
解
が

追
い
つ
い
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
意
味
が
通
じ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
言
う
に
、
地
上
の
統
治
は
罪
に
由
来
す
る
。
し
か
し
ま
た
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
言
葉
を
踏
ま
え
れ
ば
、
地
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上
の
統
治
は
自
然
本
性
に
も
と
づ
く
よ
う
に
も
思
え
る
。
仮
に
ど
ち
ら
も
正
し
い
の
で
あ
れ
ば
、
間
違
っ
て
い
る
の
は
み
ず
か
ら
の
読
み

か
た
で
あ
る
。
そ
こ
で
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
は
、
自
然
本
性
を
三
つ
に
分
け
る
。
堕
落
の
前
に
も
、
堕
落
の
あ
と
に
も
、
救
済
の
あ
と
に

も
自
然
本
性
が
あ
る
と
す
る
。
こ
う
す
る
こ
と
で
、
地
上
の
統
治
が
広
い
意
味
で
は
自
然
本
性
に
も
と
づ
き
、
同
時
に
、
罪
に
由
来
す
る

と
言
え
る
よ
う
に
な
る
。
は
じ
め
の
理
解
に
た
し
ょ
う
間
違
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
彼
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
を
重
ん
じ
た
か
ら

こ
そ
、
結
果
と
し
て
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
を
離
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
じ
っ
さ
い
、
彼
が
こ
う
し
た
矛
盾
を
解
消
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
の
は
こ
こ
だ
け
で
は
な
い
。
同
じ
『
命
題
集
注
解
』
二
巻
四
区
分
に

お
い
て
も
、
似
た
よ
う
な
試
み
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
詳
細
は
省
く
が
、
そ
こ
で
は
天
使
に
つ
い
て
考
察
し
て
お
り
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ

ラ
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
『
神
の
国
』
と
『
創
世
記
逐
語
注
解
』（D

e G
enesi ad Litteram

）
と
の
あ
い
だ
に
、
相
反
す
る
結
論
を
見

い
だ
し
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
は
そ
れ
を
矛
盾
と
受
け
と
る
こ
と
な
く
、
右
の
議
論
と
同
じ
よ
う
に
、
解
釈
に
手
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
二
つ
を
調
停
し
よ
う
と
す
る
。

　
彼
が
言
う
に
、『
神
の
国
』
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
広
い
意
味
に
お
い
て
（large

）
正
し
い
。
ま
た
、『
創
世
記
逐
語
注
解
』
に
書

か
れ
て
い
る
こ
と
も
、
特
定
の
意
味
に
お
い
て
（proprie

）
正
し
い
。
そ
し
て
こ
う
結
論
を
下
し
た
う
え
で
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
は
言

う
。「
こ
の
よ
う
に
述
べ
た
ほ
う
が
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
矛
盾
し
た
こ
と
を
言
っ
て
い
て
、
ま
る
で
落
ち
つ
き
が
な
い
か
の
よ
う
に
、

あ
あ
言
っ
た
り
こ
う
言
っ
た
り
し
て
い
る
と
述
べ
る
よ
り
も
、﹇
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
﹈
礼
儀
を
尽
く
し
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
）
43
（
う
」。
ア
ウ

グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
礼
儀
を
尽
く
す
（curialius

）
こ
と
。
こ
の
態
度
が
、
図
ら
ず
も
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
新
た
な
解
釈
を
加
え
て
い
く

こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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四
　『
兄
弟
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル
の
大
全
』

　
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
が
『
命
題
集
注
解
』
を
書
い
た
の
が
、
一
二
五
〇
年
代
の
は
じ
め
ご
ろ
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
、
歳
は
三
十
を
越

し
た
く
ら
い
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
パ
リ
大
学
に
在
籍
し
、
聖
書
講
師
や
命
題
集
講
師
を
務
め
、
学
生
に
神
学
を
講
じ
て
い
た
こ
ろ
で

あ
っ
た
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
一
人
論
点
を
ま
と
め
、
諸
賢
の
言
葉
を
拾
い
あ
つ
め
、
注
解
を
記
す
の
は
多
難
を
極
め
る
。

　
そ
こ
で
、
議
論
が
ま
と
ま
っ
た
簡
便
な
書
が
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
手
本
と
す
る
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
『
命
題
集
』
自
体
が
、

そ
う
し
た
手
引
き
の
一
つ
で
あ
っ
た
が
、
彼
の
生
き
た
時
代
、
す
で
に
パ
リ
大
学
で
は
幾
多
の
神
学
書
が
書
か
れ
て
い
た
か
ら
、
そ
う
い

う
同
時
代
の
作
品
に
目
を
通
す
こ
と
も
多
か
っ
た
ろ
う
し
、
と
き
に
新
た
な
知
見
を
得
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
っ
た
と
推
せ
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
自
然
本
性
を
分
け
る
と
い
う
発
想
も
、
こ
う
い
う
か
た
ち
で
知
り
え
た
か
も
し
れ
ず
、
彼
の
創
案
で
は
な
か
っ
た
可
能
性

が
あ
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
一
人
向
き
あ
う
な
か
で
得
ら
れ
た
結
論
で
は
な
く
、
外
か
ら
の
助
け
が
あ
っ
て
、
は
じ
め
て
得
ら
れ
た

結
論
か
も
し
れ
な
い
。

　
そ
う
な
る
と
つ
ぎ
に
問
題
に
な
る
の
は
、
い
っ
た
い
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
が
こ
の
考
え
を
ど
こ
か
ら
学
び
え
た
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

む
ろ
ん
候
補
は
い
く
ら
も
あ
る
の
だ
が
、
こ
こ
に
お
い
て
お
お
よ
そ
の
見
当
が
つ
か
な
い
で
も
な
い
。
同
時
代
の
学
者
が
書
い
た
も
の
、

と
い
う
条
件
に
従
っ
て
調
べ
て
い
け
ば
、
数
は
ず
い
ぶ
ん
限
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
う
ち
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
が
大
き
な
影
響
を
受
け

た
書
と
な
れ
ば
、
お
お
よ
そ
二
書
に
ま
で
絞
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
つ
は
、
ヘ
ー
ル
ズ
の
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル
に
よ
る
『
命
題
集
注
解
』（G

lossa in IV libros Sententiarum

）
で
あ
る
。
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル

は
著
名
な
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
士
で
、『
命
題
集
』
に
注
を
つ
け
る
伝
統
も
、
彼
に
は
じ
ま
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
学
識
が
深
く
、
周
り
に
人

を
集
め
る
才
が
あ
っ
た
と
い
う
。
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
も
パ
リ
に
渡
り
、
師
と
仰
い
で
教
え
を
受
け
た
。
そ
し
て
そ
う
こ
う
す
る
う
ち
に
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十
年
た
っ
て
、
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル
は
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
。
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
の
『
命
題
集
注
解
』
は
、
そ
れ
か
ら
五
年
ほ
ど
た
っ
て

書
か
れ
た
。
注
解
を
記
す
に
あ
た
っ
て
、
師
の
先
例
に
倣
う
こ
と
も
多
か
っ
た
と
思
う
。
こ
れ
は
、
た
ん
に
憶
測
で
言
え
る
も
の
で
は
な

く
、
じ
っ
さ
い
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
が
『
命
題
集
注
解
』
二
部
の
は
じ
め
で
、
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル
の
名
に
ふ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
察
す

る
に
足
り
る
。
そ
こ
に
お
い
て
彼
は
、「
わ
た
し
た
ち
の
父
で
あ
り
師
で
あ
り
、
す
ぐ
れ
た
記
憶
力
を
も
っ
た
兄
弟
ア
レ
ク
サ
ン
デ
）
44
（
ル
」

と
記
し
、「
わ
た
し
は
特
に
彼
の
足
跡
に
従
う
つ
も
り
で
）
45
（

す
」
と
忠
心
を
示
し
て
い
る
。

　
そ
し
て
い
ま
ひ
と
つ
の
書
は
、『
兄
弟
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル
の
大
全
』
で
あ
る
。
こ
こ
に
言
う
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル
も
、
先
に
見
た
者
と
同

じ
で
あ
る
が
、
注
意
を
要
す
る
こ
と
に
、
彼
一
人
が
書
い
た
も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
単
著
で
は
な
く
、
共
著
で
あ
る
。
ア
レ
ク
サ
ン
デ

ル
に
く
わ
え
、
そ
の
ほ
か
数
名
の
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
士
が
筆
を
連
ね
た
と
い
う
。
た
だ
、
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル
が
も
っ
と
も
学
識
に
す
ぐ
れ

て
い
た
た
め
、
名
を
借
り
て
題
し
、『
兄
弟
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル
の
大
全
』
と
呼
ば
れ
た
。
内
容
は
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
の
神
学
を
公
に
し

た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
会
に
参
し
、
神
学
を
学
ん
だ
も
の
は
み
な
、
こ
れ
を
手
引
き
と
し
た
。
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
も
こ
れ
を

読
む
こ
と
で
、
会
の
伝
統
に
親
し
ん
で
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
に
入
っ
て
パ
リ
大
学
で
学
ん
だ
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
は
、
と
う
ぜ
ん
こ
の
二
書
に
接
し
、
た
び
た
び
示
唆
を
得
て
い

た
こ
と
と
思
う
。
と
も
に
古
典
か
ら
の
引
用
に
富
み
、
論
点
も
種
ご
と
に
分
か
れ
て
い
る
か
ら
、
検
索
に
す
ぐ
れ
て
い
る
。
く
わ
え
て
二

つ
と
も
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル
が
か
か
わ
っ
て
い
た
か
ら
、
こ
の
こ
と
も
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
の
意
を
満
た
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。

　
た
だ
、
い
ま
こ
こ
で
論
を
見
る
に
あ
た
っ
て
は
、
ひ
と
ま
ず
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル
の
『
命
題
集
注
解
』
を
外
す
こ
と
に
す
る
。
そ
れ
と
い

う
の
も
、
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル
の
『
命
題
集
注
解
』
を
開
き
、
先
と
同
じ
く
二
巻
の
四
十
四
区
分
に
あ
た
っ
て
み
て
も
、
こ
れ
が
と
う
て
い

ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
の
手
本
に
な
っ
た
と
は
思
え
な
い
た
め
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
構
成
か
ら
し
て
異
な
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
は
こ
こ
で
統
治
の
話
を
は
さ
み
、
そ
れ
が
本
性
に
も
と
づ

く
か
ど
う
か
論
じ
て
い
た
が
、
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル
の
ほ
う
に
は
そ
れ
が
な
い
。「
世
俗
の
権
力
は
異
端
者
の
権
力
を
抑
制
す
る
べ
き
か）
46
（

」
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と
い
っ
た
問
い
は
立
て
て
い
る
の
だ
が
、
統
治
に
つ
い
て
は
そ
れ
で
仕
舞
い
で
あ
）
47
（
る
。
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
に
と
っ
て
、
ア
レ
ク
サ
ン
デ

ル
が
敬
す
べ
き
恩
師
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
え
な
い
が
、
こ
と
こ
の
四
十
四
区
分
に
か
ん
し
て
言
え
ば
、
あ
ま
り
そ
の
範
例
に
従
っ
て
い

る
と
は
言
い
が
た
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
か
ら
は
『
兄
弟
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル
の
大
全
』（
以
下
『
大
全
』
と
略
す
）
に
限
っ
て
、
話
を
進
め

て
い
き
た
い
。

　『
大
全
』
は
、
一
二
五
〇
年
代
に
四
巻
で
完
結
し
た
が
、
す
で
に
四
十
年
代
の
後
半
に
は
、
三
巻
ま
で
形
を
な
し
て
い
た
と
い
）
48
（

う
。
そ

れ
は
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
が
、『
命
題
集
注
解
』
を
記
す
数
年
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
注
解
を
記
す
に
あ
た
っ
て
、
会
か
ら
出
た
ば
か
り

の
本
を
参
照
し
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
。

　
そ
し
て
『
大
全
』
で
は
、
三
巻
二
部
の
な
か
で
支
配
や
隷
従
を
あ
つ
か
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
、
自
然
法
の
命
令
（dictam

en legis 

naturalis

）
で
あ
る
か
ど
う
か
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
の
論
で
は
、
自
然
本
性
（natura

）
に
適
う
か
ど
う
か
論
じ
て

い
た
た
め
、『
大
全
』
の
言
葉
は
わ
ず
か
に
違
う
。
だ
が
、『
大
全
』
の
著
者
は
自
然
法
と
言
う
べ
き
と
こ
ろ
を
自
然
本
性
と
言
い
か
え
て

み
た
り
、
あ
ま
り
こ
の
区
別
に
厳
格
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
大
き
な
違
い
が
な
い
と
見
て
さ
し
つ
か
え
な
い
だ
ろ
う
。

　
そ
し
て
こ
の
提
題
に
対
し
、
否
定
論
拠
を
五
つ
、
肯
定
論
拠
を
三
つ
あ
げ
て
い
る
が
、
や
は
り
こ
こ
で
も
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
限
っ

て
見
て
い
く
と
、
ま
ず
否
定
論
拠
に
、
例
の
ご
と
く
『
神
の
国
』
の
十
九
巻
十
五
章
が
引
か
れ
て
い
る
。

　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、『
神
の
国
』
十
九
巻
で
言
う
。「
神
は
、
み
ず
か
ら
に
か
た
ど
っ
て
創
ら
れ
た
理
性
的
な
も
の
が
、
た
ん
に
非
理
性
的
な
も

の
を
支
配
す
る
よ
う
に
望
ま
れ
た
。
人
間
が
人
間
を
支
配
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
人
間
が
動
物
を
支
配
す
る
こ
と
を
望
ま
れ
た
」。
し
た
が
っ
て
、
人

間
が
人
間
を
支
配
す
る
こ
と
は
自
然
本
性
に
反
す
）
49
（

る
。

　
こ
れ
は
、
十
九
巻
十
五
章
の
は
じ
め
の
文
で
あ
る
。
神
は
こ
の
世
界
を
創
ら
れ
た
と
き
、
人
間
が
た
が
い
に
支
配
し
あ
う
よ
う
に
は
望
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ま
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
支
配
や
隷
従
は
自
然
本
性
に
反
し
て
お
り
、
自
然
法
の
命
令
で
は
な
い
。
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
の
よ
う
に
、

罪
に
も
と
づ
く
と
明
言
し
て
は
い
な
い
が
、
論
旨
は
同
じ
で
あ
る
。『
大
全
』
の
著
者
も
『
神
の
国
』
を
あ
げ
る
こ
と
で
、
支
配
や
隷
従

に
か
ん
し
て
否
定
的
な
見
解
を
与
え
て
い
る
。

　
そ
し
て
つ
ぎ
に
、
肯
定
論
拠
に
目
を
移
す
と
、
こ
こ
で
も
ま
た
、『
神
の
国
』
の
十
九
巻
十
五
章
が
引
か
れ
て
い
る
。

　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、『
神
の
国
』
十
九
巻
で
言
う
。「
罰
と
し
て
の
奴
隷
の
状
態
は
、
自
然
の
秩
序
を
保
つ
こ
と
を
命
じ
、
乱
す
こ
と
を
禁
じ
る

法
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。
じ
っ
さ
い
、
も
し
も
こ
の
法
に
反
す
る
こ
と
を
な
さ
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
だ
れ
も
罰
と
し
て
の
奴
隷
の
状
態
に
拘
束

さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
使
徒
も
、
僕
は
主
人
に
従
う
べ
き
だ
と
戒
め
て
い
）
50
（

る
」

　
こ
れ
は
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
が
引
い
た
言
葉
よ
り
も
長
く
、
二
文
ほ
ど
あ
と
を
つ
づ
け
て
い
る
が
、
同
一
の
場
所
で
あ
る
。
ボ
ナ
ヴ
ェ

ン
ト
ゥ
ラ
は
こ
こ
か
ら
、
奴
隷
の
状
態
が
自
然
本
性
に
由
来
す
る
と
結
ん
で
い
た
が
、『
大
全
』
の
著
者
は
引
用
を
示
す
に
と
ど
ま
り
、

は
っ
き
り
し
た
評
定
を
下
し
て
い
な
い
。

　
し
か
し
む
ろ
ん
、
こ
れ
は
肯
定
論
拠
で
あ
る
か
ら
、
言
お
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
明
快
で
、
自
然
法
が
奴
隷
の
状
態
を
命
じ
て
い
る
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
よ
れ
ば
、
自
然
秩
序
の
保
持
を
命
じ
る
法
（lex

）
が
、
奴
隷
の
状
態
を
定
め
て
い
る
。
こ

の
法
が
な
ん
で
あ
る
の
か
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
く
わ
し
く
述
べ
て
い
な
い
。
思
う
に
彼
に
と
っ
て
、
こ
の
法
は
神
の
命
令
、
ま
た
は

摂
理
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
）
51
（
が
、『
大
全
』
の
著
者
は
、
こ
れ
を
自
然
法
と
見
て
い
る
。
そ
し
て
い
ま
、
仮
に
こ
れ
を

自
然
法
と
見
る
の
で
あ
れ
ば
、
自
然
法
が
奴
隷
の
状
態
を
定
め
て
い
る
と
言
い
か
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
同
じ
本
、
同
じ
巻
、
同
じ
章
か

ら
と
ら
れ
た
二
つ
の
文
が
、
不
思
議
な
こ
と
に
鋭
い
対
決
を
示
す
こ
と
に
な
る
。

　
そ
こ
で
『
大
全
』
の
著
者
は
、
こ
の
対
立
を
調
停
す
る
た
め
に
、
あ
の
区
分
け
を
も
ち
だ
す
。
自
然
本
性
を
、
堕
落
の
前
後
で
分
け
る
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と
い
う
手
法
で
あ
る
。
曰
く
、「
自
然
法
は
創
ら
れ
た
自
然
本
性
の
状
態
（status naturae institutae

）
に
も
と
づ
い
て
、
万
人
が
も
つ
共

通
の
自
由
を
命
じ
て
い
）
52
（

る
」。
こ
れ
は
、
否
定
論
拠
が
言
う
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
い
っ
ぽ
う
で
、「
堕
落
し
た
自
然
本
性
の
状
態

（status naturae corruptae

）
に
も
と
づ
け
ば
、
自
然
法
は
隷
属
や
支
配
が
必
要
で
あ
る
と
命
じ
て
い
る
。
そ
れ
は
悪
を
抑
え
こ
む
た
め
で

あ
）
53
（
る
」。
つ
ま
り
肯
定
論
拠
が
言
っ
て
い
た
の
は
、
こ
ち
ら
の
ほ
う
で
あ
っ
た
と
わ
か
る
。
か
く
し
て
、
自
然
本
性
は
歴
史
に
も
と
づ
い

て
二
分
さ
れ
、『
神
の
国
』
の
な
か
に
は
、
は
じ
め
か
ら
対
立
が
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
、
意
味
の
転
換
が
果
た
さ
れ
た
の
で

あ
る
。

　
た
だ
し
『
大
全
』
は
、
こ
う
し
た
区
別
に
つ
い
て
あ
ま
り
深
く
語
っ
て
い
な
い
。
わ
ず
か
数
行
で
済
ま
し
て
い
る
の
で
、
も
し
か
す
る

と
著
者
自
身
、
こ
こ
に
新
し
さ
が
あ
る
と
は
思
わ
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
こ
の
直
前
に
も
著
者
は
ア
ウ
グ
ス

テ
ィ
ヌ
ス
の
言
葉
を
引
い
て
お
り
、
そ
れ
が
読
み
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
い
ま
見
た
区
分
と
よ
ど
み
な
く
つ
な
が
る
よ
う
に
思
え
る
か
ら
で

あ
る
。

　
著
者
は
、
創
ら
れ
た
自
然
の
状
態
に
つ
い
て
語
る
前
に
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
言
葉
を
引
く
。「
だ
れ
し
も
、
神
が
最
初
に
人
間
を

創
っ
た
自
然
本
性
に
お
い
て
は
、
人
間
の
奴
隷
で
も
な
い
し
、
罪
の
奴
隷
で
も
な
い
」。
こ
の
言
葉
も
、『
神
の
国
』
の
十
九
巻
十
五
章
か

ら
抜
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
内
容
に
つ
い
て
は
否
定
論
拠
で
あ
げ
ら
れ
た
も
の
と
同
じ
で
新
し
さ
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
文
の
形
式
に

注
目
す
る
と
、
い
さ
さ
か
興
味
深
い
も
の
が
見
え
て
く
る
。

　
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、「
神
が
最
初
に
人
間
を
創
っ
た
自
然
本
性
」（natura in qua prius D

eus hom
inem

 condidit

）
と
い
う
名
詞

句
で
あ
る
。
こ
の
句
で
は
、
自
然
本
性
（natura

）
が
主
要
部
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
「
神
が
最
初
に
人
間
を
創
っ
た
」（in qua prius D

eus 

hom
inem

 condidit

）
と
い
う
言
葉
が
修
飾
節
と
し
て
つ
づ
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
後
半
は
よ
く
あ
る
名
詞
修
飾
節
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
非

制
限
的
な
（nonrestrictive

）
も
の
と
見
る
か
、
そ
れ
と
も
、
制
限
的
な
（restrictive

）
も
の
と
見
る
か
で
、
文
の
解
釈
は
大
き
く
変

わ
っ
て
く
る
。



法学政治学論究　第140号（2024.3）

108

　
も
と
よ
り
、
ラ
テ
ン
語
の
関
係
節
は
、
非
制
限
的
な
も
の
と
制
限
的
な
も
の
を
、
筆
記
の
う
え
で
区
別
し
な
い
。
音
声
で
は
休
止
を
入

れ
て
区
別
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
）
54
（

が
、
そ
れ
は
記
法
に
は
反
映
さ
れ
な
か
っ
た
。
現
代
の
校
訂
版
で
は
、
カ
ン
マ
を
付
し
て
こ
の
差
を

明
ら
か
に
し
た
も
の
も
多
い
が
、
そ
れ
は
後
世
の
加
筆
で
あ
っ
て
、
英
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
の
慣
習
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

十
三
世
紀
の
学
者
が
、
こ
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
句
に
ふ
れ
た
と
き
、
解
釈
は
読
み
手
に
任
さ
れ
て
い
た
。
非
制
限
的
に
読
む
こ
と
も

で
き
れ
ば
、
制
限
的
に
読
む
こ
と
も
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。

　
ま
ず
非
制
限
的
な
も
の
と
見
る
な
ら
ば
、
こ
の
修
飾
節
は
自
然
本
性
を
同
格
的
に
説
明
し
た
も
の
に
な
る
。
つ
ま
り
、
や
や
補
っ
て
訳

せ
ば
、「
自
然
本
性
、
す
な
わ
ち
そ
こ
に
お
い
て
神
が
最
初
に
人
間
を
創
っ
た
」
と
い
う
風
に
な
る
。
修
飾
節
は
た
ん
な
る
補
足
に
す
ぎ

な
い
か
ら
、
仮
に
除
い
て
も
大
意
は
変
わ
ら
な
い
。
そ
し
て
思
う
に
、
こ
れ
が
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
本
意
で
あ
っ
た
。
彼
に
と
っ
て
、

自
然
本
性
は
堕
落
の
前
に
あ
る
も
の
に
限
る
か
ら
、
意
味
を
狭
め
る
た
め
に
修
飾
を
重
ね
る
必
要
は
な
い
。
言
う
な
れ
ば
、
固
有
名
詞
を

言
葉
で
限
定
す
る
こ
と
が
な
い
の
と
同
じ
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
制
限
的
な
も
の
と
見
る
な
ら
ば
、
こ
の
修
飾
節
は
自
然
本
性
を
限
定
し
た
言
葉
に
な
る
。
こ
う
文
意
を
と
る
と
、
自
然

本
性
に
は
そ
も
そ
も
二
つ
以
上
の
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
の
う
ち
、「
神
が
最
初
に
人
間
を
創
っ
た
自
然
本
性
」
と
い
っ
た
具
合
に
聞
こ
え

て
く
る
。『
大
全
』
の
著
者
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
に
解
し
て
い
て
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
言
う
自
然
本
性
を
数
あ
る
自
然
本
性
の

一
つ
と
し
て
受
け
と
っ
て
い
る
。
そ
の
証
拠
に
、
彼
は
こ
の
あ
と
す
ぐ
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
言
う
「
神
が
最
初
に
人
間
を
創
っ
た
自

然
本
性
」（natura in qua prius D

eus hom
inem

 condidit

）
と
い
う
言
葉
を
言
い
か
え
て
、「
創
ら
れ
た
自
然
本
性
の
状
態
」（status 

naturae institutae

）
と
し
、
つ
づ
け
て
「
堕
落
し
た
自
然
本
性
の
状
態
」（status naturae corruptae

）
な
る
も
の
を
並
べ
て
い
る
。
そ
の

た
め
こ
の
二
分
法
は
、
一
見
す
る
と
奇
異
な
結
論
の
よ
う
に
思
え
る
が
、
そ
の
じ
つ
見
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
を
読
む

こ
と
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
と
も
言
え
る
。

　
た
だ
む
ろ
ん
、
こ
れ
は
一
文
を
切
り
は
な
し
た
と
き
に
そ
う
読
め
る
と
い
う
話
で
あ
っ
て
、『
神
の
国
』
を
は
じ
め
か
ら
通
し
て
読
む
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な
ら
ば
、
こ
う
い
う
結
論
は
け
っ
し
て
出
て
こ
な
い
。
全
体
を
読
ん
で
、
逐
一
自
然
本
性
と
い
う
言
葉
に
目
を
と
め
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、

そ
れ
は
か
な
ら
ず
罪
に
堕
ち
る
前
の
性
を
指
し
て
お
り
、
堕
ち
た
あ
と
の
性
は
含
ま
な
い
。
た
し
か
に
罪
に
堕
ち
た
あ
と
に
も
自
然
本
性

は
わ
ず
か
に
残
っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
指
し
て
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
自
然
本
性
と
呼
ぶ
こ
と
は
あ
）
55
（
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で

も
善
性
の
話
で
あ
っ
て
、
人
が
人
を
支
配
す
る
よ
う
な
悪
習
は
、
や
は
り
罪
そ
の
も
の
に
由
来
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
全
体
を
一
か
ら
読
み
く

だ
し
た
な
ら
ば
、
け
っ
し
て
こ
れ
を
自
然
本
性
と
は
呼
べ
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　
こ
れ
を
察
す
る
に
、『
大
全
』
の
著
者
は
、『
神
の
国
』
の
全
体
に
目
を
通
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
も
し
く
は
、
た
と
え
読

ん
で
い
た
と
し
て
も
、
執
筆
の
さ
い
に
机
右
に
置
き
、
折
に
ふ
れ
て
読
め
る
状
況
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
じ
っ
さ
い
初
期
の
フ

ラ
ン
シ
ス
コ
会
は
、
蔵
書
を
誇
る
よ
う
な
会
で
は
な
か
っ
た
。
会
祖
の
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
（Francesco

）
が
、
本
を
み
だ
り
に
読
ん
だ
り

買
っ
た
り
す
る
こ
と
を
戒
め
て
い
た
し
、
本
を
も
つ
こ
と
は
所
有
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
清
貧
の
理
念
に
背
く
と
考
え
ら
れ
た
た
め
で
あ

る
）
56
（

。
　
一
二
二
〇
年
代
に
は
、
会
に
も
図
書
館
の
よ
う
な
も
の
が
で
き
た
が
、
原
則
貸
し
出
し
を
禁
じ
て
お
り
、
あ
ま
り
使
い
勝
手
の
よ
い
も

の
で
は
な
か
っ
た
。
蔵
書
を
増
や
し
て
一
部
の
貸
し
出
し
を
認
め
、
学
習
の
便
に
供
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
十
三
世
紀
の
後
半
に
な
っ

て
か
ら
で
あ
）
57
（

る
。
ま
た
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
の
図
書
館
も
、
で
き
て
ま
も
な
い
こ
ろ
は
蔵
書
と
呼
べ
る
ほ
ど
の
図
書
を
そ
ろ
え
て
い
な
か
っ
た
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
屈
指
の
図
書
館
に
な
っ
た
の
は
、
十
三
世
紀
も
終
わ
り
、
一
二
九
〇
年
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
）
58
（
る
。

　
し
た
が
っ
て
初
期
の
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
士
に
と
っ
て
、
原
典
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
い
く
の
は
容
易
で
な
か
っ
た
。
中
身
は
し
ば
し
ば
、
別

の
書
の
引
用
か
ら
想
像
す
る
ほ
か
な
か
っ
た
。『
大
全
』
の
著
者
も
お
そ
ら
く
、『
グ
ロ
ッ
サ
・
オ
ル
デ
ィ
ナ
リ
ア
』
の
よ
う
な
注
解
書
や
、

『
教
令
集
』
の
よ
う
な
法
典
を
探
っ
て
、
教
父
の
言
葉
を
拾
い
集
め
た
に
相
違
な
い
。
こ
う
い
う
書
は
、
修
道
院
の
日
課
や
実
務
に
益
す

る
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
、
保
有
す
る
こ
と
も
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
書
か
ら
拾
っ
た
言
葉
が
、
も
と
あ
っ
た
筋
を
は

な
れ
、
ま
る
で
短
い
金
言
の
よ
う
に
玩
味
さ
れ
る
う
ち
に
、
違
っ
た
読
み
を
付
さ
れ
て
い
っ
た
。
む
ろ
ん
、
そ
れ
は
原
典
の
趣
意
に
照
ら
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せ
ば
誤
り
に
違
い
な
い
の
だ
が
、
一
文
の
な
か
で
解
す
る
な
ら
ば
、
理
屈
に
合
っ
て
い
て
無
理
が
な
い
。
自
然
本
性
を
二
つ
に
分
け
る
と

い
う
発
想
も
、
こ
う
し
た
資
料
上
の
制
約
に
由
っ
て
い
た
と
見
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
そ
こ
に
著
者
の
意
図
が
ま
っ
た
く
な
い
か
と
い
う
と
、
そ
う
い
う
わ
け
で
は
な
く
、『
大
全
』
の
な
か
に
一
定
の
意
図
が

あ
っ
た
こ
と
も
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
リ
デ
ィ
ア
・
シ
ュ
ー
マ
ッ
ハ
（Lydia Schum

acher

）
に
よ
れ
ば
、『
大
全
』
の
な
か
に
は

ア
ッ
シ
ジ
の
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
の
思
想
が
見
え
隠
れ
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
外
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス

の
言
葉
を
曲
げ
て
解
す
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
生
前
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
は
素
朴
な
言
葉
で
信
条
を
語
っ
て
い
た
が
、『
大

全
』
で
は
そ
れ
を
、
哲
学
や
神
学
の
言
葉
で
語
り
な
お
し
て
い
る
と
言
え
）
59
（

る
。
シ
ュ
ー
マ
ッ
ハ
は
、
神
論
や
三
位
一
体
論
を
見
る
こ
と
で

こ
れ
を
証
し
て
い
る
が
、
い
ま
見
た
自
然
本
性
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
と
同
じ
こ
と
が
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
の
思
想
に
、
被
造
物
の
讃
美
が
あ
る
。
神
の
偉
大
さ
を
称
え
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
そ
の
神
の
手
に
な
る
自

然
も
ま
た
、
こ
と
さ
ら
に
讃
美
す
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
堕
罪
の
影
は
後
ろ
に
退
く
。
被
造
物
を
称
え
る
な
ら
ば
、
い
ま
を
生
き
る
人
間

に
も
神
の
わ
ざ
が
見
え
る
の
で
あ
っ
て
、
い
ま
あ
る
姿
が
、
あ
る
べ
き
姿
と
重
な
り
あ
っ
て
い
く
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
と
っ
て
は
、

か
つ
て
の
自
然
本
性
こ
そ
が
あ
る
べ
き
姿
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
罪
に
堕
ち
た
あ
と
の
い
ま
あ
る
姿
と
は
重
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
フ
ラ

ン
チ
ェ
ス
コ
に
お
い
て
は
、
こ
の
二
つ
が
き
わ
め
て
近
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
か
つ
て
の
あ
る
べ
き
姿
も
、
い
ま
あ
る
姿
も
、
と
も
に
神
の

創
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
と
も
に
神
の
愛
に
浴
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　『
大
全
』
の
著
者
が
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
に
学
び
、
こ
う
い
う
自
然
観
を
も
っ
て
い
た
と
し
た
ら
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
を
読
む
さ
い
、

こ
の
思
い
を
抑
え
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
よ
れ
ば
、
い
ま
あ
る
人
間
は
自
然
本
性
を
失
っ
た
欠
陥

で
あ
る
。
し
か
し
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
に
従
う
な
ら
ば
、
こ
の
考
え
は
と
う
て
い
受
け
い
れ
ら
れ
な
い
。
神
が
欠
陥
を
捨
て
置
く
は
ず
が
な

い
。
し
た
が
っ
て
い
ま
を
生
き
る
人
間
も
、
別
の
本
性
に
従
っ
て
い
る
と
見
た
ほ
う
が
、
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
の
意
に
適
う
。
む
ろ
ん
そ
の

本
性
は
、
堕
罪
の
前
に
あ
っ
た
も
の
と
違
う
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
と
も
か
く
、
い
ま
あ
る
人
間
も
一
つ
の
本
性
に
も
と
づ
き
、
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あ
る
べ
き
姿
に
向
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。『
大
全
』
の
著
者
は
こ
う
い
う
考
え
を
も
っ
て
い
た
た
め
に
、
文
の
内
容
を
読
み
違
え
た
の

だ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

五
　
お
わ
り
に

　
十
三
世
紀
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
政
治
学
』
が
移
入
す
る
前
、
す
で
に
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
思
想
は
変
転
を
と
げ
て
い
た
。
そ
し

て
十
三
世
紀
よ
り
前
に
も
齟
齬
は
あ
っ
た
か
ら
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
思
想
は
変
転
を
つ
づ
け
て
い
た
、
と
言
っ
た
ほ
う
が
正
確
か
も

し
れ
な
い
。
読
み
手
の
解
釈
に
は
揺
れ
が
あ
っ
て
、
そ
れ
は
ウ
ル
マ
ン
が
言
う
よ
う
に
固
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ア
ウ
グ
ス

テ
ィ
ヌ
ス
の
思
想
を
正
し
く
学
ん
だ
者
が
ど
れ
ほ
ど
い
た
か
定
か
で
な
い
が
、
一
般
に
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
を
奉
じ
た
と
さ
れ
る
初
期
フ

ラ
ン
シ
ス
コ
会
で
す
ら
、
見
て
き
た
よ
う
な
変
容
を
来
し
て
い
た
の
だ
か
ら
、
残
り
の
思
想
家
に
つ
い
て
も
、
そ
の
大
要
が
う
か
が
い
知

れ
）
60
（

る
。

　
こ
こ
に
お
い
て
い
ま
や
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
か
ら
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
へ
、
と
い
う
単
純
な
図
式
が
描
け
な
い
こ
と
は
と
う
ぜ
ん
で
あ

る
が
、
そ
れ
に
く
わ
え
て
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
的
と
い
う
形
容
す
ら
、
安
易
に
使
う
こ
と
は
控
え
る
べ
き
こ
と
に
な
る
。
い
ま
見
て
き

た
『
大
全
』
の
著
者
に
し
ろ
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
に
し
ろ
、
お
そ
ら
く
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
的
と
呼
ば
れ
る
こ
と
を
拒
ま
な
か
っ
た
で

あ
ろ
う
。
二
人
と
も
彼
に
依
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
ゆ
え
で
あ
る
。
し
か
し
彼
ら
は
別
の
意
味
に
お
い
て
、
や
は
り
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ

ス
的
で
は
な
か
っ
た
。
統
治
に
対
す
る
考
え
が
相
違
す
る
た
め
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
的
で
あ
る
と
か
、
ア
ウ
グ
ス

テ
ィ
ヌ
ス
的
で
な
い
と
い
っ
た
言
い
か
た
は
、
誤
解
を
生
む
か
も
し
れ
ず
、
学
問
的
な
表
現
と
し
て
は
あ
ま
り
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。

　
哲
学
で
は
、
こ
う
し
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
変
容
を
と
ら
え
る
た
め
に
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
的
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
や
、
ア
ウ

グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
的
プ
ラ
ト
ン
主
義
、
ま
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
的
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
主
義
の
よ
う
に
、
い
ろ
い
ろ
な
呼
称
で
呼
ぶ
こ
と
が
あ
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る
。
だ
が
、
こ
う
い
う
か
た
ち
で
名
前
を
重
ね
て
い
く
の
は
煩
雑
で
あ
る
し
、
な
に
よ
り
そ
の
思
想
を
う
ま
く
言
い
え
て
い
る
と
も
思
え

な
い
。
そ
れ
ゆ
え
思
想
史
と
し
て
こ
う
し
た
受
容
を
と
ら
え
て
い
く
と
き
、
類
型
に
よ
っ
て
示
す
の
は
も
は
や
十
分
で
な
い
。
継
受
関
係

を
で
き
る
限
り
示
し
て
い
く
ほ
か
に
、
真
摯
な
方
法
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
の
受
容
を
さ
ら
い
、
そ
れ

を
少
し
前
の
『
大
全
』
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
で
、
受
容
史
に
お
け
る
一
つ
の
つ
な
が
り
を
示
せ
た
と
思
う
。

　
た
だ
、
変
遷
の
要
因
に
つ
い
て
は
、
た
し
ょ
う
無
理
が
あ
る
こ
と
も
承
知
の
う
え
で
、
大
き
く
三
つ
に
分
け
て
説
明
し
た
。
そ
れ
ら
は

原
典
そ
の
も
の
が
含
む
も
の
、
読
み
手
に
か
か
わ
る
も
の
、
書
物
の
利
用
に
か
か
わ
る
も
の
の
三
つ
で
あ
っ
た
。
も
と
よ
り
要
因
が
こ
の

三
つ
に
尽
く
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
三
つ
が
そ
れ
ぞ
れ
別
に
働
く
わ
け
で
も
な
い
。
し
か
し
思
う
に
、
こ
の
三
つ
は
変
容
の
主
因
で
あ

る
か
ら
、
ま
ず
は
こ
の
三
つ
を
軸
に
し
て
過
程
を
追
う
こ
と
が
肝
要
に
な
る
。

　
第
一
に
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
言
葉
自
体
が
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
と
い
う
問
題
が
あ
っ
た
。『
大
全
』
の
著
者
は
『
神
の

国
』
の
同
じ
巻
、
同
じ
章
の
言
葉
を
、
対
立
す
る
も
の
と
し
て
受
け
と
っ
て
い
た
。
こ
の
章
の
な
か
に
は
、
支
配
や
隷
従
が
自
然
法
に
則

す
と
言
っ
て
い
る
よ
う
な
文
も
あ
れ
ば
、
則
さ
な
い
と
言
っ
て
い
る
よ
う
な
文
も
あ
る
。『
大
全
』
の
著
者
は
こ
の
対
立
を
調
停
す
る
た

め
に
、
自
然
本
性
と
い
う
言
葉
を
二
つ
に
分
け
た
の
で
あ
っ
た
。

　
そ
し
て
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ら
の
文
は
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
た
。
そ
こ
で
、『
大
全
』
と
同
じ
く
、
と
い

う
よ
り
も
お
そ
ら
く
『
大
全
』
か
ら
学
ん
で
、
自
然
本
性
を
分
け
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
の
ほ
う
が
議
論
は
よ
り

洗
練
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
自
然
本
性
を
三
つ
に
分
け
、
そ
の
あ
と
支
配
と
い
う
言
葉
も
三
つ
に
分
け
て
考
え
る
。
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
支

配
が
、
ど
の
自
然
本
性
に
適
う
の
か
、
一
つ
一
つ
当
て
は
め
て
い
く
。『
大
全
』
に
比
べ
、
論
の
組
み
か
た
が
体
系
的
に
な
っ
て
い
る
と

言
え
る
。

　
第
二
に
、
読
み
手
の
意
図
が
投
影
さ
れ
る
と
い
う
問
題
が
あ
っ
た
。『
大
全
』
の
著
者
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
を
権
威
と
し
て
重
ん

じ
て
い
た
が
、
そ
れ
以
上
に
、
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
を
敬
慕
し
て
い
た
。
初
期
の
会
員
で
あ
る
か
ら
、
生
き
て
い
た
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
に
も
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接
し
て
い
た
だ
ろ
う
し
、
そ
の
敬
意
は
た
い
て
い
で
な
か
っ
た
と
察
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
彼
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
を
読
み
な
が
ら

も
、
思
い
は
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
に
流
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
堕
罪
の
あ
と
は
欠
陥
で
は
な
い
。
こ
の
確
信
が
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス

と
の
あ
い
だ
に
、
ず
れ
を
生
む
こ
と
に
な
っ
た
。

　
そ
し
て
お
そ
ら
く
こ
の
こ
と
も
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
は
同
じ
で
あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
に
会
っ
た
こ
と
が
あ
る
か
は
定
か
で
な

い
が
、
彼
は
幼
少
の
こ
ろ
か
ら
深
い
つ
な
が
り
を
感
じ
て
お
）
61
（
り
、
の
ち
に
大
小
二
つ
の
伝
記
を
記
し
て
い
る
。『
大
全
』
の
著
者
と
同
じ

よ
う
に
、
解
釈
を
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
に
寄
せ
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
。『
神
の
国
』
が
も
つ
暗
さ
は
、
こ
こ
に
お
い
て
ほ
と
ん

ど
目
立
た
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
言
え
る
。

　
第
三
に
、
手
に
で
き
る
書
物
に
限
り
が
あ
る
と
い
う
問
題
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
三
つ
め
は
、
一
つ
目
や
二
つ
目
と
お
お
い
に
か
か

わ
っ
て
く
る
。
つ
ま
り
、
原
典
の
文
を
矛
盾
と
受
け
と
っ
て
調
停
す
る
に
し
て
も
、
自
分
の
意
図
を
原
典
に
読
み
こ
む
に
し
て
も
、
や
は

り
そ
れ
が
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
明
ら
か
に
違
っ
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
た
な
ら
ば
、
結
論
を
記
す
こ
と
は
憚
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。

彼
ら
は
、
あ
え
て
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
権
威
に
挑
戦
し
よ
う
と
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
に
従
お
う
と
し
て
い
た
の
で
あ

る
。

　
た
だ
、
利
用
で
き
る
書
物
に
限
界
が
あ
っ
た
の
で
、
読
む
こ
と
が
叶
わ
な
い
も
の
は
、
別
の
書
の
引
用
に
頼
る
ほ
か
な
か
っ
た
。
し
た

が
っ
て
そ
の
引
か
れ
て
い
る
文
に
限
っ
て
見
れ
ば
、
彼
ら
の
結
論
は
け
っ
し
て
牽
強
と
呼
ぶ
も
の
で
は
な
く
、
十
分
そ
の
な
か
で
は
理
屈

が
通
っ
て
い
る
。
原
典
に
あ
た
れ
な
い
と
い
う
制
約
が
、
か
く
し
て
思
想
史
に
豊
か
さ
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
三
つ
の
要
因
が
絡
み
あ
う
こ
と
で
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
思
想
は
変
転
を
く
り
か
え
し
て
い
っ
た
。
じ
つ
を
言
う
と
、
ボ

ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
の
思
想
も
、
こ
の
あ
と
さ
ら
に
変
容
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
見
て
き
た
よ
う
に
『
命
題
集
注
解
』
に
お
い
て
は
、
奴

隷
制
も
政
治
的
な
統
治
も
、
と
も
に
堕
落
し
た
自
然
本
性
に
も
と
づ
く
と
し
て
い
た
。
し
か
し
こ
れ
が
の
ち
の
『
福
音
的
完
徳
論
』

（Q
uaestiones disputatae de perfectione evangelica

）
に
な
る
と
、
こ
の
二
つ
を
区
別
す
る
に
い
た
る
。
そ
こ
に
お
い
て
奴
隷
制
は
、
前
と
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同
じ
く
堕
落
し
た
自
然
本
性
に
も
と
づ
く
と
さ
れ
る
が
、
政
治
的
な
統
治
の
ほ
う
は
、
罪
か
ら
回
復
し
て
い
く
自
然
本
性
に
も
と
づ
く
と

さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
自
然
本
性
を
さ
ら
に
細
分
し
、
政
治
的
な
統
治
に
対
し
て
、
よ
り
積
極
的
な
意
味
を
見
い
だ
そ
う
と
し
て
い
）
62
（

る
。
お

そ
ら
く
こ
こ
に
も
ま
た
、
い
ま
見
た
三
つ
の
要
因
が
絡
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
）
63
（
る
。

　
と
は
い
え
、
そ
の
考
察
は
本
稿
の
範
囲
を
超
え
て
し
ま
う
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
機
を
得
て
稿
を
改
め
た
い
。

（
1
）  M

arina G
iani, 

“The Transm
ission of Augustine

’s D
e ciuitate D

ei in Late Antiquity and the Early M
iddle Ages. A Starting 

Point for Further Research,

” Revue d

’Études A
ugustiniennes et Patristiques, 66, 2020, pp. 94 -95.

（
2
）  Ibid., p. 97.

（
3
）  

「
食
事
の
あ
い
だ
、
彼
は
音
楽
や
朗
読
を
聞
い
た
。
物
語
や
古
代
の
人
び
と
の
事
績
が
読
み
あ
げ
ら
れ
た
。
そ
し
て
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の

本
、
特
に
『
神
の
国
』
と
題
さ
れ
た
本
を
喜
ん
で
聞
い
て
い
た
」Einhard, Vita Karoli M

agni, c. 24.: 

“Inter caenandum
 aut aliquod acroam

a 
aut lectorem

 audiebat. Legebantur et historiae et antiquorum
 res gestae. D

electabatur et libris sancti Augustini, praecipueque 
his qui de civitate D

ei praetitulati sunt.

” （O
sw
ald H

older-Egger （ed.

）, M
G
H
, SRG

 25, H
annover, H

ahn, 1911.

）

（
4
）  Eric L. Saak, 

“Augustine in the W
estern M

iddle Ages to the Reform
ation,

” in M
ark Vessey 

（ed.

）, A
 Com

panion to A
ugus-

tine, Chichester, W
iley-Blackw

ell, 2012, p. 469.

（
5
）  

も
ち
ろ
ん
そ
う
し
た
研
究
が
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
古
い
も
の
で
は
ア
ン
リ
・
グ
ザ
ヴ
ィ
エ
・
ア
ル
キ
リ
エ
ー
ル
（H

enri-Xavier Arquillière

）

に
よ
る
も
の
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。 

ア
ル
キ
リ
エ
ー
ル
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
思
想
と
、
後
代
の
解
釈
を
区
別
し
、
後
者
を
指
し

て
、
政
治
的
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
主
義
（l

’augustinism
e politique

）
と
呼
ぶ
。
も
と
あ
っ
た
思
想
が
時
を
経
て
、
も
は
や
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ

ス
の
考
え
と
は
呼
べ
な
い
も
の
に
変
容
し
た
と
い
う
。
と
は
い
え
、
ア
ル
キ
リ
エ
ー
ル
の
思
想
史
は
、
あ
ま
り
実
証
的
な
も
の
で
は
な
い
。
彼
は
、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
も
っ
て
い
た
一
定
の
気
質
の
傾
き
（une inclination d

’esprit

）
が
、
い
つ
の
間
に
か
一
つ
の
教
義
（une doctrine

）

に
押
し
あ
げ
ら
れ
た
と
言
う
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
証
す
る
に
あ
た
っ
て
、
具
体
的
な
言
葉
を
引
い
て
い
な
い
。H

.-X. Arquillière, L

’Augus-
tinism

e politique: Essai sur la form
ation des théories politiques du m

oyen-age, Paris, J. Vrin, 1955, pp. 54 -55. 

つ
ま
り
、
彼
は
ア

ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
文
章
と
、
後
代
の
解
釈
者
の
文
章
を
照
応
し
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
本
当
に
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
思
想
が
変
容
し
た
と

言
え
る
の
か
、
少
な
か
ら
ず
疑
問
が
残
る
。
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（
6
）  

ウ
ル
マ
ン
が
は
じ
め
て
唱
え
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
以
前
の
研
究
者
、
た
と
え
ば
カ
ー
ラ
イ
ル
兄
弟
の
著
作
に
も
同
様
の
構
図
が
見
ら
れ
る
。

R. W
. Carlyle and A. J. Carlyle, A

 H
istory of M

ediaeval Political Theory in the W
est, vol. 3, Edinburgh, W

. Blackw
ood, 1928, p. 5.

（
7
）  W

alter U
llm
ann, Principles of G

overnm
ent and Politics in the M

iddle A
ges, London, M

ethuen, 1966, p. 240.
（
8
）  Ibid., p. 256.

（
9
）  Antony Black, 

“Political Language in Later M
edieval Europe,

” in D
iana W

ood 

（ed.

）, The Church and Sovereignty c. 590 -
1918: Essays in honour of M

ichael W
ilks, O

xford, Blackw
ell, 1991, pp. 316 -317.

（
10
）  Cary J. N

ederm
an, 

“Nature, Sin and the O
rigins of Society: The Ciceronian Tradition in M

edieval Political Thought,

” The 
Journal of the H

istory of Ideas, 49. 1, 1988, pp. 25 -26.

（
11
）  

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
受
容
を
見
て
い
く
に
あ
た
り
、
本
稿
で
は
専
ら
『
神
の
国
』
に
焦
点
を
当
て
る
。
の
ち
に
見
る
よ
う
に
、
中
世
盛
期
に

お
い
て
地
上
の
統
治
を
語
る
と
き
、
か
な
ら
ず
引
か
れ
た
の
が
『
神
の
国
』
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
同
じ
秩
序
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
な
が
ら
、

そ
こ
で
は
『
三
位
一
体
論
』
の
よ
う
な
諸
作
が
引
か
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
と
は
い
え
、
別
の
作
品
の
読
ま
れ
か
た
が
、『
神
の
国
』
の
読
ま

れ
か
た
に
影
響
を
与
え
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。

（
12
）  Augustinus, De civitate Dei, 19, 15.: 

“Rationalem
 factum

 ad im
aginem

 suam
 noluit nisi irrationabilibus dom

inari: non hom
inem

 
hom
ini, sed hom

inem
 pecori.

” 

な
お
、『
神
の
国
』
か
ら
の
引
用
は
、
す
べ
てPatrologia Latina

に
依
っ
た
。
ま
た
、
訳
出
に
さ
い
し
て
既

存
の
邦
訳
を
参
照
し
た
。

（
13
）  Ibid., 19, 27.: 

“Sed hic sive illa com
m
unis, sive nostra propria, talis est pax, ut solatium

 m
iseriae sit potius quam

 beatitudinis 
gaudium

.

” 括
弧
は
引
用
者
に
よ
る
。

（
14
）  Ibid., 5, 25; 5, 26.

（
15
）  John J. Contreni, 

“Carolingian Era, Early,

” in A
llan D. Fitzgerald 

（ed.

）, A
ugustine Through the A

ges: A
n Encyclopedia, 

G
rand Rapids, W

illiam
 B. Eerdm

ans Pub., 1999, p. 125.

（
16
）  Sophia M

ösch, A
ugustine and the A

rt of Ruling in the Carolingian Im
perial Period, Abington, Routledge, p. 89.

（
17
）  Ibid., p. 90.

（
18
）  Augustinus, op. cit., 19, 26.

（
19
）  Ibid., 19, 27.
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（
20
）  Sophia M

ösch, op. cit., p. 109.

（
21
）  Peter Lucas, 

“Borrow
ing and Reference: Access to Libraries in the Late M

iddle Ages,

” in E. S. Leedham
-G
reen

（ed.

）, The 
Cam

bridge H
istory of Libraries in Britain and Ireland, vol. 1, Cam

bridge, Cam
bridge U

niversity Press, 2006, p. 242.
（
22
）  
彼
が
知
っ
て
い
た
四
作
は
、『
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
』（D

e doctrina christiana

）、『
エ
ン
キ
リ
デ
ィ
オ
ン
』、（Enchiridion

）『
八
十
三
の

問
題
集
』（D

e diversis quaestionibus octoginta tribus

）、『
再
考
録
』（Retractationes

）
で
あ
っ
た
と
い
う
。J.-G. Bougerol, 

“The 
Church Fathers and the Sentences of Peter Lom

bard,

” in Irena Backus （ed.

）, The Reception of the Church Fathers in the W
est, 

vol. 1, Boston, Brill, 2001, p. 115.

（
23
）  J. W

erckm
eister, 

“The Reception of the Church Fathers in Canon Law,

” in Irena Backus, op. cit., p. 66.

（
24
）  Eric L. Saak, op. cit., p. 469.

（
25
）  Bonaventura, Com

m
entaria in quatuor libros Sententiarum

 III, d. 3, p. 2, a. 2, q. 1, conc.: 

“Augustinus, praecipuus doctor 
Latinus

” な
お
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
の
著
作
は
す
べ
て
、Q

uaracchi

版
を
使
用
し
た
。

（
26
）  Bonaventura, Serm

o: Christus unus om
nium

 m
agister, n. 19.

（
27
）  J.-G. Bougerol, Introduction à l
’étude de saint Bonaventure, Paris, D

esclée et Cie, p. 71.

（
28
）  Petrus Lom

bardus, Sententiae in quatuor libris distinctae II, d. 44, cap. 1.: 

“De potentia peccandi, an sit hom
ini vel diabolo a 

deo.

” （Collegii S. Bonaventurae （ed.
）, G

rottaferrata, Collegii S. Bonaventurae, 1971 -1981.

）

（
29
）  Ibid., d. 44, cap. 1.: 

“His auctoritatibus aliisque plurim
is evidenter ostenditur, quod non est potestas boni vel m

ali cuicum
que, 

nisi a D
eo aequo, etsi te lateat aequitas.

”

（
30
）  Bonaventura, Com

m
entaria in quatuor libros Sententiarum

 II, d. 44, a. 2, q. 1.: 

“Utrum
 om
nis potestas dom

inandi sit a 
D
eo.

”

（
31
）  Ibid., d. 44, a. 2, q. 2. 

“Utrum
 potestas praesidendi sit in hom

ine secundum
 institutionem

 naturae, vel secundum
 punitionem

 
culpae.

”

（
32
）  

一
般
に
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
『
命
題
集
注
解
』
や
『
神
学
大
全
』
を
論
じ
る
さ
い
、
異
論
（
問
題
に
対
す
る
反
論
）、
反
対
異
論
（
問
題

に
肯
定
的
な
意
見
）、
と
い
っ
た
言
葉
が
使
わ
れ
る
が
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
の
『
命
題
集
注
解
』
で
は
こ
の
順
序
が
一
定
せ
ず
、
異
論
が
あ
と

に
来
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
こ
で
は
混
乱
を
避
け
る
た
め
、
肯
定
論
拠
、
否
定
論
拠
と
い
う
言
葉
を
使
う
。
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（
33
）  Ibid., d. 44, a. 2, q. 2.: 

“... non est dom
inus sine servo, ergo nec dom

inium
 sine servitute; sed «servitus est introducta propter 

peccatum
», sicut in pluribus locis dicit Augustinus: ergo videtur, quod potestas dom

inandi in hom
ine sit secundum

 conditionem
 

culpae, non secundum
 institutionem

 naturae.

”

（
34
）  Augustinus, op. cit., 19, 15.: 

“Prim
a ergo seruitutis causa peccatum

 est.

”

（
35
）  Bonaventura, op. cit., d. 44, a. 2, q. 2.: 

“... om
ne illud, quod est ad conservationem

 ordinis naturalis, pertinet ad institutionem
 

naturae; sed potestas praesidendi pertinet ad conservationem
 ordinis naturalis: ergo potestas praesidendi inest hom

ini a D
eo 

secundum
 institutionem

 naturae. M
aior m

anifesta est. M
inor probatur per illud quod dicit Augustinus decim

o nono de Civitate 
D
ei: «Poenalis servitus ea lege ordinatur, quae naturalem

 ordinem
 conservari iubet et perturbari vetat»...

”

（
36
）  Ibid., d. 44, a. 2, q. 2. conc.: 

“Dicendum
, quod potestas dom

inandi vel praesidendi dicitur tripliciter, scilicet largissim
e et 

com
m
uniter et proprie.

”

（
37
）  Ibid., d. 44, a. 2, q. 2. conc.

（
38
）  Ibid., d. 44, a. 2, q. 2. conc.

（
39
）  Ibid., d. 44, a. 2, q. 2. conc.

（
40
）  Augustinus, op. cit., 14, 11.: 

“... m
ala voluntas, quam

vis non sit secundum
 naturam

, sed contra naturam
, quia vitium

 est...

”

（
41
）  Ibid., 15, 6.: 

“Languor est quippe iste, id est illa inobedientia, de qua in libro quartodecim
o disseruim

us （Capp. 1, 11 et alibi

）, 
prim

ae inobedientiae supplicium
; et ideo non natura, sed vitium

.

”

（
42
）  Bonaventura, op. cit., d. 44, a. 2, q. 2. ad. 4.: 
“... dicendum

, quod est ordo, qui respicit naturam
 secundum

 om
nem
 statum

; 
et est ordo, qui respicit naturam

 secundum
 statum

 suae conditionis; et est ordo, qui respicit naturam
 secundum

 statum
 suae 

corruptionis... D
eum
 esse honorandum

, dictat natura secundum
 om
nem
 statum

; om
nia esse com

m
unia, dictat secundum

 statum
 

naturae institutae; aliquid esse proprium
, dictat secundum

 statum
 naturae lapsae ad rem

ovendas contentiones et lites.

”

（
43
）  Ibid., d. 4, a. 3, q. 1.: 

“Et hoc curialius est dicere quam
 dicere, quod Augustinus dicat contraria, et tanquam

 instabilis m
odo 

dicat hoc, m
odo contrarium

...

”

（
44
）  Ibid., praeloc.: 

“pater et m
agister noster bonae m

em
oriae frater Alexander

”

（
45
）  Ibid., praeloc.: 

“... cuius vestigiis praecipue inhaerere propono.

”
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（
46
）  Alexander de H

ales, Glossa in quatuor libros Sententiarum
 II, d. 44.: 

“Utrum
 potestas saeculares debent cohibere potestatem

 
haereticorum

.

” （Collegii S. Bonaventurae （ed.

）, Q
uaracchi, Collegii S. Bonaventurae, 1951 -1957.

）

（
47
）  

こ
の
問
い
に
対
し
て
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル
は
、
抑
制
す
る
べ
き
と
い
う
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
言
葉
と
、
抑
制
す
る
べ
き
で
な
い
と
い
う
ア
ウ
グ

ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
言
葉
を
掲
げ
る
。
そ
の
う
え
で
、
片
方
は
初
期
の
教
会
に
お
い
て
正
し
く
、
も
う
片
方
は
そ
れ
以
降
の
教
会
に
お
い
て
正
し
い
と

結
論
づ
け
て
い
る
。Ibid., d. 44.

（
48
）  Lydia Schum

acher, 

“Introduction,

” in Lydia Schum
acher 

（ed.

）, The Sum
m
a H
alensis: Sources and Context, Berlin, D

e 
G
ruyter, 2020, p. 3.

（
49
）  Alexander de H

ales, D
octoris irrefragabilis A

lexandri de H
ales O

rdinis m
inorum

 Sum
m
a theologica, III, p. 2, inq. 2, q. 4. c. 

3.: 

“Augustinus, XIX D
e civitate D

ei: «Rationalem
 hom

inem
, factum

 ad im
aginem

 suam
, noluit nisi irrationalibus dom

inari, 
non hom

inem
 hom

ini, sed hom
inem

 pecori». Ergo contra naturam
 est quod hom

o dom
inetur hom

ini.

” （Collegium
 S. Bonaven-

turae （ed.

）, Q
uaracchi, Collegium

 S. Bonaventurae, 1924 -1948.

）

（
50
）  Ibid., p. 2, inq. 2, q. 4. c. 3.: 
“Augustinus, XIX De civitate Dei: «Poenalis servitus ea lege ordinatur quae naturalem

 iubet ordinem
 

conservari, perturbari vetat, quia, si contra eam
 legem

 non esset factum
, nihil esset poenali servitute coercendum

; ideo Apostolus 
servos m

onet esse subditos dom
inis suis».

”

（
51
）  R. A

. M
arkus, Saeculum

: H
istory and Society in the Theology of St A

ugustine, Cam
bridge, Cam

bridge U
niversity Press, 

1970, pp. 91 -92. （
Ｒ
・
Ａ
・
マ
ー
カ
ス
『
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
神
学
に
お
け
る
歴
史
と
社
会
』
宮
谷
宣
史
、
土
井
健
司
訳
（
教
文
館
、
一
九
九

八
年
）
一
〇
八
―
一
〇
九
頁
）。

（
52
）  Alexander de H

ales, op. cit., p. 2, inq. 2, q. 4. c. 3.: 
“Lex ergo naturalis dictat com

m
unem

 libertatem
 om
nium

 secundum
 statum

 
naturae institutae.

”

（
53
）  Ibid., p. 2, inq. 2, q. 4. c. 3.: 

“... secundum
 statum

 naturae corruptae dictat quod necessaria est servitus et dom
inium

 ad  
coercendum

 m
alos...

”

（
54
）  

現
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
言
語
と
同
じ
く
、
非
制
限
用
法
の
と
き
に
は
前
に
音
声
的
休
止
（pause

）
を
入
れ
た
可
能
性
が
高
い
。H

arm
 Pinkster, 

The O
xford Latin Syntax, vol. 2, O

xford, O
xford U

niversity Press, 2021, p. 474.

（
55
）  

た
と
え
ば
、Augustinus, op. cit., 19, 12. 

こ
こ
に
お
い
て
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
平
和
を
望
む
心
が
自
然
本
性
に
由
来
す
る
と
論
じ
て
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い
る
。

（
56
）  Bert Roest, A

 H
istory of Franciscan Education: C. 1210 -1517, Leiden, Brill, 2000, p. 198.

（
57
）  Ibid., pp. 200 -201.

（
58
）  Richard H

. Rouse, 

“The Early Library of the Sorbonne,

” Scriptorium
, 21, 1967, p. 45.

（
59
）  Lydia Schum

acher, 

“The Sum
m
a H
alensis and Augustine,

” in Lydia Schum
acher （ed.

）, op. cit., pp. 51 -52.

（
60
）  
古
く
か
ら
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
思
想
か
ら
も
一
定
の
影
響
を
受
け
て
い
る
。
ブ
ー
ジ
ェ
ロ
ル

に
よ
れ
ば
、Q

uaracchi

版
の
全
集
か
ら
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
引
用
を
一
〇
一
五
例
ほ
ど
も
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。J.-G. Boug-

erol, Saint Bonaventure: Études sur les sources de sa pensée, N
ortham

pton, Variorium
 Reprints, 1989, p. 137. 

そ
の
た
め
、
こ
こ

に
お
い
て
一
つ
の
疑
義
が
成
り
立
つ
か
も
し
れ
な
い
。
地
上
の
統
治
を
肯
定
的
に
見
る
視
点
も
、
や
は
り
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
か
ら
学
ん
だ
の
で
は

な
い
か
、
と
い
う
疑
義
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
推
論
つ
い
て
は
二
つ
の
点
か
ら
否
定
で
き
る
と
思
う
。
第
一
に
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
は

統
治
の
自
然
性
を
語
る
に
あ
た
っ
て
、『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
や
『
政
治
学
』
を
引
く
こ
と
が
な
い
。
同
じ
こ
ろ
に
『
命
題
集
注
解
』
を
記
し

た
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
が
、『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
を
引
い
て
統
治
を
考
察
し
て
い
る
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
。Thom

as Aquinas, Com
-

m
entaria in quatuor libros Sententiarum

, II, d. 44, q. 1, a. 3, conc.

ま
た
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
の
議
論
は
明
ら
か
に
『
大
全
』
の
議
論

と
酷
似
し
て
い
る
が
、
こ
の
『
大
全
』
の
な
か
で
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
参
照
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
あ
く
ま
で
テ
ク
ス
ト
に
も
と

づ
い
て
考
察
す
る
と
き
、
統
治
の
自
然
性
な
る
発
想
を
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
か
ら
学
ん
だ
可
能
性
は
ま
ず
な
い
と
言
っ
て

よ
い
。

（
61
）  

ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
は
幼
少
の
こ
ろ
、
病
を
得
て
死
に
瀕
し
た
が
、
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
の
と
り
な
し
に
よ
っ
て
救
わ
れ
た
と
い
う
。Bonaventura, 

Legenda S. Francisci, prol. 3.

（
62
）  

田
中
稔
十
「
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
と
政
治
の
自
然
性
」『
法
学
政
治
学
論
究
』
第
一
三
五
号
（
二
〇
二
二
年
）。

（
63
）  

一
つ
に
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
が
当
時
ま
き
こ
ま
れ
て
い
た
托
鉢
修
道
会
論
争
が
関
係
す
る
と
思
わ
れ
る
。
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田
中
　
稔
十
（
た
な
か
　
な
り
と
）

所
属
・
現
職
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

最
終
学
歴
　
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
前
期
博
士
課
程

専
攻
領
域
　
　
政
治
思
想
史


